
八
 論
文
要
旨
 V
 
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
日
精
神
現
象
学
 ヒ
の
 最
後
で
「
 絶
対
的
ガ
イ
ス
ト
の
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 
」
に
立
つ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 全
て
の
終
り
で
は
 

な
く
、
 斬
 ら
た
な
る
始
ま
り
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
 絶
 対
酌
ガ
イ
ス
ト
の
無
限
性
が
沸
き
立
っ
」
か
ら
だ
。
そ
の
へ
 ｜
 ゲ
ル
の
姿
は
 
、
 

「
自
己
は
モ
ノ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
無
限
判
断
と
し
て
把
握
 
し
た
へ
 l
 ゲ
ル
の
観
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
姿
と
重
な
る
。
ハ
ム
レ
   

リ
ン
グ
や
ガ
ル
の
如
く
か
の
判
断
を
表
象
と
し
て
 把
 え
ず
、
 判
 断
に
 於
け
る
自
己
と
モ
ノ
の
区
別
を
「
内
的
区
別
」
と
し
て
 把
，
 え
た
の
だ
。
 
こ
 

の
よ
う
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
同
じ
く
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
絶
対
的
ガ
イ
 ス
ト
の
 ゴ
ル
 ゴ
ダ
定
本
数
）
に
 
掩
 い
て
表
象
さ
れ
て
い
る
真
理
 を
 
「
無
限
性
を
 

意
識
し
て
し
概
念
の
次
元
に
 拾
 い
て
 抱
 え
 ろ
 の
で
あ
る
。
無
限
 桂
 と
は
、
「
純
粋
な
自
己
運
動
と
い
う
絶
対
的
 

動
 」
で
あ
り
、
「
 生
命
の
単
純
な
 

本
質
、
世
界
の
魂
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
常
に
無
が
働
い
て
い
 る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
へ
一
 
ゲ
ル
は
表
象
を
否
定
す
る
と
 同
 時
に
自
己
を
概
 

念
の
次
元
へ
と
止
揚
し
て
 斬
 ら
た
な
世
界
へ
躍
り
込
む
の
で
あ
 る
 。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 
へ
 l
 ゲ
ル
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
、
ゴ
ル
 

ゴ
ダ
、
無
 硬
性
、
無
限
判
断
、
頭
蓋
論
、
観
察
す
る
意
識
、
理
性
の
本
能
 
シ
ェ
リ
ン
グ
、
 

ガ
ル
、
「
 外
 な
る
も
の
は
内
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
」
 

無
常
或
い
は
無
限
性
と
い
う
こ
と
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
観
た
 
"
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 の
ハ
ム
レ
ッ
 
ト
 /
 

門
脇
 

健 
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数
に
の
 ぱ
る
 。
し
か
し
、
 菊
昼
か
 人
跡
で
名
前
を
直
接
に
 
挙
げ
ら
れ
た
人
物
は
二
人
し
か
い
な
い
。
ソ
フ
ォ
ク
 

レ
 ス
の
 悲
劇
の
主
人
公
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無常式、 、 は 無限性ということ 

「
精
神
現
象
学
 
ヒ
が
 発
表
さ
れ
た
一
八
 0
 セ
 年
前
後
の
 ド
 イ
 ソ
語
 圏
に
於
け
る
 シ
ヱ
 イ
ク
ス
ピ
ア
の
仕
置
は
、
現
在
 の
 私
達
が
考
 ，
ぇ
 

る
よ
り
も
ず
っ
と
重
い
。
当
時
、
既
に
少
く
と
も
二
種
類
 の
 翻
訳
全
集
が
出
版
さ
れ
て
い
た
し
、
ド
イ
ツ
人
を
し
 て
 「
我
々
の
 シ
ヱ
イ
 

ク
ス
ピ
ア
」
と
ま
で
言
わ
し
め
た
 A
.
W
,
 
シ
ュ
レ
ー
 ゲ
 か
め
 全
集
も
刊
行
中
で
あ
っ
た
。
 へ
｜
 ゲ
ル
自
身
も
幼
 い
 頃
か
ら
シ
ェ
イ
 ク
 
3@ (153) 

一
 
ゴ
ル
 ゴ
ダ
 の
ハ
ム
レ
ッ
ト
 

ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
 
と
ン
ヱ
 イ
ク
ス
ピ
ア
の
悲
劇
の
主
人
公
 ハ
ム
レ
ソ
ト
で
あ
る
。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
 、へ
｜
ゲ
 

 
 

ぎ
な
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
と
い
う
事
は
否
定
で
き
ぬ
 事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 円
 ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
ロ
 
と
 

展
開
さ
れ
る
現
実
を
肯
定
す
る
こ
と
の
な
い
世
界
観
は
 、
 現
実
世
界
と
ガ
イ
ス
ト
の
和
解
に
達
す
る
 へ
｜
 ゲ
ル
の
 

事
も
否
定
で
き
ぬ
事
実
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
私
に
は
、
 

へ
 ｜
 ゲ
ル
の
こ
の
ど
こ
か
し
ら
楽
天
的
な
世
界
観
は
円
 ハ
 

-
l
-
 

世
界
に
よ
り
多
く
の
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
よ
り
に
思
わ
 れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
私
の
見
解
を
括
弧
に
 入
 

｜
 ゲ
ル
が
こ
の
日
精
神
現
象
学
 b
 に
 掩
 い
て
ア
ン
テ
ィ
 
ゴ
 不
｜
と
 共
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
名
前
を
直
接
に
挙
げ
て
い
 

考
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
直
接
に
 名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
 ョ
 リ
ッ
ク
の
頭
蓋
骨
 

ッ
ト
 」
 む
め
 
A
 
）
で
あ
っ
 
千
ヒ
 
み
れ
ば
、
つ
ま
り
 ガ
ゴ
ル
ゴ
ダ
 に
侍
む
 
ハ
ム
レ
ッ
ト
 "
 で
あ
っ
て
み
れ
ば
，
な
お
さ
ら
 

現
象
学
目
の
最
後
で
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 に
立
つ
 
へ
｜
 ゲ
ル
と
、
 
，
 
」
の
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 に
 仔
む
 ハ
ム
レ
ッ
ト
の
間
に
は
、
何
ら
か
 

て
し
か
る
べ
 
き
 だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
よ
 う
に
ハ
ム
レ
 
"
 ト
が
 指
さ
れ
た
箇
所
に
 拾
 い
て
も
、
「
 無
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
 稿
 で
は
、
「
ゴ
ル
 ゴ
ダ
 」
 と
「
無
限
性
」
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
 へ
｜
 ゲ
ル
 と
 

を
 論
じ
て
行
き
た
い
。
そ
し
て
、
先
に
挙
げ
た
 抹
 し
げ
な
 風
景
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
。
 

か
め
 思
想
形
成
に
大
 

い
う
悲
劇
に
 掩
 い
て
 

世
界
観
と
は
異
な
る
 

ム
レ
ッ
ト
 ヒ
 の
悲
劇
 

れ
る
と
し
て
も
、
へ
 

る
こ
と
は
、
十
分
に
 

を
手
に
し
た
ハ
ム
レ
 

で
あ
ろ
う
。
「
精
神
 

の
連
関
が
考
え
ら
れ
 

眠
性
」
が
問
題
と
さ
 

，
ム
レ
ッ
ト
の
関
係
 



ッ
 ト
ロ
は
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
思
想
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
 い
た
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
ゲ
ー
テ
の
「
 
若
 ぎ
ヴ
ヱ
 
ル
テ
ル
の
 悩
 

み
 ヒ
や
 
円
 
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
修
業
時
代
目
 

と
い
う
 円
 ハ
ム
レ
ッ
ト
 b
 か
ら
多
大
の
イ
ソ
ス
ピ
レ
ー
 シ
ョ
ン
を
得
て
書
か
 

れ
た
作
品
が
ド
イ
ツ
の
思
想
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
 い
た
し
、
ま
た
そ
の
㍉
マ
イ
ス
タ
ー
 b
 に
展
開
さ
れ
た
 
ゲ
 @
 テ
の
ハ
ム
レ
ッ
 

ト
 観
を
認
め
る
か
否
か
が
「
美
し
き
 魂
 」
を
課
題
と
す
る
 へ
｜
 ゲ
ル
や
ロ
マ
ン
派
の
人
々
に
し
て
は
大
き
な
問
題
 と
な
っ
て
い
た
か
ら
 

で
あ
る
。
そ
の
 
ょ
う
 な
状
況
の
中
で
、
先
に
挙
げ
た
 
巡
 ル
ゴ
ダ
 の
ハ
ム
レ
ッ
ト
 
"
 の
場
面
は
当
時
の
読
書
人
た
 ち
 を
と
り
わ
け
魅
了
 

し
て
い
た
よ
う
だ
。
 

と
も
あ
れ
、
こ
の
 

ゴ
ル
ゴ
ダ
 
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
 
"
 と
は
ど
 
の
よ
う
な
場
面
な
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
 

「
ハ
ム
レ
ッ
ト
 b
 の
最
終
幕
で
あ
る
第
五
幕
第
一
場
で
、
 

ハ
ム
レ
ッ
ト
と
親
友
 
ホ
 レ
ー
シ
ョ
は
墓
場
に
さ
し
か
か
る
 。
そ
こ
で
 
は
、
 

墓
掘
り
人
夫
が
墓
穴
か
ら
頭
蓋
骨
を
無
造
作
に
次
々
と
 放
 り
 出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
王
宮
の
道
 仏
師
で
あ
っ
た
 ョ
リ
 

ッ
ク
 の
頭
蓋
骨
が
出
て
き
た
時
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
 は
 言
う
。
 

ハ
ム
レ
ッ
ト
ち
ょ
っ
と
見
せ
て
く
れ
。
 
冨
 韻
を
手
に
と
 

度
 と
な
く
 咲
物
 し
た
唇
が
こ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
。
お
前
の
 

9
 ロ
あ
あ
、
可
哀
そ
う
な
 ョ
 リ
ッ
ク
 !
 お
れ
は
こ
の
男
 

皮
肉
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
 ?
 例
の
道
化
踊
り
は
 

を
 知
っ
て
い
る
ん
 

、
 歌
は
、
満
座
 

だ
、
ホ
 
レ
ー
シ
ョ
 

酒
 落
の
種
の
尽
き
た
こ
と
の
な
い
 、
す
ば
ら
し
く
頓
智
に
た
げ
た
奴
だ
っ
た
。
何
度
も
お
 れ
を
背
負
っ
て
 

く
れ
た
の
だ
が
、
こ
う
な
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
を
考
え
る
 だ
け
で
も
ぞ
っ
と
す
る
 !
 胸
が
む
か
む
か
し
て
く
る
。
 

お
れ
が
 何
 

0
 人
を
ど
っ
と
わ
き
立
た
せ
た
、
あ
の
当
意
即
妙
の
酒
 落
 は
ど
こ
へ
行
っ
た
 
?
 
 （
中
絶
さ
あ
 ご
 婦
人
方
の
部
屋
 へ
 行
っ
て
こ
い
。
 

白
粉
を
 
一
 イ
ン
チ
も
お
塗
り
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
 

結
 局
 は
こ
ん
な
お
顔
に
な
る
の
で
す
よ
っ
て
、
そ
う
言
っ
 
て
 笑
わ
し
て
こ
 

て
 、
日
精
神
現
象
学
し
に
 
於
 い
て
初
め
て
 
日
 ハ
ム
レ
 

し
に
 @
 口
 及
 り
 
よ
 
る
こ
と
に
み
吐
る
の
だ
が
、
お
そ
 
尺
ワ
ノ
 Ⅰ
 そ
み
卜
 
は
 前
に
も
「
ハ
ム
レ
 
輔
 

 
  

 

ス
ピ
ア
を
愛
読
し
て
お
り
、
青
年
時
代
の
草
稿
に
円
口
 、
オ
と
 ジ
ュ
リ
 
ュ
 リ
 
@
 ト
ヒ
や
 
「
 マ
 り
 
@
 @
 ベ
ス
 n
 
ヒ
 に
関
す
る
 巨
 
二
口
 
及
 が
見
え
る
。
そ
し
 

 
 



無常 式 Ⅰ 、 は 無限性 と いうこと 

 
 

 
 

 
 

卑
し
い
物
に
使
わ
れ
る
か
わ
か
ら
ん
の
だ
な
、
 

ホ
 
レ
ー
シ
 

ョ
 
t
 
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
一
大
王
の
尊
い
遺
骸
が
酒
樽
の
栓
 

に
さ
れ
る
こ
と
 

だ
っ
て
想
像
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
か
ら
が
。
 

ホ
 
レ
ー
シ
。
そ
れ
は
ち
と
ご
想
像
が
過
ぎ
な
い
で
し
ょ
 

ぅ
か
 
、
そ
う
ま
で
お
考
え
に
な
ら
な
く
て
も
。
 

，
 
ム
レ
ッ
ト
い
や
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
ご
く
 

お
だ
や
か
に
考
え
て
、
自
然
に
起
る
結
果
を
想
像
し
て
 

い
っ
て
も
、
結
局
 

そ
こ
へ
行
く
よ
。
い
い
か
ア
レ
キ
サ
 

ソ
ダ
 
ー
が
死
ぬ
 

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
が
土
に
埋
め
ら
れ
る
、
ア
レ
キ
サ
 

ソ
ダ
 
ー
は
塵
に
 

か
え
る
、
塵
は
土
 

だ
、
 
土
か
ら
粘
土
を
造
る
、
そ
ら
ア
 

ン
 
キ
サ
ン
ダ
ー
が
変
化
し
て
で
き
た
そ
の
粘
土
で
ビ
ー
ル
 

樽
の
栓
を
造
ら
 

ん
と
も
か
 

ぎ
 
う
な
い
で
は
な
い
か
 

?
 

皇
帝
シ
ー
ザ
ー
死
し
て
 

士
 
と
化
さ
ば
 

/
 
も
っ
て
孔
を
ふ
さ
 

ぎ
、
 
風
を
庶
ぎ
る
。
あ
あ
、
思
い
き
や
 

/
 
か
っ
て
一
世
 

を
 
畏
怖
せ
し
 

-
2
-
 

ぬ
 
た
る
か
の
土
塊
の
 

/
 
壁
を
つ
く
ら
い
厳
冬
の
風
を
防
が
 

ん
と
は
 

一
 

ま
る
で
日
平
家
物
語
 

L
 
の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
、
諸
行
 

無
常
の
響
あ
り
。
娑
羅
双
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
 

こ
と
わ
り
を
あ
ら
れ
 

う
な
無
常
観
が
漂
う
場
面
で
あ
る
。
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
 

ヒ
 
に
 
こ
の
 
ょ
う
 
な
無
常
感
を
読
み
取
り
、
そ
の
無
常
観
を
通
 

奏
 
低
音
と
し
て
い
る
 

と
 
思
わ
れ
る
文
学
作
品
に
「
夜
警
 

怯
 
が
あ
る
。
こ
の
作
品
 

は
 
、
一
八
 

0
 
四
年
に
 

ボ
ナ
 
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
 

l
 
う
な
る
 

へ
 
ン
 
・
 
不
 
１
ム
 

を
 
持
つ
 
謎
 

-
3
-
 

の
人
物
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
発
表
当
時
は
 

シ
ヱ
 
リ
ン
グ
で
は
な
い
か
と
憶
測
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
 

と
 
も
あ
れ
、
そ
の
「
 

夜
 

警
 
L
 
の
最
後
の
部
分
を
見
て
お
こ
う
。
作
者
は
、
ハ
ム
レ
 

ッ
ト
や
 

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
 

L
 
 
カ
エ
サ
ル
の
名
を
挙
げ
た
 

後
、
次
の
よ
う
に
 

述
 

5@ (155) 

 
 

お
い
、
 

ホ
 
レ
 
l
 
シ
 
9
 
、
教
え
て
く
れ
な
い
か
。
 

 
 

ホ
 
レ
ー
シ
，
何
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
、
殿
下
 
9
?
 



べ
 ろ
 り
 

お
お
 、
 何
た
る
こ
と
か
貴
方
も
仮
面
に
過
ぎ
な
い
の
 か
 、
そ
し
て
俺
を
欺
く
の
か
 0
4
 
 俺
に
は
最
早
貴
方
 の
姿
 は
 見
え
な
 

い
、
父
ょ
貴
方
は
何
処
に
い
る
の
で
す
か
 ?
 触
れ
る
 や
否
や
悉
く
崩
れ
落
ち
て
灰
に
化
し
て
し
ま
う
と
は
。
 

そ
し
て
地
上
に
 辛
 

う
じ
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
一
握
り
の
 塵
 だ
け
な
の
だ
。
 
そ
し
て
二
、
三
匹
の
肥
え
太
っ
た
蛆
虫
が
、
こ
っ
そ
り
 脱
げ
出
し
て
行
く
。
 

あ
た
か
も
尤
も
ら
し
い
弔
辞
読
み
野
郎
が
、
葬
式
の
饗
応
 を
 食
べ
過
ぎ
て
脱
げ
出
す
 よ
う
 に
。
俺
は
こ
の
一
握
り
 の
父
の
塵
を
風
の
 

中
へ
 撒
き
散
ら
そ
 う
 。
す
る
と
残
る
の
は
１
１
虚
無
だ
一
  
 

彼
方
の
墓
の
上
に
な
お
も
 侍
む
 姿
は
見
 霊
 者
、
掻
き
抱
い
 
て
い
る
の
は
虚
無
一
 

そ
し
て
納
骨
堂
の
反
響
 

最
後
に
叫
ぶ
，
だ
ま
虚
無
 

は
 

、
、
 !
 
-
4
-
 

作
中
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
往
復
書
簡
を
含
 むこ
の
物
証
 帽
は
 、
こ
の
「
 掛
無
 
（
三
 
%
 （
の
）
 

l
 」
の
叫
び
 
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
 

る
 。
こ
の
叫
び
に
は
、
な
る
ほ
ど
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
響
 き
 が
 聴
き
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
が
「
精
神
現
象
 学
 L
 の
序
文
で
盛
ん
 

に
 攻
撃
す
る
シ
ェ
リ
ン
グ
、
全
て
を
「
空
し
き
深
淵
」
 宙
 じ
 
へ
と
投
げ
込
む
シ
ェ
リ
ン
グ
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
 の
で
あ
る
。
「
ロ
マ
 

ソ
的
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
代
表
作
」
と
言
わ
れ
る
こ
の
作
品
を
 へ
｜
 ゲ
ル
が
「
精
神
現
象
学
 b
 の
執
筆
以
前
に
読
ん
で
 い
た
か
ど
う
か
 
ほ
定
 

か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
時
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
 真
 近
に
 
"
 。
コ
ル
 
ゴ
ダ
 の
ハ
ム
レ
ッ
ト
 
ル
 か
ら
「
虚
無
」
つ
ま
り
 無
 常
を
感
じ
取
る
思
潮
 

が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
自
身
も
そ
 0
 流
れ
の
う
ち
に
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
 

一
八
 0
 七
年
に
発
表
 

さ
れ
た
 
円
 精
神
現
象
学
 ヒ
に
拾
 い
て
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
 ほ
 こ
の
 よ
う
な
シ
ェ
リ
ソ
グ
 的
 思
想
と
は
っ
き
り
と
一
線
を
画
 す
る
こ
と
に
な
っ
た
 

の
で
あ
る
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
 
く
 コ
ル
 ゴ
ダ
 の
ハ
ム
レ
ッ
ト
 
"
 に
 何
を
観
て
、
そ
の
 "
 一
線
 "
 を
跳
び
超
え
た
の
で
あ
 ろ
 う
か
 。
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無
 
投
げ
捨
て
る
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
。
」
 

G
 き
 ）
 し
 か
し
、
頭
蓋
論
を
十
分
に
検
討
し
終
え
た
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
 眼
 に
は
、
「
自
意
識
的
理
 7
 

 
 

  

㍻
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
自
意
識
的
理
性
の
素
朴
な
本
 
能
は
 、
頭
蓋
論
つ
ま
り
理
性
の
別
の
観
察
す
る
本
能
を
 、
よ
く
検
討
も
し
な
い
で
 
(157 

い
は
当
時
で
も
ど
こ
た
も
の
と
見
ら
 れ
て
い
た
ら
し
く
、
 へ
｜
 ゲ
ル
も
 々
エ
 ナ
時
代
の
 ア
フ
 ォ
 リ
ス
 メ
ソ
 で
ガ
ル
を
 椰
 

 
 

し
の
骨
相
学
を
「
精
神
現
象
学
 ヒ
に
拾
 い
て
「
頭
蓋
論
」
 と
し
て
真
正
面
か
ら
取
り
 

性
 

無
條
 挙
げ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
と
し
て
は
異
例
の
 ナ
 

し
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
こ
の
頭
蓋
 論
を
検
討
し
終
え
て
、
 次
 

 
 

  うこと 

ま ガ あ と 

た か た 官の 強 の る こ 先 
そ の ト骨 頭 な 十   み に 

の 解 相 に か 八 ガ が 引 
実 剖 学 徒 に 世 ル 、 用 
証 学 は っ は 紀 に へ し 一 
主 的 令 て い か つ l た 
義 校 目 頭 ろ ら か ゲ 円 
的 術 - ユ Ⅰ 百 @ 

態 の 
鹿 木 ハムレ から 見 蓋 骨に いろの 十九世 現 て 、 は か そ 蓋め テ冊 

は 準 れ 頁 精 紀 代 の " 

オ は ば ま 神 の の よ ト 

l 当 あ り 作 初 脳 ぅ b 
ギ 時 
ュ と の 用、まり ょ、 や 凹 めに 科学 え ， " 
ス し 意 み た か 者 ム ゴ 
ト て 味 が と げ は レ ル 
  @ ま 

コ ぎ   
ソ わ い る 理 脳 よ な の 
ト め 
に て 

大 高 もの性の ので で " " 内 う な相 責場 " 

  、督 ある 頭の は 情意、 眼解剖 評価を 学者 ガ 

影 同 が 形 木 は 下 ル 通 

響 時 
を 代 
与 に 
え 解 

  
剖学 てい   毬 や 
た 7 者 局 ・ に 域 

。 @  で 
ァ @ ま 

在 素 封 に の目。 人 9   ） 生 
し っ え 知 十 ぃ ふ め 
  六 - Ⅰ た る 枢 て 

彼 ゲ こ こ が い の 無常 l%   と と あ た ま な 
あ テ ） 感 

に じ 。この まり は画期も高 ができ そ り、 見 る 

れ "  - く 釣 る の こ 立 筒 
独 評 な と 各 ろ て 所 
新 栖 こ 唱 部 ガ て で 

約 し と え の ん い お 
な て で た 発 は る る 
孝 い @  あ 。 育   
説 る ⑨ っ 彼 の 脳 のう で。 

  



、
、
、
、
、
、
 

の
 
モ
ノ
の
本
質
を
経
験
し
て
行
こ
う
」
と
思
っ
て
お
り
、
 

ま
た
そ
 

 
 

い
そ
し
て
言
 う
 の
は
、
こ
の
意
識
は
理
性
で
は
あ
る
 け
 れ
 ど
も
、
 

っ
て
 卜
リ
 な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
）
の
 
幸
 ）
 

 
 

観
察
す
る
意
識
は
、
あ
く
ま
で
も
モ
ノ
そ
の
も
の
の
 本
 質
 を
見
究
め
 

 
 

の
よ
う
に
舌
ロ
 明
 す
る
。
（
し
か
し
）
こ
の
意
識
が
こ
の
よ
 
う
に
 思
 

こ
の
意
識
 仁
 と
っ
て
は
理
性
は
未
だ
そ
の
も
の
と
し
て
 対
 象
 と
な
 

よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
故
に
、
で
き
る
限
り
モ
ノ
そ
の
も
 の
に
 即
 

い 

し 「 こ ろ ぅ 。 すれ べば 
「 理 て 、 意の「 講親親 性   

見 は 察 察 の ま な 
ず か     骨 つ 

し す意 意 」 
1 

相 た 
持 か 款 識 と 学 の 

に 」 は を か 
と ぅ 」 とつを ど 理 投   

げ そ 
捨 し 

て て る   理 何 
で 自 ゲ 。 き 性 故 
あ ら か な に そ 
る を は の も の 

。 序 次 
であ 

青 陽 
こ 在 の 

の し よ ろ   
観 て ぅ あソ そ 々 
察 い に か の レ 

す る 述 
  

も ッ 

6 対 べ そ の ト 

意 象 る れ に を 
識 と   を も 資 
は し よ ) 共 場 
  て く、 に さ な 倹、 

- - 目 寸 、 、 
倒 せ 

る つ い れ 
ほ ま す、 て セ t! ニ 

と 。 り る、 い な 
「 感 、 ナ - Ⅰ る ら 
自 、 覚 、 め 
分 、 的、 ㍗ ナ し 、「㍻ ヒ 刀よ 力 ・ 

自、 に、 
  

性 つ 
身 、 現、 そ の た 
て ・、 存 、 

本 0 
本 の 

@ ま、 し、 能か 」 
な、 て、 能 

ケ @ し む こ 

く、 、 い、 る 、 よ 
  

明 れ 
逆 現 、 ら ら 
に 実、 て か め 
モ 、 白勺 、 動 に 疑 
ノ、 な、 か し 問 
と、 々 廉 き て な 
し、 態 れ 行 解 
て、 と て こ 次 

る
 」
と
い
う
態
度
は
、
ガ
ル
を
 椰
撤
 し
て
い
た
 
へ
｜
 ゲ
ル
 
の
 
態
度
に
も
う
か
が
わ
れ
る
態
度
で
あ
っ
た
。
何
故
 
へ
 ｜
 
ゲ
ル
は
、
日
精
神
⑧
 

 
 
 
 

-
9
-
 

現
象
学
 L
 
執
筆
以
前
の
ガ
ル
へ
の
皮
肉
な
態
度
を
改
め
、
 

ガ
ル
の
骨
相
学
を
頭
蓋
論
と
し
て
日
精
神
現
象
学
 b 
で
 詳
細
に
検
討
し
な
げ
 

性
 」
も
「
頭
蓋
論
」
も
同
じ
「
本
能
」
に
動
か
さ
れ
て
い
 る
と
見
え
て
い
た
。
し
か
し
、
頭
蓋
論
を
「
よ
く
検
討
 し
な
い
で
投
げ
捨
て
 

 
 



い
 

モ
ノ
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
当
の
意
識
自
身
 は
 
こ
の
本
能
を
意
識
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
本
能
 と
 呼
ば
れ
る
訳
だ
が
、
 
し
 

 
 

性
 

赴
か
し
、
こ
の
本
能
は
、
観
察
す
る
意
識
自
身
が
「
 
モ
 」
と
し
て
の
モ
ノ
の
本
質
を
経
験
し
て
行
こ
う
」
と
 言
 う
 時
、
こ
の
意
識
の
言
明
 

 
 

喰
 

の
う
ち
に
既
に
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
 、
観
 察
す
る
意
識
は
 、
 「
モ
ノ
の
本
質
を
経
験
し
て
行
こ
う
」
 

と
 言
う
そ
こ
に
 
拾
 い
て
、
 

 
 

 
 

 
 

嗣
 

既
に
モ
ノ
そ
の
も
の
を
見
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

む
し
ろ
、
モ
ノ
を
そ
の
本
質
の
表
現
と
し
て
観
て
い
る
 の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 

無
 

モ
ノ
の
観
察
の
仕
方
を
支
え
る
思
想
を
 、
へ
｜
ゲ
 
か
 は
「
 外
 な
る
も
の
は
内
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
（
 鮭
 の
臣
 ㌍
し
の
「
の
万
円
 

隼
の
 
「
 卜
伝
チ
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し
て
観
察
し
ょ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
モ
ノ
を
観
察
し
そ
 こ
 に
そ
の
本
質
を
見
出
そ
う
と
す
る
行
為
は
、
こ
の
 意
 識
 自
身
が
思
っ
て
 い
 

る
ほ
ど
単
純
な
行
為
で
は
な
い
。
モ
ノ
の
世
界
は
無
尽
蔵
 で
あ
り
、
そ
の
全
体
に
観
察
を
行
き
渡
ら
せ
る
の
は
 実
 際
 問
題
と
し
て
不
可
 

能
 な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
観
察
す
る
意
識
は
、
観
察
を
 可
能
に
す
る
よ
う
な
あ
る
前
提
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
 
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
 

「
人
為
的
な
体
系
は
自
然
の
体
系
そ
の
も
の
に
合
致
し
、
 

ま
た
こ
の
体
系
の
み
を
表
現
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
」
（
 ト
ミ
）
と
い
う
前
提
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
が
「
理
性
」
と
呼
ぶ
も
の
 の
 一
側
面
で
あ
る
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
 ょ
 れ
ば
、
理
性
と
は
 
「
全
て
の
実
在
で
あ
 

る
と
い
う
確
信
（
 
d
@
e
G
o
 

ま
め
 す
の
 

@
t
 

。
 p
 目
 。
評
注
 ヰ
ぎ
蓬
お
田
 ）
」
（
）
 

つ
め
 
）
 、
 或
い
は
「
現
実
 は
 理
性
的
で
あ
る
と
い
う
 確
 宿
ご
 @
 
。
 Q
 。
 
毛
民
ず
臼
 
（
・
 

隼
の
 
め
 d
@
e
 
G
 

の
㏄
の
幸
三
つ
の
「
 

コ
 目
ま
 鉛
蜜
 ）
」
（
 
目
 
㏄
じ
で
あ
り
、
 
こ
の
確
信
が
自
然
へ
と
向
か
う
時
、
先
に
示
し
た
よ
 う
 な
 観
察
を
可
能
に
す
 

る
 前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
確
信
 に
 基
づ
い
て
モ
ノ
に
向
か
い
、
そ
し
て
モ
ノ
の
内
に
こ
 の
 確
信
を
確
認
し
て
 

 
 

行
こ
 う
 と
す
る
行
為
が
観
察
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
観
察
 す
る
と
は
「
理
性
が
自
ら
を
存
在
し
て
い
る
対
象
と
し
 て
 、
つ
ま
り
感
覚
的
 

 
 

と
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
従
っ
て
、
観
察
す
る
と
 は
 、
き
わ
め
て
即
物
 

的
 実
証
的
な
態
度
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に
ほ
 ぎ
わ
 め
て
観
念
的
な
態
度
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
観
念
的
態
度
を
そ
の
根
本
で
支
え
て
い
る
の
 が
 
「
理
性
の
本
能
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
対
象
世
界
 っ ま
り
モ
ノ
の
世
界
 

と
 

た
な
 自
分
自
身
の
世
界
と
し
て
観
て
行
こ
 う
 と
す
る
 衝
 勤
 め
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
観
察
す
る
意
識
 は
こ
の
本
能
に
導
か
れ
て
 



の
 」
と
し
て
そ
の
背
後
に
「
内
な
る
も
の
」
或
い
は
同
じ
 箇
所
で
述
べ
ら
れ
る
「
唯
一
の
 原
像
 」
を
求
め
自
然
に
 対
し
て
最
初
か
ら
 観
 

念
 的
態
度
で
臨
む
。
し
か
し
、
こ
こ
に
 拾
 い
て
も
観
察
す
 る
 意
識
の
「
モ
ノ
の
本
質
を
経
験
し
て
行
こ
う
」
と
い
 5
 基
本
態
度
は
崩
れ
 

て
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
単
純
な
観
察
す
る
意
識
も
観
 金
的
な
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
の
自
然
哲
学
も
「
 外
 な
る
も
の
 」
の
背
後
に
そ
の
 木
 

 
 

質
 Ⅱ
「
内
な
る
も
の
」
が
存
在
す
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
 の
で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
も
、
「
 外
な
 る
も
の
」
を
観
察
し
 

 
 

「
内
な
る
も
の
」
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
行
為
が
 

、
 実
は
 理
性
が
自
分
自
身
を
見
い
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
 ナ
 
」
と
に
は
気
付
か
な
 

い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
は
「
内
な
 る
も
の
」
は
知
的
直
観
に
よ
っ
て
の
み
 担
 え
ら
れ
る
と
 考
え
る
か
ら
、
ど
こ
 

ま
で
も
モ
ノ
の
感
覚
的
外
面
に
こ
だ
わ
り
人
間
の
精
神
治
 動
 そ
の
も
の
さ
え
も
顔
や
骨
に
観
て
行
こ
 
う
 と
す
る
 人
相
学
や
骨
相
学
を
 

「
よ
く
検
討
も
し
な
い
で
投
げ
捨
て
る
」
の
で
あ
っ
た
。
 

ガ
ル
を
 椰
撤
 し
て
い
た
頃
の
へ
 
l
 ゲ
ル
も
、
お
そ
ら
く
 ナ
 
し
の
シ
ェ
リ
ン
グ
的
 

な
 立
場
で
自
然
に
向
き
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
 し
、
シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
の
自
然
哲
学
も
観
察
す
る
意
識
の
 一
 形
態
で
あ
り
、
そ
こ
 

に
は
共
通
の
「
理
性
の
本
能
」
が
働
く
と
考
え
た
 へ
｜
ゲ
 か
 は
 、
シ
ヱ
り
 ソ
グ
 的
 自
然
哲
学
の
立
場
か
ら
ガ
ル
の
 骨
相
学
を
単
純
に
否
 

走
 す
る
こ
と
の
不
可
能
に
気
づ
い
た
。
む
し
ろ
、
一
見
す
 る
と
何
処
か
 
妖
 し
げ
な
骨
相
学
に
こ
そ
観
察
す
る
意
識
 と
 シ
ェ
リ
ン
グ
の
 
自
 

%
 哲
学
を
貫
く
本
質
が
顕
わ
に
な
る
と
考
え
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
 は
こ
れ
に
「
十
分
な
検
討
」
を
加
え
る
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
は
、
異
様
な
ま
 

「
 
u
c
 
ガ
 鱗
の
宙
 お
目
 ）
」
（
Ⅰ
の
の
 

-
 と
 定
式
化
す
る
。
 

さ
て
、
こ
の
「
 外
 な
る
も
の
は
内
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
 る
 」
と
い
う
思
想
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
観
念
的
な
自
然
 哲
学
を
導
く
公
式
 

で
も
あ
っ
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
学
問
 論
 L
 二
八
 0
 三
）
 に
掩
 い
て
自
然
哲
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 る
 。
「
主
観
・
客
観
 

 
 

化
の
永
遠
の
法
則
に
よ
っ
て
、
自
然
全
体
に
於
け
る
外
な
 る
も
の
は
、
内
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
り
か
つ
象
徴
で
 あ
っ
て
 、
 内
な
る
も
 

の
と
同
様
に
法
則
的
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
（
 

）
有
機
体
の
記
述
的
構
成
を
導
 き
 得
る
の
は
、
外
的
 形
成
の
形
式
以
外
に
 

-
 
照
 -
 

何
が
あ
ろ
う
か
（
傍
点
は
引
用
者
）
。
」
こ
の
よ
う
に
、
 
シ
ヱ
 
リ
ン
グ
 は
 単
な
る
モ
ノ
で
は
な
く
「
外
的
形
成
の
形
 
式
 」
を
「
 外
 な
る
も
   



無常或いは無限 牲 と @   うこと 

因
果
関
係
は
特
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
 

頭
 蓋
肯
 は
こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
か
ら
は
全
く
独
立
し
た
 も
の
と
し
て
考
え
 ろ
 

   
 

 
 

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
頭
蓋
骨
の
形
状
に
対
し
て
人
間
 主
 体
は
何
ら
の
作
為
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
 

頭
蓋
骨
は
人
間
主
体
 
け
 

 
  

 

か
ら
は
全
く
独
立
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
人
間
主
体
 の
外
 な
る
も
の
と
し
て
人
間
主
体
の
本
質
を
語
り
得
る
 の
で
あ
る
。
こ
ム
で
 

 
 

で
に
十
分
な
検
討
で
あ
る
。
当
時
か
ら
既
に
似
而
非
学
問
 と
見
敬
 さ
れ
て
い
た
骨
相
学
に
へ
 

｜
 ゲ
ル
は
異
様
な
 清
 熱
を
 頓
げ
 検
討
を
加
 

え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
突
然
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
 名
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
一
体
何
が
言
い
 た
い
の
だ
ろ
う
か
。
 

エ
 ー
 2
 
 
頭
蓋
論
 

だ
か
ら
と
言
っ
て
 、
へ
｜
 ゲ
ル
は
骨
相
学
を
（
 学
 ）
 と
し
 て
 認
め
る
の
で
は
な
い
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
に
と
っ
て
も
骨
相
 学
は
 
ヘ
学
 ノ
 0
 名
 

に
値
い
し
な
い
た
だ
の
頭
蓋
論
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
頭
蓋
論
 の
 検
討
に
向
げ
ら
れ
た
彼
の
異
様
な
情
熱
は
頭
蓋
論
の
 非
学
間
性
を
暴
 き
出
 

す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
シ
ェ
リ
ン
グ
 的
 思
想
の
非
学
問
 牲
 を
も
暴
き
出
そ
う
と
い
う
情
熱
で
 も
あ
っ
た
。
と
も
あ
 

 
 

ね
 、
 へ
｜
 ゲ
ル
の
頭
蓋
論
に
対
す
る
十
分
な
検
討
を
見
て
 お
こ
う
。
 

頭
蓋
論
は
、
頭
蓋
骨
の
形
状
か
ら
人
間
の
性
格
を
判
断
し
 よ
う
 と
す
る
。
 
へ
 @
 ゲ
ル
の
問
題
に
し
て
い
る
例
か
ら
 挙
げ
れ
ば
「
頭
蓋
 

骨
 の
あ
る
部
分
に
 
コ
ブ
 の
あ
る
者
 は
 殺
人
者
で
あ
る
」
と
 い
 う
 も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
頭
蓋
骨
上
の
 コ
ブ
 は
 そ
 の
 持
ち
主
で
あ
る
 人
 

間
の
本
質
を
語
る
の
で
あ
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
述
べ
る
。
「
 個
人
は
、
そ
の
直
接
的
な
・
固
定
さ
れ
た
、
純
粋
に
そ
 ナ
 
し
に
在
る
現
実
性
 
鏡
 

蓋
骨
 ）
に
 放
 い
て
、
そ
の
本
質
を
舌
口
明
す
る
の
で
あ
る
。
 
」
（
 

2
3
 

の
）
こ
ム
に
 

拾
 い
て
は
、
脳
と
頭
蓋
骨
の
間
の
因
果
 関
係
の
決
定
が
問
題
 

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
脳
の
あ
る
部
分
の
発
達
が
 頭
蓋
骨
の
あ
る
部
分
の
発
達
を
促
が
す
、
と
い
う
 よ
 う
 な
 因
果
関
係
は
一
方
 

的
な
も
の
で
あ
り
、
逆
に
頭
蓋
骨
の
形
状
の
変
化
が
 囚
と
 な
っ
て
脳
の
発
達
に
果
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
事
な
ど
 も
 考
え
ら
れ
る
以
上
、
 



私
達
は
「
 ョ
 リ
ッ
ク
の
頭
蓋
骨
を
手
に
し
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
 」
の
セ
リ
フ
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
さ
あ
 ご
 婦
人
方
の
部
屋
へ
行
 

っ
て
こ
い
、
白
粉
を
一
ィ
ソ
チ
も
お
塗
り
に
な
っ
た
と
こ
 ろ
で
、
結
局
は
こ
ん
な
お
顔
に
な
る
の
で
す
よ
っ
て
 、
 そ
 う
 舌
口
っ
て
笑
わ
し
 

て
こ
い
。
」
つ
ま
り
、
「
人
間
の
現
実
性
と
現
存
在
は
そ
の
 

頭
蓋
骨
で
あ
る
」
（
 
ミ
ひ
 ）
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
 る
 。
こ
う
し
て
観
察
 

す
る
意
識
ほ
頭
蓋
論
に
放
い
て
、
「
内
な
る
も
の
」
を
 
読
 み
 取
る
の
に
何
の
憶
測
も
加
え
ず
に
す
む
完
全
な
「
 外
 な
る
も
の
」
を
手
に
 

入
れ
た
の
で
あ
る
。
 

お
ム
よ
そ
以
上
の
よ
う
に
頭
蓋
論
を
規
定
し
た
 へ
一
 ゲ
ル
 ほ
、
 次
に
こ
の
頭
蓋
論
を
批
判
し
て
行
く
。
そ
し
て
、
 

，
 
」
二
で
 へ
｜
 ゲ
ル
 

は
 ハ
ム
レ
ッ
ト
の
名
を
直
接
に
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
 

確
か
に
、
 
ョ
 リ
ッ
ク
の
頭
蓋
骨
を
手
に
し
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
 の
 如
く
に
、
人
は
頭
蓋
骨
を
手
に
し
て
さ
え
あ
れ
こ
れ
 と
 思
い
を
め
ぐ
り
 

す
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
頭
蓋
骨
そ
れ
 自
体
は
（
そ
の
 ょ
う
 な
思
 い
と
じ
 
何
の
関
係
も
な
い
独
立
 し
た
 モ
ノ
で
あ
っ
 

て
 、
頭
蓋
骨
に
 
於
い
 て
直
接
に
見
ら
れ
思
わ
れ
る
の
は
 頭
 蓋
骨
 以
外
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
 
ぎ
巴
 

頭
蓋
骨
は
、
人
間
の
精
神
活
動
を
表
現
す
る
手
の
よ
う
な
 器
官
や
表
情
の
よ
う
な
記
号
で
は
な
く
、
端
的
に
モ
ノ
 そ
の
も
の
で
あ
っ
て
 

そ
れ
以
外
の
何
も
の
も
表
現
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
 

と
へ
｜
 ゲ
ル
は
ガ
ル
や
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
批
判
す
る
の
で
 あ
る
。
す
る
と
ガ
ル
 

は
 反
論
す
る
か
も
知
れ
ぬ
。
頭
蓋
骨
そ
の
も
の
は
感
覚
器
 官
 で
は
な
い
か
ら
、
か
え
っ
て
脳
に
存
在
す
る
感
情
 野
 を
直
接
に
示
し
て
い
 

る
の
だ
と
。
し
か
し
、
感
情
は
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
か
 ら
頭
蓋
骨
上
の
一
つ
の
特
徴
か
ら
一
つ
の
感
情
を
特
定
 す
る
こ
と
は
で
き
め
、
 

と
へ
｜
 ゲ
ル
は
批
判
す
る
。
 

従
っ
て
、
頭
蓋
骨
の
形
状
と
人
間
の
精
神
活
動
の
間
に
は
 何
ら
の
対
応
関
係
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
 そ
れ
で
も
な
お
こ
 

の
よ
う
な
関
係
が
成
立
す
る
ほ
ず
だ
と
言
 う
 の
な
ら
ば
、
 
そ
こ
に
必
然
的
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
両
者
を
あ
 た
か
も
対
応
し
て
い
 

 
 

る
が
如
く
規
定
す
る
 没
 概
念
的
で
勝
手
な
予
定
調
和
で
あ
 る
 。
何
故
な
ら
ば
、
両
者
の
う
ち
の
一
方
は
没
精
神
的
 な
 現
実
性
・
単
な
る
 

(162)  12 



こ
っ
て
も
実
際
に
は
殺
人
者
で
な
い
人
も
い
る
で
ほ
な
 

い
か
」
と
。
す
る
と
頭
蓋
論
は
「
本
来
的
な
素
質
は
備
 

わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
 

（
 
@
 
ノ
 

 
 

 
 

 
 

れ
 開
花
さ
せ
る
為
の
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
だ
げ
な
の
 

だ
 」
と
言
い
訳
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
舌
ロ
 

、
、
、
 

い
 訳
を
 支
え
る
思
想
を
 

、
へ
｜
ゲ
 

 
 

性
 

 
 

制
 に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
そ
の
素
質
を
超
 

え
て
多
く
を
為
し
得
る
し
、
素
質
 

が
 ）
展
開
さ
れ
る
た
 

め
に
は
多
く
の
条
件
を
必
 

無
要
と
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
ガ
イ
ス
ト
の
 

榔
泌
称
存
 
在
は
春
在
 
で
あ
る
と
）
同
様
に
、
存
在
と
し
て
は
現
存
 

在
 （
の
生
の
曲
 

e
 
「
の
こ
し
な
い
 

13  (163) 

へ
｜
 ゲ
ル
 ほ
 頭
蓋
論
を
問
い
詰
め
る
。
「
頭
蓋
骨
の
こ
の
 

部
分
に
 
コ
ブ
 が
あ
る
者
は
殺
人
者
で
あ
る
と
言
 う
け
 れ
 ど
も
、
コ
ブ
が
 る
 

と
 

に
 見
い
出
す
。
つ
ま
 

は
も
っ
と
皮
肉
に
「
 

ム
レ
ッ
ト
を
批
判
 

の
規
定
は
頭
蓋
骨
の
 

り
得
る
と
い
う
可
能
 

も
あ
る
関
係
を
見
て
 

て
想
像
」
し
て
し
ま
う
 

こ
の
よ
う
に
し
て
 

く
 最
後
の
反
論
に
出
 り

 、
自
分
を
ど
の
 砂
粒
に
 対
応
す
る
か
を
決
定
す
る
の
は
 全
く
愁
意
的
な
行
為
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
い
 

市
 が
立
っ
と
必
ず
雨
が
降
る
」
と
か
「
洗
濯
す
る
と
必
ず
 雨
だ
 」
と
か
嘆
く
小
売
商
人
や
主
婦
に
 讐
 え
て
ガ
ル
 や
 

す
る
。
つ
ま
り
「
雨
に
対
し
て
（
 市
 と
か
 洗
 潅
な
ど
の
）
 
状
 況
 が
何
の
関
係
も
な
い
の
と
同
様
に
、
ガ
イ
ス
ト
の
 こ
 

 
 

 
 

規
定
さ
れ
た
こ
の
存
在
に
対
し
て
何
の
関
係
も
な
い
の
で
 あ
る
。
」
（
 ミ
の
 ）
そ
れ
で
も
確
か
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
 

-
 
は
 @
 

性
は
残
る
。
し
か
し
、
そ
の
 ょ
う
 な
可
能
性
を
認
め
れ
 ば
 、
「
風
が
次
げ
ば
桶
屋
が
儲
か
る
し
の
如
く
 

、
 何
に
で
 

取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
私
達
は
こ
 

ム
 で
「
 ア
ン
キ
 
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
尊
い
遺
骸
が
酒
樽
の
栓
に
さ
れ
る
こ
と
だ
っ
 

ハ
ム
レ
ッ
ト
を
思
い
出
そ
う
。
）
 

 
 

、
へ
｜
 ゲ
ル
は
頭
蓋
論
を
十
分
に
検
討
し
な
が
ら
窮
地
に
 追
い
込
む
。
す
る
と
頭
蓋
論
は
、
窮
鼠
猫
を
か
む
が
 如
 

る
 。
否
、
む
し
ろ
 へ
｜
 ゲ
ル
の
狙
い
は
最
後
の
反
論
を
引
 ぎ
 出
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
。
 

  

@
n
-
 

｜
 ゲ
ル
は
ガ
ル
や
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
 

こ
の
勝
手
さ
を
「
海
辺
の
砂
」
に
対
応
す
る
と
言
わ
れ
 る
 
ユ
ダ
ヤ
人
の
う
ち
 

モ
ノ
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
か
ら
。
」
（
 
2
4
 

の
）
単
な
る
モ
ノ
 

に
人
間
の
精
神
活
動
を
読
み
取
る
の
は
全
く
勝
手
な
（
 ト
 
田
 ）
行
為
だ
 、
と
へ
 



こ ム は だ し て が を を 世 す 
ラ レ 如 と ろ し い 観 「 五 果 る 

。
何
と
か
世
界
を
己
れ
の
世
界
と
し
ょ
う
と
す
る
「
観
察
 

す
る
意
識
」
を
貫
く
本
能
が
 

、
こ
ュ
 

に
来
て
 

顕
 
わ
に
 

た
 
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

て
て
回
れ
の
世
界
を
確
保
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
 

観
察
す
る
意
識
を
貫
い
て
き
た
の
は
、
 

へ
｜
 

ゲ
ル
か
ら
 

見
れ
ば
、
全
て
 

根
源
」
・
「
唯
一
の
 

源
像
 

」
へ
と
投
げ
込
む
シ
 

ュ
ッ
 

ソ
グ
 

的
 
な
 
態
度
に
他
な
ら
な
い
。
或
い
は
、
ボ
ナ
 

ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
 

｜
う
 

な
る
人
物
 

た
 
全
て
を
「
虚
無
」
へ
と
投
げ
込
む
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
態
度
 

に
 
他
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
「
虚
無
」
も
世
界
の
 

根
源
に
存
在
し
 

る
か
ら
で
あ
る
。
 

か
し
、
こ
の
よ
う
に
頭
蓋
論
を
「
よ
く
検
討
」
し
た
 

へ
｜
 

ゲ
ル
は
、
こ
の
頭
蓋
論
を
否
定
し
「
投
げ
捨
て
る
」
の
 

で
は
な
い
。
 

む
 

彼
は
、
観
察
す
る
意
識
は
こ
の
頭
蓋
論
に
た
ど
り
着
い
て
 

は
じ
め
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
如
く
に
「
救
い
の
門
ロ
 

し
 
（
㎏
の
。
 

）
に
立
っ
た
の
 

言
う
。
し
か
も
、
そ
の
「
救
い
」
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
 

の
で
は
な
く
、
「
必
然
的
」
（
 

お
 
S
 
 

で
あ
る
と
言
う
。
 

そ
の
必
然
性
と
 

 
 
 
 

 
 

質
は
頭
蓋
骨
上
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
根
源
的
存
在
」
に
 在
る
の
だ
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
ム
に
 掩
 い
て
「
 理
 性
の
本
能
」
が
突
出
 

も
の
と
し
て
言
明
さ
れ
る
べ
 き
 な
の
だ
。
」
（
 
ぃ
ぬ
 
㍉
）
こ
の
よ
 
う
 に
し
て
。
頭
蓋
論
は
、
頭
蓋
骨
の
特
徴
が
人
間
の
現
 

  

こ
れ
を
「
根
源
的
存
在
」
Ⅱ
「
素
質
」
と
し
て
自
分
の
立
 場
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
。
人
間
が
ど
ん
な
行
為
を
し
 よ
う
と
も
人
間
の
本
め
 



無常或いは無限性ということ 

さ
て
、
先
の
頭
蓋
論
に
「
根
源
的
存
在
」
を
持
ち
出
す
 ，
 
し
 と
を
可
能
に
し
た
の
は
、
「
人
間
は
自
由
で
あ
る
」
と
 い
う
思
想
で
あ
っ
 

た
 。
こ
の
思
想
に
つ
い
て
 へ
｜
 ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
 

る
 。
 

こ
の
よ
う
な
言
い
訳
を
す
る
時
、
こ
の
鏡
蓋
論
の
）
 思
 
い
 
（
目
の
ぎ
の
 

コ
 ）
の
前
に
浮
遊
し
て
い
る
の
は
、
「
そ
も
そ
 
も
 存
在
そ
の
も
 

の
は
、
ガ
イ
ス
ト
の
真
実
で
は
な
い
」
と
い
う
真
の
思
想
 で
あ
り
、
こ
の
真
の
思
想
は
先
の
舌
口
 
い
 訳
を
抹
殺
す
る
 。
（
 ト
 曲
の
）
 

ガ
イ
ス
ト
は
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

生
 き
て
い
る
人
間
は
頭
蓋
骨
の
よ
う
な
死
ん
だ
存
在
と
し
 

、
、
、
 

て
 把
握
さ
れ
て
は
 

 
 

な
ら
な
い
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
人
間
が
把
握
さ
 れ
た
ら
ど
う
な
る
か
 0
1
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
次
の
よ
う
な
 ュ
｜
 モ
ラ
ス
な
例
で
示
す
。
 

 
 

か
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
お
前
（
の
内
心
）
は
し
か
じ
 

か
の
も
の
で
あ
 

 
 

る
珪
と
 言
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
同
便
は
お
前
の
骨
 を
も
っ
て
お
前
の
現
実
と
見
な
す
 b
 と
い
ら
こ
と
の
み
 を
 意
味
し
て
い
る
に
 

す
ぎ
な
い
。
」
こ
の
時
 
、
 こ
 う
 判
断
さ
れ
た
方
は
 、
 「
か
か
 る
 判
断
を
く
だ
す
奴
の
脳
天
を
打
ち
割
り
、
も
っ
て
 骨
 が
 人
間
に
と
っ
て
 決
 

 
 

し
て
自
体
 
宙
コ
の
 
@
 
）
で
は
な
く
、
ま
し
て
況
ん
や
人
間
 の
 真
実
態
で
ほ
な
い
こ
と
を
、
 

こ
 奴
の
知
恵
と
同
じ
く
 手
に
と
る
よ
 う
 に
 分
 

り
や
す
く
証
明
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
 ぬ
 で
あ
ろ
 Ⅰ
 
丼
 ノ
 
-
3
-
 

り
 」
（
 リ
 ム
の
）
 
こ
の
よ
う
に
し
て
生
き
た
人
間
を
死
ん
だ
 

@
 、
、
、
 

@
 、
、
、
 

存
在
の
う
ち
へ
と
 把
 

握
 し
ょ
う
と
し
た
頭
蓋
論
は
 、
 生
き
た
人
間
の
反
逆
に
出
 会
 う
 。
生
き
た
人
間
は
、
頭
蓋
論
の
措
定
し
た
「
根
源
 的
 存
在
」
を
跳
び
 越
 

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
反
逆
は
ひ
と
り
頭
蓋
論
Ⅱ
ガ
ル
に
 の
み
 向
 げ
ら
れ
て
い
る
の
で
ほ
な
い
。
世
界
を
己
れ
の
 世
界
と
し
て
感
覚
的
 

 
 
 
 

 
 

 
 

存
在
や
観
念
上
の
存
在
に
把
握
し
ょ
う
と
す
る
観
察
す
る
 意
識
 や
シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
の
自
然
哲
学
、
そ
し
て
 ョ
 リ
ッ
ク
 0
 頭
蓋
骨
に
人
生
の
㏄
 

 
  

 

無
常
を
読
み
取
る
く
コ
ル
 ゴ
ダ
 の
ハ
ム
レ
ソ
ト
 
"
 に
 対
し
 て
も
 向
 げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
 一
体
 誰
 れ
に
反
逆
さ
 

正
無
限
判
断
 



 
 

9
 手
に
持
っ
た
り
突
い
た
り
で
き
る
よ
う
な
モ
ノ
が
 思
 わ
 
（
日
の
 

一
 
コ
 0
 
コ
）
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
舌
ロ
 
明
 さ
れ
て
い
る
 

そ
の
よ
う
な
モ
ノ
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 真
に
言
わ
れ
 て
い
る
の
 
ほ
 
「
ガ
イ
ス
ト
の
存
在
は
骨
で
あ
る
」
と
 

表
 現
さ
れ
て
 
ぃ
 

と
な
の
で
あ
る
。
（
 い
 の
 
ぃ
 
）
 

何
故
「
ガ
イ
ス
ト
の
存
在
が
骨
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
の
 発
見
が
「
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
 。
そ
れ
は
、
 
こ
 

断
が
 
「
そ
も
そ
も
存
在
そ
の
も
の
は
、
ガ
イ
ス
ト
の
 

真
 実
で
は
な
い
」
と
い
う
「
真
の
思
想
」
を
思
い
（
 呂
 e
@
 
コ
目
 ）
と
し
て
含
む
 

 
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
断
は
真
の
思
想
の
現
実
態
な
 の
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
い
ほ
そ
の
ま
 二
 舌
口
薬
に
は
な
 
う
な
い
。
思
い
 

 
 

ろ
と
す
る
時
、
人
は
あ
る
種
の
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
 ほ
 そ
こ
に
「
神
駒
本
性
」
が
働
く
と
言
 う
 。
 「
神
曲
本
性
」
 

「
 思
 ぃ
を
一
挙
に
逆
転
し
何
か
別
の
も
の
に
し
て
、
思
い
 が
 @
 葉
と
な
る
の
を
阻
む
」
（
 
き
 ）
働
き
で
あ
る
。
さ
ら
 
に
 へ
 ｜
 ゲ
ル
 は と を か の る の 
、 は 語 ら 判 こ もま 

つ と る に い 
先 
へ 
進
む
必
然
性
を
見
い
出
し
て
行
く
。
 

こ
の
時
、
ガ
イ
ス
ト
が
頭
蓋
骨
で
表
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
 と
 Ⅱ
Ⅵ
っ
て
 、
モ
 Ⅰ
 
ノ
 と
し
て
舌
口
 萌
 さ
れ
て
Ⅱ
り
る
な
ど
と
 人
 ほ
 思
っ
て
い
な
 

 
 

の
は
確
か
で
あ
る
。
（
中
略
）
し
か
し
「
ガ
イ
ス
ト
が
 

存
 在
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
ガ
イ
ス
ト
は
モ
ノ
で
あ
る
 」
と
い
う
こ
と
 

他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ガ
イ
ス
ト
に
就
い
て
 存
在
そ
の
も
の
或
い
は
モ
ノ
の
存
在
が
述
語
と
な
る
 時
 、
こ
れ
に
関
す
 

 
 

  

真
の
表
現
は
「
ガ
イ
ス
ト
は
骨
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
 口
 

 
 

と
な
る
。
従
っ
て
、
ガ
イ
ス
ト
に
関
し
て
「
ガ
イ
ス
ト
 が
 存
在
す
る
」
 

い
 う
 真
の
表
現
が
見
い
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
 め
て
重
要
な
こ
と
だ
と
 見
徴
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
普
 通
 ガ
イ
ス
ト
に
 

 
 

い
て
「
ガ
イ
ス
ト
が
存
在
す
る
」
「
存
在
を
持
つ
」
「
モ
ノ
 

で
あ
る
」
「
個
別
的
な
現
実
性
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
 時
 、
人
が
見
た
 

れ
て
い
る
の
か
分
ら
な
い
。
彼
ら
が
根
源
的
存
在
に
人
間
 0
 
本
質
を
確
保
で
き
た
の
は
、
何
よ
り
も
人
間
が
自
由
 で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
が
 今
 そ
の
根
源
的
存
在
に
固
執
し
ょ
う
と
し
た
時
 、
そ
の
前
提
で
あ
る
人
間
の
自
由
の
反
逆
に
出
会
 5 
の
 
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
の
 

 
 
 
 
 
 

が
 頭
蓋
論
と
い
う
似
而
非
学
問
に
 於
 い
て
今
一
挙
に
噴
出
 し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
こ
の
矛
盾
 そ
の
も
の
に
注
目
し
 



あ
る
も
の
を
反
対
の
も
の
へ
と
逆
転
す
る
 働
 ぎ
を
「
無
限
 性
 」
と
名
付
け
る
。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
こ
の
無
限
性
に
つ
い
 て
 「
無
限
性
と
は
、
 

何
ら
か
の
仕
方
で
例
え
ば
存
在
と
規
定
さ
れ
た
も
の
が
む
 し
ろ
こ
の
規
定
の
反
対
で
あ
る
よ
う
な
、
純
粋
な
自
己
 運
動
と
い
う
絶
対
的
 

動
 」
（
）
 
い
 
の
）
と
説
明
す
る
。
故
に
非
存
在
の
存
在
へ
の
 
逆
 転
を
含
む
こ
の
判
断
を
へ
 ｜
 ゲ
ル
 ほ
 無
限
判
断
と
名
付
 げ
る
。
こ
の
判
断
 は
 

「
自
ら
を
止
揚
す
る
」
（
 
2
5
 
の
 
）
判
断
、
つ
ま
り
自
ら
の
 う
 ち
に
反
逆
を
含
む
判
断
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
ガ
 イ
ス
 ト
の
 存
在
が
骨
で
 

あ
る
」
と
判
断
さ
れ
た
時
、
既
に
こ
の
判
断
は
「
 ガ
 ィ
ス
 ト
は
 骨
で
な
い
」
と
い
う
否
定
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
 あ

る
。
故
に
、
こ
の
 

判
断
 は
 「
こ
の
判
断
の
無
限
性
を
意
識
し
て
」
（
 
ぃ
 
0
4
 
）
 把
 損
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
 う
 さ
れ
な
い
な
ら
ば
 、
そ
の
判
断
は
「
 罵
 

鹿
 馬
鹿
し
い
表
象
（
 呂
汀
 「
 
鰍
づ
 0
 
ャ
の
 
（
当
年
 
コ
的
 
）
」
（
 
ト
ロ
か
 

）
に
 な
っ
て
し
ま
う
と
 へ
 l
 ゲ
ル
は
言
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
 判
断
が
未
だ
思
 い
で
 

し
か
な
い
「
真
の
思
想
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
 、
判
断
す
る
主
体
の
前
に
（
 づ
 0
1
 

）
存
在
と
し
て
立
て
（
 

降
 。
 
コ
 空
こ
ら
れ
る
時
、
 

そ
れ
は
無
意
味
な
表
象
に
堕
し
て
し
ま
う
。
故
に
「
真
の
 思
想
」
が
反
逆
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
 は
 「
真
の
思
想
」
の
 

自
分
自
身
へ
の
反
逆
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
絶
対
的
な
 矛
 盾
 が
成
立
す
る
。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
こ
の
矛
盾
を
ど
の
よ
 う
 に
 解
決
す
る
の
か
。
 

こ
こ
で
も
し
「
真
の
思
想
」
の
反
逆
の
み
を
認
め
て
し
ま
 え
ば
、
そ
こ
で
は
「
真
の
思
想
」
も
実
体
的
存
在
と
化
 し
そ
の
反
逆
 は
 恵
撫
 

と
 
限
に
続
く
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

と
ノ
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
こ
の
矛
盾
に
向
 き
ム
 
コ
 ラ
 。
「
矛
盾
が
思
惟
 さ
 れ
ね
ば
な
ら
な
い
 ピ
 
（
 
馬
ぬ
 
）
（
私
達
は
こ
こ
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
 

の
白
ゴ
汀
 0
 
～
 づ
 o
d
 

 
 

惟
 
と
 
（
 
0
 汀
 １
 %
 ℡
 ず
 （
 
r
o
 

毛
包
 

由
 0
 
コ
 ・
と
い
う
セ
リ
フ
を
思
 
ぃ
 出
す
べ
ぎ
だ
。
）
そ
し
て
、
そ
れ
は
先
の
判
断
に
於
け
る
 
表
象
性
の
克
服
に
よ
っ
て
 

難
 
遂
行
さ
れ
る
。
で
は
、
そ
の
表
象
性
の
克
服
は
ど
の
 よ
う
に
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
 へ
一
 ゲ
ル
は
無
限
 判
断
を
「
自
己
は
モ
ノ
で
 

轍
 
あ
る
」
と
定
式
化
す
る
。
つ
ま
り
、
ガ
イ
ス
ト
を
 
"
 
自
己
 "
 と
 言
い
換
え
る
訳
で
あ
る
が
、
今
問
題
と
な
る
 の
ほ
 、
こ
の
判
断
が
自
己
 

   
 

ぽ
と
モ
ノ
と
い
う
正
反
対
の
も
の
を
直
接
に
結
び
つ
げ
 

、
、
、
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
「
こ
の
判
断
 の
 無
限
性
を
意
識
し
て
」
は
 

或
 

ぬ
 
把
握
す
る
こ
と
が
こ
の
判
断
の
表
象
性
を
克
服
す
る
 こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
と
モ
ノ
の
対
立
を
固
定
 的
な
対
立
と
把
握
せ
ず
、
 
1
 



む
し
ろ
「
純
粋
な
自
己
運
動
と
い
う
絶
対
的
 動
 」
と
し
て
 把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
が
否
定
さ
れ
 て
 モ
ノ
と
な
り
、
 
モ
 

ノ
が
 否
定
さ
れ
て
自
己
と
な
る
と
い
う
運
動
と
し
て
こ
の
 判
断
を
判
断
す
る
自
己
が
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
こ
れ
は
、
 
こ
 

の
 自
己
と
モ
ノ
と
い
う
区
別
を
「
区
別
で
は
な
い
区
別
」
 （
）
 
お
 ）
、
つ
ま
り
概
念
に
於
け
る
「
内
的
区
別
」
（
）
 い
 か
）
 と
し
て
把
握
す
る
こ
 

と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
意
識
は
概
念
の
次
元
で
モ
ノ
を
 把
 損
 し
そ
れ
を
否
定
的
な
モ
ノ
と
観
る
と
同
時
に
自
己
を
 否
定
し
て
 外
 化
し
て
 

モ
ノ
と
為
し
そ
の
モ
ノ
を
自
己
と
観
る
と
い
う
二
重
の
運
 動
 の
う
ち
へ
と
躍
り
込
む
の
で
あ
る
。
こ
と
に
否
定
を
 媒
介
と
し
た
 新
ら
た
 

 
 

な
 運
動
の
地
平
が
切
り
 妬
 か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
 よ
う
に
、
「
か
の
無
限
判
断
と
い
う
 そ
メ
ソ
ト
 は
、
直
接
 性
が
 媒
介
へ
と
、
 
つ
 

ま
り
否
定
性
へ
と
移
行
す
る
モ
 ノ
ノ
ト
 な
の
で
あ
る
。
」
（
 ㏄
 輌
 ㏄
）
 

か
く
し
て
「
ガ
イ
ス
ト
の
存
在
は
骨
で
あ
る
」
「
自
己
は
 

モ
ノ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
表
象
の
次
元
で
は
な
く
 、
無
限
性
を
意
識
 

す
る
こ
と
に
 
よ
 り
概
念
の
次
元
で
無
限
判
断
と
し
て
 抱
 え
 直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
は
「
救
い
の
門
口
」
か
ら
 そ
の
内
へ
と
入
っ
て
 

行
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
の
二
重
の
運
動
（
矛
盾
）
 

を
 引
き
受
け
て
行
く
中
で
そ
の
「
救
い
」
に
出
会
う
の
で
 あ
る
。
 

「
真
の
思
想
」
の
自
己
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
引
き
受
け
る
 こ
と
ー
 
｜
 こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
 へ
｜
 ゲ
ル
は
 
シ
ヱ
リ
ソ
グ
 ぬ
 思
想
と
一
線
 

を
 画
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
、
 
へ
 @
 ゲ
ル
が
（
 0
 鰍
 o
r
 

コ
ミ
（
 

0
 ぎ
と
い
う
矛
盾
を
自
ら
生
き
抜
い
た
 
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
高
く
 

評
価
す
る
理
由
で
あ
ろ
う
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
ガ
ル
の
 如
 く
 
「
自
己
 は
 モ
ノ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
表
象
の
次
 元
で
担
 え
た
の
で
は
 

な
い
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
と
り
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
自
己
と
モ
ノ
 0
 区
別
を
内
的
区
別
と
し
て
把
握
で
き
る
人
物
で
あ
っ
 た
 。
そ
の
こ
と
は
、
 

へ
 l
 ゲ
ル
が
里
佳
の
無
限
性
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
と
 ハ
 ム
 レ
ソ
ト
の
知
の
在
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
と
を
 較
べ
て
み
れ
ば
明
ら
 

か
で
あ
る
。
 
へ
一
 ゲ
ル
は
、
「
観
察
す
る
理
性
」
の
章
を
 
閉
じ
る
に
当
り
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
本
質
的
概
念
で
 
あ
る
理
性
は
直
接
に
 

自
分
自
身
と
そ
の
反
対
へ
と
分
裂
す
る
が
、
こ
の
分
裂
は
 ま
さ
に
そ
れ
故
に
直
接
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
」
（
 
い
 の
 ト
 
）
 こ
れ
に
対
し
、
 
へ
｜
 

ダ
ル
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
知
を
次
の
よ
う
に
特
徴
付
け
る
 

ム
レ
ッ
ト
は
ガ
イ
ス
ト
の
現
象
を
疑
う
。
こ
の
時
 、
 「
知
る
意
識
（
ハ
ム
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轍
 

む
し
ろ
、
常
に
或
る
も
の
が
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
 と
 同
時
に
そ
の
反
対
へ
と
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
無
を
 媒
介
と
し
た
無
限
性
と
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

㍻
 

ぅ
 運
動
、
つ
ま
り
常
な
る
無
を
観
た
の
で
あ
る
。
 

無
 

で
は
、
 
ヨ
 精
神
現
象
学
し
の
最
後
で
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 
に
 立

つ
 へ
｜
 ゲ
ル
と
Ⅰ
 ロ
 
リ
ル
目
リ
 ダ
か
 り
ハ
ム
レ
ッ
ト
 "
 と
は
 M
 
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
 

1
9
 

 
 

ト
 "
 に
所
謂
無
常
（
常
な
る
も
の
は
無
い
・
盛
者
必
衰
の
理
 

り
 ）
を
観
た
の
で
は
な
い
。
 

無
 

と @ うこと 

れ
る
対
立
、
つ
ま
り
「
区
別
で
な
い
区
別
 目
 
「
内
的
な
 区
 別
 」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
 故
 
「
自
己
は
モ
ノ
で
あ
る
」
 
と
い
う
判
断
は
 、
無
 

限
 判
断
と
し
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
 斬
 ら
た
な
次
元
へ
と
導
く
 の
で
あ
る
 0
 実
際
 
円
 ハ
ム
レ
ッ
ト
 ヒ
 の
劇
は
 
"
 ゴ
ル
ゴ
 ダ
 の
場
 "
 で
 終
わ
る
 

の
で
は
な
い
。
ゴ
ル
 
ゴ
ダ
 に
於
て
オ
フ
ィ
ー
 
ソ
ア
 の
死
に
 直
面
し
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
突
然
の
悲
し
み
に
襲
わ
れ
る
 

 
 

 
 

の
中
の
生
き
た
人
間
の
反
逆
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
無
に
 帰
す
べ
 き
 人
間
の
死
を
悲
し
ん
で
何
に
な
ろ
 う
 。
 "
 無
 常
 "
 の
理
 り
を
確
認
 

う
が
観
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
如
く
 、
 

す
れ
ば
足
り
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
悲
し
み
は
悲
し
み
だ
 
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
ボ
ナ
 
ヴ
ヱ
ソ
 ト
ゥ
 @
 

死
を
彼
岸
に
置
き
そ
こ
へ
全
て
を
投
げ
入
れ
る
の
で
は
な
 い
 。
 死
 と
い
う
絶
対
的
否
定
を
内
化
し
て
生
き
る
の
だ
 。
つ
ま
り
矛
盾
を
生
 

き
 抜
く
の
だ
。
故
に
、
そ
れ
以
降
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
世
界
を
 否
定
的
に
観
て
自
分
の
眼
差
し
の
下
に
統
 劃
 す
る
と
 同
 時
に
行
動
す
る
こ
と
 

 
 

に
よ
っ
て
自
己
を
否
定
し
モ
ノ
と
為
し
世
界
の
う
ち
へ
と
 躍
り
込
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
は
実
体
と
 し
て
存
在
す
る
の
で
 

は
な
い
。
無
は
自
己
と
モ
ノ
と
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
 作
用
し
 、
 彼
を
行
為
の
世
界
、
即
ち
劇
的
世
界
へ
と
 導
 く
の
で
あ
る
。
 

四
 

無
常
或
い
は
無
限
性
と
い
う
こ
と
 

て
 存
在
し
て
い
る
ガ
イ
ス
ト
）
は
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
内
的
 

予
感
の
客
観
的
形
式
」
，
 

-
4
-
l
 
 

な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
 

対
 立
は
直
接
に
止
揚
 

さ
 

レ
ケ
ト
 
）
は
、
自
分
自
身
の
確
信
と
対
象
的
実
在
の
対
立
 の
う
ち
に
自
分
を
置
く
 ピ
 
（
 
簿
 と
し
か
し
、
こ
の
対
象
 的
 実
在
（
現
象
と
し
 



甘
精
神
現
象
学
目
の
最
終
章
「
絶
対
知
」
で
 

へ
｜
 ゲ
ル
が
 課
題
と
し
て
い
る
の
は
、
「
意
識
の
対
象
の
克
服
」
（
 
鰻
 0
 ）
で
あ
る
。
 
つ
 

ま
り
、
宗
教
的
真
実
に
纏
い
つ
く
表
象
性
の
克
服
と
い
う
 課
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
の
無
限
判
断
の
場
合
と
同
じ
 で
あ
る
。
 た
 Ⅴ
こ
の
 

「
絶
対
知
」
に
 放
 い
て
は
表
象
性
の
克
服
が
「
単
に
我
々
 に
 対
し
て
つ
ま
り
自
体
的
に
ば
か
り
で
な
く
、
意
識
自
身
 に
 対
し
て
（
 三
 c
h
 
（
 

む
岸
 
Ⅰ
ト
 
ロ
 Ⅰ
建
コ
 
の
 0
 
年
の
Ⅱ
 
簿
コ
 の
と
す
 

-
 の
 
。
 コ
し
 
。
Ⅱ
 
コ
 Ⅱ
 
由
 ㍉
 0
 の
（
Ⅱ
巴
の
韻
 

年
 
襄
迂
し
 
"
 
。
 
-
 
び
の
 
（
）
」
（
の
 

ト
 
の
）
成
就
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

先
の
無
限
判
断
の
 ゴ
 

ル
ゴ
ダ
 に
 掩
 い
て
ガ
ル
の
意
識
（
観
察
す
る
意
識
）
は
 
、
そ
 の
 判
断
の
表
象
性
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
か
っ
た
 。
「
無
限
性
を
意
識
 

し
て
」
そ
の
判
断
を
把
握
し
 新
 ら
た
な
地
平
へ
と
躍
り
込
 ん
で
行
く
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
意
識
を
そ
こ
に
観
た
の
は
 八
 我
々
 ノ
 で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
 こ
ム
 で
は
そ
の
表
象
性
の
克
服
が
意
識
と
こ
の
 意
識
を
今
ま
で
眺
め
て
き
た
（
我
々
）
に
同
時
に
成
就
 す
る
の
で
あ
る
。
 
つ
 

 
 

ま
り
、
こ
の
「
絶
対
知
」
に
 於
 い
て
は
表
象
牲
の
克
服
と
 い
 う
 課
題
は
意
識
の
課
題
で
あ
る
と
同
時
に
八
我
々
Ⅴ
 自
身
の
課
題
と
な
っ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
 、
へ
｜
 
ゲ
ル
は
こ
の
「
絶
対
知
 」
で
も
再
び
無
限
判
断
を
取
り
挙
げ
、
先
の
二
重
の
運
 動
 が
意
識
に
よ
っ
て
 

如
何
に
展
開
さ
れ
た
か
を
「
回
想
（
 d
@
e
 
 

甲
 ・
（
 

コ
コ
 
の
Ⅰ
 
由
口
の
 

）
」
 （
の
の
 

幸
 
）
 し
 、
表
象
性
の
克
服
を
（
我
々
）
自
身
の
も
の
 と
 為
す
の
で
あ
る
。
 

こ
の
二
重
の
運
動
の
展
開
、
つ
ま
り
「
無
限
判
断
」
が
「
 無
限
性
を
意
識
し
て
」
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
、
矛
盾
を
 矛
盾
と
し
て
生
き
 

る
こ
と
が
如
何
に
為
さ
れ
た
か
を
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
「
 美
 し
き
 魂
 」
に
於
け
る
「
和
解
」
の
過
程
に
辿
る
。
そ
こ
 に
掩
 い
て
「
美
し
き
 

魂
 」
は
 、
 ・
自
分
の
確
信
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 自
己
を
モ
ノ
 
寿
 き
と
し
、
同
時
に
行
動
す
る
 
自
 己
 
（
モ
ノ
）
を
視
野
 

の
う
ち
に
収
め
判
断
を
下
す
自
己
と
な
り
、
モ
ノ
と
自
己
 に
 分
裂
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
成
立
す
る
対
立
は
 互
い
相
手
を
否
定
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
対
立
で
あ
る
か
ら
、
実
は
「
 区
別
で
な
い
区
別
」
「
内
的
区
別
」
な
の
で
あ
る
。
 

従
 っ
て
 、
 各
々
の
対
立
 

頃
 が
各
々
自
身
を
否
定
し
そ
れ
を
告
白
し
ム
ロ
 
ぅ
 こ
と
に
 ょ
 っ
て
、
そ
こ
に
「
和
解
」
が
「
 ざ
 」
（
 俺
づ
 
）
）
と
い
う
「
 絶
対
的
ガ
イ
ス
ト
」
 

（
 
ミ
 0
 ）
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
和
解
」
 空
理
 勤
め
 イ
メ
ー
ジ
を
 、
へ
｜
 ゲ
ル
が
 円
 ハ
ム
レ
ッ
ト
 b
 の
 
ガ
ゴ
ル
ゴ
ダ
 の
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無常或いは無限性と、 

立
 す
る
。
そ
の
時
、
こ
の
絶
対
知
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
 「
絶
対
知
」
へ
と
至
る
意
識
の
経
験
は
、
こ
の
無
限
性
 
と
 い
 う
 否
定
の
 力
 に
導
 

か
れ
て
き
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
「
こ
の
単
純
な
無
限
 性
 、
つ
ま
り
絶
対
的
概
念
は
、
生
命
の
単
純
な
本
質
・
 世
界
の
魂
・
普
遍
的
 

な
 血
と
呼
ば
れ
る
べ
 
き
 も
の
で
あ
る
。
」
（
 ト
い
 
の
）
そ
し
て
 、
こ
の
意
識
の
経
験
は
同
時
に
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
 

 
 
 
 

こ
の
二
つ
が
一
緒
に
な
り
概
念
把
握
さ
れ
た
歴
史
と
な
っ
 て
 、
絶
対
的
ガ
イ
ス
ト
の
思
い
出
と
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 
を
形
成
 す
る
。
そ
れ
は
は
 

絶
対
的
ガ
イ
ス
ト
の
玉
座
の
現
実
の
姿
で
あ
り
真
実
の
 姿
 で
あ
り
確
実
な
姿
で
あ
る
。
こ
の
玉
座
が
無
か
っ
た
 と
 し
た
ら
、
絶
対
的
 
2
 

 
 

し
て
、
 日
 ハ
ム
レ
ッ
ト
 b
 に
 捲
 い
て
は
、
今
度
は
観
客
 自
 身
が
ゴ
ル
ゴ
ダ
 へ
と
葬
送
さ
れ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
遺
骸
 と
 向
 き
合
 5
 訳
 だ
が
、
 

「
精
神
現
象
学
し
で
は
、
先
に
成
立
し
た
絶
対
的
ガ
 
イ
ス
 ト
が
 
「
宗
教
」
の
草
に
 拾
 い
て
表
象
と
さ
れ
「
ガ
 イ
ス
 ト
は
 モ
ノ
で
あ
る
」
 

と
い
う
判
断
が
成
立
し
、
 
八
 我
々
 レ
 自
身
が
 
へ
｜
 ゲ
ル
 と
 共
に
絶
対
的
ガ
イ
ス
ト
の
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 
に
立
つ
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
「
ガ
イ
ス
ト
は
モ
ノ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
表
 
象
の
次
元
で
把
握
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
ガ
イ
ス
ト
を
 神
 と
し
て
彼
岸
に
存
 

ハ
 と
し
て
 抱
 え
る
こ
と
は
「
ガ
イ
ス
ト
の
存
在
 は
 骨
で
あ
る
」
と
言
う
の
同
じ
く
ら
い
馬
鹿
馬
鹿
し
い
 事
な
の
で
あ
る
。
 
宗
 

 
 

教
 に
顕
わ
に
な
っ
た
真
実
は
あ
く
ま
で
も
「
無
限
性
を
仝
 

ゑ
隷
 し
て
」
概
念
の
次
元
で
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

故
に
 、
へ
｜
 ゲ
ル
 ほ
 

こ
の
「
絶
対
知
」
に
 掩
 い
て
再
び
「
無
限
判
断
」
を
（
 我
 々

）
自
身
の
課
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
（
我
々
 ）
は
回
想
す
る
。
 
丁
 

度
 
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
 L
 の
観
客
が
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 
へ
と
葬
送
さ
れ
 
る
 ハ
ム
レ
ッ
ト
を
眺
め
な
が
ら
矛
盾
を
生
き
抜
い
た
こ
 の
男
の
生
を
回
想
す
 

 
 

る
 よ
 う
 に
。
こ
の
回
想
に
よ
り
 八
 我
々
Ⅴ
の
前
に
立
 て
 
（
 
ヰ
 0
 
「
の
 
t
 
の
 
帝
 し
ら
れ
た
宗
教
的
真
実
は
自
己
の
外
化
 
（
モ
ノ
化
）
し
た
も
の
 

他
 な
ら
ず
、
対
象
（
真
実
）
と
（
我
々
）
の
自
己
の
対
立
 ほ
 
「
内
的
区
別
」
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
 
、
対
象
と
の
区
別
が
 

内
仏
（
 

d
@
 

の
 力
 （
。
（
ロ
ロ
の
「
 

由
コ
的
 

）
 ど
れ
 

斗
 
ス
 も
の
で
あ
ス
リ
。
こ
の
時
 

モ
ノ
化
し
た
ガ
イ
ス
ト
か
ら
、
つ
ま
り
絶
対
的
ガ
イ
 ス
ト
の
 ゴ
ル
ゴ
ダ
か
 

と
 

た
ら
（
我
々
）
の
 内
 へ
と
「
無
限
性
が
泡
立
っ
て
く
る
 。
」
こ
の
よ
う
に
し
て
ガ
イ
ス
ト
に
自
己
の
形
式
が
与
 え
ら
れ
「
絶
対
知
」
が
 成
 

-
 
巧
 -
 

場
 "
 
（
五
幕
第
一
色
の
次
の
最
終
 場
に
 於
け
る
ハ
ム
レ
ッ
 
ト
と
 レ
ア
チ
ー
ズ
の
「
和
解
」
か
ら
得
て
い
る
こ
と
は
 明
ら
か
で
あ
る
。
 
そ
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こ
こ
に
バ
 テ
 が
あ
る
、
こ
こ
で
踊
れ
。
 

ガ
イ
ス
ト
も
生
命
の
無
い
孤
独
な
者
に
す
ぎ
ぬ
。
 

絶
対
的
ガ
イ
ス
ト
に
向
か
っ
て
 

そ
の
無
限
性
が
泡
立
っ
て
く
る
の
 ほ
 

こ
れ
ら
の
ガ
イ
ス
ト
た
ち
の
国
と
い
う
盃
か
ら
だ
げ
な
の
 だ
。
（
の
 
音
 ）
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
、
意
識
の
経
験
で
あ
る
歴
史
を
絶
対
的
ガ
イ
 ス
ト
の
 ゴ
ル
ゴ
ダ
 、
つ
ま
り
宗
教
に
 拾
 い
て
回
想
す
る
  
 

ス
ト
は
モ
ノ
（
表
象
）
で
あ
る
。
」
し
か
し
、
こ
の
モ
ノ
 
と
 し
て
の
ガ
イ
ス
ト
、
ゴ
ル
 ゴ
ダ
 に
散
ら
。
ぼ
る
頭
蓋
骨
が
 
無
 

も
 ガ
イ
ス
ト
に
は
気
付
か
ぬ
の
で
あ
る
。
歴
史
が
見
え
な
 い
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
歴
史
は
こ
 ュ
 に
虚
無
 へ
 と
 

い
 。
「
ガ
イ
ス
ト
は
モ
ノ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
今
度
 
ほ
 （
我
々
）
自
身
が
「
無
限
性
を
意
識
し
て
」
把
握
す
る
  
 

無
が
 動
く
。
泡
立
つ
無
限
性
の
中
で
、
（
我
々
）
は
 "
 
ゴ
 ル
 。
コ
ダ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
 
ル
 の
ご
と
く
、
矛
盾
に
向
 き
合
 @
h
 

」
 ノ
 

 
 

史
 Ⅱ
意
識
の
経
験
の
劇
を
観
て
い
た
 ヘ
 我
々
 レ
は
、
歴
 史
 

が
お
お
り
時
、
新
ら
た
な
歴
史
の
舞
台
へ
と
飛
び
立
っ
 の
だ
。
そ
れ
は
無
限
判
断
つ
ま
り
も
の
 k
-
a
 

（
 
守
な
 命
題
の
 分
 そ

こ
で
は
「
ガ
 イ
 

か
っ
た
ら
、
 
誰
れ
 

閉
じ
る
の
で
ほ
 な
 

そ
こ
で
は
常
に
 

べ
く
 斬
 ら
た
な
地
 

の
舞
台
に
夜
の
闇
 

裂
と
 同
一
の
運
動
 

(172)@ 22 



無常或いは無限性ということ 

Ⅱ
の
Ⅱ
 

ト
 。
㏄
・
Ⅰ
 

い
ひ
 

（
Ⅱ
）
旧
約
聖
書
創
世
紀
一
二
一
の
十
七
、
「
わ
た
し
（
 

神
 ）
は
 大
 い
に
あ
な
た
（
ア
ブ
ラ
ハ
ム
）
を
祝
福
し
 、
 大
い
に
あ
な
た
の
 子
孫
を
ふ
や
し
て
、
 

天
の
星
の
よ
う
に
、
 浜
 べ
の
砂
の
よ
う
に
す
る
。
」
 

売
 ）
 
へ
｜
 ゲ
ル
自
身
が
挙
げ
て
い
る
例
は
、
「
 
繍
馬
 に
乗
っ
て
 い
た
蟹
に
牝
牛
が
初
め
に
愛
撫
せ
ら
れ
て
疾
走
し
出
し
て
 

L
 Ⅰ
み
仏
っ
た
」
（
 

ぎ
 Ⅱ
 ｜
 

訳
は
金
子
武
蔵
 氏
 の
も
の
に
 よ
 る
）
だ
が
、
日
本
語
で
言
え
 ぱ
 恐
ら
く
「
風
が
吹
け
ば
・
・
・
・
・
・
」
に
 

当
 る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

（
㍑
）
訳
は
金
子
武
蔵
 氏
 の
も
の
に
よ
る
。
 へ
一
 ゲ
ル
全
集
 4
 ョ
 
精
神
の
現
象
学
・
上
巻
 L
 、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
、
三
 四
二
ぺ
 一
ジ
 。
 

（
Ⅱ
）
 

0
.
 

ミ
 .
 
コ
ヱ
の
四
匹
一
幸
 
寒
き
ぎ
い
 き
 さ
き
ふ
咀
両
 

薄
さ
良
心
さ
 

，
巾
  
 

Ⅰ
Ⅰ
㏄
の
の
つ
つ
 

正
 ）
前
掲
拙
稿
「
和
解
」
参
照
。
 

（
 
巧
 ）
 
0
.
 
と
ペ
 
・
 
刊
 ・
 ヱ
 の
的
仁
 
@
 菜
 ぬ
 
「
卜
も
ぎ
 
2
 
き
 Ⅰ
 さ
ふ
 
㎏
㏄
㎏
さ
き
さ
・
 

巾
年
 べ
 。
の
，
い
の
 

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
田
 ）
 力
 ・
 
ミ
・
）
・
の
り
 

ノ
 

オ
匹
 
-
 
ぎ
 四
 
%
Q
l
-
Q
 

め
 
*
s
 
の
め
さ
ぬ
 

@
 
け
心
 
マ
 Q
@
o
 

ノ
 ～
㏄
～
 

ぎ
 荘
 ㏄
 隠
 0
%
 
曲
 も
り
Ⅰ
 
ト
 
Ⅰ
 
目
壷
ま
漱
い
 

寸
心
め
 
-
 
黛
も
 
@
 
ま
ま
 
タ
弓
 0
 
目
 メ
 年
日
ム
 

巨
 0
 
Ⅱ
 そ
 0
 
ユ
り
 
伊
 
由
里
 
局
ヴ
 
/
 お
 ・
 

（
 
1
 ）
 
へ
｜
 ゲ
ル
と
臼
ハ
ム
レ
ッ
ト
 ヒ
 の
関
係
に
関
し
て
は
 は
 下
の
拙
稿
を
参
照
し
て
い
た
 ビ
 げ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
「
 劇
 と
し
 て
の
日
精
神
現
象
 

学
三
へ
｜
 ゲ
ル
の
見
た
日
ハ
ム
レ
ッ
ト
 ヒ
 

」
二
見
 都
 哲
学
会
編
 
円
 
哲
学
研
究
五
五
四
号
 ヒ
 所
収
、
創
立
社
、
昭
和
 さ
 一
年
）
、
「
 

和
 

解
へ
｜
 ゲ
ル
 と
ロ
 ハ
ム
レ
 "
 ト
ト
 

」
公
示
邪
宗
教
哲
学
 
全
編
「
宗
教
哲
学
研
究
四
号
三
所
収
、
北
 樹
 出
版
、
昭
和
六
二
 年
 ・
）
 

（
 
2
 ）
 
W
.
 シ
ヱ
 イ
ク
ス
ピ
ア
 円
 ハ
ム
レ
ソ
ト
 ヒ
 
三
神
 勲
訳
 、
 日
 シ
ェ
ア
ク
ス
ピ
ア
全
集
 6
 円
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
九
年
、
 二
九
一
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
3
 ）
 
ボ
ナ
ヴ
ヱ
 ン
ト
ゥ
ー
ラ
ロ
夜
警
 ヒ
 、
平
井
正
調
（
現
代
思
 潮
 社
、
昭
和
四
十
二
年
）
の
訳
者
に
よ
る
解
説
参
照
。
 

（
 
4
 ）
 
い
 0
 由
り
 
Ⅱ
の
 
コ
丑
臣
 

Ⅰ
 
い
，
目
 
さ
い
 
い
 -
 
き
 Ⅰ
。
寸
心
 

き
，
 
の
計
年
占
ヰ
㏄
の
Ⅱ
 

ダ
 ㌧
す
臣
 
-
 
つ
つ
 
オ
 の
り
 
王
月
 
）
 
ま
 A
 。
 ぴ
 （
 
よ
 ・
 尚
 、
訳
は
前
掲
の
平
井
正
氏
の
も
 の
に
よ
っ
た
。
 

（
 
5
 ）
伊
藤
正
男
 円
 脳
の
設
計
図
 L
 、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
 五
年
、
十
二
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
6
 ）
 
く
巴
 ・
 舌
ぎ
 き
も
六
も
よ
 

め
 Ⅰ
 轄
史
寒
 
③
 遥
雨
薫
 e
 
「
 
か
 
e
 
 
ヰ
ぺ
 

薄
 き
 け
ま
 
ド
ハ
め
 

「
 ト
 ま
 り
ぬ
 
き
め
・
 
巾
 d
,
l
0
 

・
 ロ
の
 
亡
き
 
オ
 の
「
 
円
麓
 
の
り
す
目
 

サ
 u
c
 
ゴ
せ
 の
ユ
い
 

の
・
 
ま
由
コ
 
c
 
ゴ
の
コ
 

-
 

ト
の
 
㏄
 い
 。
の
・
 ト
 
Ⅱ
 ち
 

（
 
7
 ）
 
川
 喜
田
愛
 郎
 
㍉
近
代
医
学
の
史
的
基
盤
・
上
口
岩
波
書
 
店
 、
昭
和
五
二
年
、
五
六
八
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

（
 
8
 ）
 Q
.
 
ミ
 .
 
Ⅱ
・
二
の
的
の
 

-
.
 
 

さ
 （
 
馬
ド
 
で
ぃ
 
@
 
遥
 Z
 
き
 目
さ
 

Z
@
 

晦
 ㏄
Ⅰ
さ
 
%
 憶
 
お
 ・
 し
年
 
ダ
の
岸
ゴ
 
Ⅱ
 
オ
の
 
Ⅱ
口
口
く
の
 

q
-
p
m
.
 

弓
 Ⅰ
 
け
コ
左
 

Ⅱ
 
仁
 「
（
リ
ヨ
ン
ミ
 

生
コ
 
・
 P
 
の
Ⅱ
 
0
 。
の
 印
 
ひ
の
 

（
 
9
 ）
ガ
ル
を
 椰
撤
 す
る
 へ
｜
 ゲ
ル
の
文
章
が
書
れ
た
年
代
は
 確
定
で
き
な
い
が
、
文
の
調
子
・
内
容
か
ら
 
円
 
精
神
現
象
学
 b
 執
 筆
 以
前
と
考
え
る
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
の
目
的
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
 の
 め
ハ
 
（
と
い
う
小
さ
な
語
に
つ
い
て
分
析
を
行
な
い
、
そ
れ
を
 な
ん
ら
か
の
か
た
 

ち
 で
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
応
用
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
そ
の
際
用
い
ら
れ
る
方
法
は
、
従
来
の
歴
史
的
・
批
判
的
 方
法
で
は
な
く
、
 

い
わ
ゆ
る
新
約
聖
書
の
「
文
学
批
評
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
 で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
通
時
的
に
対
す
る
 共
時
的
 探
求
方
法
 で
あ
る
。
な
か
 

ん
づ
く
、
本
稿
で
は
、
 

P
.
 

リ
ク
 

一
か
め
 
テ
ク
ス
ト
理
論
に
依
 挺
 し
て
そ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
 
R
.
 

プ
ル
ト
 

マ
ン
に
よ
る
 

，
妻
帯
。
と
、
 
呂
 ,0
 区
別
の
よ
う
な
神
学
的
問
題
に
も
、
 

こ
 

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
 め
ハ
 
へ
と
い
う
語
が
 
ョ
ハ
 

の
よ
う
な
分
析
は
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

不
 ・
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
与
え
る
影
響
を
考
え
て
み
る
と
、
 

そ
 れ
は
他
の
文
 

ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
で
は
 轄
 Ⅱ
へ
と
い
う
語
が
多
数
か
つ
多
様
に
 
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
従
来
の
文
法
的
説
明
、
な
い
し
 は
 セ
ミ
 テ
 

イ
ズ
ム
と
い
つ
た
歴
史
的
説
明
を
越
え
た
テ
ク
ス
ト
の
問
題
が
 あ
る
。
さ
ら
に
、
 
R
.
 ブ
ル
ト
マ
ン
や
 R
,
T
.
 
フ
ォ
ル
ト
ナ
な
 ど
に
よ
 る
 従
 

来
の
資
料
仮
説
で
は
こ
の
問
題
を
処
理
し
 き
 れ
ず
、
テ
ク
ス
ト
 に
お
け
る
 

o
r
 

へ
 使
用
の
特
徴
は
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
対
す
る
反
証
 と
な
る
。
 

体
 的
特
徴
（
繋
辞
・
人
称
代
名
詞
な
ど
）
と
複
合
し
、
テ
ク
ス
 ト
 0
 便
信
の
形
成
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
 ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
 

ス
ト
の
言
語
の
創
造
的
働
き
に
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
だ
 ろ
 う
 。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
&
 ミ
 ・
リ
ク
ー
ル
・
テ
ク
ス
ト
（
理
論
）
 

フ
ル
ト
マ
ン
・
 
、
 臣
の
の
，
・
と
、
 

o
a
 
ぬ
，
 ・
文
学
批
評
・
フ
ォ
ル
 
ト
 ナ
 ・
資
料
仮
説
 

佐
 々

木
 

啓
 

ヨ 

/ Ⅹ 

ネ 
拍
 旧
土
日
重
日
 

に
お
け
る
 む
 
窯
の
問
題
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の
中
に
位
置
づ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
 ら
 、
こ
の
方
法
は
多
様
で
あ
り
確
立
さ
れ
た
も
の
と
は
 い
い
難
い
。
そ
こ
で
 

ま
ず
最
初
に
、
本
稿
で
用
い
ら
れ
る
方
法
の
特
徴
を
鮮
明
 に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

-
2
-
 

何
よ
り
も
、
本
稿
で
用
い
ら
れ
る
方
法
は
一
貫
し
て
犬
侍
 的
な
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
 で
福
 土
日
重
目
の
 

言
 義
明
 

-
S
-
 

空
間
の
分
析
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
 歴
 史
的
、
あ
る
い
は
社
会
学
的
、
さ
ら
に
は
神
学
的
結
論
 を
 徹
底
的
に
遅
延
さ
 

せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
の
理
論
的
・
哲
学
的
背
景
 は
 、
 P
.
 リ
ク
 I
 ル
の
解
釈
学
、
な
か
ん
ず
く
彼
の
 テ
 ク
ス
ト
理
論
の
中
に
 

あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
は
そ
の
結
論
を
引
く
こ
と
 し
か
で
き
な
い
が
、
そ
れ
ほ
例
え
ば
次
の
よ
う
な
彼
の
 舌
口
明
で
去
ハ
リ
 

る
 。
 

「
テ
ク
ス
ト
の
意
味
が
（
そ
れ
を
）
読
む
こ
と
の
で
き
る
 
者
に
は
だ
れ
に
で
も
開
か
れ
る
と
す
る
と
、
知
ら
れ
ざ
る
 読
者
に
向
か
っ
 

て
そ
れ
を
開
く
の
は
、
意
味
の
全
時
間
性
で
あ
る
。
そ
し
 て
 、
読
解
の
歴
史
性
が
、
こ
の
（
テ
ク
ス
ト
に
）
特
有
 な
 全
時
間
性
の
相
対
 

物
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
著
者
と
彼
の
状
況
か
ら
 脱
 し
た
瞬
間
以
降
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
最
初
の
聴
衆
か
ら
 も
 脱
し
て
し
ま
う
。
 

（
 
4
-
 

こ
う
し
て
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
自
体
の
た
め
に
新
し
い
 読
 者
を
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
 

わ
れ
わ
れ
 ば
 ま
ず
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
も
こ
の
よ
う
な
 テ
ク
 ス
ト
と
し
て
認
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
け
れ
ば
な
ら
な
 い
の
で
は
な
い
か
 

-
l
-
 

は
 異
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
最
近
様
々
な
 か
 た
ち
で
な
さ
れ
て
い
る
新
約
聖
書
の
「
文
学
批
評
」
 な
 ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
 

本
稿
の
目
的
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
 &
T
 
へ
と
い
う
 語
の
使
用
状
況
を
め
ぐ
っ
て
分
析
を
行
な
い
、
さ
ら
に
  
 

得
ら
れ
た
結
論
を
こ
の
福
音
書
の
解
釈
に
何
ら
か
の
か
た
 ち
で
応
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
の
際
用
い
ら
れ
る
方
法
は
、
従
来
多
く
の
研
究
者
た
ち
 に
よ
っ
て
こ
の
福
音
書
の
研
究
に
用
い
ら
れ
た
歴
史
的
 
 
 そ

れ
に
よ
っ
て
 

批
判
的
方
法
と
 

 
 

序
 
方
法
と
問
題
の
所
在
 

1
7
6
 

 
 



ヨハネ福音書における ぅ ㍑の問題 

-
9
@
 

そ
れ
は
、
，
 毛
窃
 。
一
般
的
言
 表
 
・
客
観
化
す
る
 表
 象
の
後
で
ぼ
じ
め
て
）
生
じ
る
の
で
あ
る
。
」
 

27 

し
か
し
問
題
は
、
リ
ク
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
提
言
の
妥
当
 性
で
あ
る
。
彼
の
テ
ク
ス
ト
理
論
の
問
題
点
は
 、
 既
に
 い
ろ
い
ろ
と
指
摘
 

（
 
ム
 
V
 
）
 

さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
理
論
を
具
体
的
な
 テ
ク
ス
ト
と
り
わ
け
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
分
析
 
解
釈
に
適
用
し
た
 

場
合
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
有
効
で
あ
る
か
に
関
し
て
は
、
 

ま
さ
に
今
後
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
 る
 。
例
え
ば
、
彼
の
 

ず
 受
け
入
れ
て
、
そ
れ
を
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
 

本
 

側
面
で
あ
る
。
他
方
、
そ
の
際
、
 

R
,
 ブ
ル
ト
マ
ン
に
 対
 

リ
ラ
 る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
の
余
 

テ
ク
ス
ト
理
論
の
実
際
的
手
続
き
に
と
っ
て
不
可
欠
な
 、
 

記
述
で
あ
る
。
 

の
 理
論
の
有
効
性
を
検
証
し
て
 行
 ぎ
た
い
、
と
い
う
の
が
 

そ
こ
で
本
稿
の
探
求
は
 、
 二
つ
の
側
面
を
持
つ
こ
と
に
な
 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
疑
問
と
は
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 の
，
 毛
拐
 。
 

稿
の
場
合
は
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
適
用
し
 

第
一
一
の
側
面
で
あ
る
。
 

-
8
-
 

彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
構
造
分
析
」
と
は
具
体
的
に
ど
 

 
 

し
て
リ
ク
ー
ル
自
身
が
呈
示
し
た
疑
問
に
答
え
て
い
く
 

と
 
"
 し
の
 
接
 。
の
神
学
的
区
別
に
対
し
て
述
べ
た
リ
ク
 l
 

る
 。
一
つ
は
、
前
記
の
よ
う
な
リ
ク
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
 

 
 

と
い
 5
 仕
方
で
、
 
こ
 

よ
，
 
r
>
 
と
い
う
応
用
的
 

の
よ
う
な
も
の
で
あ
 

ル
 の
次
の
よ
う
な
 

理
論
を
と
り
あ
え
 

「
絶
対
他
者
・
超
越
者
・
彼
岸
の
よ
う
な
表
現
、
さ
ら
に
 
、
行
為
・
言
葉
・
出
来
事
な
ど
の
表
現
の
意
味
に
対
す
る
 問
 い
 そ
の
も
の
 

は
、
ヲ
 
ル
ト
マ
ン
に
あ
っ
て
は
）
 
避
 げ
ら
れ
て
い
る
。
 
プ
ル
ト
マ
ン
が
神
話
の
言
語
に
関
し
て
は
非
常
な
懐
疑
を
 示
し
て
い
る
に
も
 

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
信
仰
の
言
語
に
関
し
て
、
（
そ
れ
 ら
に
対
す
る
解
明
）
の
要
請
を
ほ
と
ん
ど
表
明
し
な
い
 の
は
、
む
し
ろ
 際
立
 

っ
 た
こ
と
で
あ
る
。
舌
口
語
が
（
客
観
化
す
る
）
の
を
や
め
 

 
 

表
象
Ⅴ
を
免
れ
た
 以
 

上
 、
こ
の
，
 屈
ま
 。
こ
の
出
会
い
の
出
来
事
の
 意
味
に
関
し
て
ほ
 、
 全
て
の
探
求
が
余
計
な
も
の
の
 ょ
 う
 に
見
え
る
。
だ
が
 
(177) 

-
5
@
 

と
々
考
え
る
。
 



こ
の
語
の
各
文
書
に
お
け
る
使
用
状
況
に
は
相
対
的
な
特
 微
 が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
福
音
書
を
み
て
み
る
と
、
 こ
 の
語
の
使
用
の
絶
対
 

さ
て
次
に
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
基
づ
い
て
め
 ハ へに
つ
い
 て
 論
じ
る
必
然
性
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

わ
 れ
わ
れ
は
ま
ず
数
 

-
 
巧
 @
 

量
的
事
実
か
ら
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
め
 
ハ
ヘ
 
と
い
う
語
は
新
約
諸
文
書
で
は
あ
り
ふ
れ
た
語
で
あ
る
 。
し
か
し
な
が
ら
、
 

つ
ま
り
、
本
稿
で
の
分
析
は
、
「
資
料
」
、
「
教
団
伝
承
」
、
 
「
編
集
者
」
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
通
時
的
 
諸
層
を
 切
り
分
け
る
こ
 

-
 
は
 -
 

と
を
主
眼
と
は
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
 分
 析
 に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
「
生
活
の
座
」
の
推
定
や
 、
あ
 る
い
は
そ
こ
か
ら
 何
 

-
 
は
 @
 

か
 歴
史
的
結
論
を
引
き
出
そ
う
と
も
し
な
い
。
専
ら
 テ
ク
 
ス
ト
の
言
語
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
 親
 た
な
解
釈
の
可
能
性
 

を
 探
求
し
ょ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
 し
 、
そ
れ
ほ
ま
た
、
単
な
る
テ
ク
ス
ト
の
文
法
の
問
題
 に
 還
元
さ
れ
る
わ
 け
 

で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
方
法
は
、
ま
さ
に
テ
ク
ス
 ト
に
 対
す
る
読
み
手
の
能
動
的
参
与
の
可
能
性
を
記
述
 し
ょ
う
と
試
み
る
か
 

（
 
4
-
 

l
 
Ⅰ
 

ら
で
あ
る
。
以
上
が
本
稿
に
お
け
る
方
法
の
概
略
で
あ
る
  
 

-
 
Ⅱ
 -
 

架
橋
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

ジ
 グ
ー
ル
の
こ
の
疑
問
そ
の
も
の
も
、
哲
学
的
に
既
に
 抽
 象
 化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
 関
 心
は
 、
ブ
ル
ト
マ
 

ン
 の
神
学
的
解
釈
に
対
し
て
リ
ク
ー
ル
が
提
出
し
た
こ
の
 よ
う
な
疑
問
を
有
意
義
な
も
の
と
 見
徴
 し
、
リ
ク
ー
ル
 自
身
は
行
な
っ
て
 い
 

-
 
㏄
 -
 

な
い
が
、
リ
ク
ー
ル
自
身
の
方
法
的
目
論
見
に
即
す
る
と
 思
わ
れ
る
一
定
の
解
決
を
そ
れ
に
与
え
よ
う
と
す
る
こ
 と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

一
つ
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
六
時
均
分
析
」
が
 、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 に
よ
る
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
神
学
 的
 解
釈
に
対
し
て
ど
 

ね
た
げ
 積
極
的
説
明
を
加
え
う
る
か
を
考
え
て
み
た
い
の
 で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 の
解
釈
も
含
 め
て
、
従
来
 テ
グ
ス
 

ト
の
 歴
史
的
・
批
判
的
研
究
を
標
 傍
 し
つ
つ
も
い
つ
の
ま
 ほ
 か
そ
れ
を
越
え
て
思
弁
的
に
論
じ
ら
れ
て
ぎ
た
こ
の
 問
題
に
対
し
て
、
 本
 

稿
で
 展
開
す
る
よ
う
な
新
し
い
視
点
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
 分
 析
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
言
語
世
界
と
神
 学
的
思
弁
と
の
間
の
 

(178)  28 



ヨハネ福音 

の 

  
る第 0 一 

a  を ま   
先 接 
行 続 

  
しての 指示代 

石 基 
詞 本 
の 的 
後 月 
幸こ 法 

く れ " L 
る 属 

  
犬， @   

補さら ） 
足 ひこ 

的   

③ そ 
牡 の 

  
下位 ） （ @ca- 

  
の も 

29@ (179) 

 
 

註
 
け
 

け
ぉ
 

使
用
法
は
 

ま
ず
始
め
に
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
 

、
大
 
ぎ
く
分
け
て
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
 

が
で
き
る
。
 

る
 &
q
 

（
使
用
の
文
法
的
側
面
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
 

う
 り
こ
の
語
の
文
法
上
の
 

-
8
"
 

数
は
、
マ
タ
イ
一
四
 0
 、
マ
ル
コ
 
一
 0
 
一
 、
ル
力
一
七
四
 
ヨ
ハ
ネ
二
七
一
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ハ
ネ
が
 非
常
に
多
い
と
い
う
 

@
 
巧
 -
 

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
実
が
そ
れ
 ぞ
れ
の
著
者
の
「
文
学
的
水
準
」
と
い
っ
た
皮
相
な
問
 題
な
ど
に
は
還
元
で
 

-
W
-
 

き
な
い
こ
と
を
、
本
稿
は
示
す
で
あ
ろ
 5
 。
 

さ
ら
に
、
こ
の
む
 @
q
 

（
と
い
う
語
の
使
用
は
、
テ
ク
ス
ト
の
 

様
々
な
レ
 
ダ
ヱ
ル
 に
お
い
て
問
題
を
苧
ん
で
い
る
。
 

以
 下
で
は
そ
れ
を
、
 

主
に
文
法
と
資
料
批
判
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
関
し
て
論
じ
る
。
 

た
だ
し
、
両
者
の
問
題
が
本
来
は
相
互
に
錯
綜
し
て
い
 る
こ
と
に
注
意
し
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
研
究
は
、
文
法
を
文
法
と
し
 て
 独
立
し
て
扱
 う
 の
に
馴
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
、
 

歴
 史
的
・
批
判
的
方
法
 

に
 従
っ
て
「
資
料
」
、
「
教
団
伝
承
」
、
「
編
集
者
」
、
そ
し
 
て
 
「
生
活
の
座
」
な
ど
の
分
析
を
急
ぐ
あ
ま
り
に
、
 

こ
 の
 小
さ
な
語
の
 
テ
ク
 

ス
ト
内
で
持
つ
意
味
作
用
を
見
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
 い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
出
発
 し
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
 

ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
の
 
便
 信
の
伝
達
に
あ
た
っ
て
こ
の
 由
 ま
と
ぃ
 5
 語
が
重
要
な
 働
 ぎ
を
な
し
て
お
り
、
テ
ク
ス
 ト
 の
い
わ
ば
あ
る
種
 

の
 深
層
構
造
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
も
論
証
し
た
い
。
 

問
題
 

I
 

文
法
 

の
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ヨハネ福音書における 0 れの問題 

ヤ @ し 訪 う 係 に 一   し ス 

。 @  サま 由 し 五 ら で あ の を 
か 従 

パ の 

ピ 資 

要 た 
と ち 
す で 

  

る         げ 

  理由の 特別 加え 

  
わ 者   
ね 」 を の ると、 説明 
ね め 
れ 誤 

佳 麗 を 

の 訳 

閨 や 

す 
と 

尊 し 
合 

  ただし の 節 0 で 

こ 史 本文 のュ 即 l ヨ 

の 的   
よ   

の   
p=  計姉Ⅱ 
、九 う批 と読む 五 同じく ム語の る 。さ   文 テ 
異 的 異 ア 関 ら   ヴ と ク 

ま ち あ 役 
た ら る 目 

、 か と を 
へ と さ 果 
ブ か れ し 

ている 叩や ルま 硬 えば る し 。 3 @3 
ア 直 か に 

ぅ ムた、 しし す ぎ 

詰 も ョ な 
と の ハ い 

の で ネ 。 

関 あ ・ こ 

係り⑧ をトク テ 用 の 
推 マ ス 法 

測 タ ト は 
さ ィ に 、 

せ や お 吉 
る め げ 典 
の 力 る ギ 
で で そ リ 

あ は の シ 

る徒そ 数 ァ 
。 ）の は 語 

数 値 に 
は は も 

ヨ 北 見 
ハ べ ろ 

ネて 冬 れ 、 
テ い お新 
ク レ約 
ス ま ギ 

ト よ たり 、 シ 

9 ％ ア 
少 ル 詰 
な コ に 

い 待に お 
。 @  お い 

そ げ て 
し る fT 
て こ 普 
こ の 通 
の 用 の 
用 法 用 
法 は 法 
も ど で， 



@
 
麗
 -
 

こ
れ
ら
の
例
は
、
も
し
か
す
る
と
 n
o
 

口
ぉ
 

臼
 舟
守
ぎ
と
 考
 え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
疑
問
文
 と
の
組
み
合
わ
せ
 

-
 
印
 @
 

ほ
 特
殊
で
あ
る
。
 

  
四 
  
    
  

ハ
 
へ
っ
 へ
 
へ
り
に
 

小
 
て
は
旧
せ
 
セ
へ
 
に
 セ
ト
 
㌧
㌧
尖
り
ト
セ
も
 

羽
 モ
ヘ
 
ハ
 の
 
@
 
で
 q
 か
 
Ⅰ
ハ
 
ウ
 て
き
な
～
 
っ
も
 
*
 ～
 も
つ
 （
 す
黛
セ
洩
 

-
 
麓
 -
 

一
一
・
五
エ
 ハ
ハ
ヘ
 
q
Q
 
も
 m
N
o
-
 

&
t
@
.
b
 

ャ
 

は
 o
0
 セ
申
 空
も
 吏
 （
へ
り
 
@
 せ
ヒ
 （
 
っ
も
息
ニ
 

さ
て
、
以
上
の
文
法
的
分
析
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
論
を
 整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
そ
も
そ
も
本
稿
の
 出
発
点
で
あ
っ
た
 

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
 &
n
 
へ
と
い
う
語
の
使
 月
数
の
多
さ
は
、
文
法
的
観
点
か
ら
す
る
限
り
、
様
々
な
 方
向
に
お
い
て
 確
 

誌
 さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
 
め
 Ⅱ
 
へ
 Ⅱ
の
の
 

山
 
t
a
 
（
 
守
 /
 ヨ
 や
 理
由
を
表
 わ
 す
ぎ
の
本
文
批
評
 レ
ヴ
ヱ
ル
 に
お
け
る
揺
ら
ぎ
か
ら
 わ
か
る
よ
 う
 に
 、
直
 

@
 
巧
 -
 

ち
に
一
般
化
し
て
し
ま
う
の
は
危
険
で
は
あ
る
が
、
 

ョ
ハ
 不
 ・
テ
ク
ス
ト
で
は
、
こ
の
語
の
使
用
の
拡
大
な
い
し
 ほ
 あ
る
種
の
汎
用
が
 

な
さ
れ
て
い
る
の
で
ほ
 

@
 
¥
 
な
 Ⅰ
 -
6
-
4
 
 

力
 
，
 。
 例
え
ば
、
次
に
あ
げ
る
 よ

う
な
い
く
 っ
 か
の
特
徴
的
で
困
難
な
読
み
は
、
そ
の
 こ
と
を
例
証
し
て
い
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

八
・
四
五
ギ
 臼
津
俺
ふ
ヒ
あ
わ
み
 $
m
 
へ
 
Q
 で
 特
か
 
「
 父
 

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
 
か
ぺ
 
も
を
強
調
す
る
構
文
と
見
 倣
 す
 読
み
方
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
が
、
他
に
類
例
が
な
 い
 た
 げ
に
、
そ
の
 

-
 
仰
 -
 

読
み
方
 は
 や
は
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
 

れ 
わ 
れ 
読 
み 
手 
ヰ @ し 

ど 
の 

よ 

ろノ 

な機 

能 
的 

影響 

を 
与 
，え 
る 

であ 

ろ 
（・ ノ ， 

か 
と 

い 

あノ     

と 

で， 

あ 
る 

(182) 

な
る
翻
訳
や
解
釈
の
可
能
性
な
い
し
は
揺
ら
ぎ
の
よ
う
な
 

も
の
を
伴
 う
 ぎ
と
い
う
語
の
使
用
が
、
テ
ク
ス
ト
を
 
読
む
に
あ
た
っ
て
 
わ
 
2
 



ヨハネ福音書における うれの問題 

こ
の
章
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
 m
n
 
へ
 使
用
 に
 関
し
て
、
従
来
資
料
批
判
的
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
 き
 た
 研
究
と
の
か
か
 

わ
り
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
。
 

ま
ず
始
め
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
資
料
仮
説
と
 &
n
 
へ
と
の
 関
 係
 に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
今
日
、
ブ
ル
 ト
マ
ン
の
資
料
 仮
 

説
の
全
て
に
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
 

 
 

フ
ル
ト
マ
ン
の
注
解
 

-
 
目
 -
 

書
よ
 り
後
の
研
究
は
、
反
対
す
る
に
せ
 よ
 賛
成
す
る
に
せ
 よ
 彼
の
仮
説
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
 過
 舌
口
で
 
は
な
い
。
し
た
が
っ
 

て
 、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
仮
説
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
妥
当
で
 あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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Ⅱ
資
料
批
判
 

暖 
昧 
さ 

も 

残 

-
 ㏄
 -
 

っ
て
い
る
。
 

  
    。 健 一   / Ⅱ 

      
範 三 
で 

  

も マ     

な ㌧㌧・ む小 ハセ て れ ハ @     
から Ⅱつ 小 

確 定 ま 員     
す へ 寝 食 ず、 （。 小 てぬ る りり 小小㍉ っもお 守 e Ⅱ 

のが 泊りに 

      良 ん 人 @ Ⅱ Gl て 

困 難 黄 ， 

であ 

  

し 
  力， し   

が ネ 蔑 津 
  もつ 
て ア   
    
  

使 
  

用 
  

上 
の 

特 

のあ 

徴 

る 

種 
であ 

@@ Ⅰ 5l @ 
の 



@
 
㏄
 -
 

七
・
一
な
ど
は
「
し
る
し
資
料
」
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
し
 

二
九
、
 ハ
 ・
一
四
、
一
六
な
ど
は
、
「
啓
示
説
話
 
」
に
属
す
る
も
の
 

題
 力
 
あ
る
。
，
 

0
-
8
-
@
 
 

五
・
一
六
、
一
八
、
一
二
・
三
九
な
ど
の
り
 

承
 断
片
」
 閂
 。
 
p
Q
@
 

宙
 0
,
 

の
の
 

目
 
む
 い
 
し
で
あ
る
可
能
性
を
ブ
ル
ト
 

と
さ
れ
て
し
む
 

@
 
O
-
5
-
 

の
 
。
臣
の
の
 

0
 
三
毛
の
音
へ
に
関
し
て
も
、
 
三
 

 
 

 
 

さ
ら
に
 ゥ
 
も
 g
o
q
Q
 

…
 &
n
 
へ
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
そ
も
そ
 

セ
が
 「
啓
示
説
話
」
の
も
の
で
あ
り
、
四
・
二
一
に
っ
 

g
c
q
o
 

を
ぎ
と
結
び
付
げ
な
い
読
み
方
も
、
英
語
圏
で
 

  

れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
ゆ
え
に
」
と
い
う
意
味
で
 

ろ
 、
こ
ち
ら
こ
そ
テ
ク
ス
ト
の
文
体
的
特
徴
と
考
え
る
 

も
 
「
記
者
」
の
文
体
的
特
徴
と
し
て
特
別
視
で
き
る
か
 

は
 従
来
な
さ
れ
て
 き
 

べ
 ぎ
で
は
な
い
の
か
 

い
て
も
そ
れ
が
「
 伝
 

0
 
8
@
a
 
r
o
&
r
o
 
 

は
 ョ
 

ど
う
か
と
い
う
 問
 

@
6
-
 

そ
う
す
る
と
、
 q
q
 
か
 q
Q
o
S
 

…
㌢
。
を
「
記
者
」
の
文
体
的
 

特
徴
と
見
 倣
 す
こ
と
は
困
難
と
な
る
だ
ろ
う
。
 

  

-
 
㏄
 -
 

特
徴
と
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
特
徴
は
「
し
る
し
 資
料
」
や
「
啓
示
説
話
」
に
も
見
ら
れ
る
。
ブ
ル
ト
マ
 ン
 自
身
に
よ
っ
て
 、
 

-
 
㏄
 -
 

-
 
訪
 @
 

フ
ル
ト
マ
ン
 は
、
ョ
 
ハ
不
・
テ
ク
ス
ト
に
 尺
 
「
し
る
し
 
資
 料
 」
（
 ぶ
 た
 良
 R
.
 
の
 E
0
%
 
）
、
「
啓
示
説
話
」
（
 0
 （
Ⅱ
の
 

コ
 で
 
a
r
u
 
ョ
 の
の
Ⅰ
の
 

d
 籠
 ）
、
「
受
難
・
 復
 

@
 
鵠
 @
 

-
 
印
 -
 

清
節
 協
 付
託
 
叩
 
」
 ハ
巾
 
隊
 
㏄
 @
0
 
呂
 Ⅱ
亡
臣
 ヰ
 o
u
 
（
 
浅
 ㎎
 
窃
 り
ぎ
り
 

す
 
（
の
）
の
三
一
つ
 
の
 主
要
な
文
書
資
料
を
想
定
し
て
い
る
。
本
稿
の
 テ
｜
 マ
 で
あ
る
め
 @
n
 

。
に
 関
 

し
て
言
 う
と
、
 
例
え
ば
理
由
を
表
わ
す
㌣
。
の
多
く
の
も
 の
や
、
 

o
o
n
s
e
n
 

巨
守
の
 

薄
 。
の
一
部
な
ど
は
、
「
福
音
書
 記
者
」
に
よ
る
付
加
 

な
ど
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
ま
た
、
 
q
 。
 
&
n
Q
Q
n
o
 

…
 
&
 

 
 

者
 」
に
特
徴
的
な
文
 

@
 
㏄
 @
 

 
 

@
 
㏄
 @
 

体
 と
し
て
、
資
料
分
析
の
際
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
っ
て
 い
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
後
者
の
二
つ
は
と
も
か
く
、
前
二
者
は
 ョ
ハ
 
子
 の
「
記
者
」
に
だ
 け
 限
定
さ
れ
る
排
他
的
用
法
で
は
 な
く
、
ブ
ル
ト
マ
 

ン
の
 言
 う
 
「
資
料
」
の
方
に
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
ら
の
例
を
 い
 く
 っ
か
 あ
げ
て
み
よ
う
。
 

例
え
ぱ
 、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
一
文
の
終
わ
り
に
あ
っ
て
 
（
日
の
り
 牙
 
-
E
 
⑬
動
機
づ
け
る
 
ぎ
 。
 
ェ
 。
 ぎ
 籠
字
。
）
 薄
 。
を
「
 記
者
」
の
文
体
的
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ヨハネ 福音書における 0 丁Ⅰ の 問題 

こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
み
る
と
、
「
啓
示
説
話
」
と
ヨ
ハ
ネ
 テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
、
 
o
r
 
へ
 使
用
上
の
類
似
性
が
存
在
 す
る
と
い
う
こ
 

と
に
な
ろ
 う
 。
換
言
す
れ
ば
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 の
資
料
仮
説
 に
よ
っ
て
 
ョ
 ハ
不
・
テ
ク
ス
ト
の
 
め
 n
 
へ
 使
用
の
特
徴
を
 哉
然
 と
通
時
的
に
切
 

9
 分
け
る
の
は
、
困
難
な
の
で
は
な
し
だ
ろ
う
 

。
 

@
 。
 

ヵ
 
0
-
6
@
7
 

，
 

「
受
難
・
復
活
節
物
語
」
資
料
の
部
分
に
関
し
て
は
、
 

事
 情
 が
少
し
違
っ
て
い
る
。
 
か
 n
@
 
を
 使
用
し
て
い
る
節
は
 、
 ブ
ル
ト
マ
 
ソ
 に
 

-
 
㍗
 -
 

よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
「
福
音
書
記
者
」
な
い
し
「
編
集
者
」
 に
 帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 自
身
 記
 し
て
い
る
よ
う
に
 @
8
 

7
 ）
 

こ
の
部
分
（
一
八
Ⅰ
 二
 0
 章
 ）
で
は
彼
の
言
う
「
記
者
」
の
 文
体
的
特
徴
す
ら
は
っ
き
り
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
 て
 テ
ク
ス
ト
を
通
時
 

的
に
切
り
分
け
る
際
の
根
拠
も
し
ば
し
ば
酸
味
な
ま
ま
で
 あ
る
。
例
え
ば
、
一
八
・
三
七
の
 
め
 n
 
へ
 Ⅱ
の
 
n
@
 
（
 
ゅ
 （
 
寺
 年
日
 も
 
「
記
者
」
に
よ
る
 

@
 
㏄
 -
 

-
 
四
 -
 

も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
決
め
手
は
な
い
。
 

二
 0
.
 

一
一
 

二
の
ぎ
～
の
 

n
p
 

（
 
曲
 （
守
口
 
目
は
 
「
資
料
」
の
も
の
と
さ
れ
て
 
い
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
 

憶
 
一
八
章
以
前
の
資
料
批
判
的
分
析
に
倣
っ
て
、
 

簿
 。
 節
を
 
「
記
者
」
の
文
体
と
し
て
い
る
よ
 
う
 で
あ
る
が
、
 
ュ
 
刊
述
 の
よ
う
に
、
 そ
 

れ
を
専
ら
「
記
者
」
に
 よ
 る
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
 い
の
で
あ
る
。
 

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
事
実
 を
ぬ
ハ
 へ
と
い
う
語
の
一
般
性
を
理
由
と
し
て
説
明
し
尽
く
 す
わ
げ
に
は
い
か
 

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 

ル
ヵ
と
 Q
 を
 比
較
し
て
み
る
と
判
る
こ
と
だ
が
、
両
者
の
間
に
は
 &
 
ご
 使
用
に
関
し
て
 明
 

ら
か
な
 違
 い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 Q
 に
 は
 ル
力
 や
 ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
に
見
ら
え
る
よ
う
な
め
 
n
@
 
使
用
の
特
徴
は
皆
無
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-
 
わ
 -
 

説
話
」
の
も
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
、
 Q
 ～
 Q
N
q
R
 

め
 
q
 
。
に
関
し
て
も
、
ブ
ル
ト
マ
 
ソ
 は
、
 

五
・
三
二
で
は
留
保
付
き
な
が
ら
そ
れ
を
「
啓
示
説
話
」
 

「
啓
示
説
話
」
に
は
、
そ
の
他
、
 
芯
憶
そ
ミ
 ・
・
 
ぎ
 （
と
 

ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 
ハ
 ・
五
四
の
 
め
 
。
 
へ
 「
の
の
 

@
d
p
 

（
 
守
 E
 日
 

一
二
・
五
 0
 
で
は
そ
れ
を
「
記
者
」
の
文
体
と
し
て
排
除
 し
て
い
る
が
、
 
-
l
-
7
 

-
 
㍗
 -
 

の
中
に
保
存
し
て
い
る
。
 

-
 
れ
 @
 

-
B
@
 

七
）
 や
 、
留
保
付
き
で
は
あ
る
が
「
 き
輪
 e
 ぎ
 
二
五
 
一
八
）
な
ど
も
 含
 

も
 、
前
述
の
 
ハ
 
，
四
五
の
困
難
な
読
み
も
、
ブ
ル
ト
マ
ン
 

に
ょ
 れ
ば
「
啓
示
 



-
 
ぬ
 -
 

と
い
っ
て
よ
く
、
 

Q
 に
比
べ
て
ル
力
の
ほ
う
で
は
、
 

め
ド
ヘ
 

使
用
は
は
る
か
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

事
実
か
ら
類
推
す
る
 

-
 
㏄
 
-
 

か
ぎ
り
、
「
貸
料
」
に
も
現
在
の
テ
ク
ス
ト
全
体
に
も
 

同
 じ
よ
う
な
㌣
。
使
用
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
 

は
 奇
妙
で
あ
る
。
 

以
上
の
考
察
か
ら
、
従
来
の
方
法
に
よ
る
資
料
批
判
的
 

観
点
に
忠
実
に
従
う
と
、
 

&
n
 

へ
 
使
用
に
関
し
て
は
矛
盾
し
 

た
 結
論
が
生
じ
て
 

 
 

 
 

 
 

に
 、
相
違
が
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
の
 

関
心
に
即
し
て
舌
ロ
 

い
 換
え
れ
ば
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
 

0
%
 

。
使
用
を
通
時
 

的
に
説
明
す
る
の
は
困
難
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
 

事
柄
を
さ
ら
に
鮮
明
に
す
る
た
め
に
、
ブ
ル
ト
マ
 

ソ
 の
 「
し
る
し
資
料
」
路
線
を
引
き
継
い
で
「
し
る
し
の
福
音
 

書
 」
を
再
構
成
し
 

@
 
㏄
 
-
 

た
 R
.
T
.
 

フ
ォ
ル
ト
ナ
の
仮
説
を
見
て
み
よ
う
。
 

て
も
よ
い
ほ
ど
、
 

ぎ
 。
使
用
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
 

ま
ず
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
に
独
特
な
動
詞
、
ミ
ギ
 

か
 
0
1
 
（
 
口
 ，
一
九
）
 

や
寺
 ㌢
（
四
・
二
五
）
な
ど
と
の
組
み
合
わ
 

せ
に
よ
る
～
ミ
便
 

用
 は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
文
体
 

的
 特
徴
と
考
え
る
 
ミ
 q
 
穏
ぎ
守
 
。
（
 
二
 0
.
 

三
一
）
す
ら
 

、
こ
の
「
資
料
」
に
 

現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
他
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
に
 

多
い
と
さ
れ
る
理
由
を
表
わ
す
 

め
吋
へ
 

節
の
前
置
（
一
・
五
 

0
 ）
も
見
ら
れ
る
。
 

さ
ら
に
 

n
o
 

昆
 ミ
耳
 
プ
 
S
 簿
 へ
三
・
一
八
）
が
、
そ
し
て
 

何
 よ
り
も
、
 
Q
 に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
か
 

ハ
へ
お
 

n
@
d
p
 

（
 
@
 
目
 5
 に
相
当
す
る
も
の
 

-
 
解
 
-
 

二
・
二
 
0
 、
 二
 0
.
 

一
八
）
が
、
こ
の
「
し
る
し
の
福
音
 

書
 」
に
ほ
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
 

な
 れ
 ち
、
 Q
 と
 ル
カ
 
と
の
間
に
存
 

在
す
る
よ
う
な
「
資
料
」
と
現
在
の
福
音
書
と
の
間
で
の
 

o
r
 

へ
使
 
m
 の
違
い
ほ
、
フ
ォ
ル
ト
ナ
の
舌
ロ
 

う
 「
資
料
」
 

、
す
な
わ
ち
「
し
る
 

し
の
福
音
書
」
と
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
存
在
し
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
言
 

う
 ま
で
も
な
く
、
そ
の
際
、
 

Q
 と
「
し
る
し
 

の
 福
音
書
」
と
の
形
態
の
違
い
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
 

る
ま
い
。
フ
ォ
ル
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み 
た Ⅰ 

い   打 れ n 
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結果 
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踏 
ま 

，え 
て 

    
の 

  
さ 
  
  
と 

い 

ラノ @ @ 
丑 
口 *4 ロ ムり 

  
  
  

ア 
  
  
  
の 

解 
釈 
才 @ "@ 

与 
，え 
る 

影 
響 
@' Ⅰ "- 

つ 
@@@ Ⅴ 

て 

考 
，え 
て 
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ト
ナ
 の
 主
張
す
る
 よ
う
 -
 
に
 
。
 
-
8
 「
し
る
し
の
福
音
書
」
が
「
 
福
 音

書
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ほ
、
文
体
 の
面
で
も
内
容
の
面
 

で
も
「
語
録
」
で
あ
る
 Q
 と
は
当
然
違
っ
て
く
る
か
ら
で
 あ
る
。
 
音
 。
使
用
に
関
す
る
両
者
の
違
 い
 

一
方
に
 ほ
 
「
資
料
」
特
有
の
 

用
法
が
あ
り
他
方
に
は
な
い
と
い
う
違
い
は
そ
の
 ナ
 
」
と
に
よ
る
の
だ
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
た
 
-
 
し
 
、
 
8
6
 

o
@
 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
。
は
 、
 「
し
る
し
の
福
音
書
」
 
0
 缶
 
ご
 使
用
の
特
徴
は
、
こ
の
「
資
料
の
記
者
」
に
よ
る
 も
の
で
は
な
い
 

か
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
ち
、
 

ぬ
ハ
ヘ
 

使
用
に
関
し
て
 通
 時
 的
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
も
 う
 一
段
階
 遡
 ゑ
 す
る
探
求
が
必
要
 

と
な
る
。
別
の
見
方
を
す
る
と
、
そ
も
そ
も
文
体
的
特
徴
 な
 も
そ
の
分
析
上
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
い
る
こ
の
 よ
う
な
資
料
批
判
の
 

方
法
は
、
文
体
を
一
つ
の
適
時
的
 層
 に
限
定
す
る
作
業
を
 同
時
に
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
循
環
を
ま
 ね
 が
 れ
る
こ
と
が
で
き
た
 

本
稿
の
探
求
を
促
し
た
も
の
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
作
業
 に

か
か
り
ぎ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
 も
っ
た
も
の
と
し
て
 

の
 テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
 o
r
 
へ
 使
用
の
特
徴
の
持
つ
意
味
 作
 用
を
 、
見
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
 疑
 間
 で
あ
っ
た
。
 

-
 
㏄
 -
 

も
ち
ろ
ん
、
㌣
へ
と
い
う
小
さ
な
詔
一
つ
で
フ
ォ
ル
ト
ナ
 の
 資
料
仮
説
を
覆
し
て
し
ま
う
こ
と
ほ
出
来
な
い
。
 

し
 か
し
、
本
稿
で
 示
 

し
て
き
た
よ
う
な
 6
 
n
 
、
 
へ
使
用
の
特
徴
は
、
ブ
ル
ト
マ
 
ソ
か
 ら
 フ
ォ
ル
ト
ナ
へ
と
続
く
通
時
的
な
資
料
批
判
的
方
法
 に
 対
す
る
反
証
と
な
 

る
 。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
資
料
仮
説
を
提
出
す
る
者
は
、
 

ョ
 ハ
不
・
テ
ク
ス
ト
全
般
に
お
け
る
 &
n
 
へ
 使
用
の
特
徴
 ほ
 つ
い
て
も
整
合
的
 

-
 
㏄
 @
 

説
明
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 

結
論
あ
る
い
は
一
つ
の
解
釈
の
試
み
 



ま
ず
第
一
に
 、
 1
 で
見
た
よ
う
に
、
 か
 
Ⅱ
へ
の
使
用
が
こ
の
 
テ
ク
ス
ト
で
は
数
量
的
に
も
質
的
に
も
拡
大
さ
れ
て
い
 る
こ
と
が
確
認
さ
 

れ
た
。
㌣
。
の
意
味
や
文
法
的
機
能
は
多
様
で
あ
り
、
 そ
 れ
ら
が
個
々
の
場
合
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
 き
 こ
と
 は
 当
然
で
あ
る
。
 だ
 

が
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
意
味
や
働
ぎ
を
持
と
 ぅ
 と
も
、
す
べ
て
の
ぎ
使
用
に
共
通
な
特
色
が
存
在
 
す
る
。
そ
れ
は
っ
 ま
 

り
、
め
ゴ
 
（
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
（
な
い
し
 
は
 複
数
）
の
 文
 な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
 
、
だ
れ
か
が
何
か
を
 

「
知
る
」
（
 

Q
N
 

ゥ
 
Q
 
）
に
せ
よ
、
何
か
を
「
舌
ロ
 
ぅ
 」
（
 
ト
か
 
「
 
e
 ）
に
 せ
よ
、
何
か
を
「
信
じ
る
」
（
 
ロ
へ
 
Q
r
 
笘
 e
 ）
に
せ
よ
、
そ
し
 て
 何
か
の
理
由
 や
 

結
果
を
示
す
に
せ
 よ
 、
そ
れ
ら
が
ら
 ハ
 
へ
と
共
に
使
用
さ
れ
 る
な
ら
ば
、
こ
の
「
何
か
」
は
一
つ
の
単
語
に
よ
っ
て
 表
現
さ
れ
る
よ
う
な
 

あ
る
「
も
の
」
で
は
な
く
、
文
の
形
式
に
よ
っ
て
し
か
 表
 現
さ
れ
え
な
い
あ
る
「
・
・
・
と
い
う
こ
と
」
に
な
ら
 ざ
る
を
え
な
い
の
で
 

あ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
を
こ
こ
で
は
、
「
 序
 」
で
予
告
し
 て
お
い
た
よ
う
に
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 に
よ
っ
て
強
調
さ
 
こ
れ
る
 "
 毛
 曲
の
。
 
と
 

・
・
口
口
窓
の
対
比
と
い
う
問
題
に
こ
と
よ
せ
て
考
え
て
み
 

ヰ
 
こ
、
 

ハ
 し
 
0
-
0
@
@
 
 

こ
の
問
題
は
、
前
述
の
と
お
り
抽
象
的
・
神
学
的
 に
 議
論
さ
れ
る
の
が
 

-
 
皿
 -
 

常
 で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
一
度
テ
ク
ス
ト
に
 遡
 っ
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
問
題
は
、
本
稿
で
分
析
し
 た
よ
う
な
め
 n
 
（
使
用
 

の
 特
徴
に
も
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

例
え
ば
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
 

「
ヨ
ハ
ネ
の
表
現
手
段
と
な
っ
た
言
葉
づ
か
い
を
も
た
ら
 し
た
 グ
ノ
ー
シ
ス
神
話
で
は
、
啓
示
は
 
ロ
 ・
・
・
と
い
 う
こ
 L
 し
目
（
し
り
 

擾
 ）
 

は
 外
の
何
も
の
に
も
存
し
な
い
、
す
な
わ
ち
啓
示
者
が
 来

臨
し
て
去
っ
た
 、
 下
っ
て
き
て
再
び
上
げ
ら
れ
た
と
 い
 う
 命
題
（
絆
に
）
 
以
 

外
の
何
も
の
に
も
存
し
な
い
、
と
い
う
だ
け
で
も
と
も
 と
 十
分
な
の
で
あ
 石
 
-
2
@
 

。
」
 

け
れ
ど
も
、
「
啓
示
者
が
来
臨
し
て
去
っ
た
 、
 下
っ
て
き
 て
 再
び
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
命
題
（
 ぎ
 （
 
ぃ
 
）
」
が
ヨ
ハ
ネ
 
テ
ク
ス
ト
に
 直
 

授
記
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
存
在
す
る
の
は
た
 

 
 

考
え
て
い
る
よ
う
な
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終
わ
り
に
、
こ
の
 
ょ
う
 な
個
々
の
文
体
的
特
徴
の
探
求
が
 ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
の
新
た
な
解
釈
に
向
け
て
ど
の
 

よ
う
な
見
通
し
を
 

持
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

の
 解
釈
に
お
け
る
ぎ
の
役
割
を
説
明
し
切
れ
な
い
の
で
 
ほ
 な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
。
。
 

¥
 
ぞ
 い
 の
 
，
 と
 "
 日
 宝
の
対
立
 

は
 、
テ
ク
ス
ト
の
具
体
的
な
文
体
的
特
徴
の
う
ち
に
そ
の
 根
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
 の
方
法
で
は
、
テ
ク
 

ス
ト
の
分
析
と
解
釈
と
の
間
に
間
隙
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
 
ぅ
 こ
と
が
 避
 げ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
 仮
 
-
6
-
 

。
 

わ
れ
わ
れ
の
方
法
は
、
こ
の
ぎ
の
働
き
に
関
し
て
、
 
さ
 ら
に
進
ん
で
探
求
を
試
み
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
も
ち
 
ろ
ん
、
全
て
の
 

&
q
 
へ
 節
が
テ
ク
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
核
に
関
わ
っ
て
 い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
～
 
ハ
へ
 
が
常
に
。
 し
 a
 め
 。
 と
逐
語
 的
に
対
応
す
る
わ
 け
 

で
は
な
い
。
 

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
最
後
に
強
調
し
た
い
の
は
、
 ョ
ハ
 不
 ・
テ
ク
ス
ト
の
 め
ハ
ヘ
 

節
内
に
挿
入
さ
れ
た
文
が
持
つ
 特
色
で
あ
る
。
 そ
 

れ
ら
に
は
、
 ョ
 ハ
チ
・
テ
ク
ス
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
 形
 成
す
る
重
要
な
単
語
 囲
 え
ば
、
 寒
 
む
り
一
一
・
九
、
一
 
0
 、
 ハ
 
%
 
 一
二
・
五
 
0
 、
 

か
ミ
一
 三
・
一
な
ど
）
 
や
 、
重
要
な
表
現
 
抗
 え
ば
、
禽
も
 。
 
ぞ
 。
・
・
・
 

一
 0
,
 

七
な
ど
）
が
多
く
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
 

何
よ
り
も
注
目
す
べ
 

き
こ
と
は
、
そ
の
中
に
は
、
繋
辞
（
 小
 
～
 
、
 
R
 。
の
諸
変
化
 
形
 ）
 を
 伴
っ
た
文
が
頻
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 -
7
-
 

和
 。
 す
 な

ね
 ち
、
「
 
 
 

出
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
 
の
ぎ
使
用
例
中
の
 

 
 

ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
単
純
な
外
観
し
か
持
た
な
い
 繋
 辞
を
使
用
し
た
そ
れ
 

ら
の
舌
口
明
が
 
、
 実
は
テ
ク
ス
ト
の
 使
 信
の
形
成
上
非
常
に
 重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
言
 う
 ま
で
も
な
 ぬ
 。
し
た
が
っ
て
 、
わ
 

れ
わ
れ
は
、
次
の
課
題
と
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
に
 お
 け
る
ぎ
 使
用
の
特
色
と
他
の
文
体
的
特
徴
と
の
復
ム
 ロ
 性
に
注
目
し
て
 行
 

@
 
皿
 @
 

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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関する ものが いわゆ 均一郎 語につ 照 。 の打日の 

る 義次次 

が ， 

学 い   
@ 八一 き い 

  
41 Clg1) 

げ
 テ
ク
ス
ト
の
語
る
主
体
と
の
関
係
や
現
実
世
界
へ
の
 指
 示
 と
い
う
点
で
、
枢
要
な
 働
 ぎ
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
 、
現
代
舌
口
語
学
理
論
 

-
 
℡
 -
 

は
 明
ら
か
に
し
て
ぎ
た
。
今
後
は
、
本
稿
で
用
い
ら
れ
た
 よ
う
な
方
法
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
現
代
言
 語
学
理
論
の
成
果
を
 

参
照
し
つ
つ
 
ョ
 ハ
不
，
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
進
め
、
そ
の
 テ
ク
ス
ト
の
言
語
が
、
歴
史
的
・
社
会
的
に
一
回
的
な
 も
の
と
し
て
限
定
さ
 

れ
ず
に
、
常
に
わ
れ
わ
れ
読
み
手
に
創
造
的
に
働
き
か
け
 て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
  
 

題
 
l
 

-
 
Ⅲ
 -
 

ョ
 ハ
不
・
テ
ク
ス
ト
の
言
語
は
い
わ
ゆ
る
「
境
界
 言
話
叫
 
」
 で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
そ
の
担
い
手
た
 ち
に
よ
っ
て
事
柄
 

の
 了
解
の
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
使
わ
れ
 る
 べ
き
で
あ
 -
,
@
 

て
 
托
 
㌧
」
 

と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
 

解
 釈
 学
的
に
は
む
し
ろ
、
 

「
事
柄
の
了
解
」
は
ま
さ
に
「
ヨ
ハ
ネ
の
言
語
」
か
ら
 
生
 じ
て
 ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
の
最
初
 の
 読
み
手
を
含
め
 

@
 
㎜
 @
 

た
わ
れ
わ
れ
解
釈
者
に
対
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
創
造
 的
に
働
き
か
け
て
く
る
の
は
、
そ
の
独
特
の
 @
 ま
 申
 
表
現
 や
 生
成
過
程
に
よ
っ
 

て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
、
概
念
史
や
資
料
批
判
を
中
 心
 に
据
え
た
従
来
の
歴
史
的
，
批
判
的
研
究
方
法
で
は
 等
閑
に
付
さ
れ
が
ち
 

な
 、
前
述
の
繋
辞
や
人
称
代
名
詞
な
ど
の
文
法
的
に
は
 一
 見
 現
未
な
要
素
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
生
じ
る
。
女
や
 思
 想
を
構
成
す
る
の
は
、
 

語
彙
だ
け
で
は
な
く
 統
 辞
の
働
き
も
不
可
欠
の
も
の
と
し
 

 
 

の
 要
素
が
、
と
り
わ
 



 
 

目
の
 
（
 
@
@
 

の
 コ
レ
 
@
 ミ
 0
@
 
二
 @
0
 
ロ
 Ⅱ
 
ざ
庁
 
@
@
 
の
す
の
「
 

P
P
o
 

の
の
）
 

 
 

（
 3
 ）
い
わ
ゆ
る
「
生
活
の
座
」
な
ど
の
確
定
を
旨
と
す
る
 様
 武
史
的
方
法
は
、
社
会
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
戸
ロ
 
口
 -
 
（
 
目
 p
n
 
コ
 。
も
 ぎ
 
ら
心
き
す
 き
 -
 
め
 

 
 
 
 

下
馬
Ⅰ
 
め
 ㎏
 さ
っ
旧
 

～
 
@
 
の
う
 
ミ
ぃ
 
湊
 ド
イ
 
ね
 ㌔
 -
-
 

さ
さ
（
 

G
o
 

円
目
 

コ
 蜂
の
 
コ
 @
 ぺ
リ
コ
ら
 

の
 コ
す
 
0
0
 
り
オ
 簿
刃
 年
ア
 

e
n
 

圧
 ・
 P
 ま
授
 。
 絆
鰹
 
加
山
広
略
 訳
 
㍉
共
観
福
音
書
 伝
承
 史
ヒ
 

1
 
 （
 
円
 フ
ル
ト
マ
ン
著
作
集
 L
.
 エ
 ）
新
教
出
版
社
、
一
九
八
三
 年
 、
一
一
頁
。
さ
ら
に
、
福
音
書
研
究
に
最
近
用
い
ら
れ
て
 ぃ
 る
 
「
文
学
社
 

全
学
」
的
方
法
も
ま
た
社
会
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
荒
井
 献
 
「
 
方
法
と
し
て
の
文
学
社
会
学
」
、
㍉
歴
史
と
社
会
 

ト
 ・
第
二
号
、
 
リ
 プ
 ロ
ポ
ー
 

ト
 、
一
九
八
三
年
、
三
九
三
Ⅰ
四
二
五
頁
。
 

（
 4
 ）
 
授
乙
 。
 R
 ミ
 ・
 曲
籠
き
 Q
S
Q
 

ま
潮
⑧
さ
ま
 

薄
 き
ぬ
東
父
ま
さ
さ
 
紺
驚
さ
 c
e
 
め
 （
の
ま
り
 
串
 ぎ
の
の
 
一
 0
 ぎ
臣
 串
ミ
 峻
の
ニ
臣
 
守
浅
 四
円
 
せ
 ㌧
（
の
 
お
，
 Ⅰ
 つ
 ㏄
 ト
 ア
ワ
 ）
の
 

2
.
 

な
お
、
 

私
見
に
よ
る
と
、
こ
の
発
言
に
こ
そ
 
オ
日
 8
 毎
の
テ
ク
ス
ト
 
理
 論
の
基
礎
と
尖
鋭
さ
が
あ
る
。
 

づ
 
9
 日
 ニ
 ・
 ，
い
岸
 
「
 ニ
 *
 
の
 「
 
ぃ
 （
 
ま
 Ⅱ
の
 
0
N
-
O
-
O
 

鍍
 -
 

㏄
 
0
 ゴ
 の
コ
く
 
Ⅰ
 
コ
巴
 Ⅱ
㏄
 
0
 ら
 め
 ㏄
 ヒ
 0
%
 
の
コ
コ
 
の
の
 
0
 セ
ぃ
コ
幅
笘
 

二
年
八
ロ
の
く
 
戸
珪
 
円
仁
陪
臣
 

 
 

雨
音
 や
 Q
9
 
め
の
め
 

憶
 ～
Ⅰ
～
 

@
h
 
さ
 -
 目
さ
め
～
～
キ
ミ
～
 

0
.
 

古
田
（
 

円
 0
 村
出
 
0
@
 へ
い
ヨ
 
の
ゴ
づ
 

o
d
o
 

の
 せ
 0
 （
の
 
コ
 ・
）
の
 
㏄
ど
に
お
い
て
、
大
貫
は
 、
オ
鰍
 o
e
 
目
の
解
釈
学
を
も
取
り
込
 ん
で
行
く
か
 

た
ち
で
ヨ
ハ
ネ
の
解
釈
を
提
唱
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
 
こ
の
よ
う
な
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
ヨ
ハ
ネ
を
考
え
る
こ
と
は
 し
て
い
な
 

い
 。
つ
ま
り
、
大
貫
の
解
釈
で
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
 、
 「
 ョ
 ハ
ネ
 の
共
同
体
」
と
い
う
「
最
初
の
聴
衆
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
 -
 
」
と
は
な
い
 

の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
 、
オ
 ピ
お
目
の
最
も
重
要
な
発
言
を
 等
閑
に
付
し
て
、
彼
の
解
釈
学
を
他
の
様
々
な
方
法
と
共
に
統
合
 し
て
し
ま
 

ぅ
と
 、
そ
の
理
論
の
持
っ
尖
鋭
さ
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
 は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
他
の
方
法
と
の
競
合
を
意
識
し
な
が
 ら
も
、
敢
え
 

て
オ
ず
 R
 目
の
テ
ク
ス
ト
理
論
に
忠
実
に
従
っ
た
。
前
述
の
 
よ
う
な
大
貫
の
方
法
は
、
以
下
の
著
作
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 円
 ・
 0
 コ
 二
村
 
@
.
 

ら
ぃ
 
ま
ふ
さ
態
ま
湘
 
黄
蓮
 
ぎ
 
ち
き
 寮
ミ
ぬ
め
 

Q
e
Q
s
 

ぬ
も
 
～
 
@
 
ま
ま
，
 田
コ
 
㏄
 0
 目
Ⅱ
 
い
幅
 N
 目
 Ⅱ
 勺
 Ⅰ
 
り
 ㏄
の
 コ
い
 
。
ギ
ネ
 0
 Ⅱ
 づ
す
 
0
0
-
0
 

明
 あ
の
 
ゴ
 0
 コ
 /
 コ
リ
づ
 
Ⅰ
の
㏄
 

ヨ
り
ゴ
 
㏄
 
り
ゴ
 
。
 コ
 

つ
 ㌍
 コ
 オ
円
さ
コ
年
。
㏄
 

-
0
 
す
 ㏄
 コ
コ
 
日
の
の
す
。
コ
マ
 

こ
 仁
田
 
あ
日
年
 
の
 合
 （
之
の
岸
村
居
。
 

け
の
 
コ
の
 
Ⅱ
お
二
品
・
 あ
 ㌍
）
・
大
貫
隆
司
世
の
 
光
 イ
エ
ス
 ヒ
 （
福
音
書
 の
 イ
エ
ス
 

キ
リ
ス
ト
④
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
）
講
談
社
、
一
九
八
四
 年
 。
 

（
 5
 ）
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
な
ど
を
 参
照
。
土
屋
 博
 
「
教
典
論
の
新
し
い
可
能
性
」
、
円
宗
教
研
究
 

巳
 
二
五
八
号
、
日
本
 

宗
教
学
会
編
、
一
九
八
三
年
、
九
五
（
一
一
四
頁
。
 

（
 6
 ）
例
え
ば
、
㌧
 
%
 つ
目
は
 、
オ
 ず
目
口
「
の
テ
ク
ス
ト
 理
払
琳
 
に
体
系
性
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

丑
 
つ
の
の
 
-
,
 食
 い
目
 
-
 日
夕
 
-
 
り
 ⑬
 臣
 Ⅱ
ロ
口
コ
 
の
 

-
 
コ
づ
 
Ⅱ
 
0
 Ⅰ
 /
 り
ゴ
 
0
 コ
ル
 @
%
C
 
セ
 Ⅰ
。
 年
 。
㌧
・
 オ
お
 8
 偉
 Ⅰ
の
（
 岸
コ
の
ひ
づ
 
凹
目
 
の
ま
 
0
 臣
 で
ド
 
Ⅰ
 仁
 二
ド
 す
ひ
 
0
-
0
 

㏄
 @
 
の
ミ
 
ロ
 マ
 ・
 由
叶
 
悪
札
 
馬
乞
 ～
 
ミ
芯
っ
 

ぎ
心
 @
 
心
霊
 
e
 
肋
隠
 
「
 
ぬ
 -
@
 

め
 @
 
ぬ
 
悪
め
 
雨
め
 

之
 0
.
 ご
 
Ⅱ
の
㍉
 

ね
 。
 せ
 b
.
 
ひ
ト
 
ー
の
 

0
.
 

十
本
た
 

よ
 

、
ミ
 ・
の
・
 
J
 の
 
け
コ
 
r
o
 

コ
ヰ
は
 

、
 「
テ
ク
ス
ト
の
指
示
」
を
問
題
と
し
な
が
ら
 

乙
り
 田
 昌
の
テ
ク
 ス
ト
 理
 

ち
つ
 
。
 

論
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。
 

毛
 ，
の
・
）
の
 

の
コ
 
「
 
0
 き
，
ざ
ミ
ミ
 下
 ト
ミ
～
 

ぬ
 
「
㌧
「
 

め
 
～
 
&
 ～
 
@
Q
x
 
む
 -
 
め
木
 Q
-
Q
 

随
つ
マ
 

@
 
ぬ
 
さ
き
 Q
o
-
0
 

吋
 @
 
め
 
（
か
 
め
さ
 も
 め
 
ま
か
 
も
 
ま
め
（
 
円
 申
す
 
@
 
コ
的
 
0
 コ
 



ヨハネ福音書にお け 
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3
 ）
 

@ る 

  ） ） l ー 2 l 

0 れの問題 

      
ハリ ） ） Ⅰ l 0         

）
・
 

n
.
 

ロ
 ・
 ミ
 0
 す
 二
）
の
㏄
 
e
 

し
た
が
っ
て
く
本
稿
で
は
、
 

オ
ず
 8 ヨ
が
 考
え
て
い
る
も
の
と
 は
 違
う
独
自
の
「
構
造
分
析
」
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。
空
の
臼
 
E
q
 

の
ミ
ロ
 

，
っ
 

「
構
造
分
析
」
、
な
か
ん
ず
く
彼
の
テ
ク
ス
ト
理
論
に
関
す
る
 

詳
 細
 な
批
判
的
検
討
は
、
「
 
P
.
 
リ
ク
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
理
論
と
そ
 の
 ヨ
ハ
ネ
 

福
音
書
解
釈
へ
の
応
用
の
可
能
性
」
（
仮
題
）
と
し
て
稿
を
改
め
 
て
 論
じ
た
い
。
そ
こ
で
は
、
 

1
 
、
日
日
 の
 テ
ク
ス
ト
理
論
 
が
 持
っ
聖
書
 

研
究
に
対
す
る
射
程
の
確
定
、
 

2
 、
 勾
ず
 R 年
の
テ
ク
ス
ト
 理
 論
 

と
り
わ
げ
そ
の
「
構
造
分
析
」
の
批
判
的
検
討
、
 

3
 、
刃
 5
%
 目
 Ⅱ
 

の
 テ
ク
ス
ト
理
論
の
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
対
す
る
具
体
 的
 
・
方
法
的
応
用
の
可
能
性
の
提
出
、
以
上
の
三
点
が
論
じ
 ろ
 れ
る
で
あ
ろ
 

ハ
 
@
 ツ
 
@
 
。
 

本
文
に
引
用
し
た
 乙
 。
③
目
の
言
明
は
 
、
 何
か
論
証
に
よ
っ
て
 真
偽
を
決
す
る
類
い
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 テ
一
ゼ
 と
し
て
は
、
 

そ
れ
自
体
、
単
純
で
明
快
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
こ
 
の
よ
う
な
立
場
に
立
脚
し
た
方
法
の
是
非
を
判
断
す
る
手
立
て
 は
 、
そ
れ
を
 

テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
応
用
し
た
と
 き
 、
従
来
の
万
法
に
よ
る
 分
 析
 に
比
べ
て
ど
れ
 だ
け
 発
見
的
・
説
得
的
な
こ
と
が
言
え
る
か
 ど
う
か
に
か
 

か
っ
て
い
る
。
 

巾
 ・
 オ
げ
 R
 臣
プ
卜
 ㏄
 い
 
つ
 轟
 
Ⅰ
 こ
 ～
 薄
 い
め
～
ざ
ざ
 

ド
ト
 
Ⅰ
 な
 Ⅰ
支
っ
 
き
 
P
 
③
の
の
巴
の
 

ロ
 。
 
す
 の
 ㍉
Ⅱ
 
ノ
ひ
コ
 

の
目
ヰ
五
目
 

0
 （
 
巾
 ㏄
Ⅱ
 
ず
 @
 の
の
 
日
 @
 ト
の
 
の
の
）
。
 
づ
 ・
㏄
㏄
Ⅱ
 

，
 圭
漣
 ，
 と
，
口
お
，
 0
 区
別
そ
の
も
の
は
、
本
稿
で
は
有
効
な
 

こ
の
区
別
を
論
じ
る
こ
と
を
し
な
い
で
、
神
学
的
・
抽
象
的
議
 論
の
展
開
さ
れ
る
場
合
が
多
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
 

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
テ
ク
ス
ト
の
 @
 語
の
分
 析
 に
即
し
て
 

よ
う
な
傾
向
 

を
 示
す
最
近
の
論
文
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
 あ
る
。
の
刃
口
 p
q
q
 

の
（
（
・
 

，
 
）
の
の
 

/
 の
ぃ
コ
ら
 
臼
の
毛
 0
 桂
 。
・
 ぁ
ミ
 
Q
Q
@
 

ド
 ㏄
 ま
 -
 
～
 
ま
 Ⅰ
さ
さ
め
 

ヨ
も
 
ド
討
ま
 @
@
 
吏
頼
 @
 
「
 下
ミ
さ
下
 
（
 
す
 m
.
 く
 0
 コ
 ロ
 の
Ⅰ
 
臣
隼
 Ⅰ
の
の
で
 

e
 「
（
）
（
 

し
 い
Ⅱ
 
日
 功
田
 
ぃ
年
丑
 4
 
円
 乙
 の
の
 
コ
 ㏄
の
 
キ
リ
め
 

（
 
-
 
ざ
オ
 
の
 申
珪
 
り
す
の
。
㏄
の
 

-
 
打
の
す
 
い
比
 
（
・
 ト
の
 
㏄
 串
 ）
。
の
 

㏄
Ⅰ
 

@
@
 
の
ト
 

ま
た
、
邦
語
論
文
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
名
木
田
薫
 「
 
R
.
 
ブ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
の
 イ
ヱ
ス
 
の
意
義
に
関
し
て
」
 、
「
基
督
教
 

学
 研
究
 ヒ
 ・
第
九
号
、
京
都
大
学
基
督
教
学
会
編
、
一
九
八
六
年
 、
二
二
 @
 五
四
頁
。
 

し
た
が
っ
て
、
，
 毛
舘
 ，
 と
，
し
 ㏄
 め
 。
の
こ
の
区
別
そ
の
も
の
を
 否
定
す
る
立
場
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
本
稿
 の
 探
求
は
ま
 

さ
に
テ
ク
ス
ト
内
的
分
析
に
よ
っ
て
、
こ
の
区
別
の
解
釈
学
的
 有
効
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

本
稿
の
論
及
が
、
こ
の
小
さ
な
 o
r
 
へ
と
い
う
語
の
い
わ
ゆ
る
「
 生
活
の
座
」
に
関
し
て
何
か
を
示
唆
す
る
こ
と
は
あ
り
 ぅ
る
 。
 ，
 
」
の
点
に
つ
 

い
て
は
、
本
稿
の
注
の
㏄
も
参
照
。
 

ミ
 ・
 
甲
 
木
の
子
 
目
は
 、
「
様
式
史
的
研
究
の
関
心
も
、
本
来
言
語
で
 

あ
っ
て
、
歴
史
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
 

ミ
 ・
 
コ
 ・
寄
子
 浅
 ・
 パ
ミ
 
Q
0
 へ
い
 
-
 

い
 さ
 田
 -
 
ミ
ヘ
寒
や
安
き
 
@
-
G
o
 

肋
や
斗
 （
㌧
ま
下
 
ヰ
 由
で
 オ
田
 @
 ㌧
 0
 「
（
Ⅱ
の
㏄
の
 

巾
 Ⅱ
の
の
の
 

の
 -
 ト
の
 
㏄
㏄
）
。
 
づ
 ・
 目
 ㏄
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ヨハネ福音書にお け 

（
 
2
u
 
）
 

 
 6,rc の問題 

6h 02 リ （ ） （Ⅰ ） @@ 仁 け @ り 

  
2 ） 5 0 2 （ ） （ ） ノづ （ ） リ Ⅰ 3 ） 2 （リ セ 2 （ー） 2 

（
 0
 レ
 
）
 
ヨ
ハ
ネ
三
・
一
九
、
一
六
・
一
九
 他
 。
な
お
、
本
稿
の
論
及
の
 射
程
に
ほ
と
り
あ
え
ず
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
群
や
黙
示
録
は
含
ま
れ
 て
い
な
い
。
 

注
 の
 蝸
と
 同
一
箇
所
を
参
照
。
 

ヱ
 ・
 
ヨ
卜
か
 ㌣
 
ロ
セ
 *
r
.
@
 

い
 x
 ぬ
め
下
 
Q
 ド
ミ
や
 

い
さ
 
や
 
Q
s
 

（
の
い
下
目
 

ヴ
 （
 @
 
年
の
や
 ヲ
 （
の
の
の
 

p
n
 

ア
 巳
卑
抜
 @
 ヱ
曲
 
「
く
の
田
ロ
 
コ
 T 宰
 四
 %
 
せ
 ㌧
「
の
の
の
・
 

F
O
 

㏄
。
二
）
。
い
つ
 

ト
 ㏄
 

四
・
二
一
、
 
ハ
 
・
二
四
、
九
・
一
八
、
一
一
・
二
七
、
四
二
、
 

一
玉
，
一
九
、
一
四
・
一
 
0
 、
一
一
・
一
六
、
二
七
、
三
 0
 、
 
一
 七
 ・
 ハ
、
 

三
 一
、
二
 0
.
 
三
一
。
ち
な
み
に
、
他
の
福
音
書
に
お
け
る
 ミ
 目
 ハ
 
%
G
 
驚
 （
の
使
用
例
は
、
マ
タ
イ
 

一
 、
マ
ル
コ
一
一
、
ル
力
 
一
 で
あ
る
。
 

各
福
音
書
に
お
け
る
 斡
 （
 
q
n
 
（
 
o
e
 

の
使
用
回
数
は
 

、
 次
の
と
お
り
 で
あ
る
。
マ
タ
イ
一
一
、
マ
ル
コ
一
四
、
ル
力
九
、
ヨ
ハ
ネ
 九
 八
 。
 

㊦
・
 カ
 Ⅰ
 わ
マ
 
の
（
仁
田
・
 

口
 を
ト
ミ
 湊
さ
ぺ
 
㌻
 ぅ
 
き
ぬ
馬
連
寸
心
～
～
 

屯
の
 
め
Ⅱ
 じ
 
き
Ⅰ
さ
さ
㊤
 

心
心
さ
ミ
ぬ
㏄
 

濤
 ぶ
ま
 
り
 
。
 し
 。
Ⅱ
帆
の
中
の
 

コ
 毛
の
Ⅱ
 
コ
 的
の
の
 日
リ
 
コ
ヰ
 ら
 。
Ⅱ
 め
 -
 
コ
 の
の
 
下
 -
 
ぃ
 笹
幅
 の
二
 

%
0
 

Ⅱ
 

お
す
 仁
コ
 
㏄
の
 
コ
 （
の
ぴ
目
 

ぎ
 ㏄
 0
 コ
 @
 七
 %
 二
ヰ
 
0
 コ
 す
 0
 の
 り
オ
漆
刃
眉
で
 
「
の
 
0
 す
 （
・
）
 
の
 ㏄
 さ
 。
い
い
。
 丹
 

こ
の
表
現
の
他
の
福
音
書
に
お
け
る
使
用
例
 は
 、
マ
タ
イ
 

と
 マ
ル
コ
に
そ
れ
ぞ
れ
一
回
で
あ
る
。
 

各
々
の
動
詞
と
か
 つ
 （
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
回
数
は
次
の
と
 お
 り
で
あ
る
。
（
）
内
は
、
そ
の
動
詞
の
各
福
音
書
に
お
け
る
 使
 月
数
で
あ
 

る
 。
 ぺ
ヘ
ヒ
 

も
向
き
自
 
-
 マ
タ
イ
 五
 
（
 二
 0
 Ⅹ
マ
ル
コ
 
五
 
（
一
二
Ⅰ
 
ル
 力
四
 
（
二
八
）
、
ヨ
ハ
ネ
二
四
（
五
七
）
。
シ
ミ
 ぎ
 -
 マ
タ
イ
 一
 一
 （
 一
 
0
 ）
 、
 

マ
ル
コ
 
一
 （
 
二
 Ⅱ
ル
力
 四
 
（
 一
 0
 ）
 、
ョ
 
ハ
不
入
（
 八
 ㍉
で
 小
 
G
 も
ト
 
G
@
 
マ
タ
イ
 0
 
 （
一
一
Ⅰ
マ
ル
コ
 0
 
 （
七
）
 
、
 
ル
力
 0
 
 （
 
七
 Ⅰ
 
ヨ
ハ
 ・
不
二
一
 

（
一
一
 

血
廿
 
）
。
 下
 。
 ち
 Ⅱ
 七
小
 w
 
@
 
マ
タ
イ
 
一
 （
一
）
、
マ
ル
コ
 0
 
 （
 
0
 ）
 、
 ル
力
 0
 
 二
）
 、
ョ
 
ハ
不
Ⅰ
 
ハ
 （
三
三
）
。
 
0
 Ⅰ
 ウ
除
 @
 マ
タ
イ
 九
 
（
 
二
 四
）
マ
ル
 

コ
三
 
（
一
一
一
）
 

、
 ル
力
人
（
一
一
五
Ⅰ
 
ョ
 ハ
三
一
九
（
八
四
）
。
 

前
注
 で
、
ヨ
ハ
ネ
 
と
 他
の
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
 れ
の
動
詞
の
使
用
数
を
比
べ
て
み
て
も
、
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
 で
あ
る
。
 

ま
ず
、
 き
ゎ
ヰ
 p
p
 

こ
ハ
 （
の
意
味
、
な
い
し
 
ほ
 繋
辞
の
省
略
と
考
 え
ら
れ
る
強
意
の
 
0
 も
 
ぉ
 o
r
 

へ
は
、
六
・
四
六
、
七
・
一
二
一
に
あ
 

る
が
、
他
の
 

福
音
書
に
は
な
い
。
 

卜
酉
ド
 の
の
 
へ
 P
.
 目
 ヨ
目
 浅
 ・
 る
 ・
 き
 ：
 

ち
 ㏄
 0
,
6
.
 

）
・
 

ヱ
 ・
 ミ
 o
E
 
ぎ
 o
 且
も
で
・
（
 
@
 
～
：
 宙
 ・
 つ
つ
 ㏄
 0
 ひ
戸
 な
お
 、
こ
の
表
現
 

で
は
、
バ
 
ウ
ロ
 の
文
体
と
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
 

は
 た
し
て
そ
れ
ら
が
同
じ
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
 詳
 細
 な
検
討
が
 

必
要
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
 轄
 ま
 使
用
の
問
題
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
熱
 達
度
 に
は
還
元
 
し
 切
れ
な
 い
こ
と
が
 傍
 

証
さ
れ
よ
 
う
 。
次
に
 、
ニ
 
・
一
八
、
 ハ
 ・
一
二
一
、
九
・
一
七
、
 一
一
・
四
七
、
一
六
・
九
 
｜
 
一
一
な
ど
を
㏄
 p
g
 

の
Ⅰ
は
ル
力
 

四
 

四
一
な
ど
と
 

と
も
に
分
類
し
て
い
る
が
（
 毛
 ・
野
口
の
Ⅰ
 

o
b
.
 

（
～
～
・
・
 

ロ
 ）
の
 
づ
 ）
 、
こ
 れ
ら
は
む
し
ろ
、
本
文
で
次
に
述
べ
ら
れ
る
 n
o
 

目
の
り
 

ミ
ざ
 の
㌣
 へ
 と
し
て
 考
 

え
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
）
・
 ロ
 ・
 ミ
 。
 三
 （
 
0
 戸
る
 ・
 き
 ・
，
 
申
 。
 づ
 ㌣
の
・
 力
 ・
口
目
（
 
日
ぴ
コ
 
且
も
む
 め
 Ⅱ
 e
o
 

ミ
ぬ
 

斗
 ぎ
ま
 驚
め
ト
 ラ
 ン
 Ⅰ
 さ
 き
 め
 
P
 
（
 

 
 

 
 

く
 %
 コ
 宙
の
目
下
 

0
 の
り
り
 

オ
簿
オ
 目
で
Ⅰ
の
り
 

す
 （
・
Ⅰ
の
Ⅱ
㏄
。
。
）
。
の
・
㏄
の
。
 

ト
 ロ
 ヨ
 ・
 ト
 
 
 

 
 

 
 

彗
 瑛
は
、
こ
の
中
に
 
&
n
 
へ
十
お
 n
.
 ぎ
ヤ
 及
び
 
労
か
 ま
と
い
う
 表
現
を
分
類
し
て
い
る
。
前
者
は
行
 伍
 に
お
け
る
例
外
的
用
法
 で
あ
り
 
雀
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荘
ダ
 、
 四
 0
 、
一
三
・
一
四
、
二
 0
.
 
三
セ
 な
ど
）
、
既
存
の
範
 
靖
 %
 分
類
し
難
い
も
の
も
あ
る
（
一
二
・
一
七
、
一
六
・
八
 b
 、
一
一
一
一
一
◆
一
一
 

 
 

 
 

二
、
三
一
）
。
こ
れ
ら
は
子
細
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
 
る
 う
 。
し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
の
用
法
に
比
べ
た
場
合
、
 こ
れ
ら
の
 

 
 
 
 
 
  
 

用
法
は
一
段
と
確
立
さ
れ
た
も
の
と
い
う
印
象
を
与
え
る
（
 例
 
白
 、
四
・
三
六
、
 
ハ
 ・
二
五
 
や
 
一
二
・
一
七
、
一
六
・
三
）
。
 

 
 

（
 好
 ）
 
力
 ・
ロ
田
（
 ヨ
 p
 コ
コ
 
・
 る
 ・
 n
 ミ
 ・
・
の
・
 P
 ㍉
 ナ
オ
 コ
 ミ
 ・
 w
E
.
 の
 
㏄
 犬
 。
 や
コ
ヨ
 ・
 い
 
な
ど
も
、
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
ほ
 思
え
な
い
。
 

（
 憾
 ）
 
穏
弓
 （
二
の
（
 

@
 コ
 は
、
一
応
 
之
 の
の
（
 

@
 。
や
 

-
a
 

コ
リ
二
六
 

版
 に
従
 

（
 芭
吐
 @q
 
へ
の
疑
問
文
と
の
組
み
合
わ
せ
の
例
は
 
、
 
ル
カ
一
二
 

（
 蛆
 ）
例
え
ば
、
 
り
 害
の
「
は
、
一
四
・
一
二
一
を
 n
o
 
ヨ
の
目
 t
i
v
 

の
 味
 

（
 駐
 ）
 

ミ
ウ
づ
 へ
は
、
ヨ
ハ
ネ
六
・
四
六
、
七
・
二
二
に
も
あ
る
 

翁
 ）
戸
田
 け岸
民
二
コ
 ・
 や
 や
 
驚
 二
四
お
か
・
 
キ
 コ
 ラ
 ・
 ド
 
あ
る
 

（
㏄
）
 
オ
 ・
の
。
 
ナ
コ
ぃ
 
。
 オ
 0
 コ
 す
臣
 
Ⅱ
 m
.
 る
 ・
 n
 ぎ
 ・
 
，
ド
 ・
 ゴ
呂
 @
0
.
 

Ⅰ
下
臣
 

（
 的
 ）
 
オ
 ・
旬
日
（
 ヨ
が
コ
ダ
ミ
 
・
 よ
 ～
・
 
，
の
ド
 ㏄
 

（
 卸
 ）
そ
の
他
に
 
、
ミ
 ・
毛
質
 叶
の
コ
ダ
オ
 ・
 申
い
 「
 畠
 戸
ロ
・
目
下
ヰ
 

（
㏄
）
 
ぎ
 ～
 
&
 ：
の
・
 か
 。
 ナ
 コ
 目
 
@
 ・
 り
 e
.
 

の
・
の
㏄
 

噸
 あ
り
 甘
 e
 Ⅱ
 木
 0
 ヨ
ヨ
 の
㌧
㎡
 
ぃ
 Ⅱ
 ぃ
 /
@
 
老
 の
 岸
 0
 コ
 づ
 e
 の
（
 

a
@
 

コ
の
コ
 
（
）
・
の
・
円
の
 
-
 

ま
す
ま
す
困
難
で
あ
ろ
う
。
 

こ
 
つ
 り
㏄
。
 
オ
の
コ
 
ヴ
臣
。
オ
オ
 

0
@
 
づ
 @
 ）
の
 
コ
 円
い
Ⅰ
 
N
 年
日
 
ヲ
 4
 
の
 目
 。
口
目
 
づ
の
 ㏄
 い
 
り
（
（
）
 

0
 さ
丹
 ム
 Ⅰ
Ⅱ
）
 

な
い
。
も
っ
と
も
、
複
雑
な
段
階
調
は
あ
ま
り
支
持
さ
れ
て
い
 

っ
た
 が
（
以
下
の
引
用
も
同
様
）
、
こ
れ
に
よ
る
と
 

&
n
 
へ
で
 始
ま
 

ぃ
 「
の
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
段
階
 
調
 も
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
そ
れ
 

ま
に
分
類
し
て
い
る
。
 

ミ
 ・
窓
口
の
 グ
る
 ・
（
 @
 
～
：
）
Ⅰ
の
の
 

い
は
 ）
 
オ
 ・
の
の
す
 
コ
 の
り
 
オ
ひ
コ
す
仁
 

Ⅰ
伊
も
む
 り
ち
っ
 き
さ
さ
さ
も
 

め
 心
心
心
 
き
匝
む
 
安
き
ま
（
 

9
.
 
な
ど
を
参
照
。
 

が
 、
共
観
福
音
書
に
は
な
い
。
 

一
七
、
一
六
・
三
な
ど
に
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
 悪
む
っ
 （
 
づ
 a
G
 

な
い
。
口
ロ
 の
 0
 ぎ
ア
む
涼
い
く
 ミ
ぬ
 め
 よ
ま
ま
 ミ
き
 
）
 っ
キ
 
Ⅰ
さ
ざ
 
眈
 
）
（
 0
 村
仁
 

-
 （
 弓
 「
 囲
す
廷
 
Ⅱ
の
・
 ロ
い
 
の
の
 
-
.
 ミ
ず
ロ
 @
 二
の
「
 
ヰ
 0
q
.
P
O
 

㏄
 ト
 ）
。
の
・
㏄
の
 

（
安
目
 浮
 け
お
 -
 目
 。
ま
の
「
 せ
浅
宙
ジ
ト
毬
思
 ）
・
の
㌍
な
ど
を
 参
 

 
 

る
 疑
問
文
の
読
み
は
 

，
 吐
 q
 へ
 
：
・
で
あ
る
。
 

由
の
 パ
 リ
 の
 パ
 の
計
す
の
 
0
-
o
 

ら
に
は
言
及
で
ぎ
 

ヒ
ノ
 
0
%
 
拓
 0
 目
。
 
パ
 

照
 。
 

（
 田
 ）
～
 申
 ～
 
Q
 ：
の
・
 肚
 ㏄
の
 

E
.
 

ち
 り
 Ⅱ
 

姦
 ）
 
い
 三
ド
 日
 9
 目
は
他
の
文
書
資
料
も
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
 ぎ
竜
 ：
四
 
%
.
 

な
ど
。
 

（
㏄
）
 
@
 
す
 @
Q
.
.
m
.
 

の
 ト
 の
・
 卜
ヒ
ヨ
 ・
 N
 

（
㏄
）
五
・
一
六
、
一
八
、
 

ハ
 ・
四
七
、
一
 
0
.
 

一
七
、
一
二
 

一
八
、
三
九
、
一
五
・
一
九
。
～
 
す
 ～
 
&
.
.
 の
の
の
。
レ
コ
 
日
 ・
 P
 
の
 ・
ト
ド
ド
，
の
・
㏄
の
㏄
。
 

ナ
づ
日
 ・
 P
 
戸
縛
鰻
 9 
下
 コ
ヨ
・
 ト
 

（
㎝
）
五
・
 
ご
 一
一
一
、
一
一
・
一
一
一
一
、
一
一
一
・
五
 
0
,
 
@
 
す
 @
Q
.
,
m
.
N
 

ひ
 ひ
 ，
 戸
ロ
 日
 ・
 ち
 

（
㏄
）
な
る
ほ
ど
、
「
啓
示
説
話
」
貸
料
に
は
 0
 q
i
q
e
c
@
 

、
 

（
 
ぃ
 （
 守
 u
 日
は
現
わ
れ
て
こ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
資
料
の
特
徴
 
は
い
わ
ば
一
人
称
的
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発
言
で
あ
り
、
む
し
ろ
前
提
と
し
て
、
始
め
か
ら
間
接
的
発
言
 は
 排
除
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

三
・
一
八
、
五
・
三
八
、
 

ハ
 
・
 二
 0
 、
 
一
 0
,
 
一
 三
、
 @
 
け
 @
Q
 
：
の
 
㏄
）
の
・
 
や
コ
目
 .
 ぃ
 

Ⅰ
 
け
 Ⅰ
も
・
・
の
・
 

い
ト
寸
 

@
 

～
Ⅰ
～
 

Q
 ：
の
曲
 P
o
.
 
ケ
 コ
目
 .
 い
 

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
も
：
の
・
 

恰
 
w
 
㏄
 

～
安
 
&
 ：
の
・
 
P
 ㏄
の
・
 
ヒ
戸
 
コ
日
 .
 ト
 

い
の
の
 甘
弓
の
 
@
N
 
の
「
 や
勾
 E
n
 
努
ぎ
 三
も
、
こ
の
表
現
を
 テ
 グ
ス
ト
の
 
文
体
的
特
徴
と
は
考
え
て
い
な
い
。
 
し
 E
-
*
 

ヨ
圏
コ
 以
外
で
は
 、
 例
え
 ぱ
、
 

之
ず
 0
-
 
な
ど
が
自
説
の
補
強
の
た
め
に
、
す
な
 ね
 ち
、
物
語
 
宮
 

力
 ・
 し
 日
田
日
当
 コ
，
る
 ・
 よ
 ～
：
の
 い
 の
の
・
 
や
 コ
日
・
 ナ
 

例
え
ば
、
欽
定
訳
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
 

注
の
穏
で
あ
げ
た
著
作
の
箇
所
や
 、
 次
の
注
解
書
な
ど
を
参
照
。
 

吐
ズ
を
 加
え
て
い
る
。
 
ミ
 ・
 之
ぞ
臼
 ・
 ぎ
の
 雨
ま
 
n
@
Q
 
ぎ
 
連
ぬ
し
ま
 

Ⅰ
 
サ
 @
 
下
 ・
 
，
の
 ・
㏄
い
つ
 

そ
の
数
は
一
五
で
あ
る
。
 

田
 
Ⅰ
Ⅰ
 
目
 ・
 
，
の
 ・
 ひ
 の
の
Ⅱ
 

円
 

力
 ・
 ロ
ヒ
 
@
 
宰
 @
 
Ⅱ
 ）
の
三
 

%
@
.
 
や
Ⅰ
・
（
 

ま
 ：
の
 
@
e
o
 

）
 ，
く
 Ⅰ
（
 
@
@
@
 

ロ
 @
@
.
 

の
 

ト
の
 
㏄
 つ
 ・
の
・
 ト
 。
 い
 ）
 

ぎ
 ～
 
Q
 ：
の
・
㏄
い
の
，
レ
コ
 

ヒ
臣
 
・
ト
ニ
・
の
・
 
い
ヰ
 
㎝
 

@
 
す
へ
 
も
・
・
の
・
 

ト
り
い
 

@
 
す
田
田
：
の
・
 

ト
の
 
@
 
ツ
 

た
だ
し
、
「
啓
示
説
話
」
資
料
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
 
研
 

一
九
・
三
五
、
二
 
0
.
 九
な
ど
が
「
編
集
者
」
に
 よ
 る
も
の
で
あ
 

一
九
・
四
、
 セ
 、
 
一
 0 、
 二
 0
 、
二
一
、
二
八
、
二
 0
.
 

一
四
、
 

ド
 「
「
㏄
（
 

寺
 0
 ）
部
分
に
現
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
何
と
し
て
こ
の
 ウ
 

「
～
 
キ
色
っ
も
も
 
～
（
 
ロ
 の
田
の
コ
 カ
 ・
）
・
㏄
ユ
 

@
.
 

）
の
Ⅱ
 

い
 ）
。
 つ
 ・
 い
 ㏄
 

究
 者
の
支
持
が
得
ら
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
こ
の
点
に
 

中
 二
の
の
 
コ
 の
す
 
0
 コ
・
も
さ
 
め
ト
き
 
Ⅰ
さ
さ
ぬ
寒
ミ
Ⅰ
さ
ぬ
 

叉
 ぎ
ま
（
日
中
 
旺
 コ
内
の
 
コ
 @
 臼
 

る
 。
 

一
五
、
一
八
、
二
九
、
な
ど
が
「
記
者
」
の
も
の
で
あ
り
、
 

一
 

関
し
て
は
、
 

へ
ぬ
 ハ
 O
C
 
Ⅱ
 O
 

Q
 下
呂
。
オ
ト
 

八
・
九
、
 

Ⅰ
 
れ
 
y
@
 

も
 ・
・
の
・
ち
の
い
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ヨハネ福音書における ET( の問題 

  
9 ） 4 （ ） 0 ノ りリ （ ） 9 2 （ー） 0 り 

（
 ハ
リ
 

ハ
 
U
 ）
 

  艶 8 ） ） 9 8 ） 8 

い
オ
 岸
の
 
オ
ゑ
 偉
オ
㌃
 、
し
 
0
 す
い
ら
 
ヲ
ぎ
 の
 も
 
ト
 コ
幅
 
目
ぃ
㏄
 

e
a
 

年
年
 

の
 （
Ⅱ
 
す
 ・
 円
 こ
の
 u
e
 
の
 
出
 0
 コ
 0
 片
円
 Ⅰ
 缶
 （
 C
 邑
 （
 
せ
 。
・
 ト
 ，
 
駄
 v
a
 
甫
ぎ
態
さ
 a
n
 （
Ⅰ
㌦
 

岸
ぺ
 
0
 口
 

い
の
 
屈
づ
 
0
 目
 C
 づ
 @
 
く
 。
Ⅱ
四
ヰ
Ⅱ
 

つ
つ
 
。
の
の
・
 

ト
の
 
㏄
Ⅰ
）
・
で
 

つ
 ・
ト
 
ド
巨
 
@
 ト
下
 
Ⅱ
 

Ⅰ
。
 旨
の
 仮
説
に
対
す
る
全
体
的
批
判
に
は
、
例
え
ば
次
の
 
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
三
上
草
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
資
料
 
分
 析
 の
問
題
 ｜
 

勾
 O
 ヴ
 e
 ～
（
目
口
。
旨
 き
 
の
場
合
 ｜
 」
 、
 ㍉
途
上
 

h
1
.
8
 

、
 以
 支
社
、
 
一
九
七
七
年
、
一
三
一
Ⅰ
一
四
二
頁
。
 

巾
 。
 旨
は
 、ヨ
ハ
ネ
福
音
書
「
記
者
」
 

に
 よ
る
「
資
料
」
の
「
 摸
倣
」
と
い
う
こ
と
を
い
 う
 
（
 
界
づ
 ・
 田
 0
 二
日
・
 る
 ・
ミ
ニ
㌧
 せ
 
ド
ト
 
㏄
Ⅱ
・
）
 

っ
 

し
か
し
、
こ
れ
を
容
認
す
れ
ば
、
「
模
倣
」
を
制
限
す
る
客
観
的
 
基
準
が
な
い
以
上
、
資
料
批
判
的
方
法
は
 、
 自
ら
の
方
法
の
 基
盤
を
危
 ぅ
 

く
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
逆
に
 、
 全
て
と
は
 い
わ
な
い
ま
で
も
多
く
の
む
 
ド
ヘ
 
節
を
「
記
者
」
が
挿
入
し
た
と
 す
る
通
時
的
 

説
明
も
、
理
論
的
仁
は
想
定
さ
れ
う
る
。
だ
が
、
 

い
 三
目
日
日
 コ
 8
%
0
 

「
（
 

コ
ド
 も
、
自
分
た
ち
の
再
構
成
す
る
「
資
料
」
部
分
の
 か
ハ
 
（
に
関
し
 

て
 、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
は
い
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
に
 考
え
た
場
合
、
「
し
る
し
資
料
」
は
、
そ
れ
自
体
の
再
構
成
の
 き
っ
か
け
で
 

あ
り
神
学
的
宣
言
で
も
あ
る
重
要
な
言
説
（
 二
 0
.
 三
 0
 以
下
 ）
を
失
っ
て
し
ま
う
し
、
「
啓
示
説
話
」
も
、
形
式
的
・
内
容
 的
 観
点
か
ら
 

し
て
当
然
そ
れ
自
体
の
も
の
で
あ
る
多
く
の
言
説
を
欠
い
て
し
 ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
 の
 め
 q
 へ
 節
が
 

「
記
者
」
に
よ
る
後
の
付
加
だ
と
い
う
説
明
も
、
従
来
の
資
料
 
仮
 説
 と
は
両
立
し
難
い
の
で
あ
る
。
 

オ
 ・
康
年
丁
日
い
㌧
 

コ
 ・
 I
 り
 -
 
の
切
の
宙
。
仁
ヰ
 

屈
コ
幅
宙
の
 

Ⅱ
 コ
 の
岸
の
Ⅱ
の
。
 

す
 -
0
 
の
㏄
の
下
の
 

コ
 目
ぃ
コ
宙
い
宙
い
す
 

。
 コ
岸
コ
 年
号
レ
コ
ず
す
 
曲
 ず
の
す
の
 

臣
 0
 由
 0
-
 
豆
 コ
ト
 曲
 Ⅱ
 目
拐
弓
 の
 Ⅰ
の
 
目
い
コ
 

ヰ
中
 
-
 
の
 

宙
 。
の
 目
 0
 す
ひ
コ
目
 

。
㏄
。
 

へ
 い
 コ
的
簿
ぎ
ヨ
 
の
 @
 
・
い
い
 
妓
 
㎏
 e
@
@
 

ぃ
 
Ⅰ
（
 
づ
 寸
す
 

p
n
 

的
の
目
白
の
 

下
目
。
 キ
 ・
）
ま
さ
・
の
 P
o
 
ド
 
杉
原
 助
訳
 
「
最
近
解
明
さ
れ
た
 
マ
ン
ダ
 教
 

マ
 ニ
教
資
料
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
、
 
円
 聖
書
 学
 論
文
集
 口
 ・
 1
 
 （
 
可
 フ
ル
ト
マ
ン
著
作
集
 ヒ
 ・
 7
 ）
新
教
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
一
 八
二
頁
。
 

本
稿
の
注
の
Ⅲ
を
参
照
。
 

刃
 ・
 ロ
 三
寸
 
コ
 0
 目
 鰻
 
づ
き
 
馬
簿
ハ
ぬ
ぎ
 
き
め
き
 c
 悪
 め
 
さ
わ
 羽
 ぎ
ま
心
さ
 
-
 
め
 （
 
円
む
荘
 目
 の
 三
 
J
.
O
.
 

下
目
 0
 ゴ
グ
 ）
 窩
 0
 。
）
・
 
卯
凸
 0
.
 

川
端
 

純
 四
郎
訳
「
 新
約
聖
書
 神
 

学
 L
.
l
 
 （
 
ヨ
 ブ
ル
ト
マ
ン
著
作
集
 L
.
4
 

）
新
教
出
版
社
、
一
 

九
八
 0
 年
 、
三
二
八
頁
。
た
だ
し
、
引
用
文
は
邦
訳
と
同
じ
で
 は
な
 

い
。
 

援
口
 
）
（
日
り
 

コ
コ
 が
 
，
毛
 0
%
 

。
と
い
う
 

暖
昧
 な
語
で
何
を
考
え
て
い
た
 か
と
い
う
こ
と
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
 
。
拙
稿
「
 ヨ
 

ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
繋
辞
の
機
能
と
そ
の
思
想
１
１
第
八
章
 一
二
節
 @
 五
九
節
を
め
ぐ
っ
て
六
円
基
督
教
学
 L
.
 

第
二
一
 

号
 、
北
海
 

道
 基
督
教
学
会
編
、
一
九
八
六
年
、
一
（
二
九
頁
。
特
に
 、
二
 ｜
 三
頁
。
 

き
い
 田
円
 
m
a
 

コ
ロ
・
 

る
 ・
 連
 ・
 
，
 の
下
 あ
 ・
川
端
 純
 四
郎
訳
、
三
二
八
 頁
 。
今
日
、
い
田
（
 日
ぃ
ロ
コ
 
の
再
構
成
し
た
グ
ノ
ー
シ
ス
神
話
は
 そ
も
そ
も
 有
沖
 

効
 と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
（
例
え
ば
、
荒
井
 献
 
日
原
始
キ
リ
 ス
ト
 教
と
 グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
し
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
三
 一
九
（
三
三
 

 
 
 
 

六
頁
な
ど
Ⅰ
し
た
が
っ
て
 
、
 。
 毛
拐
 ，
 と
、
 9
%
 。
と
い
う
し
 
三
 （
 
日
ぃ
コ
コ
 の
考
え
方
を
な
お
生
か
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
思
弁
 を
 始
め
る
 @
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（
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o
l
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（
「
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o
 
・
：
 

，
 

（
 4
 
o
1
 
）
 

 
 

に
 、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
新
た
な
基
礎
 づ
 げ
が
必
要
で
あ
ろ
う
  
 

 
 

例
え
ば
、
「
 光
 と
間
」
、
「
 真
と
偽
 」
、
あ
る
い
は
出
自
に
つ
い
て
 
の
 
「
二
元
論
」
的
箇
所
に
関
し
て
は
、
一
一
・
九
、
 

ハ
 
・
三
三
 、
三
四
、
 

 
 

五
・
一
九
な
ど
の
め
 T
 へ
 節
が
、
「
記
者
」
に
帰
さ
れ
て
い
る
。
 

オ
 
し
目
甘
口
 
り
コ
且
 ハ
 
ト
 
（
～
～
：
の
㏄
の
 

9
@
@
 

㏄
Ⅱ
 

0
.
 

ロ
の
 
（
の
・
口
口
 

0
%
v
a
 

さ
憶
 
Q
 
よ
 悪
ま
下
い
 
い
蛇
 

ト
巳
ミ
 
さ
さ
 
e
 
め
 ・
の
 ひ
 0
 肝
 
ト
日
 ロ
 ・
 ア
 
の
め
の
の
 
吊
 
～
・
三
四
 

4
2
2
,
 

レ
コ
 

目
口
・
㏄
 

こ
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
は
、
「
 

序
 」
で
引
用
し
た
 オ
ピ
 ㊥
 u
r
 の
 口
 E
-
 
（
 
日
ぃ
コ
コ
 
批
判
を
参
照
。
 

目
 。
 日
 （
 
0
 コ
は
 、
ヨ
ハ
ネ
・
テ
ク
ス
ト
で
は
、
 

ウ
 n
@
 
節
 中
に
「
 そ
 れ
 
（
繋
辞
）
が
ず
っ
と
多
く
挿
入
さ
れ
て
い
る
」
と
書
い
て
い
る
 

。
 紋
 。
 三
 （
 
0
 且
 

っ
や
 
・
 ぃ
 
Ⅰ
 
ヰ
 
・
。
 申
 。
 づ
 ・
㏄
 
0
 の
 

セ
 ・
一
二
に
は
。
同
一
表
現
（
 

患
玉
ヒ
笘
 m
 
「
 Q
v
 

…
か
わ
）
 

0
 へ
穂
 史
小
 Ⅱ
 っ
 こ
で
あ
る
の
に
、
繋
辞
使
用
文
 

奪
 Ⅰ
 良
 ま
り
か
 

q
q
 

き
 ）
 の
 方
は
、
離
へ
 

に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
も
あ
る
。
 

例
え
ば
、
 
ぜ
 も
の
へ
支
へ
…
と
い
う
定
形
表
現
が
従
来
釈
義
の
上
で
 
重
要
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
 
前
抵
 拙
論
 参
照
。
 

ョ
 ハ
チ
・
テ
ク
ス
ト
の
文
体
的
特
徴
の
複
合
性
に
関
し
て
は
、
Ⅱ
 出
 毛の
 

@
z
 

の
（
以
来
言
わ
れ
て
ぎ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
の
り
 

ゴ
毛
 0
-
 
ぃ
 0
 Ⅰ
 っ
も
 

連
 ：
 幹
 
l
0
w
.
 

例
え
ば
、
 

め
 Ⅱ
 へ
や
 繋
辞
と
複
合
す
る
文
体
的
特
 徴
 と
し
て
は
、
人
称
代
名
詞
の
多
用
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
 ろ
 う
 。
 

目
 
@
 @
.
0
 
（
 
ノ
 ）
（
 
ギ
る
 ・
 n
 
～
～
：
 

m
r
 

一
山
 

ヨ
 

Ⅰ
 
中
 @
 
も
 

本
稿
の
方
法
に
お
い
て
最
も
重
要
な
点
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
 う
 に
 
「
最
初
の
読
み
手
」
と
「
わ
れ
わ
れ
解
釈
者
」
を
テ
ク
ス
ト
 
に
 対
し
て
 同
 

等
の
権
利
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
 う
 こ
と
で
あ
る
。
注
 4
 も
 参
 照
 。
 

社
会
学
的
関
心
が
大
き
い
が
、
 

申
 0
.
 本
 0
 の
も
、
初
期
キ
リ
ス
ト
 
教
 社
会
の
探
求
に
は
言
語
の
「
 統
辞
 」
の
分
析
も
重
要
で
あ
る
 こ
と
を
 指
 

摘
 し
て
い
る
。
 
串
 ・
 
Q
 
木
の
や
 寒
ぎ
 Q
h
 
～
 
寅
ぎ
き
 ぃ
曲
Ⅰ
「
～
）
の
 

ミ
 ふ
め
 
-
@
Q
 

さ
ヰ
ぎ
へ
 
～
 
Q
.
 レ
卍
巨
ヤ
ぎ
 
の
 0
 臼
 0
 三
 %
0
 
ユ
 9
-
 ヨ
 の
曲
 0
 ヰ
 （
之
の
尾
 
由
り
せ
 
。
 コ
曲
コ
年
 

ド
 0
 コ
リ
 
0
 臣
ぺ
 p
-
 
の
巳
 コ
 @
 
ぺ
 0
 Ⅱ
 
組
 ㎡
 
せ
 Ⅰ
Ⅰ
の
の
の
，
Ⅰ
の
㏄
㏄
）
 

，
ロ
 ・
 印
ひ
 

例
え
ば
、
か
し
 目
 4
0
 

三
器
，
（
Ⅰ
 

ド
コ
 の
（
 
口
 Ⅰ
の
よ
の
 下
 0
 コ
 0
 日
る
 
陣
 令
 り
の
団
の
Ⅰ
 
ヴ
お
 。
 目
 せ
 岸
 ひ
串
の
 
コ
 の
 -
 
の
 -
 
ゆ
目
幅
い
 

の
。
 
マ
 ・
 セ
メ
っ
ひ
 

～
 
氏
き
 
㏄
の
 
曲
め
 -
 
-
 
さ
 ㎏
 ミ
 @
 
辺
 
-
@
Q
 

笘
 ㏄
 

下
芯
さ
転
 

火
色
 
こ
 
（
（
㌧
 レ
弓
ず
 
@
G
 巴
 二
日
 り
 Ⅱ
 
年
 ・
 ト
の
ウ
つ
 

）
・
 つ
つ
 
・
 い
 ㎝
Ⅰ
 
@
@
 
い
印
Ⅱ
 

，
 い
 の
の
 

@
2
6
6
.
 

岸
本
通
夫
濫
訴
「
代
名
詞
の
性
質
」
、
「
こ
と
ば
 

に
お
け
る
 主
 

体
性
に
つ
い
て
」
、
 
q
 一
般
 

1
1
]
 

目
き
 

叫
 学
の
諸
問
題
 b
 み
 す
ず
書
房
、
 
一
九
八
三
年
、
二
三
四
Ⅰ
二
四
 

了
 
二
四
二
ー
二
五
二
頁
。
 



 
 

る
い
く
つ
か
の
論
文
を
読
み
、
ミ
ス
 ラ
 を
視
野
に
入
れ
 な
か
っ
た
こ
と
の
不
備
に
 

仏
 

燃
 

気
が
つ
い
た
。
い
ま
ふ
た
た
び
 燃
燈
 仏
の
起
源
を
論
じ
る
 の
は
、
所
論
文
の
こ
の
欠
を
補
 う
 た
め
で
あ
る
。
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私
は
か
つ
て
 燃
燈
 仏
の
観
念
の
起
源
を
も
と
め
て
、
 

燃
燈
 仙
を
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
 や
へ
 
ラ
ク
レ
ス
や
シ
ヴ
ァ
や
ク
 リ
シ
ュ
ナ
 と
 比
較
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デし窟 ィだ はれ 現に 仏スし ミ可 l うい て子夫 言七 めよ ｜， / 低 く したの 一種の ナ力 -@ . ふ の姿が うであ たとい でなん る。 こ をおこ 

力 で   さ す現 っ う らのな う 

ぅ あ ス ぐれた 考か打 っ に     
ハ あ 最中あ 氏神な 、 初 

めから ラ、 l 洞 り、 後に反 僧 国人 る 。 吹込 に が信仰 燃 り、 その場 

ハ 慮時偶 も さ 燈 所化 
ッ の間の う れ 仏も典     定 方 示し 伝統的 っこ 、 て、つ 有名で 燃燈仏 めに、 を表す （ ｜ラ 

く いあ は 仏彫現 な 過去 つかの 仏 にかれ ナ っ こ 。 そのた 数倍た 刻が同 在のア 玄 人 実 か は仏 めに ちは 辺の フガ とは 晟 
ら 影の 考こ土 ニ性 
太 な体 え こ地ス格 

燃
燈
仏
 
・
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西
暦
前
三
二
七
年
末
ご
ろ
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
軍
 隊
が
ニ
ュ
サ
 に
近
づ
い
た
と
き
の
こ
と
を
ア
リ
ア
ノ
 ス
 は
 次
の
よ
う
に
 記
 

し
て
い
る
。
 

「
 ア
 大
王
が
 ニ
ュ
サ
 （
 
了
維
 ）
の
町
を
攻
め
よ
う
と
し
た
 と
き
、
町
の
酋
長
で
あ
る
 ア
ク
ビ
 ス
ド
ガ
 E
 っ
す
 
@
m
 

）
が
町
の
 

ぬ
 命
を
乞
い
に
 

や
っ
て
ぎ
た
。
ア
ク
 ピ
ス
 は
い
っ
た
。
 日
 わ
れ
わ
れ
の
町
 ニ
ュ
サ
 は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
が
建
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
 デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
 

は
イ
 ソ
 ド
 遠
征
を
記
念
し
て
、
こ
の
町
を
か
れ
の
乳
母
 -
 
一
ュ
サ
 に
因
ん
で
 ニ
ュ
サ
と
 名
づ
 け
、
 町
の
近
く
の
山
を
 父
 ゼ
ウ
ス
の
 腿
 （
の
 
村
 

5
 回
「
 

0
 
の
）
を
記
念
し
て
 ノ
 ー
ロ
ス
ミ
 甲
 0
 
色
と
名
づ
 け
た
 （
 
ヂ
 。
オ
ニ
ュ
 ソ
ス
 は
一
時
ゼ
ウ
ス
の
腿
に
匿
わ
れ
た
。
）
デ
 

イ
 オ
ニ
ュ
 ソ
ス
 が
 町
 

の
 建
設
者
で
あ
る
証
拠
に
は
、
イ
ン
ド
の
他
の
地
に
は
み
 ら
れ
な
い
蔦
が
こ
こ
に
だ
 け
 生
え
て
い
る
 ピ
 大
王
は
そ
 れ
を
聞
い
て
 メ
｜
 

p
 ス
 山
に
の
ば
り
、
実
際
に
 蔦
 と
月
桂
樹
が
茂
っ
て
い
る
 の
を
み
た
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
 兵
 た
ち
は
狂
喜
し
て
花
輪
を
 頭
に
つ
げ
、
デ
ィ
オ
 

キ
ュ
ソ
ス
 讃
歌
を
う
た
い
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
数
々
の
 名
を
唱
え
た
。
大
王
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
犠
牲
を
さ
 さ
げ
、
兵
た
ち
は
 歓
 

声
を
あ
げ
て
走
り
ま
わ
っ
た
。
」
（
 
F
l
 
（
 
@
p
 

コ
 
O
 
の
・
戸
ロ
 

注
 ・
 ヰ
 ）
 

二
）
 
前
 四
世
紀
後
半
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
 

数
 あ
る
仏
の
な
か
で
歴
史
上
実
在
し
た
こ
と
が
確
か
な
の
 は
 シ
ャ
 ヵ
 ム
坂
だ
け
で
あ
り
、
他
は
信
仰
上
の
仏
で
あ
 る
 。
そ
の
信
仰
上
 

の
仏
の
な
か
で
特
異
な
存
在
が
燃
焼
 仏
 で
あ
る
。
過
去
 仏
 で
あ
る
が
、
過
去
七
仏
よ
り
は
遅
く
（
 ァ
シ
，
 １
ヵ
王
城
 後
 ）
経
典
に
登
場
す
 

る
 。
ジ
ャ
ー
タ
カ
的
文
脈
中
に
現
れ
る
が
、
 

ナ
ガ
ラ
ハ
｜
 
ラ
 
（
 
現
 ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
 ソ
 の
 ジ
 ニ
プ
ラ
バ
ー
ド
近
郊
）
 と
い
 ぅ
 実
在
の
町
に
結
び
 

つ
き
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
 多
 出
す
る
 浮
彫
り
の
「
主
神
」
に
な
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
 燃
燈
 仏
 と
々
 ガ
ラ
 ハ
ー
ラ
 

の
 結
び
つ
き
は
偶
然
で
は
な
い
と
思
う
の
で
、
 

ナ
ガ
ラ
ハ
 ｜
ぅ
の
 宗
教
事
情
を
三
段
階
に
分
け
て
考
察
し
て
み
 よ
 つ
。
 

@
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燃燈仏   仏影窟 ・ミスラ 教 

こ
の
 ニ
ュ
サ
 が
 ナ
ガ
ラ
ハ
 ー
う
で
あ
る
こ
と
は
 
プ
 ト
 ン
マ
 イ
オ
ス
（
二
世
紀
）
の
「
ナ
ガ
 
ラ
 Ⅱ
デ
ィ
オ
ニ
ュ
 
ソ
 ポ
リ
 ス
 」
（
い
の
 

o
m
.
 

巨
 

 
 邑
 と
い
う
記
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
マ
ク
 リ
ソ
 ド
ル
 に
よ
れ
ば
 
目
 0
 コ
せ
 
の
 
0
 も
。
家
は
 ナ
ガ
ラ
ハ
 
ー
う
の
別
名
 C
 笘
せ
ゆ
コ
 

p
 。
 
づ
岸
ャ
簿
 

-
3
-
 

の
 ギ
リ
シ
ャ
語
訳
で
あ
る
。
 

ま
た
パ
ラ
パ
ミ
ス
 
ス
 
（
㌧
 

a
r
a
 

づ
 ぃ
三
の
屈
の
）
山
中
に
 

プ
 p
 メ
テ
 ウ
ス
も
し
く
は
そ
れ
に
似
た
神
の
聖
跡
が
存
在
し
た
。
 「
パ
ラ
パ
ミ
ス
 ス
 」
 

は
ヒ
ン
ゾ
 
ー
ク
シ
ュ
山
脈
を
さ
す
が
、
ニ
ュ
 

サ
 付
近
の
山
 を
 含
め
て
そ
 う
 呼
ん
だ
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
ア
リ
ア
ノ
 ス
は
 記
し
て
い
る
。
 

「
マ
ケ
ド
ニ
ア
 兵
 た
ち
は
バ
ラ
バ
ミ
ス
 ス
 山
中
で
一
つ
の
 
洞
窟
を
見
た
。
そ
し
て
土
地
の
伝
説
を
聞
い
て
、
こ
れ
は
 プ
 ロ
メ
テ
ウ
ス
が
 

鎖
 に
っ
な
が
れ
て
い
た
洞
窟
で
あ
り
、
鷲
が
き
て
、
か
れ
 の
 肝
を
食
べ
て
い
た
が
、
 

へ
 ラ
ク
レ
ス
が
き
て
鷲
を
殺
 し
 、
か
れ
を
鎖
か
ら
 

解
放
し
た
、
と
い
う
話
を
広
め
た
。
」
（
 
下
 「
「
 
@
p
 
口
 o
 の
，
ナ
コ
申
す
 

Ⅱ
・
㏄
）
 

ス
ト
ラ
ボ
ー
は
こ
れ
ら
の
伝
説
の
信
感
性
を
疑
っ
て
い
る
 0
 「
 へ
 ラ
ク
レ
ス
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
伝
説
を
メ
ガ
ス
 テ
 ホ
ー
ス
 
と
他
 

の
 何
人
か
は
真
実
と
考
え
る
。
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
 や
 他
の
 多
く
の
作
家
は
信
用
し
な
い
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
 イ
ン
ダ
ス
河
畔
の
岩
 

場
の
城
塞
ア
オ
ル
 
ソ
ス
 を
一
度
で
攻
め
落
と
し
た
と
き
、
 

彼
を
称
賛
す
る
人
々
は
 、
へ
 ラ
ク
レ
ス
は
三
度
こ
れ
を
 攻
撃
し
て
三
度
と
も
 

撃
退
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
。
…
…
こ
れ
ら
の
話
が
ア
レ
ク
 サ
ン
ド
 p
 ス
に
 取
り
い
ろ
う
と
す
る
人
々
の
作
り
話
で
 あ
る
こ
と
は
明
ら
か
 

で
あ
る
。
」
 あ
 （
お
 
さ
 ，
 9
0
 

の
・
 

メ
せ
 
H
.
 

の
）
 

し
か
し
、
す
べ
て
が
作
り
話
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
 。
 ナ
ガ
ラ
ハ
 
ー
う
で
何
等
か
の
神
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
 こ
と
は
疑
い
な
い
 

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
神
が
た
と
え
ギ
リ
シ
ャ
の
神
 @
 

こ
の
神
は
イ
ン
ド
ラ
ま
た
は
シ
ヴ
ァ
で
あ
ろ
う
。
手
が
か
 

ア
 イ
 オ
ニ
ュ
 ソ
ス
 で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
に
似
た
神
 

り
は
引
用
文
に
 メ
一
 ロ
ス
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
こ
と
 

で
あ
っ
た
こ
と
は
 十
 

で
あ
る
。
周
知
の
 

分
 考
え
ら
れ
る
。
ア
ク
 ピ
ス
 が
自
国
の
神
と
デ
ィ
オ
ニ
ュ
 

ソ
ス
 の
同
一
を
心
か
ら
信
じ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
 は
 ギ
リ
シ
ャ
軍
の
攻
撃
 

を
 回
避
す
る
た
め
に
 ギ
 ジ
シ
ャ
人
を
欺
い
た
の
か
は
わ
か
 ら
な
い
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ラ
 ソ
ー
マ
と
葡
萄
酒
は
か
な
り
性
質
が
違
う
 よ
う
 で
あ
る
 が
、
 神
の
飲
料
と
し
て
共
通
性
が
あ
る
。
イ
ン
ド
ラ
 と
 ソ
ー
マ
に
つ
い
て
 
辻
 

百
四
郎
氏
は
述
べ
て
い
る
。
 

「
 
リ
グ
 
・
ヴ
ェ
ー
ダ
詩
人
の
も
っ
と
も
好
ん
で
讃
美
し
 、
 イ
ン
ド
ラ
を
得
意
の
絶
頂
に
お
い
た
の
は
、
蛇
形
の
悪
魔
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
 退
 

治
し
て
、
待
望
の
水
と
光
明
と
を
人
間
界
に
放
出
す
る
 功
 業
 で
あ
る
。
神
酒
ソ
ー
マ
に
英
気
を
養
い
、
彼
の
特
徴
 た
る
武
器
ヴ
ァ
 
ジ
ュ
 

ラ
 
（
「
金
剛
杵
・
電
撃
」
）
を
 

投
 興
し
て
、
悪
竜
ガ
ッ
ト
 ラ
 を
 粉
砕
す
る
と
 き
 、
彼
は
神
界
の
帝
王
、
ア
リ
ア
ン
人
の
 保
護
神
と
し
て
、
 
万
 

人
の
尊
敬
を
一
身
に
集
め
る
。
こ
の
ほ
か
イ
ン
ド
ラ
が
 退
 治
す
る
悪
魔
は
、
 
牛
群
 
（
 
元
 塑
を
洞
窟
内
に
隠
蔽
 す
 る
ヴ
ァ
ラ
 
を
始
め
と
 

し
て
多
数
に
の
 
ば
 る
が
、
 ダ
 リ
ト
ラ
退
治
は
そ
の
代
表
的
 な
も
の
で
、
こ
の
ゆ
え
に
彼
は
㍉
 ヴ
ソ
ト
ラ
 
の
 殺
教
者
 ヒ
 0
 名
を
得
て
い
る
 0
 

ダ
 リ
 ト
ラ
 は
元
来
「
障
碍
物
ヒ
 
を
 意
味
し
、
ダ
ー
 ヌ
 の
子
 と
し
て
 ダ
 ー
ナ
ヴ
ァ
 と
 呼
ば
れ
、
蛇
形
を
と
る
か
ら
 ア
 ヒ
 
（
「
 

蛇
 」
）
と
も
い
 

わ
れ
る
。
た
だ
し
 ヴ
リ
ト
ラ
 
の
 殺
裁
は
 
一
回
の
出
来
事
で
 
は
な
く
、
反
覆
し
て
行
な
わ
れ
る
か
ら
、
周
期
的
現
象
 に
 基
礎
を
も
っ
に
 相
 

違
 な
い
。
 ダ
 リ
 ト
ラ
 の
占
有
す
る
水
も
、
本
来
天
上
の
水
 を
 指
し
、
こ
れ
を
解
放
す
る
こ
と
は
、
宇
宙
の
秩
序
を
 回
復
す
る
意
味
を
も
 

つ
 。
イ
ン
ド
ラ
神
話
の
背
後
に
は
、
し
ば
し
ば
大
宇
宙
の
 創
造
・
維
持
に
関
す
る
意
義
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
」
 

記
 円
 
イ
ン
ド
文
明
の
曙
 し
 

づ
 
㌧
・
七
円
 

@
 ト
 
㊥
 

「
ソ
ー
マ
は
お
そ
ら
く
山
地
に
生
え
る
 

潅
 木
の
一
種
で
、
 
そ
の
茎
か
ら
芳
香
の
あ
る
黄
褐
色
の
液
が
搾
ら
れ
、
神
に
 捧
げ
ら
れ
た
。
 

イ
ン
ド
・
ア
リ
ア
ン
人
が
イ
ン
ド
の
西
北
部
に
定
住
し
た
 後
、
早
く
か
ら
実
物
を
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
 た
ら
し
く
、
余
儀
な
 

 
  

 

-
4
-
 

 
 

外
 な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 
之
 ㏄
 的 a
r
a
 す
卸
 r
p
 
と
い
う
名
も
「
 シ 
ヴ
ァ
 

宙
 ぎ
と
の
町
」
を
意
味
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

-
5
-
 

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
は
葡
萄
酒
と
関
係
を
も
つ
が
、
葡
萄
酒
 に
 
対
応
す
る
も
の
は
イ
ン
ド
で
は
ソ
ー
マ
、
イ
ラ
ン
で
 は
 
ハ
ウ
 マ
 で
あ
ろ
 

ァ
の
 住
処
と
し
て
存
在
す
る
。
「
ゼ
 
ウ
 ス
の
腿
に
い
た
 
デ
 ィ
 ナ
ニ
 ュ
ソ
ス
 」
と
は
「
メ
ー
ル
山
に
 住
 む
イ
ソ
 ド
ラ
 
（
 
ま
た
は
シ
ヴ
ァ
）
」
に
の
 

よ
う
に
メ
ー
ル
（
 ヨ縛
ら
 
と
い
う
山
が
仏
教
神
話
で
ほ
 イ
 
ン
ド
ラ
の
住
処
と
し
て
、
ヒ
ン
 ゾ
｜
 聖
典
 司
 マ
ハ
ー
バ
 
｜
ラ
タ
 L
 
で
は
 シ
ヴ
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（
二
）
Ⅰ
二
世
紀
こ
ろ
。
 オ
エ
シ
ョ
と
 ミ
々
 口
 

教
 

く
 代
用
品
で
満
足
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
…
…
ほ
ぼ
 以
 上
 の
よ
う
な
経
過
で
調
製
さ
れ
た
ソ
ー
マ
液
は
、
一
種
 の
 興
奮
飲
料
で
、
 飲
 

む
 者
に
陶
然
た
る
快
感
を
催
さ
せ
、
そ
の
精
神
を
高
揚
 さ
 せ
た
。
ソ
ー
マ
は
し
ば
し
ば
 て
ド
ヴ
 （
「
 
蜜
 ・
 蜜
液
 」
）
 
、
ま
 た
は
ア
ム
リ
タ
 （
 
強
 

壮
 ・
不
死
を
与
え
る
飲
料
、
甘
露
）
と
呼
ば
れ
、
神
々
に
 

愛
 崩
 さ
れ
、
人
間
は
供
物
の
残
余
を
飲
ん
で
長
寿
を
願
っ
 た
 。
こ
と
に
 イ
 ソ
 ド
 

う
と
の
関
係
は
深
く
、
イ
ン
ド
ラ
が
ダ
 リ
 ト
ラ
等
の
悪
魔
 を
 退
治
す
る
に
当
っ
て
は
、
ソ
ー
マ
を
 通
欲
 し
て
英
気
 を
 養
っ
た
。
」
（
同
上
、
 

で
づ
 
・
の
 
い
 
@
@
 
ウ
 
Ⅱ
）
 

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
を
連
想
さ
せ
る
神
と
し
て
 ノ
 ラ
 ソ
 

、
ス
ラ
神
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
ミ
ス
ラ
 
祭
 
（
 
ョ
 @
 下
 「
㏄
オ
リ
コ
巴
に
 

お
い
て
は
荘
重
な
犠
牲
 式
 が
行
な
わ
れ
た
。
王
は
神
聖
な
 ダ
ン
ス
に
参
加
し
、
 、
、
 

、
ス
ラ
を
 
讃
 え
て
酔
い
潰
れ
た
。
 ，
 
」
の
儀
式
に
関
す
る
 

ク
テ
 シ
ア
ス
（
西
暦
三
九
 
0
 頃
 ）
の
こ
の
報
土
口
は
他
の
資
料
 
に
よ
っ
て
も
傍
証
さ
れ
る
。
こ
の
儀
式
は
 、
、
 

、
フ
ル
の
 
月
 の
、
、
 

、
フ
ル
の
 
日
、
す
 

な
わ
ち
冬
の
始
 る
 十
月
二
日
に
行
な
わ
れ
た
」
（
 
ま
キ
崩
 Ⅱ
 
づ
リ
 
の
㏄
の
Ⅱ
。
 

コ
 。
 コ
ら
 
驚
き
 
ベ
ロ
タ
 
～
き
ぃ
 

め
雨
 
0
 
ド
 
も
 
-
 ら
っ
 
簿
 
。
Ⅰ
 0
 
コ
ミ
 
0
 
由
 ・
 ト
 
の
の
㏄
 
p
p
-
.
2
 

ト
，
 
。
 2
2
 
）
 
0
 紅
帆
帆
 

目
代
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
」
は
イ
ン
ド
ラ
Ⅱ
シ
ヴ
ァ
（
 
n
 、
 
。
ス
ラ
）
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
。
 



…
ス
ラ
信
仰
は
前
二
世
紀
に
パ
ル
テ
ィ
ア
に
存
在
し
た
 ノ
 
し
 と
が
、
ミ
ス
 ラ
ダ
 テ
ス
（
「
ミ
ス
 
ラ
 か
ら
授
か
っ
た
 
子
 」
 の
 意
 ）
の
名
を
も
っ
 

パ
ル
テ
ィ
ア
王
の
存
在
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
が
、
イ
ラ
ン
 民
族
の
イ
ソ
 ド
 進
出
に
と
も
な
っ
て
、
こ
の
信
仰
が
 ィ
 ソ
ド
 に
広
が
っ
た
で
 

あ
ろ
う
。
 p
 ー
マ
世
界
で
は
二
世
紀
こ
ろ
ミ
ス
 ラ
ダ
 テ
ス
 0
 名
を
も
つ
，
 ス
ラ
 教
徒
が
輩
出
し
た
。
（
 

8
-
 （
 
前
 二
世
紀
の
 イ
ソ
 ド
 の
 シ
ュ
ソ
ガ
朝
 

の
プ
 シ
 ャ
 ミ
ト
ラ
の
場
 
4
 
口
は
「
ミ
ト
ラ
」
は
合
成
語
の
後
会
 

で
 あ
り
、
「
 
友
 」
を
意
味
す
る
。
）
シ
ヴ
ァ
と
ミ
ス
 

ラ
 の
信
仰
は
 ナ
ガ
ラ
ハ
 ー
う
に
も
 

定
着
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
は
、
 燃
燈
仏
は
 ミ
ス
 ぅ
が
 変
身
し
た
も
の
、
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
 

で
は
、
 燃
燈
仏
 と
は
ど
ん
な
仏
で
あ
ろ
う
か
。
 

-
9
-
 
燃
燈
仏
に
 つ
い
て
記
す
経
典
は
多
い
。
。
 0
 守
セ
目
 
づ
 
%
 蝉
団
 "
-
 。
 
ま
 鉄
材
 づ
 帥
の
（
 

偉
ミ
 月
面
 
川
 

闇
世
 正
経
円
円
般
舟
三
昧
経
 b
 （
三
巻
本
）
、
「
 

増
 一
河
合
口
 
、
「
四
分
律
 円
 
「
 仏
 本
行
 集
経
 ㎏
「
修
行
本
超
軽
 円
 
「
 過
 表
現
在
因
果
経
 L
 、
 

ヨ
ハ
 
度
集
経
 L
 
 
等
々
。
い
ま
、
。
 
鼠
燵
 
下
岡
Ⅱ
 

曲
 洋
岸
，
の
記
事
を
 
要
約
し
て
み
よ
う
。
お
・
の
の
 

コ
 
が
「
（
・
 

オ
 ミ
い
か
ぬ
 

v
a
 

め
 
～
 
u
,
 
づ
 。
 
目
 0
 デ
 ㌧
 沖
 
Ⅱ
 
ず
 ・
 ト
 
㏄
㏄
 

N
.
 

つ
つ
 
・
 
ト
の
 
の
 
@
,
 
ト
 
ム
の
・
）
・
）
・
 

ヒ
 
0
 
コ
 
0
 
の
（
（
 

r
.
 

）
・
づ
 

き
ヘ
コ
ヘ
さ
 

き
め
 
ヒ
 
Ⅰ
 
め
 
～
 
穏
 
・
 せ
 0
-
 
ド
 
・
 p
 
の
 
ト
 
0
 
。
づ
つ
・
 

P
 
師
い
 
@
@
N
 

つ
 
め
 
）
 

無
数
劫
の
昔
に
ア
ル
チ
マ
ッ
ト
宮
ぉ
ぎ
三
）
と
い
う
 聖
 王
 が
い
た
。
そ
の
 都
は
 デ
ィ
ー
パ
プ
ア
テ
ィ
 一
 6
 ロ
 
っ
曲
づ
ヰ
 

こ
、
 妃
は
ス
デ
ィ
 

-
7
 
）
 

ィ
 p
 に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
論
じ
た
こ
と
が
あ
 る
 。
 

し
た
の
で
は
な
く
、
シ
ヴ
ァ
神
と
し
て
生
れ
変
わ
っ
た
の
 

だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
 

ば
 仏
教
神
話
で
は
 
金
剛
手
に
な
っ
た
。
 

ミ
イ
 p
 は
 ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
へ
 
ン
 オ
ス
と
同
じ
よ
う
に
 
大
 陽
 神
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
ヒ
ン
 
ヅ
｜
 教
の
ヴ
ィ
 シ
ュ
 ヌ
 （
 
遍
 ぎ
も
の
）
 

や
 仏
教
の
ア
ミ
タ
ー
バ
（
無
限
の
き
は
こ
の
太
陽
神
と
 

無
関
係
で
は
な
い
が
 る
ぅ
 。
「
 
，
、
ィ
 
p
 」
（
 
緒
ぎ
 0
 
）
は
 語
 頓
的
に
 ジ
 グ
・
 ヴ
ヱ
 

｜
ダ
の
 ミ
ト
ラ
、
ア
ヴ
ェ
ス
タ
の
ミ
ス
 
ラ
 に
相
当
し
 
、
，
 
、
ス
ラ
の
方
言
形
と
考
え
ら
れ
る
。
弥
勒
（
中
国
上
古
昔
日
 

@
@
 
。
こ
し
の
名
が
 
、
、
、
 

オ
ェ
シ
ョ
 
の
流
行
と
は
対
象
的
に
イ
ソ
 ド
ラ
 の
名
を
記
す
 硬
貨
が
な
い
。
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
イ
ソ
 ド
ラ
 は
 金
 剛
杵
 ?
p
4
 
「
の
）
を
の
 

 
 
 
 

手
に
す
る
神
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
い
る
。
硬
貨
の
シ
ヴ
ァ
 神
は
電
撃
（
 づ
ジ
一
 

「
 
ぃ
 ）
を
も
つ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
 

イ
ン
ド
ラ
神
は
消
滅
 

 
 

ウ
 
ヴ
ィ
シ
ャ
の
ほ
う
が
よ
い
。
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  ミスラ 教 

と
 、
か
れ
は
「
私
も
仏
に
な
ろ
う
」
と
誓
願
（
 づ
 。
 
p
,
@
 

ロ
ゴ
ゅ
 

コ
ぃ
 
）
し
て
、
仏
に
伺
っ
て
蓮
華
を
投
げ
た
。
蓮
華
は
仏
の
 頭
の
周
り
を
 ヴ
ェ
 

１
ル
の
よ
う
に
覆
っ
た
。
プ
ラ
ク
 り
 テ
ィ
も
二
つ
の
蓮
華
 を
 投
げ
た
。
メ
ー
 ガ
 は
水
瓶
を
傍
ら
に
お
 き
、
 （
仏
の
た
 め
に
 ）
自
分
の
鹿
皮
 

-
 
Ⅱ
 -
 

の
 衣
を
地
上
に
広
げ
、
仏
の
足
下
に
身
を
投
げ
、
自
分
の
 髪
で
 仏
の
足
裏
を
拭
っ
た
（
日
日
ロ
 ぃ
 ～
 
@
 
。
 
ヨ
 甲
ざ
 巨
 。
Ⅰ
 そ
し
 て
 、
「
私
も
こ
の
 仏
 

｜
 
（
の
 
ま
 Ⅰ
 
つ
い
 
）
と
い
っ
た
。
 
ヂ
イ
 ー
 パ
ソ
 カ
ラ
菩
薩
は
 
ト
シ
タ
 天
か
ら
下
界
を
見
お
ろ
し
、
ア
ル
チ
マ
ッ
ト
 と
ス
 デ
ィ
ー
パ
ー
を
 

 
 

父
母
と
し
て
生
れ
る
こ
と
を
決
め
、
 

白
 象
の
姿
で
ス
デ
ィ
 

１
 0
 胎
に
入
っ
た
。
有
相
師
は
生
れ
る
子
は
大
王
 か
 仏
に
な
る
だ
ろ
う
 

と
千
舌
口
し
た
。
菩
薩
は
蓮
華
 園
 で
母
の
右
脇
か
ら
生
れ
た
 。
如
来
は
心
の
形
で
生
れ
る
か
ら
、
母
体
に
傷
や
苦
痛
 

 
 

善
逝
・
灯
明
保
持
者
 
冗
 ㌫
 目
 w
 ：
）
が
生
れ
る
や
地
上
は
 
光
 に
包
ま
れ
た
（
）
 0
 コ
の
 
"
.
 
る
 
。
 
@
 
～
：
 
っ
 ・
）
 
ぷ
 ）
。
菩
薩
は
 セ
 歩
 あ
の
ん
で
「
こ
れ
 

が
 私
の
最
後
の
生
で
あ
る
」
と
宣
べ
た
。
バ
ラ
モ
ン
た
ち
 は
 王
に
「
菩
薩
の
誕
生
時
に
光
が
現
れ
た
か
ら
、
菩
薩
 を
 デ
ィ
ー
 バ
ソ
カ
ラ
 

（
燃
焼
）
と
名
付
け
る
よ
う
に
」
と
勧
め
た
。
 
宙
 ・
）
の
 

ぃ
 ）
 

菩
薩
は
成
長
し
、
女
た
ち
の
醜
い
寝
姿
を
み
て
出
家
し
た
 。
四
禅
を
順
次
に
経
過
し
て
、
世
界
の
幸
せ
の
た
め
に
 悟
り
を
開
い
た
。
 

そ
し
て
、
父
王
と
人
民
の
幸
せ
の
た
め
に
八
万
の
僧
を
従
 え
て
デ
ィ
ー
パ
 
グ
ァ
 テ
ィ
ー
城
に
や
っ
て
ぎ
た
。
都
城
 は
か
れ
を
迎
え
る
た
 

め
に
荘
厳
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
、
バ
ラ
モ
ン
の
若
い
修
行
 者
 メ
ー
 ガ
 が
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
都
城
に
下
り
て
ぎ
た
。
 

か
 れ
は
通
り
か
か
っ
た
 

娘
 プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
（
 弓
 臼
田
じ
か
ら
、
荘
厳
が
デ
ィ
ー
 パ
 ソ
ヵ
ラ
 の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
。
彼
女
は
水
瓶
 と
 七
つ
の
蓮
華
を
も
 

っ
て
い
た
が
、
メ
ー
 
ガ
 は
彼
女
を
妻
に
す
る
約
束
で
五
つ
 の
 蓮
華
を
売
っ
て
も
ら
っ
た
。
仏
の
行
列
が
近
づ
き
、
 

仏
の
雄
姿
が
み
え
る
 



し
て
、
地
獄
に
落
ち
た
。
メ
ー
 ガ
 が
シ
ャ
カ
ム
二
仏
に
な
 っ
た
 間
に
、
メ
ー
 ガ
ダ
ッ
タ
 は
 怪
魚
 テ
ィ
、
 
、
 
、
テ
ィ
，
 ク
 ギ
ラ
 に
な
っ
て
生
れ
 

た
 。
そ
し
て
、
船
を
呑
も
 う
 と
し
た
が
、
 
一
 船
員
が
南
無
 仏
 
（
 
コ
ぃ
日
 
。
 す
由
隼
 

手
品
 さ
 ）
と
唱
え
た
の
で
、
畏
怖
し
て
、
 

呑
む
の
を
や
め
た
。
 

そ
の
後
、
ダ
ル
マ
ル
チ
と
い
う
少
年
と
し
て
生
れ
、
シ
ャ
 カ
ム
二
仏
に
親
近
し
た
。
 
私
 と
か
れ
は
「
し
ば
ら
く
」
 
「
し
ば
ら
く
」
と
 挨
 

拶
を
交
わ
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
訪
っ
た
ひ
と
た
ち
に
、
 仏
は
事
の
次
第
と
称
名
の
 力
 と
を
説
い
て
や
っ
た
。
（
 
要
 約
 終
り
）
 

燃
燈
 仏
伝
説
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
 燃
燈
 仏
の
出
自
 に
 光
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
父
の
名
が
「
 輝
 き
を
も
つ
も
の
」
 

（
や
「
 

臼
 日
記
）
 
、
 母
の
名
が
「
美
し
い
 光
 」
 爾
 Ⅰ
 &
 ぢ
ゅ
 
）
 、
 都
の
 名
が
 
「
光
を
も
っ
も
の
」
（
 口
 @
b
p
 

づ
 p
d
@
 

）
で
あ
る
。
か
れ
 自
身
も
「
誕
生
時
に
 

光
 が
現
れ
た
か
ら
、
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
宮
ロ
 ロ 0
%
F
p
 

Ⅰ
 
ぃ
 ）
（
 明
り
を
（
 &
@
 
口
が
 
ョ
 ）
造
る
も
の
（
 宙
お
 ）
）
と
名
付
け
ら
れ
た
 
。
」
こ
の
名
に
ふ
さ
 

わ
し
い
神
を
ク
シ
ャ
ー
ナ
時
代
の
硬
貨
の
図
案
か
ら
選
ぶ
 と
す
れ
ば
、
ミ
イ
 p
 で
あ
ろ
う
、
 
ミ
ィ
 p
 は
頭
か
ら
 光
 を
 放
っ
姿
で
表
わ
さ
 

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
リ
オ
ス
も
そ
う
で
あ
る
が
、
 

あ
る
学
者
に
よ
れ
ば
、
 

ミ
 ィ
ロ
 と
 へ
 り
 オ
ス
は
二
つ
の
 
神
 で
ほ
な
く
、
ク
シ
 

サ
ー
チ
 語
と
 ギ
リ
シ
ャ
語
で
呼
ば
れ
る
一
つ
の
神
で
あ
 る
 。
 燃
燈
 仏
は
浮
彫
り
で
は
肩
か
ら
火
を
出
し
（
と
き
に
 
足
か
ら
水
を
出
し
）
 て
 

い
る
。
 火
 と
光
は
通
じ
る
か
ら
、
こ
れ
も
デ
ィ
 l
 パ
ソ
カ
 う
と
、
 ，
、
 
イ
ロ
の
強
い
関
係
を
示
す
だ
ろ
う
。
 

ぬ
燈
 仏
の
観
念
は
い
つ
出
現
し
た
か
。
こ
の
名
が
現
れ
る
 最
初
期
の
文
献
は
後
漢
月
氏
三
蔵
 支
 宴
遊
 識
調
め
 
「
 阿
 闇
世
 正
経
 b
 と
三
 

き
 木
口
般
舟
三
昧
経
 ヒ
 で
あ
ろ
う
。
「
 阿
闇
世
 正
経
口
に
 次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
過
去
・
 
無
 矢
数
・
阿
僧
祇
 切
 に
 提
 恕
掲
 と
い
う
仏
が
い
 

て
 、
シ
ャ
カ
ム
 
ニ
 に
、
か
れ
が
 
阿
褥
 多
羅
三
郎
三
苦
心
 を
 獲
得
し
て
仏
に
な
る
こ
と
を
予
言
し
た
。
シ
ャ
カ
ム
 ニ
 は
 髪
を
地
面
に
敷
き
、
 

世
塵
何
 

i
 

１
 
%
 
 （
 
繕
 （
 
臣
卸
 
g
a
 
（
 
曲
 （
如
来
）
 
@
 提
想
掲
 

，
、
 
）
 P
 
こ
 
（
そ
の
上
を
 
）
歩
か
せ
た
。
（
仏
は
）
ま
た
、
か
れ
が
阿
僧
祇
 

劫
を
経
 て
 、
釈
迦
文
（
Ⅱ
 シ
 

ャ
ヵ
ム
 こ
と
い
う
名
の
仏
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
 
予
 舌
口
 
し
 た
 。
」
（
大
正
一
五
、
 ロ
 ・
 
p
Q
 
ぎ
 ）
 

支
 宴
遊
 試
訳
 ㍉
般
舟
三
昧
経
ヒ
に
は
一
巻
本
と
三
巻
本
が
 

あ
る
が
、
後
者
に
は
前
者
に
な
い
 章
 
（
 
品
 ）
が
加
わ
り
 

前
者
が
八
品
 か
 

ら
 成
る
の
に
対
し
、
後
者
は
十
六
品
か
ら
成
る
。
後
者
の
 第
九
品
（
大
正
一
三
、
 
づ
 ・
の
Ⅰ
 

め
 c
 
）
に
 提
和
掲
羅
 と
い
 5
 名
 が
 現
れ
、
第
十
品
 
G
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写 の 
さ 記 

事 せた（ が現 

れる。 円高僧 
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ミスラ 教 

る 平首 ま 
ひ "  ヒ 亡 一 

（ 一     
） 

年 
頃   
窟 説 ス 

名   
  

特 

  
別提 

し 円ゴぃ 光 は 」 
て 和 め   い 申 楽 



仏
影
 窟
の
記
事
は
、
経
典
に
お
い
て
よ
り
も
、
旅
行
者
 
（
名
を
ハ
マ
中
に
示
す
）
の
体
験
記
に
お
い
て
一
層
具
体
 

的
に
な
る
。
 

  口上人 ヵカ ょ、 （ 仏 @ 
へ は 智 

鹿論白 入ると ）月氏 
見 国 舅 

て と か 身 龍 に 激 え の 九 

な西父 いにこ 

な皆尭 
穴   

きで なた出かつぼな っ 0   五、ロゃ 古仙 の   刹を出て ヴ ） @ 
ひこ き 

㏄のの） 遠く 降し 

から ナ こ 。 
見 仏 願 養し 摩 、 ね っ を踊 し （ - 
相 ら 

が め   貝 石 
え 窟 
る に   

な と か 千 悔 乎白 

お が に 五 延 し 

ナ - Ⅰ 

そ     
れ @ し 

は 
い は 坐 は と ま 

高 し 鏡 て 阿 Ⅰ 拾 

さ た の 窟 難   仏 
一 仏 な 中 の の 

丈 の か に た 
六 盗 に 坐 め   影が 

残 に五 は連尺、 ある り 、   
深 く か 上 っ て 
さ か の 半 の     
二 ら よ 要 石 室 五 つ る 

く 2121 62 



撚燈仏 ・ 仏影窟 ・ミスラ 教 

（
 玄
実
 
（
一
）
）
城
の
西
南
、
二
十
 里
 余
の
小
さ
な
岩
山
に
 伽
藍
が
あ
る
。
堂
は
高
く
 、
 階
を
重
ね
、
石
を
積
ん
で
 作
っ
て
あ
る
。
 庭
 

も
 建
物
も
静
か
で
、
僧
侶
が
一
人
も
い
な
い
。
中
に
高
さ
 二
百
足
あ
ま
り
の
 
卒
堵
波
 が
あ
る
。
 
ァ
シ
，
 １
ヵ
王
が
 建
て
た
も
の
で
あ
る
。
 

伽
藍
の
西
南
に
深
く
刻
ま
れ
た
深
い
谷
川
が
あ
る
。
 

曝
布
 ほ
 水
を
飛
ば
し
、
切
り
立
っ
た
崖
が
壁
の
よ
う
に
立
っ
 て
い
る
。
東
の
崖
 

の
 岩
壁
に
大
き
な
洞
窟
が
あ
る
。
 

崔
波
羅
龍
 の
す
み
か
で
 あ
る
。
入
口
は
せ
ま
く
、
中
は
暗
い
。
岩
石
か
ら
水
が
 し
み
だ
し
、
君
道
 な
 

 
 

流
れ
て
い
る
。
仏
の
影
像
が
あ
っ
て
 、
 む
か
し
は
実
物
の
 よ
う
 に
鮮
明
で
、
相
好
を
そ
な
え
、
厳
然
と
生
き
て
い
 る
 よ
 う
 に
み
え
た
。
 

 
 

近
ご
ろ
で
は
、
だ
れ
も
が
見
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
り
 、
た
と
え
見
て
も
、
ば
ん
や
り
見
る
だ
け
で
あ
る
。
 

ま
 心
 な
っ
く
し
て
祈
願
は
 

6
3
 

し
て
霊
感
を
得
る
ひ
と
は
、
し
ば
ら
く
は
明
瞭
に
見
る
 ナ
 
」
と
が
で
き
る
が
、
長
く
は
続
か
な
い
。
 

（
道
果
 
ソ
 ゴ
ー
パ
ー
ラ
 窟
 
（
原
文
「
 
崔
羅
羅
鹿
 
」
）
に
行
っ
て
 
仏
 影
を
見
た
。
山
窟
に
入
っ
て
 

た
 ）
場
所
に
入
る
。
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
、
様
々
な
図
柄
 が
 鮮
明
に
見
え
る
。
近
づ
く
と
、
 

す
る
と
た
だ
の
石
壁
で
あ
る
が
、
す
こ
し
ず
 つ
陵
 ず
さ
り
 す
る
と
、
図
柄
が
み
え
て
く
る
。
 

る
 。
 
宙
 洛
陽
伽
藍
記
し
大
正
五
一
、
 
ト
 
o
N
 
汀
｜
き
 燵
も
 

十
五
歩
い
く
と
、
四
面
が
戸
に
（
囲
ま
れ
 

ば
 ん
や
り
し
て
見
え
な
く
な
る
。
手
で
さ
 

お
顔
は
立
派
で
、
世
に
も
稀
な
ほ
ど
で
あ
 

（
法
顕
）
部
 
%
 減
の
 南
 、
半
 白
延
 の
と
こ
ろ
に
石
室
が
あ
 

な
か
に
自
分
の
影
を
残
し
た
。
 十
歩
 ほ
ど
離
れ
て
そ
れ
を
 
を
 

少
し
ず
つ
近
づ
く
と
、
影
は
次
第
に
薄
く
な
り
、
ば
ん
 や
 
や
 

た
が
、
誰
に
も
模
写
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
。
 こ
 の
 

て
い
る
。
 角
 法
顕
伝
 臼
 大
正
五
一
、
の
の
 

g
a
 
）
 

る
 。
山
の
側
面
（
原
文
「
 
博
 」
）
に
西
南
に
伺
っ
て
開
い
て
 
い
る
。
仏
は
こ
の
 

見
る
と
、
仏
の
姿
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
形
姿
は
金
色
に
映
 ，
え
、
 
輝
い
て
い
る
。
 

り
し
て
し
ま
う
。
諸
国
の
王
た
ち
が
画
家
を
派
遣
し
て
 模
 写
さ
せ
よ
う
と
し
 

国
 の
ひ
と
た
ち
は
「
千
仏
は
み
な
こ
こ
に
影
を
残
す
だ
 る
 ぅ
 」
と
語
り
伝
え
 



（
 
玄
英
 
（
一
一
）
 

ソ
 ま
た
こ
の
よ
う
に
聞
い
た
。
燭
光
敏
の
 西
 南
 、
二
十
星
食
 に
ゴ
一
 パ
ー
ラ
龍
三
 が
 住
む
窟
が
あ
る
 。
む
か
し
如
来
が
 

こ
の
龍
を
降
し
て
、
（
か
れ
の
）
た
め
に
留
め
て
や
っ
た
 

影
像
が
い
ま
な
お
あ
る
、
と
。
法
師
（
 玄
実
 ）
は
礼
拝
に
 行
 う
 と
し
た
が
、
 

道
は
険
し
く
、
盗
賊
が
多
く
、
こ
の
 ニ
 、
三
年
、
大
し
た
 こ
と
も
見
ら
れ
な
い
の
で
、
出
か
け
 ろ
 ひ
と
は
稀
で
あ
 っ
た
 。
法
師
が
礼
拝
 

に
 行
こ
 う
 と
し
た
と
 き
 、
 ヵ
 ピ
シ
以
来
の
付
人
は
、
帰
心
 に
 駆
ら
れ
て
、
奇
道
を
い
や
が
り
、
思
い
止
ま
る
こ
と
 を
 勧
め
た
。
法
師
は
 

「
如
来
の
真
身
の
影
像
は
億
劫
に
も
八
百
い
が
た
い
。
こ
こ
 

ま
で
来
な
が
ら
ど
う
し
て
礼
拝
に
行
か
ず
に
い
ら
れ
よ
 う
 。
お
ま
え
た
ち
 ほ
 

先
に
発
っ
て
く
れ
。
私
は
行
っ
て
く
る
か
ら
」
と
い
っ
て
 、
ひ
と
り
で
怪
光
敏
 へ
伺
 っ
た
。
 

あ
る
伽
藍
に
寄
り
、
道
を
尋
ね
、
案
内
を
頼
ん
だ
が
、
 

引
 受
け
手
が
い
な
か
っ
た
。
 

一
 少
年
が
「
（
私
の
）
青
鹿
 
は
 そ
こ
の
近
く
で
 

む
か
し
如
来
が
在
世
し
て
い
た
と
き
、
こ
の
龍
は
牛
飼
い
 の
男
と
し
て
王
に
乳
酪
を
献
上
し
（
 て
い
 ）
た
が
、
 献
 上
の
仕
方
を
違
え
、
 

王
か
ら
 各
 め
を
受
け
た
。
か
れ
は
遺
恨
を
抱
き
、
金
銭
で
 花
を
買
い
、
「
予
言
の
卒
 
堵
波
 」
に
供
養
し
、
「
 悪
 能
に
 な
っ
て
国
を
滅
ば
し
、
 

王
を
殺
す
」
こ
と
を
祈
願
し
て
岩
壁
に
 匂
 っ
て
身
を
投
じ
 て
 死
に
、
こ
の
洞
窟
に
住
み
つ
き
、
大
瀧
 王
 と
な
っ
た
 。
そ
し
て
、
穴
を
出
 

て
 前
世
の
悪
願
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
如
来
は
か
れ
 の
心
を
察
し
、
人
民
が
龍
の
危
害
に
会
 う
 の
を
哀
れ
ん
 で
、
神
通
力
で
中
 ィ
 

ン
ド
 か
ら
や
っ
て
き
た
。
龍
は
如
来
を
目
に
し
て
悪
心
が
 消
え
、
不
殺
生
戒
を
受
け
、
正
法
の
守
護
を
誓
い
、
 如
 来
に
 
「
如
来
が
い
 つ
 

ま
で
も
こ
の
洞
窟
に
 留
 る
こ
と
、
弟
子
た
ち
が
常
に
か
れ
 の
 供
養
を
受
け
る
こ
と
」
を
懇
請
し
た
。
 

如
来
 は
 「
私
は
こ
れ
か
ら
 浬
架
に
 入
る
か
ら
、
そ
な
た
 に
 
（
私
の
）
影
像
を
残
し
て
あ
げ
よ
う
。
ま
た
五
人
の
羅
 
漢
に
 常
に
そ
な
た
 

の
 供
養
を
受
け
さ
せ
よ
う
。
正
法
が
消
滅
し
て
も
、
そ
の
 こ
と
は
 装
 ら
な
い
が
 る
ぅ
 。
そ
な
た
が
悪
心
を
起
こ
し
 て
 怒
り
狂
 う
と
ぎ
 は
 、
 

か
な
ら
ず
私
の
影
像
を
み
な
さ
い
（
そ
こ
に
宿
る
）
慈
善
 の
力
 に
よ
っ
て
 、
 そ
な
た
の
毒
心
が
消
え
る
で
あ
ろ
う
 。
こ
の
賢
劫
中
に
や
 

っ
て
く
る
 仏
 た
ち
も
み
な
そ
な
た
を
哀
れ
ん
で
、
影
像
を
 残
す
で
あ
ろ
う
。
」
 ミ
 大
唐
四
 % 馨
 大
正
五
一
、
 
巽
は
｜
 ㏄
 
田
の
曲
）
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仏
 

 
 

-
 
は
 -
 

燈
 

あ
っ
た
。
蓮
華
座
か
ら
下
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
っ
た
 。
ひ
ざ
の
左
右
と
（
仏
の
）
背
後
に
ほ
菩
薩
や
聖
僧
 た
 ち
の
影
像
が
並
ん
で
い
た
。
㏄
 

燃
 

以
上
の
光
景
を
見
終
え
る
と
、
遠
く
入
口
の
外
に
い
る
 工
 八
人
に
、
焼
香
の
た
め
の
火
を
持
参
す
る
 

よ
う
 に
命
じ
た
 。
火
が
運
ば
れ
て
 
6
5
 

ぬ
が
 晴
れ
て
、
と
っ
ぜ
ん
金
山
が
現
れ
る
感
じ
で
あ
 っ
た
 。
す
ぐ
れ
た
姿
が
神
々
し
く
輝
い
て
い
た
。
ふ
り
 仰
 ぎ
、
こ
 踊
り
し
、
（
喜
び
 

仏
を
 ）
表
し
う
る
言
葉
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
仏
の
 身

体
と
袈
裟
は
赤
黄
色
で
あ
り
、
ひ
ざ
か
ら
上
の
姿
 か
 た
ち
は
き
わ
め
て
明
瞭
で
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さ
て
、
 仏
影
窟
は
 ミ
ス
ラ
エ
 9
 々
（
 ，
 
、
ス
ラ
神
殿
）
の
 仏
 教
版
 で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
ミ
ス
ラ
ニ
ウ
ム
は
 
洞
窟
や
地
下
に
 

く
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
の
 罵
 ）
の
の
二
日
（
洞
窟
）
と
か
 
c
r
 
せ
宮
 ゅ
 （
穴
蔵
）
と
か
呼
ば
れ
る
。
蒲
鉾
型
（
 
轟
 u
-
 

（
）
を
し
、
 

奥
壁
 は
し
ば
し
ば
 

@
 
は
 @
 

石
 で
か
こ
ま
れ
。
そ
こ
に
ミ
ス
ラ
像
が
浮
彫
り
や
絵
で
 一
 
不
 さ
れ
、
像
の
前
に
祭
壇
が
も
 う
 げ
ら
れ
る
。
ミ
ス
 ラ
ヱ
 ウ
ム
 の
構
造
と
宗
 

的
 意
味
を
い
く
つ
か
の
論
文
に
よ
っ
て
概
観
し
て
み
よ
う
  
 

ポ
リ
ュ
フ
ィ
リ
オ
ス
（
や
ウ
・
 
穏
ひ
 !
 ひ
乙
 
）
に
よ
れ
ば
、
 
ゾ
 
ロ
 ア
ス
タ
ー
は
 
ぺ
 ル
シ
ャ
の
近
く
の
山
中
の
あ
る
自
然
 の
 洞
窟
を
花
で
 

り
 、
泉
水
の
設
備
を
施
し
、
ミ
ス
 ラ
 の
栄
光
に
捧
げ
た
 
最
 初
 の
ひ
と
と
さ
れ
る
（
口
の
 コ
 r
@
L
 
ミ
轟
巷
 ・
 ぎ
 p
O
 
ャ
 
～
さ
霊
。
 
目
 ぃ
 ～
Ⅰ
 
ら
 「
 
っ
臣
い
 
も
Ⅰ
お
 

の
 

コ
や
 
～
～
 

ト
ふ
 
Ⅰ
 り
 
む
き
心
心
お
 
0
 へ
も
ミ
 

氏
お
 
ダ
由
 ト
目
口
。
の
 

ワ
ミ
ぎ
す
 

～
 
ざ
由
庄
の
 

s
-
 
こ
 ・
 
目
 
㏄
ユ
 

-
@
 

ト
 
の
 Ⅰ
の
 
，
づ
 ・
 ド
 Ⅱ
）
。
 
コ
 o
 （
 
e
 ㏄
）
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
著
述
家
た
ち
（
テ
ル
 ト
ソ
ア
ヌ
ス
、
何
 

マ
 テ
ル
ヌ
 
ス
 ）
は
ミ
ス
ラ
神
殿
の
暗
さ
を
強
調
し
、
光
の
 儀
式
を
暗
闇
 

行
 な
う
矛
盾
を
冷
笑
し
た
（
 @
 
す
 @
d
 
：
 毛
 ・
 ま
 

ぺ
 
㏄
）
。
イ
タ
 リ
ア
で
発
見
さ
れ
て
い
る
ミ
ス
 ラ
ヱ
ウ
ム
 は
大
部
分
が
 
ぬ
下
に
あ
る
。
 
岩
 の で 守 節 教 軽 つ 

き
た
と
き
に
は
、
 
仏
影
 が
ま
た
す
っ
と
消
え
た
。
あ
わ
て
 て
 火
を
消
さ
せ
て
、
ふ
た
た
び
祈
る
と
、
ま
た
現
れ
た
 。
六
人
の
う
ち
五
人
 

は
 目
撃
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
一
人
は
つ
い
に
見
る
 ナ
 」
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
半
時
間
ば
 か
り
、
あ
り
あ
り
と
 

影
像
が
見
え
た
。
感
謝
の
讃
歌
を
唱
え
、
花
と
香
を
供
え
 た
 。
そ
れ
が
終
る
と
、
光
が
消
え
た
。
そ
こ
で
そ
の
場
 を
 辞
し
た
。
送
っ
て
 

き
た
 バ
う
そ
ソ
貧
 老
人
 ?
 ）
も
喜
び
、
奇
跡
だ
と
感
嘆
 し
 、
「
法
師
の
ま
心
と
祈
願
の
 
力
 が
大
ぎ
く
 ね
 げ
れ
ば
、
 
，
 」
ん
な
こ
と
ほ
起
ら
 

な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
。
 

窟
の
入
口
の
外
に
も
多
く
の
聖
跡
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
 ら
に
つ
い
て
は
別
の
書
物
（
大
唐
西
域
記
）
に
記
し
て
あ
る
 

。
み
ん
な
そ
ろ
っ
 

て
 
（
弄
花
 に
 ）
帰
っ
た
。
五
人
の
盗
賊
は
武
器
を
捨
て
て
 、
戒
律
を
受
け
て
立
ち
去
っ
た
。
 

盆
 大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
 法
師
伝
ヒ
大
正
 五
 0
 、
 

N
N
Q
n
 

@
.
 

、
 N
 
一
 
一
の
 

o
p
 

）
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燃燈 仏 ・ 仏影窟 ・ミスラ 教 

な
か
に
穿
た
れ
た
も
の
、
自
然
の
洞
窟
を
転
用
し
た
も
の
 、
地
下
あ
る
い
は
 平
 地
下
の
人
工
建
造
物
を
転
用
し
た
も
 の
 、
で
あ
る
（
 

@
b
@
 

ら
 
：
 

 
 

か
け
て
直
角
に
曲
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
 玉
堂
へ
の
光
を
遮
断
 

す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

レ
ソ
ツ
 は
 、
、
、
 

、
ス
ラ
 ェ
ウ
ム
 で
行
な
わ
れ
る
光
の
シ
ョ
ー
 ほ
 つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
 毛
 ・
Ⅰ
の
 
口
 （
 
z
 
。
 9
%
 
 憶
ぬ
 
c
g
 

～
～
 

a
*
@
 

～
 
可
い
 

い
さ
っ
ト
か
曲
か
 

㏄
 
ド
叩
つ
 

㌔
 
窯
 
～
Ⅱ
 

セ
 ま
 
%
 
も
も
Ⅰ
 

捺
 
叶
っ
 

0
 
も
っ
 
ト
 -
 
わ
 り
き
 
め
ミ
 
-
 コ
 
ヘ
ミ
 
苗
ド
む
 

-
 
も
め
さ
さ
 

へ
叩
 

悪
口
Ⅰ
 

@
 
心
ぃ
 
さ
 笘
目
ね
も
 

㌧
Ⅰ
㏄
銃
も
 

3
 ト
 
Ⅰ
 
溝
っ
さ
 

タ
目
 ぎ
甘
 
Ⅱ
 
巴
 0
 の
円
仁
 

ヰ
ご
 
9
 
才
自
由
 

コ
り
す
 

。
㏄
円
の
 

Ⅱ
 ト
 
Ⅰ
（
）
 

@
 
セ
ゐ
 
@
 
～
の
 
-
 
（
 
せ
 
・
 h
@
q
@
@
 

リ
 
㏄
 ア
 

乙
ど
 ㍉
光
の
演
出
に
つ
い
て
生
一
つ
の
場
合
が
考
え
 ろ
 れ
る
。
（
一
）
ミ
ス
ラ
ニ
ウ
ム
深
部
に
入
口
か
ら
特
定
時
 の
 大
陽
光
線
を
導
く
 

こ
と
。
（
二
）
天
井
に
穴
を
穿
っ
て
外
光
を
ミ
ス
 
ラ
ヱ
ウ
 ム
 中
に
導
く
こ
と
。
 

（
一
）
に
つ
い
て
は
レ
ン
ツ
は
七
の
り
 

日
拐
 浅
の
臣
の
調
査
書
 
の
 記
述
に
も
と
づ
き
、
ミ
ス
 ラ
ェ
ウ
ム
 の
入
口
の
方
向
 を
 調
べ
た
が
、
 結
 

-
 
Ⅱ
 @
 

ほ
 、
入
口
の
位
置
は
不
定
で
あ
り
、
予
想
さ
れ
た
 よ
う
 に
 は
 東
や
西
に
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
 

レ
ソ
ッ
 は
そ
こ
で
（
二
）
に
重
点
を
お
い
て
研
究
を
進
め
 る
 。
 0
 降
ざ
の
 ミ
ス
 ラ
ヱ
ウ
ム
 の
場
合
、
天
井
に
穴
が
 あ
り
、
そ
こ
か
ら
 

射
し
込
む
光
が
直
下
の
 、
、
 

、
ス
ラ
像
の
頭
を
照
 す
ょ
 5
 に
 な
っ
て
い
る
（
 p
.
 

の
の
の
）
。
の
の
 

コ
 の
こ
日
の
目
（
の
の
バ
シ
リ
カ
 

の
 地
下
に
あ
る
ミ
ス
 

ラ
ヱ
ウ
ム
 に
は
天
井
に
十
一
の
穴
が
あ
る
。
レ
ン
ツ
は
 づ
の
 
ト
目
 
a
 の
の
 

r
e
 

コ
 の
次
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
「
穴
は
ど
 れ
も
狭
い
モ
ザ
イ
ク
 

の
 帯
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
長
方
形
の
四
つ
の
穴
は
通
風
 あ
 る
い
は
採
光
の
た
め
の
 穴
 ら
し
く
、
円
形
の
七
つ
の
 穴
 は
セ
 つ
の
天
体
と
の
 

関
連
で
解
釈
で
き
よ
う
」
 す
ひ
 の
の
）
。
 

紺
コ
 の
す
 
日
 。
巨
の
の
…
 
ス
ラ
ヱ
ウ
ム
 は
。
 
ハ
 シ
リ
カ
の
地
下
 に
あ
る
か
ら
、
ミ
ス
 ラ
ヱ
ウ
ム
 に
入
る
光
は
人
工
の
光
 か
 と
 思
わ
れ
る
が
、
 

キ
ュ
モ
ソ
 は
上
の
建
物
の
天
井
に
も
ミ
ス
 ラ
ヱ
 ウ
ム
の
 穴
 に
 対
応
す
る
穴
が
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
た
ら
し
い
（
 づ
 ㏄
の
 
の
 
）
 0
 レ
ン
ツ
は
 

採
光
 穴
 を
も
つ
自
然
 洞
の
 ミ
ス
 ラ
ヱ
ウ
ム
 の
例
と
し
て
 ル
ー
マ
ニ
ア
の
 円
ギ
の
統
 
0
 
（
の
洞
窟
を
あ
げ
て
い
る
（
 ヲ
 ㏄
 の
 
Ⅱ
）
。
 

光
 を
受
け
る
側
の
物
体
に
も
演
出
効
果
を
高
め
る
工
夫
が
 な
さ
れ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、
像
に
金
泥
（
 ゅ
 
@
-
 

（
）
を
 

施
す
こ
と
で
あ
る
。
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レ
ソ
ツ
 は
そ
の
例
と
し
て
、
ロ
ー
マ
出
土
、
 

巾
 r
a
 
コ
 
%
 岸
コ
 ま
の
 荘
 ㎎
 エ
 o
u
 

の
の
（
 

っ
 
-
a
 
汀
民
じ
 
所
蔵
の
ミ
ス
ラ
図
を
あ
 げ
て
い
る
。
こ
れ
は
 

ス
タ
ッ
 コ
 製
で
、
 
、
，
 

、
ス
ラ
 と
 二
人
の
燈
明
保
持
者
（
 
0
 ：
（
 
撰
 
c
a
 
口
 （
 
p
a
t
 

の
の
）
を
表
す
が
、
ミ
ス
 

ラ
 の
 顔
と
髪
 と
手
に
 金
泥
の
あ
と
が
残
っ
 

て
い
る
（
や
の
の
の
 
ス
 

レ
ス
テ
ィ
ナ
の
 
カ
 エ
サ
レ
ア
・
マ
リ
テ
ィ
マ
の
 

、
、
、
ス
 

-
 
フ
ヱ
 ウ
ム
は
倉
庫
を
転
用
し
た
も
の
ら
し
い
が
、
天
井
に
 口
角
い
 穴
 
（
き
目
 

X
 下
 
Q
c
 
日
 ）
が
あ
り
、
こ
れ
も
太
陽
光
線
を
導
く
た
め
の
も
 の
ら
し
い
。
 オ
 0
 ぎ
 ニ
ト
ロ
な
 拝
づ
 薄
雲
～
き
き
 黛
ま
 轍
の
Ⅰ
 も
 
め
ぬ
 
ぺ
 
e
a
 
寒
さ
「
～
～
 

@
 
ま
 い
 

由
叩
悪
 

%
 安
 臣
へ
 
～
～
 

か
ふ
 Ⅰ
全
父
 

港
 ・
 し
 ヒ
い
二
年
。
 ト
の
 
Ⅱ
の
・
 
づ
 ・
Ⅱ
の
 
簿
巾
 ）
 
曲
コ
の
オ
 

の
 戸
巾
 p
W
.
 
 

ト
 

仏
教
側
の
資
料
と
ミ
ス
ラ
研
究
者
の
論
文
を
比
較
す
る
と
 、
 仏
影
窟
と
、
、
 
、
ス
ラ
 ヱ
ゥ
ム
 の
あ
い
だ
に
構
造
上
の
著
 し
 い
 類
似
が
あ
る
 

こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
 
レ
ソ
ッ
 の
論
文
を
参
考
に
す
る
と
 、
 玄
 実
の
仏
 影
窟
 体
験
記
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
説
で
ぎ
 る
と
思
わ
れ
る
。
 
か
 

れ
が
訪
れ
た
 
窟
 院
は
西
に
入
口
を
も
っ
て
い
た
。
細
長
い
 窟
 院
は
多
少
カ
ー
ブ
を
描
き
、
そ
の
た
め
中
は
真
っ
暗
 で
あ
っ
た
。
輿
望
 に
 

は
 仏
と
菩
薩
た
ち
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
暗
く
て
見
え
な
 か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
 
窟
 院
の
天
井
に
い
く
つ
か
の
 穴
 が
 穿
た
れ
て
い
た
。
 

窟
院
 の
 奥
 室
の
上
部
に
あ
た
る
岩
の
層
は
割
合
薄
く
て
、
 

穴
は
岩
 層
を
山
の
表
面
ま
で
貫
い
て
い
た
。
だ
か
ら
、
 

こ
の
穴
を
通
し
て
 
外
 

か
ら
光
が
射
し
こ
み
さ
え
す
れ
ば
、
像
は
見
え
た
。
 

さ
て
、
光
が
射
し
込
ん
だ
り
、
射
し
込
ま
な
か
っ
た
り
す
 る
の
ほ
 、
な
ぜ
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
穴
に
 蓋
 が
あ
っ
て
、
だ
れ
 

か
が
密
か
に
蓋
を
開
閉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
案
内
の
老
人
 が
だ
れ
か
と
示
し
合
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 

し
か
し
、
 
つ
 ぎ
の
考
え
が
 よ
 り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
穴
は
細
 く
 長
か
っ
た
。
こ
の
穴
を
通
し
て
射
し
込
む
光
の
量
は
 ふ
だ
ん
は
無
視
し
 

う
 る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
太
陽
の
位
置
に
よ
っ
て
は
 、
太
陽
光
線
の
進
行
方
向
が
穴
の
軸
と
平
行
に
な
り
、
 

数
秒
間
、
直
射
日
光
 

が
窟
 院
の
深
部
に
と
ど
く
こ
と
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
 穴
が
 、
太
陽
の
進
路
忙
し
た
が
い
様
々
な
角
度
で
、
 

し
 か
も
す
べ
て
仏
の
像
 

に
 向
く
よ
う
な
角
度
で
穿
た
れ
て
い
た
ら
、
た
と
え
蓋
が
 な
く
、
操
作
者
が
い
な
く
て
も
、
 

彊
 め
く
光
が
何
度
か
 像
を
臆
 し
た
す
に
ち
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て 

  
中 な 

  

  
ウ 

  
69  (219) 

  ミスラ 教 

ら
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
、
主
神
の
名
（
ミ
ス
 ラ
 ）
 以
 外
に
 イ
ラ
ソ
的
 要
素
を
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
こ
と
、
 p
 一
％
世
界
の
外
で
 

ミ
ス
 ラ
ヱ
ウ
ム
 が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
を
 理
 由
に
 、
ミ
ス
ラ
教
を
ロ
ー
マ
世
界
独
自
の
宗
教
と
み
な
 す
べ
き
だ
と
い
う
 主
 

-
 
ぬ
 @
 

張
 が
増
え
っ
つ
あ
る
。
 

玄
 実
は
「
ち
か
ご
ろ
は
 仏
 影
を
見
る
こ
と
が
稀
に
な
っ
た
 」
と
の
べ
て
い
 

徴
 し
て
、
 窟
 院
の
管
理
者
が
い
な
く
な
り
、
穴
が
南
や
 土
 砂
に
よ
っ
て
塞
が
 

し
か
し
、
ミ
ス
ラ
教
は
一
般
に
 p
 ー
マ
世
界
の
宗
教
現
象
 と
さ
れ
る
。
 、
、
、
 

神
 で
あ
る
こ
と
、
天
文
現
象
に
深
く
関
わ
る
こ
と
、
暗
室
 を
 神
殿
と
す
る
こ
 

が
 重
視
さ
れ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
ミ
ス
ラ
教
の
初
期
 研
究
者
キ
ュ
 モ
ソ
 る

 。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
が
 衰
 
衰
 

り
は
じ
め
た
、
と
。
 

ス
ラ
教
の
特
徴
は
、
礼
拝
の
対
象
が
牡
牛
を
殺
す
ミ
ス
 ラ
 
 
 

と
、
 死
と
時
間
の
神
に
対
す
る
信
仰
を
伴
う
こ
と
、
 

密
 儀
 

以
来
、
ミ
ス
ラ
教
は
 々
ラ
ソ
 の
宗
教
に
由
来
す
る
と
 考
，
 え
 

が
い
な
い
。
 

こ
れ
に
は
天
候
、
時
間
、
季
節
が
関
係
す
る
。
雨
天
、
 

 
 

ら
ば
 

窟
院
 が
谷
の
東
 壁
 に
あ
る
と
い
う
か
ら
、
こ
の
 
の
 

射
角
度
の
変
化
も
関
係
す
る
。
…
 ス
ラ
ヱ
ゥ
ム
 
の
場
合
 Ⅱ
 
"
 し
 

と
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
、
 

仏
影
 窟
の
場
合
に
も
、
い
く
 つ
 

れ
な
い
。
 

曇
天
、
夜
間
は
だ
め
で
あ
る
。
 窟
 院
の
天
井
の
外
側
が
 西
の
方
向
に
あ
る
な
 

可
能
性
が
大
き
い
午
前
は
だ
め
で
あ
る
。
季
節
に
 ょ
 る
 太
陽
光
線
の
照
 

は
 、
夏
至
、
冬
至
、
春
分
、
秋
分
、
あ
る
い
は
目
界
、
日
 没
が
 重
要
な
時
間
 

か
の
穴
の
角
度
は
そ
の
よ
う
な
時
間
と
の
関
連
で
決
め
ら
 れ
て
い
た
か
も
し
 



典
 文
学
全
集
 盤
 、
筑
摩
書
房
、
 
P
 
の
の
の
。
 

戸
 捜
 し
 。
さ
ら
に
歴
史
 家
 ア
ッ
ビ
ア
ノ
 
ス
 （
西
暦
二
世
紀
）
は
、
海
賊
た
ち
は
 
ミ
ト
ソ
ダ
 テ
ス
・
 ユ
 

ゥ
パ
 ト
ル
の
落
伍
長
た
ち
か
ら
そ
の
密
儀
を
学
ん
だ
、
 と
 い
っ
て
い
る
（
 ポ
浅
日
り
は
 

「
の
 
コ
 
。
 る
 ・
（
～
～
：
 

ワ
お
 ）
 
0
 

不
 p
 は
…
ス
ラ
教
に
関
っ
た
最
初
の
ロ
ー
マ
皇
帝
で
あ
る
 0
 ア
ル
メ
ニ
ア
 王
 テ
ィ
 リ
ダ
 テ
ス
一
世
は
不
口
女
と
ミ
ス
 
う
に
擬
し
て
崇
め
、
 

自
ら
の
宝
冠
を
 ネ
 p
 の
頭
上
に
置
い
た
と
い
う
。
プ
リ
 -
 
一
ウ
ス
 に
よ
れ
ば
、
テ
ィ
 リ
ダ
 テ
ス
は
ネ
ロ
を
 マ
ギ
 の
 聖
 餐
 に
よ
っ
て
入
門
 さ
 

せ
た
の
で
あ
る
（
 @
b
@
d
.
 

。
 ゃ
淫
 ）
。
 

ロ
ー
マ
世
界
の
外
辺
部
の
例
と
し
て
、
コ
マ
 ゲ
 ネ
主
ア
ソ
 テ
ィ
オ
コ
ス
一
世
（
 6
9
2
 
㌍
 口
 ・
 
p
 ）
や
そ
の
 父
 …
 ト
リ
 ダ
 テ
ス
の
 ニ
ム
ル
 

ド
 ・
ダ
ー
グ
の
墓
石
碑
が
あ
る
 0
 そ
こ
に
は
、
ゼ
 ウ
 ス
Ⅱ
 ア
フ
ラ
マ
ズ
ダ
、
ヘ
ル
メ
ス
、
ア
ポ
 p
n
 ヘ
リ
オ
ス
、
 へ
 ラ
ク
レ
ス
Ⅱ
 ヴ
ゴ
 

レ
ス
ラ
グ
 ナ
 の
 名
 と
と
も
に
ミ
ス
 ラ
 の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
 い
る
。
た
だ
し
、
密
儀
を
窺
わ
せ
る
舌
口
薬
 
は
 な
い
（
 

@
b
@
d
 

"
 づ
 ・
い
の
）
。
 

ミ
ス
ラ
教
は
 ニ
 、
三
世
紀
に
全
盛
期
を
迎
え
た
。
こ
の
時
 期
に
 造
ら
れ
た
、
 
、
 
、
ス
ラ
 ヱ
 9
 々
の
教
は
お
び
た
だ
し
い
 っ
 四
世
紀
に
ほ
い
 

る
と
、
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
キ
リ
ス
ト
教
を
公
 諾
 し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
優
勢
に
な
っ
た
。
皇
帝
 ュ
 リ
ア
 ヌ
ス
 は
キ
リ
ス
ト
教
 

に
 反
対
し
、
ミ
ス
ラ
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
た
が
（
 ぎ
目
・
。
ワ
ト
 

き
 ）
、
結
局
、
ミ
ス
ラ
教
は
キ
リ
ス
ト
教
に
敗
 
れ
て
消
滅
し
た
。
 

仏
影
窟
は
 ロ
ー
マ
世
界
の
 、
、
 

、
ス
ラ
 
教
 と
関
係
が
あ
る
だ
 る
 ぅ
か
 。
冒
頭
で
論
じ
た
よ
う
に
、
 ナ
ガ
 ラ
ハ
 一
 う
に
 プ
 ロ
メ
 テ
ウ
ス
 の
 滴
胴
 

窟
の
伝
説
が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
，
、
ス
ラ
 
ェ
 ウ
人
で
あ
っ
た
 か
ど
う
か
は
分
ら
な
い
。
 仏
影
 窟
の
名
が
文
献
に
知
ら
 れ
る
の
が
四
世
紀
頃
 

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
 p
 ー
マ
世
界
の
ミ
ス
 ラ
ヱ
ウ
 ム
の
 構
想
が
 ナ
ガ
 ラ
ハ
 一
 う
に
伝
わ
っ
た
可
能
性
は
考
 え
ら
れ
る
。
 ナ
ガ
ラ
 

ハ
 ー
う
の
近
く
の
ハ
ッ
ダ
で
は
四
世
紀
頃
、
 p
 ー
マ
 風
仏
 教
 美
術
が
栄
え
た
。
「
観
仏
三
昧
 海
経
 L
 の
「
毒
竜
の
 池
 」
あ
る
い
 は
 「
 
青
 

蓮
華
の
泉
」
を
表
わ
し
た
と
み
ら
れ
る
ハ
ッ
ダ
の
彫
像
 は
 。
、
ス
ラ
図
の
構
成
に
通
じ
る
も
の
を
も
ち
、
他
の
彫
像
 
ほ
純
 西
洋
風
の
金
剛
 

手
 
（
む
し
ろ
 
へ
 ラ
ク
レ
ス
）
を
含
み
、
 p
 ー
 マ
 の
工
人
の
 到
来
そ
の
も
の
を
す
ら
考
え
さ
せ
る
。
「
近
寄
れ
ば
見
え
 ず
、
 遠
ざ
か
れ
ば
 見
 

え
る
 仏
影
 」
に
つ
い
て
吉
川
進
治
民
 は
 、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
 ャ
 ・
 p
 ー
 マ
 の
絵
画
上
の
 一
 技
法
、
す
な
わ
ち
古
代
印
 家
主
義
に
よ
っ
て
 描
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燃燈仏 ・ 仏影窟   ミス ヲ教 

（
 2
 ）
 

（
 3
 ）
 

（
 4
 ）
 

（
 5
 ）
 

注
 

（
ー
）
 拙
論
「
然
灯
仏
の
起
源
と
 ナ
ガ
ラ
 
ハ
ー
ラ
」
ョ
印
度
 学
 仏
教
学
研
 克
巳
 
乙
 @
 
こ
 
こ
さ
 。
 宅
 ・
の
 
の
 @
%
.
 

拙
論
「
ナ
ガ
 ラ
ハ
 
@
 う
お
 
よ
び
 
ハ
 
ツ
 

タ
の
 仏
教
」
 
円
 東
海
大
学
文
学
部
紀
要
口
耳
，
 

ぢ
コ
 ・
 毛
 ・
 N
 お
 （
 お
ひ
 ・
 n
 参
考
論
文
目
赤
沼
答
書
「
 燃
燈
 仏
の
研
究
」
㍉
仏
教
研
 究
 L
o
@
9
 

）
 9
2
 

の
。
き
の
（
㍉
 

@
 
㌍
 0
.
 日
貨
龍
彦
「
 燃
燈
仏
 授
記
に
つ
い
 て
 」
「
全
会
博
士
古
稀
記
念
・
印
度
 

学
 仏
教
学
論
集
三
平
楽
奇
書
 店
、
 
）
の
の
の
・
 

づ
で
 ㏄
の
 １
 ）
つ
 つ
ン
 ・
 
0
.
 ㏄
 0
 Ⅰ
の
二
ヌ
 の
 
も
 n
n
 
漱
 
。
 
q
 片
心
 か
 ～
㏄
Ⅰ
ま
す
 
つ
 ～
 
@
 
め
 
ま
 
@
 
ぉ
 Q
 寮
さ
曲
臣
簿
 

Ⅰ
 Q
 さ
い
ら
 悪
 @
 
も
 ～
 
悪
 Ⅰ
馬
主
・
 
卜
 Ⅰ
 ヱ
す
 E
 ㏄
 下
 紅
 い
の
 
・
 せ
 0
-
 ト
 ㏄
 ，
 
Ⅰ
 つ
銅
つ
 

の
ロ
 の
 田
 ・
 ご
 も
し
も
㎏
 
い
 さ
も
執
も
も
 さ
 指
革
ね
 
ド
 さ
め
き
屯
田
 
ミ
弁
マ
ト
べ
っ
ま
 
-
 
か
も
の
か
～
 
お
 い
 の
 Q
.
 田
 カ
レ
 卯
コ
 ・
の
：
 
せ
 0
 ヒ
串
。
）
㏄
Ⅱ
 ダ
づ
口
 ・
の
㍉
 
べ
 @ 
の
  
 

こ
の
神
は
 
り
グ
 
・
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
 
ヨ
 @
t
r
a
?
 ト
ラ
 Ⅰ
 

ア
ヴ
ヱ
 ス
タ
 
で
は
 
峯
 （
 
甘
 8
 
 （
ミ
ス
 ラ
 ）
、
 p
 一
 
％
の
 宗
教
の
研
究
者
 に
お
い
て
は
 

軍
 （
 ァ
 （
 a
[
 
色
 
（
、
、
、
ト
ラ
ロ
ス
し
と
表
記
さ
れ
る
。
本
論
で
は
、
、
、
 

ス
ラ
 
に
統
一
す
る
。
 

ケ
キ
 ・
 匡
 c
C
 
「
 ぎ
臼
 P
 
ぼ
ぃ
～
 さ
ミ
桶
 ぎ
さ
曳
 
き
ミ
さ
ぎ
き
笘
ミ
き
 Ⅰ
～
こ
心
 Q
 「
馬
さ
～
・
）
㏄
の
 

ひ
 （
 
オ
の
つ
 
「
・
 P
 の
の
 
e
 。
 や
 の
お
・
ま
た
「
い
い
 
伝
え
に
よ
る
 

と
古
す
 下
汗
隼
 
平
原
の
町
は
 ト
 古
墨
と
も
呼
ば
れ
た
。
」
（
目
の
 の
の
 
0
 コ
 ）
・
 や
ミ
コ
 の
 づ
岸
 
Ⅱ
（
い
 い
サ
由
 
㍉
）
 

 
 
 
 
 
 

弔
 ・
 し
舵
コ
の
コ
 
の
の
・
ら
め
ぎ
 ね
 Ⅰ
 巳
 0
 さ
や
。
 ま
憶
ぎ
ミ
へ
く
 ～
か
も
 

ミ
 ～
・
 オ
 Ⅰ
 ヱ
ヴ
 岸
の
 下
の
 @
p
 
の
・
 せ
 0
 プ
 ㏄
）
。
）
の
の
の
。
 

づ
 Ⅱ
 の
 

 
 
 
 

の
う
 こ
 コ
色
 由
 土
ヰ
 ぎ
 甘
に
よ
れ
。
は
 
、
 
ス
フ
ー
ト
 や
 バ
ジ
ャ
ウ
ル
の
吉
岡
 地
 で
は
葡
萄
の
栽
培
が
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
（
紺
の
の
「
 
ぎ
 日
の
・
。
 

り
 -
 
円
 

 
 

 
 

か
か
パ
ご
 

悪
魔
を
殺
す
ド
ク
ル
ガ
 @
 
（
 
ま
 p
r
@
 

ゅ
 
w
"
E
 

経
罠
 。
 
臼
 ，
 
ロ
 
）
。
 
時
 間
 と
死
の
観
念
と
時
 輪
 タ
ン
ト
ラ
。
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
 

ミ
検
 
@
R
 

ゃ
ド
 

Q
 ～
 ミ
 お
「
 

@
 Q
 ～
 必
 
Ⅰ
 目
 H
 
。
 づ
 0
 ㌃
Ⅰ
・
（
）
・
の
㏄
㏄
の
 

建
ハ
で
ト
ミ
 

（
 
o
 
（
 d
v
 

～
）
Ⅰ
）
 

ミ
 9 
 
々
 ソ
ド
 の
宗
教
の
解
明
に
は
 

あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
 

@
 。
（
。
 
7
 色
の
㏄
Ⅰ
 温
 。
 

ラ
 教
の
研
究
が
重
要
で
 

か
れ
た
絵
の
効
果
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
。
苗
氏
「
 古
 代
 古
典
美
術
と
東
洋
の
仏
教
美
術
」
オ
リ
 ヱ
 ン
ト
、
の
 @
 デ
 
）
 の
笘
い
 

）
 

燃
燈
仏
 と
仏
 影
窟
 は
た
が
い
に
独
立
し
た
伝
承
を
形
成
し
 て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
同
じ
ミ
ス
ラ
教
の
影
響
を
 見
る
こ
と
は
で
 き
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
ミ
ス
ラ
 教
と
 イ
ン
ド
の
宗
教
の
関
連
を
 思
わ
せ
る
も
の
は
他
に
も
あ
る
。
ミ
ス
ラ
図
の
蛇
（
 耳
 キ
し
と
 仏
教
の
崔
 波
 

-
M
-
 

羅
竜
 。
ミ
ス
ラ
図
の
二
人
の
灯
明
保
持
者
と
「
マ
ハ
ー
 ヴ
ァ
ス
ッ
 b
 
の
仏
の
形
容
 語
 
「
灯
明
保
持
者
」
。
牡
牛
を
殺
 す
 ミ
ス
 
ラ
 と
水
牛
 



        
4 ） 1 ） ） l 1 3 2 ） Ⅰ） ハ 上 l l l 上 U   

「 普 こ お 抽拙拙 

妓 弥弥 

、 D-,  こ て， 

襄 郡部 

  
し 七 Cw つ 

苦 下 旬 
し モ 、 にげ 

  

は   
るの 。 訳 ぎ居 、 居、 

圧 

  
て， 

  
内 る 中 一   
の い の   @@ の窩 
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燃燈仏 ・ 仏影窟 ・ミスラ 教 

に
浮
 ん
だ
阿
弥
陀
仏
の
顔
を
小
御
所
か
ら
拝
す
る
の
も
ミ
ス
 ラ
 ヱ
 ウ
ム
 的
 発
想
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

（
 
騰
 ）
牡
牛
を
殺
す
ミ
ス
 
ラ
 の
 国
 
（
 
さ
 そ
り
、
 蛇
 、
犬
も
描
か
 れ
て
い
る
）
は
牡
牛
座
が
西
に
沈
む
と
ぎ
の
夜
の
星
空
を
表
わ
し
 て
い
る
。
春
分
の
 

頃
に
は
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
目
界
時
な
の
で
、
こ
れ
は
冬
の
死
 、
 太
陽
の
勝
利
を
表
わ
す
 
あ
 ・
 H
 
口
の
 
-
 
の
 コ
ト
 
蕾
 h
s
 
（
 
め
 
「
 
守
 「
 
Q
-
 

さ
 ～
 
@
 
も
 
お
キ
ト
き
馬
 

㏄
 東
 ～
～
。
 

め
 -
a
 

ヒ
 ～
さ
ぬ
寒
も
ま
お
ぎ
生
も
ま
ま
 

葉
羽
か
紋
ゴ
 a
r
 
～
 
ぬ
さ
ト
 大
宰
 
ま
 a
s
e
r
 

も
さ
せ
 

0
 ㌃
 ミ
 ・
 馬
 ㌧
 刃
 0
.
 
円
 0
 日
の
 の
ま
ト
 の
Ⅰ
 
田
 ）
。
ミ
ス
 ラ
 は
 オ
リ
オ
ン
 

で
あ
り
、
ミ
ス
ラ
教
は
ギ
リ
シ
ャ
・
 p
 一
 ％
の
 産
物
で
あ
る
（
 プ
ミ
 
㌧
・
の
 
で
呂
由
の
 

-
.
 
）
 き
 ～
 
オ
 
「
 
俺
毎
 
0
 マ
 
～
り
さ
・
の
「
 

黛
討
 出
で
 
へ
 
り
い
さ
 
岡
 わ
り
ま
 
い
 さ
ト
 ド
き
セ
 

吟
ミ
 ・
ロ
下
屋
 

0
,
 

円
 0
 日
の
㏄
デ
ロ
・
）
・
ロ
 

コ
 コ
・
Ⅰ
の
㏄
 

0
 ・
）
。
 

（
 
騰
 ）
龍
の
名
の
 0
 思
駅
 と
川
の
名
木
洋
 目
 
（
 
パ
手
蒜
 ）
は
 関
 係
 が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
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近
代
、
世
俗
化
 

7
5
 

る
 。
 

 
  
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V 
 

深
み
の
次
元
、
悪
魔
的
な
も
の
、
テ
ィ
 リ
 
ッ
ヒ
 、
ド
ス
ト
ニ
フ
ス
キ
ー
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
西
谷
智
治
、
 
自
己
 内
 閉
鎖
性
、
②
 

は
 

本
邦
子
 

 
 

 
 

 
 

的
な
も
の
の
次
元
で
も
あ
る
。
我
々
の
こ
の
状
況
は
い
 

う
 ま
で
 
も
な
く
現
代
に
始
ま
っ
た
 

ね
 げ
で
は
な
く
、
近
代
と
い
う
大
 

き
 な
 時
代
の
中
で
 

立
場
が
全
的
に
現
前
し
て
い
る
世
俗
化
と
い
う
こ
と
と
不
可
分
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
単
に
西
洋
に
特
有
の
問
題
た
り
 

え
な
い
こ
と
は
 

当
然
で
あ
る
。
 

近
代
は
、
こ
の
よ
う
に
垂
直
線
的
次
元
を
忘
失
し
水
平
面
的
姿
 

凡
 に
の
み
生
き
る
自
己
疎
外
の
あ
り
方
が
普
遍
現
象
化
し
て
い
 

る
が
故
に
悪
 

魔
的
 
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
根
源
に
は
人
間
の
無
 

限
の
自
己
 
内
 閉
鎖
性
と
い
う
悪
魔
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
 

こ
 

れ
が
自
覚
に
の
ば
り
、
突
破
さ
れ
な
い
限
り
、
無
限
の
開
げ
の
 

次
元
は
開
け
て
こ
な
い
。
こ
の
自
己
 

内
 閉
鎖
性
の
極
限
に
お
 

け
 る
 極
度
の
緊
張
 

は
 悪
魔
的
な
も
の
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
自
己
 

で
あ
る
と
こ
ろ
に
必
然
的
に
付
ぎ
ま
と
 

う
 こ
の
悪
魔
的
な
も
の
 

の
 突
破
の
底
に
 

開
け
る
無
限
の
開
け
の
次
元
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
近
代
的
な
 

人
間
理
性
の
自
立
化
が
も
っ
意
味
が
真
に
明
ら
か
に
な
る
と
 

思
 わ
れ
る
の
で
あ
 

近
代
に
お
け
る
人
間
の
問
題
 

｜
 悪魔
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
 一
 考 
察 



-
5
 
）
 

対
し
て
、
「
個
人
個
人
の
否
定
的
な
相
互
関
係
の
否
定
的
 
統
一
」
の
あ
り
方
を
水
平
化
現
象
と
し
て
と
ら
え
た
 

し
か
し
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
時
代
と
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
の
時
 代
 で
は
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
 

の
で
あ
る
。
 

各
々
の
時
代
把
握
の
含
 

-
4
-
 

彼
が
そ
れ
を
ま
さ
し
く
「
水
平
化
」
と
称
し
た
の
も
同
様
 の
 視
点
に
立
っ
て
の
こ
と
と
い
え
る
。
彼
は
単
独
者
の
 情
熱
的
な
あ
り
方
に
 

う
か
。
そ
の
一
つ
は
、
 
ァ
メ
リ
 

的
な
拡
が
り
さ
え
示
し
て
い
る
 

元
が
共
に
要
求
さ
れ
て
お
り
、
 

歩
を
進
め
る
な
ら
、
両
次
元
は
 

根
底
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
 

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

深
み
の
次
元
の
喪
失
は
 、
た
 力

的
 危
険
が
 
ョ
一
 ロ
ッ
パ
を
も
つ
つ
み
込
む
勢
い
を
も
っ
 て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
や
更
に
は
全
世
界
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
水
平
面
的
 具
体
化
と
垂
直
線
的
深
み
と
い
う
二
つ
の
 次
 

そ
の
い
ず
れ
を
欠
い
て
も
危
険
な
状
況
に
陥
ら
ざ
る
を
 ，
 
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
も
 う
一
 

綜
合
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
後
者
の
深
み
の
 次
元
が
あ
く
ま
で
前
者
の
水
平
面
的
次
元
の
 

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
 、
 深
み
の
次
元
の
喪
失
は
一
層
深
刻
な
事
態
 

と
え
ば
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
 l
 ル
が
鋭
く
批
判
し
た
彼
と
同
時
代
 の
 キ
リ
ス
ト
教
界
の
特
徴
と
相
通
じ
て
い
る
。
 

-
3
-
 

垂
直
線
的
深
み
の
欠
け
て
い
る
点
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
 る
 0
 
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
次
の
二
つ
の
こ
と
が
い
い
 う
 る
の
で
は
な
い
が
 る
 

ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 、
 「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
 危
険
は
水
平
面
的
具
体
化
の
欠
け
て
い
る
点
で
あ
り
、
 
ア
メ
リ
カ
の
危
険
は
 

-
2
 
）
 

西
谷
 啓
 治
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
「
超
越
の
次
元
の
忘
失
」
 と
い
う
表
現
も
、
同
様
の
状
況
把
握
を
表
し
て
い
る
と
 思
わ
れ
る
。
し
か
し
 

と
 述
べ
ら
れ
、
深
み
の
次
元
の
喪
失
が
現
代
を
特
徴
づ
 け
 る
 問
題
と
し
て
様
々
に
論
議
さ
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
 通
り
で
あ
る
。
ま
た
 

（
 
l
-
 

ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
、
「
西
洋
の
人
間
の
現
 

在
の
状
況
に
お
け
る
決
定
的
な
要
素
は
 、
 深
み
の
次
元
 の
 喪
失
で
あ
る
」
 

ま （ 

じ 

め 
[- し 
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近代における 人間 

ね め に 通 

した ない も v こま 指示 

の 、 す 時 
で 探 る に 

な み こ 開 
げ は と か 
れ 「 が れ 
ば 諸 で る   
な 存 居 、 の 
い 在 惟 存 

。 の が 在 

し 根 帰 の 
か 底 り 根 
も で つ 底 
こ あ ぎ で   
め る ぅ あ 
存 と る る 
在 同 8   
の 時 の し 
無 に に か 
尽 諸 ほ し 
蔵 物 か   
性 の な そ 
が 探 ら れ 

能淵 動 」 尤し ま、 が汲 

的 で こ み 
な な と 尽 
も げ を く 

され の と れば 意味 

し な す る 

もの て「 らな る 。 
存 い し で 
在 。 た あ 
の す が る 
生 な っ 場 
産 わ て 合 

的ち 、 深みは 深に 
内 み が   
的 は 深 そ 
無 汲 み れ 
恨 み で は 

合理 ある 

で さ た 的 

77  (227) 

の 問題 

す っ と 意 
深   
み 
の 

択一 

ア亡   
ほ 

テ 

詰物 

  

の l) Ⅰ 

      
の 

ぃ 悪 
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ま 
  
て 
い 
る   
限 
@ 
は 
開 
か 
れ 
て 
    フ て れ よ 

な   ス と は う 

い 教 キ ら 近 な 
  の 」世で人 「 「 l え 性 文 

深 を 界 あ 間 も た か 脈 
み 手 の る に " 事 ら の 

は 掛 も 。 と キ 態 現 車 
か つ す っ ヱ は 代 で 

そ り 深 な て /@ ノ   に 用 

の と み すわ 自 ケ 更 か い 

背 し 」 - ち 分 ゴ は げ ら 

ぬ後 て と 「 の   
を 考 ひ 崇 生 か く の て 

見 察 と 教 の 同 近 侍 い 



諸
 層
か
ら
 

づ
き
が
た
 

な
わ
ち
 憩
 

っ
た
一
つ
 

的
な
も
の
 

で
あ
る
。
 我

々
の
現
存
在
を
規
定
し
つ
づ
げ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
 た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
彼
が
見
た
も
の
は
、
西
洋
的
 意
識
が
近
 

い
 と
す
る
当
の
原
因
た
る
悪
魔
的
な
も
の
特
有
の
緊
張
で
 あ
っ
た
。
「
人
類
の
芸
術
は
、
積
極
的
に
反
形
態
的
な
 も
の
、
 す
 

質
的
な
も
の
の
事
実
を
我
々
 に
 明
ら
 力
 
、
 に
す
る
」
 

-
5
 

l
 
 

）
 と
い
 ぅ
 と
こ
ろ
に
、
彼
に
と
っ
て
悪
魔
的
な
も
の
が
注
目
さ
れ
 る
に
い
た
 

の
 動
機
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
形
態
を
創
造
す
る
の
み
な
 ら
ず
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
も
の
が
悪
魔
的
な
も
の
で
あ
 り
 、
悪
魔
 

を
 根
本
的
に
特
徴
づ
け
て
い
る
こ
の
緊
張
 は
 、
近
代
的
な
 西
洋
の
合
理
的
意
識
に
と
っ
て
ま
さ
に
異
質
な
も
の
と
 い
え
る
の
 

重
要
な
指
標
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
原
始
民
族
や
 ア
 ジ
ア
人
の
神
像
、
美
術
工
芸
品
、
舞
踊
仮
面
と
い
っ
た
 も
の
の
中
に
「
現
実
 

-
N
@
 

の
 深
み
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
ら
 を
 通
し
て
現
実
の
深
み
が
、
我
々
の
意
識
か
ら
ほ
消
え
 失
せ
た
が
意
識
 下
の
 

あ
る
場
合
に
の
み
、
我
々
の
存
在
関
係
の
い
ず
れ
も
が
、
 

有
限
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
の
無
尽
蔵
性
 に
 関
与
す
る
も
の
へ
 

の
方
向
づ
 け
 を
も
っ
こ
と
に
な
り
、
充
実
性
、
存
在
性
、
 

意
味
牲
を
獲
得
し
 ぅ
 る
の
で
あ
る
。
 

「
存
在
の
形
態
と
存
在
の
無
尽
蔵
性
と
は
互
い
に
関
係
が
 あ
る
。
本
質
の
深
み
そ
の
も
の
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
 統
 
一
 は
神
的
な
も
の
 

で
あ
り
、
実
存
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
分
離
、
諸
物
に
お
 け
 る
 
「
深
淵
」
の
相
対
的
に
自
立
的
な
発
現
は
悪
魔
的
な
 
も
の
で
あ
る
」
・
 

-
2
-
 

ュ
 と
い
 

わ
れ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
と
悪
魔
的
な
も
の
 ほ
 存
在
論
的
概
念
で
あ
り
、
倫
理
的
な
欠
陥
と
は
無
関
 係
 の
も
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
悪
魔
的
な
も
の
は
神
的
な
 も
の
の
対
立
概
念
で
は
あ
る
が
、
サ
タ
 ソ
 的
な
も
の
と
 混
同
さ
れ
て
は
な
ら
 

-
 
㎎
 -
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
タ
ン
的
な
も
の
と
は
、
「
 深
淵
の
絶
対
的
に
自
立
的
な
発
現
」
で
あ
っ
て
、
深
淵
 が
 形
態
を
破
壊
す
る
 

と
こ
ろ
で
 は
 形
態
は
全
く
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
 ら
 、
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
創
造
が
な
 く
 破
壊
の
み
で
あ
る
 

サ
タ
ン
的
な
も
の
は
考
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
い
わ
 ば
 悪
魔
的
な
も
の
の
中
の
否
定
的
、
破
壊
的
原
理
だ
 け
 を
 抽
出
し
た
も
の
で
 

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
悪
魔
的
な
も
の
は
形
態
創
造
と
 形
態
破
壊
と
の
緊
張
の
中
に
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
の
 で
あ
り
、
こ
の
点
が
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近 l 

 
 

で
も
な
い
。
聖
な
る
も
の
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
も
の
が
 自
 分
 自
身
た
ろ
 う
 と
す
る
と
こ
ろ
に
悪
魔
的
な
も
の
が
 生
 じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 
7
 

 
 

潮
 

す
る
牽
引
力
を
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
は
見
て
取
っ
た
の
で
あ
 る
 。
 

 
 
 
 
 
 

捷
し
た
が
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、
神
的
な
も
 の
と
悪
魔
的
な
も
の
と
が
究
極
的
二
元
論
と
し
て
両
立
 し
え
な
い
こ
と
は
い
 
う
ま
 

㏄
 

  人間の問題 

悪
魔
的
な
も
の
が
、
サ
タ
 

ソ
 的
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
 

ろ
 れ
た
も
の
で
は
な
く
、
悪
魔
的
な
も
の
と
し
て
存
在
と
 

形
態
に
い
た
り
 
う
 

る
の
は
、
創
造
の
残
津
を
自
ら
の
う
ち
に
保
っ
て
い
る
か
 

ら
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
人
格
的
に
、
あ
る
い
は
社
会
的
 

に
 、
悪
魔
的
な
も
の
 

は
 自
ら
を
 
現
 わ
す
の
で
あ
る
。
悪
魔
的
な
も
の
の
生
じ
る
 

可
能
性
は
次
の
こ
と
に
基
づ
く
。
す
な
わ
ち
「
聖
な
る
 

も
の
は
常
に
無
制
約
 

ぬ
に
 担
 う
 も
の
で
あ
る
と
同
時
に
無
制
約
的
に
要
式
す
る
 

も
の
で
あ
り
、
深
み
で
あ
る
と
同
時
に
形
式
で
あ
り
、
 

深
淵
で
あ
る
と
同
時
 

に
 根
底
な
の
で
あ
り
、
被
造
物
に
お
い
て
は
そ
の
両
者
が
 

ば
ら
ば
ら
に
な
り
 

ぅ
 る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
。
す
な
 

ね
 ち
、
被
造
物
が
神
 

的
な
深
み
の
無
尽
蔵
性
を
自
ら
の
内
に
巻
き
込
み
、
個
と
 

し
て
自
分
だ
け
で
そ
れ
を
所
持
し
ょ
う
と
欲
し
、
そ
の
 

た
め
に
創
造
的
な
 

潜
 

-
M
-
 

在
 力
が
破
壊
的
に
な
る
こ
と
に
基
づ
く
」
の
で
あ
る
。
 

聖
 な
る
も
の
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
被
造
物
が
、
自
分
 

自
身
た
ろ
 
う
 と
し
て
 

ま
な
る
も
の
の
要
式
に
反
対
す
る
に
い
た
る
。
い
い
か
，
 

え
れ
ば
、
被
造
物
が
自
分
自
身
た
ろ
 

う
 と
し
て
本
質
の
深
 

み
の
無
尽
蔵
性
を
自
 

分
の
内
に
実
現
し
ょ
う
と
す
る
意
志
、
衝
動
に
、
悪
魔
的
 

な
も
の
の
可
能
性
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

本
 質
の
深
み
に
お
い
て
 

は
 深
淵
と
形
態
と
は
統
一
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
 

は
 創
造
 の
み
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
深
淵
が
身
を
起
こ
し
 

て
 形
態
を
破
壊
す
る
 

 
 

 
 

 
 

と
の
類
似
点
を
も
っ
て
い
る
。
 

シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
は
日
人
間
的
 
自
由
の
本
質
 
b
 に
お
い
て
精
神
と
し
て
の
神
と
神
に
お
 

げ
る
自
然
と
を
区
別
 

お
い
て
は
裂
か
れ
得
る
と
こ
ろ
に
、
悪
へ
の
自
由
の
可
能
 

性
を
見
て
い
る
。
根
源
的
な
神
的
意
志
に
対
し
て
人
間
 

ぬ
 意
志
が
自
己
を
申
 

心
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
 

，
 
」
の
よ
う
に
悪
を
選
び
取
る
人
間
の
行
為
の
深
度
に
神
に
 

お
 げ
る
自
然
に
由
来
 



こ
の
 ょ
う
 な
悪
魔
的
な
も
の
は
、
精
神
的
人
格
性
の
中
で
 は
恩
依
 状
態
（
 鰍
お
 の
 
お
コ
ニ
 
の
 @
 
（
）
と
し
て
現
わ
れ
る
。
 
忌
 依
は
 
「
人
格
的
な
 

も
の
の
分
裂
」
 

@
9
-
 

Ⅰ
で
あ
り
、
責
任
を
と
り
う
る
人
格
の
中
心
 
へ
の
攻
撃
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
悪
魔
的
な
も
の
ほ
 社
会
的
に
見
ら
れ
た
 

場
合
に
一
層
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
 
ム
 
ロ
 に
も
そ
れ
は
 
逮
依
 状
態
と
し
て
現
わ
れ
る
。
社
会
的
に
 悪
魔
的
な
も
の
は
、
 

-
 
却
 -
 

「
混
沌
の
中
に
で
は
な
く
、
最
高
の
 
、
 最
も
象
徴
能
力
の
 あ
る
一
つ
の
時
代
の
形
式
の
中
に
」
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
 て
 、
「
包
括
的
な
社
 

@
 
四
 @
 

金
的
統
一
を
通
じ
て
の
人
格
的
な
も
の
の
破
壊
」
が
問
題
 な
の
で
あ
る
。
現
代
の
顔
と
も
い
 う
 べ
き
悪
魔
的
な
も
 の
と
し
て
、
資
本
主
 

義
と
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
挙
げ
て
い
る
。
 

逮
依
 状
態
の
対
立
概
念
 は
 、
恩
寵
に
恵
ま
れ
た
状
態
（
 ㏄
の
 

9
,
 

注
 。
（
 
宙
 。
 ざ
 
で
あ
 

る
 。
悪
魔
的
な
も
の
は
善
の
欠
如
と
い
っ
た
倫
理
的
欠
陥
 で
は
な
く
、
存
在
の
構
造
に
帰
田
す
る
が
故
に
恩
寵
に
 よ
っ
て
の
み
克
服
さ
 

れ
ぅ
 る
と
い
 5
 
こ
と
で
あ
る
。
恩
寵
に
恵
ま
れ
た
状
態
も
 深
淵
の
発
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
新
し
い
創
造
だ
か
 ら
で
あ
る
。
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
、
悪
魔
的
な
も
の
に
注
目
す
る
，
 
し
と
は
、
歴
史
の
意
味
解
明
に
不
可
欠
な
こ
と
と
み
な
さ
 れ
る
。
「
宗
教
の
 

-
 
ジ
 -
 

歴
史
は
 、
 …
…
悪
魔
的
な
も
の
に
対
す
る
不
断
の
闘
 い
で
 あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
視
点
す
な
わ
ち
救
済
史
の
視
点
 で
あ
る
が
、
そ
こ
に
 

-
 
㌍
 -
 

は
 
「
悪
魔
的
な
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
創
造
の
要
素
で
 

あ
る
と
い
う
事
実
」
へ
の
認
識
が
あ
り
、
悪
魔
的
な
も
 の
が
宗
教
史
の
前
提
 

と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 彼
の
歴
 史
 哲
学
に
お
い
て
は
、
「
そ
の
中
で
存
在
の
究
極
的
な
 意
味
が
、
思
惟
と
行
 

為
 の
あ
ら
ゆ
る
有
限
的
形
式
を
貫
い
て
輝
き
通
し
て
い
る
 

 
 

」
を
意
味
す
る
「
 
ヵ
 

-
 
㏄
 -
 

-
 
わ
 -
 

ィ
 p
 ス
 」
と
、
そ
し
て
こ
の
「
悪
魔
的
な
も
の
」
と
が
、
 

主
要
な
 三
 概
念
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

悪
魔
的
な
も
の
に
対
す
る
円
宗
教
的
闘
い
に
対
立
す
る
の
 は
 世
俗
化
で
あ
り
、
世
俗
化
が
悪
魔
的
な
も
の
を
克
服
 す
る
た
め
に
用
 い
 

現
実
的
な
矛
盾
」
 

@
@
-
1
 
 

な
の
で
あ
る
。
悪
魔
的
な
も
の
が
 

永
せ
 座
に
 克
服
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
質
の
深
み
に
お
い
て
の
 

み
で
あ
る
。
 

  

て
の
存
在
の
構
造
に
帰
国
す
る
が
故
に
強
力
で
あ
り
、
 ま
 た
 普
遍
的
で
も
あ
る
。
し
か
る
に
「
端
的
に
闘
わ
れ
な
 け
 れ
 は
 な
ら
な
い
、
 

30) 

そ
れ
ほ
「
聖
な
る
 

反
神
 的
な
も
の
」
 

@
 
-
i
 
 

ァ
 と
い
わ
れ
る
。
悪
魔
 

的
な
も
の
は
先
述
の
よ
う
に
存
在
論
的
概
念
で
あ
り
、
 

存
在
す
る
も
の
す
べ
 
0
 



近代における 人間の問題 

ドス 自覚自覚と（それをに真理 -o- う つ」を 3   
一 キ 

で ・ と 

  
の ト   代 よ い 

洗 と       の う 最 

な も し 

受 に   
特徴的 に対す人間、ことを 懐疑の には同 

  
で と 実 ら 況 の 
い い 際 く の 一 

81@ (231) 

二
 

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
生
人
分
の
間
頭
 

（
 
打
 -
 

る
 武
器
 は
 「
合
理
的
形
式
」
で
あ
る
。
理
性
中
心
的
思
惟
 ほ
 二
次
元
的
な
思
惟
と
し
て
、
「
上
方
と
下
方
へ
向
か
 ぅ
 第
三
の
次
元
、
 す
 

-
 
め
 @
 

な
わ
ち
 神
 約
１
悪
魔
的
、
形
式
突
破
的
、
恩
寵
を
与
え
っ
 つ
 没
落
す
る
次
元
」
を
欠
い
て
い
る
。
た
し
か
に
世
俗
 性
が
 純
粋
な
合
理
的
 

形
式
を
実
現
し
て
い
る
間
は
非
悪
魔
化
も
実
現
さ
れ
て
い
 る
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
純
粋
合
理
性
は
あ
く
ま
 で
 世
俗
的
な
も
の
の
 

努
力
目
標
に
す
ぎ
な
い
故
に
、
世
俗
化
が
追
求
さ
れ
る
 只
 中
で
、
た
と
え
ば
原
罪
に
関
す
る
べ
 ｜
メ
の
 思
想
が
非
 悪
魔
化
を
疑
問
 税
 し
、
 

ヵ
ン
ト
 が
根
本
悪
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
 著
 し
く
特
徴
的
な
出
来
事
と
 い
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
 し
 一
般
的
に
い
っ
て
 

「
世
俗
性
の
中
で
神
的
な
も
の
は
悪
魔
的
な
も
の
の
深
み
 
な
し
に
存
在
し
、
ま
た
悪
魔
的
な
も
の
は
神
的
な
も
の
の
 明
る
さ
な
し
に
 存
 

-
 
鴉
 -
 

在
す
る
」
が
故
に
、
神
的
な
も
の
と
悪
魔
的
な
も
の
と
の
 戦
 い
は
 、
世
俗
性
の
中
で
は
直
接
的
に
は
見
え
な
い
。
 す
な
ね
 ち
、
こ
の
こ
 

と
が
深
み
の
喪
失
を
意
味
し
て
お
り
、
近
代
の
世
俗
的
状
 況
 に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
悪
魔
的
な
人
格
的
、
 社
会
的
 恐
依
 状
態
が
 

顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
 見
，
 
え
て
い
な
い
状
況
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 



だ
ろ
う
。
彼
は
チ
ホ
 ソ
 僧
正
に
見
せ
た
生
口
白
の
中
で
、
「
 こ
ん
な
こ
と
を
書
く
の
は
、
こ
の
感
情
が
い
ま
だ
か
つ
 て
 私
を
全
的
に
征
服
 

し
 づ
く
し
た
こ
と
が
な
く
、
常
に
意
識
が
全
ぎ
ま
ま
に
 残
 っ
て
い
た
こ
と
を
、
み
な
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
た
め
 で
あ
る
（
し
か
り
、
 

-
 
ぬ
 -
 

す
べ
て
が
意
識
の
う
え
に
こ
そ
成
り
立
っ
て
い
た
の
だ
㌔
 

私
は
そ
の
気
に
な
れ
ば
常
に
自
分
の
主
人
で
あ
っ
た
」
 と
記
し
て
い
る
。
 
こ
 

の
 感
情
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
極
度
に
不
名
誉
な
 
、
 ま
 は
ず
れ
て
屈
辱
的
で
卑
劣
で
、
と
く
に
滑
稽
な
立
場
に
 立
た
さ
れ
る
た
び
、
 

-
 
肪
 -
 

き
ま
っ
て
い
つ
も
、
度
は
ず
れ
な
怒
り
と
同
時
に
信
じ
 ろ
 れ
な
い
ほ
ど
の
快
感
を
か
き
た
て
ら
れ
て
ぎ
た
」
と
 ぃ
 ぅ
 こ
の
快
感
を
指
す
。
 

こ
れ
は
、
屈
辱
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
を
殊
更
 強
 く
 意
識
し
て
、
わ
れ
と
わ
が
身
を
責
め
さ
い
な
ん
だ
 結
 栗
生
じ
る
感
情
で
あ
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
自
己
意
識
に
よ
っ
て
自
分
の
 主
人
た
り
 ぅ
 る
こ
と
は
、
彼
が
他
者
に
対
し
て
自
分
を
 閉
ざ
し
、
自
分
自
身
 

と
の
関
係
に
没
頭
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

そ
 の
 結
果
生
じ
る
彼
の
底
知
れ
な
い
孤
独
の
姿
は
、
母
親
 の
フ
 ル
ワ
ー
ラ
，
夫
人
 

な
し
て
さ
え
も
、
「
自
分
で
も
こ
 
う
 と
ロ
に
出
し
て
言
い
 
あ
ら
わ
せ
な
い
よ
う
な
、
何
か
 漠
 と
し
た
、
神
秘
め
か
 し
た
も
の
」
 
@
6
-
3
 

に
よ
っ
 

@
 
肘
 @
 

て
 恐
れ
さ
せ
、
常
に
「
内
心
の
不
安
」
を
感
じ
さ
せ
る
の
 で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
意
識
に
お
い
て
明
ら
か
に
 な
っ
て
い
る
の
は
、
 

-
 
㏄
 -
 

「
生
き
て
い
く
の
が
気
が
狂
い
そ
う
な
ほ
ど
退
屈
」
だ
と
 い
 う
 徹
底
的
な
退
屈
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
生
の
意
味
を
 見
出
せ
な
い
自
分
自
 

身
の
姿
が
見
え
て
い
る
。
彼
は
自
己
意
識
の
底
に
あ
る
 深
 淵
の
存
在
に
気
づ
き
な
が
ら
も
意
識
的
に
無
関
心
の
中
 へ
と
自
分
自
身
を
追
 

い
 込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
彼
の
い
か
な
る
 行
 為
も
肯
定
的
な
も
の
た
り
え
ず
、
無
目
的
的
な
自
己
運
 動
の
空
転
と
な
ら
ざ
 

る
を
え
な
い
。
そ
れ
も
他
者
を
も
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
 て
 他
者
と
の
関
係
を
破
壊
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
 

，
 
」
の
こ
と
は
、
先
の
 

引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
 よ
う
 に
、
快
感
を
 ぅ
み
 出
す
も
 と
に
な
る
の
は
、
社
会
に
対
す
る
挑
戦
と
い
っ
た
異
常
 な
行
動
と
な
っ
て
 現
 

の 

基盤が ヒ 同悪霊 

ゆるが にお 

け さ 
る れ 
ス て 
タ い 

ヴ る 
p 危 
l 機 
ギ 的 
ン 状 

の 況 
問 の 
題 認 
は 識 

  
下 る 
室   
の 

手 
記 
正 @ 
の 

主 
人 
公 
の 

円目れ ほ 

題 
同 

様、 

自 

己 
意 
識 

ち に 
る 

と 

い 
  
て 
い 

い 

(232) 

-
 
㏄
 @
 

え
ば
、
久
大
地
と
国
民
的
根
原
を
ふ
り
捨
て
た
人
間
 ピ
と
 い
 う
 自
覚
に
ほ
か
な
ら
ず
、
近
代
 p
 シ
ア
人
の
 、
 p
 シ
 7
 人
と
し
て
の
存
在
 

82 



近代における 人間の間 

る い し の 
姿
 で
あ
る
。
無
垢
な
少
女
が
自
殺
に
よ
っ
て
 神
 殺
し
の
 責
 任
 を
と
ろ
り
と
す
る
姿
で
あ
る
。
 

彼
は
出
来
事
の
直
後
に
「
私
は
善
悪
の
別
を
知
り
も
し
な
 い
し
、
感
じ
て
も
い
な
い
男
で
あ
る
…
…
」
と
「
痛
切
 V
 
こ
 自
分
を
定
義
」
 
@
4
@
4
 

-
 
め
 -
 

て
お
り
、
ま
た
「
 ほ
 く
は
自
分
で
自
分
を
赦
し
た
い
。
 

，
 
」
れ
が
 ぽ
 く
の
最
大
の
目
的
、
目
的
の
す
べ
て
」
だ
と
 チ
 ホ
ン
に
告
白
し
て
 

る
 。
た
し
か
に
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
彼
が
善
悪
の
区
 別
に
無
関
心
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
尺
度
は
自
 分
 に
お
か
れ
て
 
ぃ
 

の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
で
自
分
を
 赦
す
た
め
に
チ
ホ
ン
へ
の
告
白
を
思
い
立
っ
た
こ
と
は
 、
 彼
が
自
分
で
自
 

題 

し た 転 び 

目な   
の 耐 う の り に 私紹 若宮 

な退 的な 

の の 統   
に 事 マ 
甦 の ト もめ 、 で し 。 

  え俊 、 り小 ョ さるも あ か 
て 更 l な 。 そ   い に シ 巻 こ の 

る 納 ャ ⑧を の 事 
に 屋 」 - 振 出 作 
ち に の り 来 と 

が 天 姿 あ 事 と 

い る を げ は も 

な 復 日 て   化こマ 

い 女 の ぃ そ 
。 の 前 た れ 数 

赤 姿 に あ か 日 

い を 見 の ら 後 

じ さ げ そ に 
め ま で れ と   
な な は を っ れ に で よ て 彼 
絶 殺 な 快 て ら 展 延 う " 自 

望 」 あ - しか感「 てっ に 呼   
83 



分
を
赦
せ
ず
、
善
悪
の
区
別
に
無
関
心
た
り
え
な
い
こ
と
 を
 意
味
し
て
い
る
。
後
に
彼
が
遺
書
の
中
で
引
用
す
る
 ダ
ー
リ
ャ
の
兄
に
よ
 

-
 
㏄
 -
 

る
 
「
自
身
の
大
地
と
の
つ
な
が
り
を
失
っ
た
者
は
、
自
身
 
の
神
を
も
失
 う
 、
つ
ま
り
自
身
の
目
的
の
す
べ
て
を
 失
 う
 」
と
い
う
言
葉
の
 

も
つ
意
味
は
 
、
 マ
ト
 ン
ョ
 ー
シ
ャ
の
姿
に
お
い
て
彼
に
切
 実
に
実
感
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

い
 い
か
え
れ
ば
 、
彼
女
の
 
、
 神
に
対
 

す
る
純
粋
無
垢
な
姿
を
通
し
て
彼
は
ロ
シ
ア
の
大
地
に
 、
 神
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
 善
 恵
の
区
別
は
鮮
明
に
 

自
覚
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
内
部
に
は
 絶
 望
は
存
在
し
え
な
い
と
遺
書
の
中
で
述
べ
て
い
る
に
も
 か
か
わ
ら
ず
、
す
で
 

に
 自
分
が
自
分
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
お
い
て
自
分
の
絶
 望
 そ
の
も
の
の
姿
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
 る
 。
し
か
し
、
彼
は
 

最
後
ま
で
「
 ョ
 ー
ロ
ッ
バ
的
な
教
養
を
完
壁
に
身
に
つ
げ
 な
が
ら
、
正
し
い
ロ
シ
ア
語
を
つ
い
に
 学
 お
こ
と
な
く
 終
っ
た
ロ
シ
ア
貴
族
 

の
子
弟
 
@
7
@
4
 
 

口
 と
し
て
、
善
悪
の
区
別
も
絶
望
も
認
め
よ
う
と
 は
し
な
い
。
こ
の
葛
藤
の
中
で
彼
の
自
己
意
識
は
 、
そ
 の
 根
底
な
る
深
淵
を
 

前
に
し
質
的
転
換
を
迫
ら
れ
る
極
限
の
と
こ
ろ
で
最
高
 度
 に
緊
張
し
て
い
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

こ
の
よ
う
に
 
ス
 タ
 グ
 p
l
 ギ
ソ
 は
、
無
邪
気
な
少
女
を
し
 て
そ
の
神
を
殺
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
存
在
の
 破
れ
を
明
白
に
 自
 

-
 
㎎
 -
 

覚
少
巳
せ
氏
ノ
 

れ
ス
 リ
 
に
い
 ム
卜
 
ス
リ
の
 
*
 に
が
、
日
 
カ
ラ
マ
ー
 ゾ
フ
 の
 兄
弟
ヒ
 
の
ィ
ヮ
ソ
 は
、
「
神
を
認
め
」
 ほ
 す
る
が
、
小
さ
 ぎ
 者
の
苦
悩
が
こ
の
 

世
に
あ
る
が
故
に
、
「
神
の
創
っ
た
世
界
な
る
も
の
を
 
認
 め
な
 Ⅱ
」
の
で
あ
る
。
こ
の
 

@
9
-
 

ょ
う
 な
考
え
方
の
方
向
に
 、
 彼
の
叙
事
詩
「
 大
 

審
問
 官
 」
は
成
立
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
我
々
 の
時
代
に
と
っ
て
最
も
印
象
的
で
、
聖
な
る
悪
魔
的
な
 力
の
究
極
的
な
深
み
 

-
 
㏄
 -
 

を
 把
握
し
て
い
る
象
徴
は
ド
ス
ト
 ヱ
 フ
ス
キ
ー
が
見
、
 
キ
 け
 ス
ト
に
対
立
さ
せ
た
「
大
審
問
 官
 」
で
あ
る
」
と
 述
 べ
て
い
る
。
「
お
前
 

と
あ
の
と
 ぎ
 お
前
に
問
い
を
発
し
た
悪
魔
と
、
一
体
ど
ち
 

 
 

審
問
 官
 の
 問
 い
は
、
 

ィ
ヮ
ソ
 自
身
の
疑
問
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
五
世
紀
前
に
 キ
リ
ス
ト
が
人
間
に
も
た
ら
し
た
自
由
と
愛
に
関
す
る
 疑
問
で
あ
る
。
「
 自
 

-
 
亦
 -
 

分
を
愛
す
る
以
上
に
人
卍
を
愛
し
た
」
ョ
東
 

@
5
 
 
キ
リ
ス
ト
は
当
時
 人

々
に
「
（
あ
な
た
方
を
自
由
に
し
て
あ
げ
た
い
 

ピ
と
 し
き
り
に
い
っ
て
 い
 

た
が
、
大
審
問
 官
 た
ち
は
そ
の
仕
事
を
ひ
き
 ぅ
げ
 、
「
 奇
 蹟
と
 自
、
、
、
 

神
秘
と
権
威
の
上
に
」
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
 

、
、
 

由
 と
い
う
人
類
に
と
 

-
 
巳
 -
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近代における 人間の問題 

そ
れ
が
人
類
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
大
審
問
 官
 は
 主
張
す
る
。
 

イ
ワ
ン
は
 、
 ス
メ
ル
 ジ
 ヤ
コ
ブ
と
の
三
度
目
の
対
面
か
ら
 戻
っ
て
来
た
自
分
の
部
屋
で
、
彼
の
分
身
で
あ
る
悪
魔
 と
対
 侍
 す
る
。
 

「
人
間
た
ち
は
苦
し
ん
で
い
る
よ
、
し
か
し
…
…
そ
の
 

代
 り
 、
と
に
か
く
生
き
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
、
幻
想
の
中
で
 じ
ゃ
な
く
、
現
実
 

@
 
㏄
 @
 

に
 生
き
て
い
る
ん
だ
」
と
悪
魔
は
い
 う
 。
そ
し
て
何
ご
と
 か
が
起
こ
る
た
め
に
は
「
（
否
定
す
る
半
役
を
仰
せ
っ
 

げ
 ら
れ
て
し
る
」
 

自
、
 

-
6
 

5
 ）
 

分
 が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
悪
魔
の
存
 在
 が
世
界
に
必
要
だ
と
い
う
の
な
ら
、
そ
の
責
任
は
世
 界
 を
割
っ
た
神
に
問
 

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
更
に
そ
の
延
長
線
上
の
 最
 極
端
に
成
立
す
る
大
審
問
官
の
支
配
す
る
世
界
に
関
 し
て
も
同
様
の
こ
と
 

が
い
え
る
。
い
 
う
 ま
で
も
な
く
否
定
す
る
役
を
担
 う
 悪
魔
 が
な
す
究
極
的
否
定
は
 、
 神
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
 。
神
を
否
定
す
る
 悪
 

魔
 が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
を
神
が
割
っ
た
こ
と
に
 よ
り
、
神
の
責
任
に
お
い
て
神
の
存
在
そ
の
も
の
が
 否
 定
 さ
れ
る
に
 
い
 た
る
。
 

そ
こ
で
 

4
7
 

ソ
 の
い
う
、
こ
の
世
で
は
「
す
べ
て
が
許
さ
 れ
る
」
 

@
7
-
5
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
ど
ん
な
罪
も
 、

わ
れ
わ
れ
の
許
し
 

-
 
㏄
 -
 

を
 得
て
な
さ
れ
た
の
な
ら
償
わ
れ
る
」
と
い
う
大
審
問
 官
 の
 言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
 

イ
ワ
ン
の
、
す
べ
て
は
許
さ
れ
る
立
場
に
お
い
て
は
、
 

善
 悪
の
区
別
は
 ス
 タ
 グ
 ロ
 ー
ギ
ン
 に
見
ら
れ
た
以
上
に
徹
 底
 的
に
な
く
な
る
 

の
は
当
然
で
あ
る
。
ス
タ
 ヴ
 ロ
一
ギ
ン
も
遺
書
の
中
で
、
 
「
私
の
内
部
か
ら
流
れ
出
た
も
の
は
、
何
ら
の
お
お
ら
か
 さ
も
、
何
ら
の
力
 

-
 
㏄
 -
 

も
も
た
な
い
単
な
る
否
定
の
み
で
し
か
な
か
っ
た
」
と
や
 は
り
自
ら
の
否
定
性
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
が
、
 

イ
 ヴ
 ソ
の
 否
定
性
は
よ
り
 

徹
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
悪
魔
と
い
う
自
分
自
身
の
幻
覚
が
 イ
 ヴ
 ソ
 に
 見
，
 
ぇ
 出
す
こ
と
に
お
い
て
、
自
分
が
自
分
に
耐
え
ら
れ
な
く
 な
り
、
彼
の
存
在
 

 
 

は
 破
れ
は
じ
め
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
否
定
す
る
役
を
担
 ぅ
悪
魔
と
し
て
の
自
分
自
身
の
姿
に
直
面
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
 、
 実
は
神
と
㈹
 

対
面
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
彼
の
内
面
的
葛
藤
が
 頂
 点
 に
達
す
る
の
は
、
自
分
が
そ
の
意
志
を
自
分
自
身
の
 支
配
下
に
お
さ
め
て
 
蹄
 

っ
て
重
荷
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
軽
減
し
て
や
り
、
羊
の
群
 れ
と
し
て
服
従
さ
せ
た
と
き
に
は
じ
め
て
人
類
は
自
由
 に
な
れ
る
の
で
あ
り
、
 



い
る
つ
も
り
の
ス
メ
ル
ジ
ャ
コ
 

ブ
 に
よ
り
、
自
分
が
否
定
 さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
ス
メ
ル
 ジ
ャ
コ
 
ブ
 は
、
「
「
 
だ
 

-
 
㏄
 -
 

れ
に
も
罪
を
着
せ
ぬ
た
め
、
自
己
の
意
志
に
よ
っ
て
す
す
 ん
で
生
命
を
絶
つ
」
」
と
い
う
遺
書
を
残
し
て
自
殺
し
て
 

し
ま
う
。
イ
ワ
ン
 

の
 存
在
は
ま
す
ま
す
破
れ
、
否
定
に
徹
し
 き
 れ
な
く
な
り
 、
 神
を
徹
底
的
に
否
定
し
ょ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
 

神
の
存
在
が
彼
に
迫
 

っ
て
く
る
。
「
大
審
問
 官
 」
の
結
末
に
お
け
る
、
キ
リ
ス
 
ト
を
 否
定
す
る
大
審
問
 官
 に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
の
無
 @
 の
 接
吻
は
、
自
分
を
 

否
定
す
る
者
を
も
赦
す
キ
リ
ス
ト
の
愛
を
象
徴
す
る
も
の
 と
 考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
大
審
問
 官
は
 、
翌
日
天
 あ
 ぶ
り
に
す
る
は
ず
の
 

キ
リ
ス
ト
を
放
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

ス
タ
ヴ
 ロ
ー
ギ
ン
、
イ
ワ
ン
共
々
近
代
的
知
性
の
代
表
者
 で
あ
る
。
彼
ら
の
問
題
は
自
己
意
識
、
自
己
意
志
の
間
 額
 で
あ
り
、
神
と
 

世
界
に
対
し
て
自
己
の
内
に
閉
鎖
し
、
孤
独
な
謎
の
人
物
 と
し
て
現
わ
れ
る
。
し
か
も
彼
ら
の
自
己
の
内
に
閉
鎖
 し
た
世
界
が
著
し
く
 

重
要
な
意
味
を
お
び
る
場
面
で
、
そ
の
閉
鎖
的
世
界
が
 「
部
屋
」
と
い
う
形
態
に
お
い
て
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
 
る
よ
う
に
思
え
る
。
 

ス
タ
ヴ
 p
 ー
 ギ
ソ
 に
と
っ
て
唯
一
の
耐
え
ら
れ
な
い
姿
と
 な
っ
た
の
は
、
 
マ
ト
 リ
ョ
ー
シ
ャ
が
彼
の
部
屋
の
戸
口
 に
 立
っ
て
 、
 彼
に
向
 

か
っ
て
小
さ
な
拳
を
振
り
上
げ
る
姿
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
 小
さ
な
拳
は
力
一
杯
彼
の
世
界
を
震
 撫
 さ
せ
る
の
で
あ
 る
 0
 ま
た
イ
ワ
ン
は
 
、
 

ス
メ
ル
ジ
ャ
コ
 
ブ
 と
の
三
度
目
の
対
面
か
ら
帰
り
自
分
の
 部
屋
に
踏
み
込
ん
だ
と
た
ん
、
「
ふ
い
に
何
か
氷
の
よ
 う
 な
も
の
が
心
に
触
 

-
 
㏄
 -
 

れ
た
」
。
そ
こ
は
彼
の
自
己
の
内
面
と
い
う
、
外
と
は
 
全
 く
 別
の
世
界
で
あ
る
。
彼
と
そ
の
分
身
で
あ
る
悪
魔
 と
 が
対
 時
し
て
い
る
そ
 

0
 部
屋
か
ら
悪
魔
が
退
散
す
る
の
は
、
 

ァ
リ
，
｜
 シ
ャ
が
 部
屋
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
た
時
な
の
で
あ
る
。
更
に
 、
 大
審
問
官
は
牢
獄
の
 

ギ
リ
ス
ト
の
も
と
へ
一
人
ぎ
り
で
訪
れ
、
最
後
に
彼
は
戸
 口
 に
歩
み
よ
り
、
三
町
の
暗
、
広
場
 

ピ
し
 
-
2
 

G
 
 

）
 へ
と
 キ
リ
ス
 ト

を
 放
し
た
の
で
あ
 

る
 。
終
始
無
言
の
キ
リ
ス
ト
に
接
吻
さ
れ
た
時
、
彼
は
身
 ぶ
る
い
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
 ょ
う
 に
 こ
 れ
ら
の
部
屋
は
 、
大
 

地
 と
神
を
象
徴
す
る
よ
う
な
そ
の
部
屋
の
外
な
る
も
の
に
 よ
っ
て
の
み
、
そ
の
閉
鎖
性
が
動
揺
さ
せ
ら
れ
て
い
る
 。
大
地
を
失
っ
た
部
 

屋
は
土
台
を
欠
い
た
部
屋
の
ご
と
く
、
崩
壊
す
る
以
外
に
 な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
土
台
を
欠
い
た
部
屋
を
さ
 え
つ
つ
み
込
ん
で
し
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」
 そ
 課
題
性
の
実
現
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
い
た
ら
ぬ
 限
 り
 状
態
そ
れ
ぞ
れ
に
は
 可
 

近
能
 性
が
あ
り
、
不
安
は
な
く
な
ら
な
い
。
い
や
む
 し
 ろ
 罪
が
前
提
さ
れ
た
後
に
 、
 更
に
罪
が
措
定
さ
れ
よ
 う
 と
す
る
場
合
に
お
け
る
 不
 
87       

輔
の
自
覚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
、
 
罪
が
措
定
さ
れ
た
 こ
と
に
よ
っ
て
不
安
は
止
揚
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
 「
善
に
お
い
て
の
み
、
 

状
 

   
 

る 人間 0 

、え 
る ・   

っ 問題 

く 課 い 対 揚 し な 萌 ま 

鎧 う 

し 大   
    部 の 
  屋 愛   tt  の   
Ⅰ くノ 

のさ 崩、 
ケ 壊 深 
コ   の さ 

危 な 

象徴 Ⅰ 1 し 機に 

[ 
お 

際 し 
し て 

け て い 

る る     
予 す は て 神 を 安 ケ @ L   キ 
ま、 感さ 目標 なわ 原初 は じ によ ひ 神 リ 

ね ち 酌 め り と 真 に ス 

て 堕 に て 交 す の 
い 罪 は 課 え べ 精 

の 出 ト 

会 の 
た に こ 題 ら ぎ 神 つ 接 
課 お の は れ 美 的 て 吻 
題 い 課 達 て 存 目   い に 

る ナま 

の か 由の実 へ性の 自 て、下 題性 成され いる」 @4- G である で ・ な 

寛 宏 の る が 。 現 あ ら 
と は 予 の 故 な た   しる。 え よ、   の 

で， 
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え の 不 こ な い な げ が 
な ょ 安 の 綜 う い る 「     

い う の よ 合 極 限 煩 悪 れ 
こ に 内 う に 端 り 白 魔 ら 

と 見 に な お な 止 と 的 の 



安
 こ
そ
、
最
も
厳
密
な
意
味
で
の
主
観
的
不
安
と
い
わ
ぬ
 ば
な
ら
な
い
。
悪
魔
的
な
も
の
は
、
こ
の
厳
密
な
意
味
 に
お
け
る
主
観
的
 不
 

安
の
緊
張
し
た
極
限
に
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
 ら
 、
徹
底
的
な
罪
の
目
覚
は
救
済
へ
と
導
か
れ
真
の
精
 神
 的
自
由
に
い
た
り
 

ぅ
 る
で
あ
ろ
う
が
、
悪
魔
的
な
も
の
は
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
 と
こ
ろ
で
罪
の
自
覚
を
中
止
し
て
自
己
の
内
に
閉
じ
こ
 も
っ
て
し
ま
う
姿
で
 

あ
る
か
ら
。
 

先
述
し
た
心
身
の
綜
合
が
真
に
立
体
的
な
構
造
を
も
ち
、
 

立
体
的
な
課
題
性
を
担
い
 う
 る
に
は
、
そ
の
関
係
が
そ
 れ
 自
身
に
関
係
す
 

る
と
い
う
自
己
関
係
の
底
に
、
全
関
係
を
措
定
し
た
も
の
 に
 関
係
す
る
と
い
う
 神
 関
係
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
自
死
に
 

至
る
病
 臼
 に
お
い
て
、
こ
の
綜
合
の
関
係
性
が
深
め
ら
れ
 、
絶
望
は
自
己
関
係
と
神
関
係
と
の
間
の
細
 鮪
と
 規
定
 さ
れ
る
に
い
た
る
が
、
 

円
 不
安
の
概
念
 ヒ
 で
は
神
関
係
は
表
面
に
は
出
て
い
な
い
 。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
罪
、
罪
、
悪
と
い
っ
た
 
問
題
を
め
ぐ
る
分
析
 

を
 通
し
て
、
自
己
関
係
の
底
に
神
関
係
が
浮
き
出
し
て
い
 る
の
は
い
 5
 ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
悪
魔
的
な
も
 の
の
考
察
に
お
い
て
 

そ
れ
は
頂
点
に
達
し
て
い
る
と
い
え
る
。
自
己
関
係
が
神
 関
係
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
 悪
魔
的
な
も
の
に
お
 

い
 て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
善
に
対
す
る
不
安
と
し
て
 の
 悪
魔
的
な
も
の
に
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
 
ろ
に
、
 
円
 不
安
の
概
 

念
ヒ
 か
ら
日
死
に
至
る
病
 目
 に
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
 

た
道
が
開
か
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
 日
死
 に
 至
る
病
 L
 に
お
い
 

て
 綜
合
の
関
係
性
の
自
覚
は
一
層
深
化
、
尖
鋭
化
さ
れ
、
 

そ
れ
と
同
時
に
不
安
が
絶
望
へ
と
深
化
、
尖
鋭
化
さ
れ
 る
に
い
た
っ
た
の
で
 

あ
る
。
そ
こ
で
は
「
悪
魔
的
な
絶
望
は
、
絶
望
し
て
 自
 己
 自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
、
と
い
う
絶
望
の
う
ち
で
 最
 
も
そ
の
度
を
強
め
た
 

-
 
㏄
 @
 

@
 
印
 -
 

形
態
の
も
の
」
す
な
わ
ち
「
反
抗
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
 形
態
の
も
の
は
、
自
己
が
自
己
自
身
を
自
ら
措
定
し
た
 の
で
は
な
く
、
自
己
 

が
 自
己
自
身
に
関
係
す
る
と
同
時
に
全
関
係
を
措
定
し
た
 も
の
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
が
 故
に
、
自
己
が
他
者
 

に
 依
存
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
な
ら
ぬ
証
し
で
あ
る
。
 

，
 
し
れ
こ
そ
絶
望
の
 
一
 形
態
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
あ
ら
 ゆ
る
絶
望
が
結
局
は
 

-
 
㏄
 @
 

こ
の
絶
望
に
分
解
さ
れ
還
元
さ
れ
る
」
よ
う
な
根
本
的
な
 形
態
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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近代における 人間の問題 

絶
望
の
度
 ム
ロ
 
い
と
自
己
意
識
の
度
合
い
と
は
比
例
的
で
 あ
っ
て
、
「
絶
望
の
度
は
自
己
意
識
に
比
例
し
て
強
ま
る
 。
そ
し
て
自
己
の
 

-
 
㏄
 -
 

度
は
 、
自
己
を
は
か
る
尺
度
に
応
じ
て
強
ま
り
、
神
が
 尺
 度
 と
な
る
場
合
に
は
無
限
に
強
め
ら
れ
る
」
の
で
あ
り
 、
「
 罪
 と
い
う
の
は
、
 

神
の
前
で
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
 ノ
 
し
 と
か
、
あ
る
い
は
神
の
前
で
絶
望
し
て
自
己
自
身
た
ろ
 う
と
欲
す
る
こ
と
か
 

@
 
屋
 -
 

で
あ
る
。
」
こ
の
後
者
が
悪
魔
的
な
絶
望
に
ほ
か
な
ら
な
 い
が
、
こ
こ
で
前
章
に
お
け
る
ド
ス
ト
 ヱ
 フ
ス
キ
ー
の
 
主
人
公
た
ち
に
つ
い
 

て
 言
及
し
た
い
。
ス
タ
 プ
 ロ
ー
 ギ
ン
 に
お
け
る
最
大
の
問
 題
は
自
己
意
識
の
問
題
で
あ
っ
た
。
「
地
下
室
の
手
記
 
b
 に
お
い
て
も
、
 
自
 

ら
 自
己
意
識
の
泥
沼
に
は
ま
り
こ
み
、
居
直
っ
て
い
る
 
「
ば
く
」
が
主
人
公
で
あ
る
。
「
諸
君
、
あ
ま
り
に
意
識
 し
す
ぎ
る
の
は
病
気
 

で
あ
る
」
、
 

-
l
-
 

ァ
 

「
た
ん
に
意
識
の
過
剰
ば
か
り
で
な
く
、
お
よ
 

そ
い
っ
さ
い
の
意
識
は
病
気
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
 が
 主
人
公
の
深
く
確
 

-
2
-
 

宿
 す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
主
張
は
 、
キ
エ
 
ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
が
絶
望
を
「
死
に
至
る
病
」
と
解
し
、
絶
望
を
 普
遍
的
な
も
の
と
す
 

る
 見
方
に
通
じ
て
い
る
。
自
己
意
識
の
問
題
が
 キ
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
、
ド
ス
ト
ニ
フ
ス
キ
ー
両
者
に
と
っ
て
重
要
で
 あ
る
と
同
時
に
 、
そ
 

の
 自
己
を
は
か
る
尺
度
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
地
下
室
の
住
人
は
つ
い
に
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
 な
る
。
「
え
い
、
 
こ
 

こ
ま
で
き
て
、
ま
だ
嘘
を
つ
こ
 う
 と
い
う
の
か
 
!
 嘘
 と
い
 ぅ
 の
は
、
一
番
よ
い
の
は
決
し
て
地
下
室
で
は
な
く
て
 、
ぼ
く
が
渇
望
し
て
 

い
な
が
ら
決
し
て
見
出
せ
な
い
何
か
別
の
も
の
だ
と
い
う
 こ
と
を
、
二
二
が
四
ほ
ど
に
は
っ
き
り
知
っ
て
い
る
か
 も
た
 !
 地
下
室
な
ん
 

-
 
杓
 -
 

ぞ
糞
 く
ら
え
 !
 」
と
。
こ
れ
は
ま
さ
に
作
者
自
身
の
叫
び
 声
で
あ
り
、
主
人
公
が
求
め
て
い
る
の
は
、
「
信
仰
に
 対
す
る
渇
望
」
と
 先
 

に
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

p
 シ
ァ
人
 と
し
て
の
大
地
 と
 神
へ
の
渇
望
で
あ
り
、
こ
の
渇
望
の
自
覚
に
お
い
て
 、
自
己
を
は
か
る
 尺
 

度
は
神
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ス
タ
ブ
ロ
ー
 ギ
ン
 の
「
神
を
信
じ
な
い
で
、
悪
霊
だ
け
を
信
じ
る
こ
 と
が
で
 き
 ま
す
か
 

ね
 ?
 
-
4
-
7
 
 

こ
 
と
い
う
問
い
か
げ
に
、
チ
ホ
ン
は
「
そ
れ
ど
こ
ろ
 か
 、
完
全
な
無
神
論
で
さ
え
、
世
俗
的
な
無
関
心
よ
り
 ほ
 ま
し
で
す
」
と
 答
 

（
 
5
-
 

 
 
 
 
 
 

え
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
完
全
な
無
神
論
者
 

は
 、
完
全
な
 信
仰
に
至
る
最
後
の
階
段
に
立
っ
い
る
か
ら
で
あ
 る
 。
 キ
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
㏄
 

ル
 に
お
い
て
も
同
じ
く
絶
望
に
つ
い
て
の
無
知
は
、
意
識
 と
い
う
規
定
の
も
と
に
み
ら
れ
た
絶
望
の
中
で
も
最
低
 度
の
も
の
と
み
な
さ
 
8
9
 



広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
 は
 精
神
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
心
身
の
綜
合
で
あ
る
か
 ら
で
あ
る
。
同
じ
く
 

こ
の
点
か
ら
、
自
由
は
肉
体
的
・
心
理
的
に
、
ま
た
精
神
 的
に
喪
失
さ
れ
う
る
の
だ
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 よ
 っ
て
我
々
の
時
代
 
は
 

-
 
け
 -
 

ど
 は
び
こ
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
悪
魔
的
な
 も
の
も
、
「
尤
も
最
近
は
特
に
精
神
的
な
領
域
に
現
 わ
 れ
る
」
と
但
し
書
き
 

が
 つ
 げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
が
精
神
的
に
喪
失
 さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
点
が
近
代
の
特
徴
と
 い
 え
 る
 だ
ろ
う
。
 

-
 
用
 @
 

悪
魔
的
な
も
の
に
お
い
て
、
「
自
由
は
非
自
由
と
し
て
 
措
 定
 さ
れ
て
い
る
」
。
非
自
由
は
い
 
う
 ま
で
も
な
く
自
由
の
 否
定
で
あ
る
が
、
 

単
な
る
否
定
で
は
な
い
。
も
し
単
な
る
否
定
に
す
ぎ
な
い
 な
ら
、
悪
魔
的
な
も
の
は
善
に
対
す
る
不
安
と
は
い
え
 な
く
な
る
。
不
安
は
 

あ
く
ま
で
自
由
の
可
能
性
で
あ
り
、
非
自
由
も
自
由
の
現
 象
と
い
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
悪
魔
的
な
も
の
の
第
一
の
 特
徴
は
自
己
 内
 閉
鎖
 

牲
 で
あ
り
、
こ
れ
は
自
己
が
自
己
の
内
に
自
己
自
身
を
閉
 じ
こ
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
 一
 ゆ
の
関
係
性
が
切
断
 

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
関
係
性
の
完
全
な
切
断
 ほ
 窒
息
に
ほ
か
な
ら
ず
、
精
神
的
な
死
を
意
味
す
る
で
 あ
ろ
う
。
ま
た
自
己
 

内
 閉
鎖
性
そ
の
も
の
が
誤
り
と
い
う
の
で
は
な
く
、
 

む
 し
ろ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
皮
肉
の
場
合
は
、
開
示
性
に
向
か
っ
 て
 人
々
に
対
し
て
 自
 

己
を
閉
鎖
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
開
示
性
が
目
的
 で
あ
る
の
に
対
し
て
、
悪
魔
的
な
も
の
の
場
合
に
は
、
 

自
己
 内
 閉
鎖
性
自
体
 

を
 自
己
目
的
と
し
て
そ
れ
に
固
執
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
 

自
ら
誤
り
を
欲
す
る
意
志
な
の
で
あ
る
。
 

自
己
 内
 閉
鎖
性
を
欲
し
て
い
る
非
自
由
が
自
ら
 顕
 わ
に
な
 ろ
 う
 と
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
一
切
の
関
係
性
を
 ゆ
断
 す
る
こ
と
を
 

欲
す
る
と
こ
ろ
で
、
微
妙
に
関
係
性
を
も
ら
す
点
に
 、
悪
 魔
 的
な
も
の
が
限
界
に
現
わ
れ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
 げ
ら
れ
る
理
由
が
あ
 

-
 
乃
 @
 

る
 。
「
外
に
あ
る
自
由
」
に
触
れ
ら
れ
、
不
安
に
駆
ら
れ
 て
そ
れ
に
対
し
て
自
己
の
内
に
閉
じ
こ
も
ろ
 う
 と
し
て
 、
 逆
に
そ
れ
と
の
 
関
 

全 
悪 な 
魔 否 

定 的な が 
も 意 
の 味 
llT  さ 
『 れ 
下 る 
安 と 

の こ 

概 ろ 
念 に 
ヒ は 
Ⅲ @ ヒ   
お 神 
い と 

  
実 聞 
学 が ; 

的 前 提 
形ク さ 

而 れ 
上 て 

いるか 学的、 
倫 ら 

理 で 

的 、 ある 医 
学 
的 
見 
地 
か 

ら 

考 
察 
さ 

れ 
て 
お 

り、 

そ 
の   

(240) 

れ
て
お
り
、
チ
ホ
ン
の
答
え
に
お
け
る
信
仰
の
弁
証
法
は
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
も
見
ら
れ
る
。
完
全
な
無
神
論
と
 い
う
こ
と
で
神
の
完
 
0
 

 
 



近代における 人間の問題 

係
 性
を
露
呈
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
が
起
こ
る
の
 ほ
、
 
非
自
由
の
底
に
潜
む
自
由
が
外
に
あ
る
自
由
に
呼
応
す
 る
こ
と
に
よ
っ
て
で
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
外
に
あ
る
自
由
す
な
わ
 ち
 
「
 善
 」
に
対
す
る
不
安
に
お
の
の
く
悪
魔
的
な
も
の
と
 し
て
の
正
体
が
 、
自
 

ら
の
非
自
由
を
欲
す
る
意
志
に
反
し
て
も
れ
て
し
ま
う
 ナ
 し
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

-
 
㏄
 @
 

言
葉
の
面
か
ら
見
る
な
ら
、
悪
魔
的
な
も
の
は
閉
鎖
す
る
 こ
と
に
お
い
て
、
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
「
交
わ
り
」
 を
 拒
否
し
て
い
る
 

-
 
㎝
 -
 

-
 
巴
 -
 

沈
黙
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
本
質
的
に
黙
劇
的
 」
と
い
わ
れ
、
そ
の
話
術
は
「
独
白
」
で
あ
る
。
ハ
イ
 デ
ッ
ガ
ー
が
 
、
 「
 た
 

だ
 真
正
な
仕
方
で
話
す
こ
と
に
於
て
の
み
本
来
的
に
黙
る
 こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
（
そ
れ
 
故
 ）
黙
し
得
る
た
め
に
 ほ
 、
現
有
は
何
か
言
 

ぅ
 べ
 き
 こ
と
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
な
わ
ち
 、
自
己
自
身
の
本
来
的
に
し
て
豊
か
な
開
示
性
を
駆
使
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

@
 
㏄
 -
 

い
 」
と
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
真
正
な
意
味
で
の
沈
黙
は
 開
示
性
、
交
わ
り
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
 成
 立
 す
る
の
で
あ
り
、
 

悪
魔
的
な
も
の
の
沈
黙
は
こ
の
対
極
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
 交
わ
り
を
拒
否
し
て
ど
こ
ま
で
も
自
分
が
自
分
自
身
を
 相
手
に
話
を
す
る
だ
 

げ
の
堂
々
巡
り
と
い
う
、
誤
っ
た
話
し
方
す
な
わ
ち
独
白
 が
そ
の
話
術
な
の
で
あ
る
。
「
い
と
高
き
神
の
子
 ィ
ヱ
 
ス
よ
 、
あ
な
た
は
わ
 

た
し
と
な
ん
の
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
す
」
（
マ
ル
コ
 
第
 五
章
第
七
節
）
と
、
汚
れ
た
霊
に
懸
か
れ
た
人
が
叫
ん
だ
 

よ
 う
 に
 、
外
か
ら
 善
 

に
 触
れ
ら
れ
る
と
、
不
安
の
表
明
の
中
で
自
分
の
姿
を
さ
 ら
 げ
出
す
の
で
あ
る
。
 

閉
鎖
的
な
も
の
は
一
見
連
続
性
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
 見
 え
る
が
、
そ
の
連
続
性
は
独
楽
の
め
ま
い
に
た
と
え
 ら
 れ
て
い
る
。
す
な
 

-
 
ぬ
 @
 

わ
ち
「
そ
の
尖
端
に
立
っ
て
た
え
ず
回
っ
て
い
る
独
楽
」
 の
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
め
ま
い
で
あ
る
。
「
 今
 こ
こ
 
に
あ
る
か
と
思
え
ば
 

-
 
㏄
 -
 

次
の
瞬
間
に
は
姿
を
消
し
、
更
に
ま
た
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
 り
そ
こ
に
あ
る
」
と
い
う
見
せ
か
げ
の
連
続
性
は
突
然
 的
の
も
の
と
い
わ
れ
、
 

悪
魔
的
な
も
の
の
第
二
の
特
徴
を
な
す
。
非
自
由
の
 、
不
 安
 に
取
り
愚
か
れ
て
い
る
様
子
は
ま
さ
に
こ
の
 ょ
う
 な
 も
の
で
あ
り
、
そ
れ
 

 
 
 
 
 
 

が
 先
述
の
よ
う
に
意
志
に
反
し
て
 顕
 わ
に
な
る
際
の
仕
方
 は 突
然
的
な
の
で
あ
る
。
連
続
性
か
ら
の
、
つ
ま
り
「
 先
行
す
る
も
の
と
 後
 

㏄
 

 
 

-
 
㏄
 -
 

 
 

続
 す
る
も
の
か
ら
の
完
全
な
抽
象
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 同
様
に
 、
 罪
の
中
に
閉
鎖
し
つ
づ
け
る
こ
と
は
 無
 内
容
 に
し
て
退
屈
な
こ
と
 



立
場
で
あ
る
。
「
人
間
理
性
の
自
立
化
と
い
ふ
こ
と
の
 
根
 抵
に
 存
在
そ
れ
自
身
の
自
主
化
の
衝
動
と
も
い
 ふ
 べ
き
も
 の
が
潜
み
、
更
に
 

そ
の
衝
動
の
最
も
深
い
 根
抵
に
 
「
自
己
 
｜
意
 」
」
，
 

仝
 
l
-
3
-
9
 
 

ひ
 
が
働
 い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
俗
主
義
の
立
場
は
「
近
代
 的
に
は
デ
モ
 一
 ニ
ッ
 

 
 

い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ほ
、
「
古
い
キ
リ
ス
ト
教
神
学
 で
は
、
神
の
全
能
の
 

-
 
㏄
 @
 

座
を
暦
 し
よ
う
と
し
て
悪
魔
の
誘
ひ
に
陥
っ
た
人
間
 精
 神
の
あ
り
方
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

求
め
」
 

、
（
 

l
-
9
 
 

、
 「
「
 
時
 」
と
い
う
も
の
が
、
現
在
の
根
 低
に
 開
か
 
れ
る
無
限
な
開
げ
を
 侯
 っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
と
い
ふ
 

，
 
し
 と
を
自
覚
し
な
い
」
 

の
 「
勝
義
に
お
け
る
「
世
俗
 

イ
 
ヒ
 
@
0
-
 

9
 
 

」
」
 
の
 立
場
は
、
「
「
 

時
 」
 の
う
ち
に
存
在
し
生
起
す
る
も
の
の
「
も
と
」
を
 

、
た
 
 
 

主 
義 冒   
0 頭 
基 v こ   
礎 そ を た 時 衰 退 い こ 
に の " 一 

薬 一口 

る る 微 で 起 も 悪 と に の し な 魔 
同 惑 お 永 て い 的 
時 魔 い 違 い 長 な   
の も 最 同 で 間 の   意 の も じ あ は 第 

  味 は 突 く る 「 二 
の 時 鋭 「 。 悪 の 
充 間 化 永 こ の 特 
実 と さ 遠 の 恐 徴 
を 氷 れ の よ る で 
表 遠 た ア ラ べ あ   

  年間 ムロういう カヰ こ 、 して 第三 無 内   
も に て 間 徴 を お 

  ろし ないおいいる を 喪 f ま 、 表し 

のあ 。 て の 失 悪 " て 
の で し 魔 反 黙 
み あ た 的 響 考 

「世俗化」るいは -9@@ 実 
」 証 

  
さ こ " の る 悪 

で 主 れ こ 限 の こ 魔 

あ 義 る で 界 時 と の 
る と の は に 間 す 姿 

6 表 で 時 現 的 ら に 
の 裏 あ 問 わ 持 木 象 
を す 
見 る   
て 進 そ 遠 悪 い な れ 
い 歩 

    
こ 想   
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-
 
Ⅲ
 -
 

と
い
わ
れ
る
よ
さ
に
、
「
い
つ
ま
で
も
つ
づ
く
反
復
と
い
 
ぅ
 循
環
運
動
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
い
わ
 ば
 空
間
化
さ
れ
た
 時
 

間
を
表
し
、
方
向
づ
け
を
も
た
な
い
時
間
に
ほ
か
な
ら
な
 い
 。
こ
の
空
間
に
 よ
 る
支
配
か
ら
脱
し
た
と
こ
ろ
に
、
 時
間
は
新
し
い
も
の
 

へ
の
方
向
づ
 け
 を
も
っ
創
造
的
な
も
の
と
な
り
、
歴
史
の
 中
に
決
定
的
な
初
め
と
終
わ
り
が
生
じ
 ぅ
 る
の
で
あ
る
 。
「
、
 

水
遠
 の
も
の
へ
 

 
 

-
 
鵬
 @
 

の
 気
遣
い
」
は
 、
 絶
え
間
な
い
衝
動
の
中
で
立
ち
止
ま
る
 
「
 
今
 こ
こ
し
に
お
い
て
の
み
生
じ
、
こ
こ
に
垂
直
線
的
 な
 深
み
の
次
元
が
開
 

か
れ
る
。
「
神
の
意
志
に
 
よ
 る
始
め
と
終
り
を
も
た
な
く
 な
っ
た
「
 時
 」
が
、
世
俗
化
に
お
け
る
「
世
界
」
の
「
 

 
 

て
も
い
わ
れ
、
そ
こ
で
は
人
間
の
営
み
の
一
々
が
「
散
乱
 し
、
 各
々
 

自
己
目
的
的
に
」
。
 

ヵ
 
@
 
-
5
-
 

㏄
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
 る
 。
 

こ
の
 ょ
う
 に
西
谷
に
お
い
て
は
、
先
の
引
用
で
は
「
 近
 代
 的
な
」
、
ま
た
別
の
箇
所
で
ほ
「
近
世
に
現
れ
て
現
代
 

 
 

と
い
わ
れ
る
勝
義
の
世
俗
化
の
立
場
が
考
え
ら
れ
て
い
る
 の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
西
洋
を
前
提
し
て
見
ら
れ
て
い
 る
こ
と
は
い
う
ま
で
 

も
な
い
。
し
か
し
全
世
界
的
に
こ
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
 明
白
な
事
実
で
あ
る
。
無
限
衝
動
の
根
底
に
働
く
「
 自
 己
 1
@
 
意
士
心
 
」
は
「
 毎
恭
 

@
W
W
@
 

題
 
限
な
自
己
中
心
性
、
或
は
無
限
な
自
己
１
円
 ｜
 閉
鎖
 性
 」
を
意
味
し
、
こ
れ
が
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
 悪
魔
的
な
も
の
の
主
要
な
 

 
 

ヱ
 フ
ス
キ
ー
の
主
人
公
た
ち
の
見
せ
る
深
い
孤
独
の
姿
 も
 同
様
で
あ
る
。
近
代
的
 

大
 
な
知
性
を
代
表
す
る
主
人
公
た
ち
の
問
題
は
自
己
 意
 識
 、
自
己
意
志
の
問
題
で
あ
り
、
自
己
は
自
己
自
身
と
 真
摯
に
で
は
な
く
、
閉
鎖
 

 
 

輔
 
的
に
関
係
す
る
あ
り
方
に
と
ど
ま
ろ
 う
 と
す
る
。
 神
 が
な
け
れ
 ば
 何
を
し
て
も
い
い
と
 ぃ
 5
 と
こ
ろ
で
、
 世
 罪
 で
人
間
が
中
心
と
な
り
 

他
愛
と
自
由
が
破
壊
さ
れ
、
究
極
的
に
は
大
審
問
 
官
の
 支
配
す
る
世
界
と
い
う
方
向
に
つ
な
が
る
。
テ
ィ
 リ
ッ
 ヒ
 に
お
い
て
、
悪
魔
的
な
 

近
 
も
の
は
個
人
の
人
格
的
な
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
と
 と

も
に
、
社
会
的
な
レ
ベ
ル
の
問
題
で
も
あ
る
と
さ
れ
 た
 0
 社
会
的
な
レ
ベ
ル
に
 
93 (24 ㊤ 

と
い
う
。
「
前
方
へ
」
と
い
う
表
現
は
方
向
性
を
指
 

す
よ
う
 
に
見
え
る
が
、
「
し
か
も
そ
れ
は
通
常
ぐ
る
ぐ
る
 

回
っ
て
Ⅰ
る
だ
け
」
 

、
 ：
 @
 
。
 
穏
 

-
 

  

-
 
㏄
 @
 

い
 5
 

水
平
面
的
次
元
に
お
け
る
衝
動
に
通
じ
て
い
る
。
 

-
 
ア
 イ
 リ
ッ
ヒ
は
「
単
な
る
無
制
限
の
運
動
」
あ
る
い
は
「
 前
方
へ
と
向
か
う
 衝
 

-
 
針
 -
 

-
 
㏄
 -
 

世
俗
主
義
の
立
場
に
は
「
果
て
し
な
ぎ
方
向
を
含
ん
だ
 衛
 動
性
 」
す
な
わ
ち
「
無
限
衝
動
」
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
 は
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 



お
い
て
も
、
個
人
の
人
格
の
破
壊
が
問
題
な
の
は
い
 う
ま
 で
も
な
い
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
水
平
化
現
象
と
し
 て
と
ら
え
た
も
の
も
、
 

な
 衆
の
中
で
の
個
人
の
平
均
的
あ
り
方
で
あ
る
こ
と
に
 注
 

み
の
次
元
は
回
復
さ
れ
始
め
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
 煮

 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

か
ら
。
し
た
が
っ
て
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ド
ス
ト
 ヱ
 フ
ス
キ
ー
は
、
近
代
 

西
谷
に
よ
っ
て
、
東
洋
で
は
無
始
無
終
の
時
と
無
限
衝
動
 を
 含
む
立
場
と
し
て
「
 業
 」
の
立
場
が
あ
る
と
い
わ
れ
 る
 。
し
か
も
そ
の
 

立
場
で
も
存
在
の
本
質
が
意
志
的
な
も
の
と
し
て
考
え
 も
 れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
世
俗
化
と
業
と
い
う
 一
 ろ
の
 丘
 場
は
類
似
的
に
見
 ，
え
 

る
 。
し
か
し
両
者
を
分
け
る
根
本
的
な
差
異
は
、
そ
れ
ら
 の
 立
場
が
自
ら
の
立
場
を
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
に
か
 か
っ
て
い
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
世
俗
化
の
立
場
が
自
ら
の
立
場
を
自
覚
し
て
い
な
 い
の
に
対
し
て
、
業
の
立
場
は
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
 の
で
あ
る
。
前
述
の
 

-
 
邱
 @
 

よ
う
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
も
、
「
世
俗
性
の
徴
候
 
は
 合
理
的
な
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
の
中
で
は
神
的
な
 も
の
と
悪
魔
的
な
も
 

の
と
の
戦
い
は
直
接
的
に
は
見
え
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
 。
し
か
し
「
世
俗
性
の
中
に
も
絶
え
ず
 神
 的
な
も
の
と
 悪
魔
的
な
も
の
、
 
形
 

-
 
鵬
 @
 

武
実
現
と
創
造
的
深
淵
の
結
ム
ロ
が
あ
る
」
の
で
あ
る
。
 

た
 だ
し
、
悪
魔
的
な
も
の
が
見
え
る
 よ
う
 に
な
る
か
ど
う
 か
は
、
「
そ
の
発
現
 

の
 強
さ
と
象
徴
の
 力
 に
か
か
っ
て
お
り
、
ま
た
時
代
も
し
 く
は
個
人
の
観
照
的
精
神
の
受
容
能
力
に
か
か
っ
て
 い
 

 
 

で
、
世
俗
化
の
立
場
が
自
ら
の
立
場
を
自
覚
し
て
い
な
い
 の
も
当
然
の
こ
と
と
 い
 わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
 世
俗
化
が
自
ら
の
 立
 

場
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
悪
魔
的
な
も
の
と
み
な
す
と
こ
ろ
 で
は
、
世
俗
化
の
立
場
は
突
破
さ
れ
始
め
て
い
る
の
で
 あ
り
、
そ
こ
で
は
 深
 

に
お
け
る
深
み
の
次
元
の
喪
失
を
最
も
深
く
感
じ
と
る
 ナ
 
し
 と
に
よ
っ
て
、
そ
の
次
元
の
回
復
を
最
も
強
く
欲
し
、
 

し
か
も
悪
魔
的
な
も
 

の
の
克
服
を
最
も
強
く
願
っ
た
人
々
で
あ
る
。
ス
タ
 ヴ
 p
 ｜
ギ
ン
や
 
イ
ワ
ン
が
、
近
代
人
と
し
て
の
自
己
意
識
の
 極
限
に
お
い
て
い
か
 

に
 安
ん
じ
え
な
か
っ
た
か
、
そ
の
限
界
状
況
を
見
て
取
る
 こ
と
が
で
き
る
。
 

業
の
立
場
は
 、
 自
ら
の
立
場
を
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
 て
、
 「
崩
れ
初
め
」
 

-
,
-
i
j
 

て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
 通

し
て
、
業
の
立
 

-
 
Ⅲ
 @
 

場
は
 
「
 ぃ
は
ば
 近
世
的
な
世
俗
化
に
お
け
る
世
界
内
存
在
 が
、
 既
に
無
限
の
相
の
も
と
で
の
反
省
を
経
て
現
れ
て
 い
る
」
と
い
う
よ
う
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近代における 人間の問題 
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 サ
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i
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ゴ
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 ド
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0
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㎎
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Ⅱ
の
 
日
汗
局
ヰ
の
 

・
づ
つ
・
 

申
 @
 ㏄
 

（
 い
 
し
）
 づ
 ・
 コ
巳
 
日
ゴ
 
0
 ゴ
・
Ⅰ
 
コ
 Ⅰ
 ひ
 ㍉
 目
 リ
ゴ
①
中
の
 

@
 
の
 
（
 毛
曲
ゴ
 
Ⅱ
す
ゑ
 
ダ
 の
円
仁
俺
の
曲
 

Ⅰ
 
田
 
・
Ⅰ
の
 
萌
い
 
・
の
・
ひ
師
 

（
 
托
 ）
 
づ
 ・
 づ
臣
 由
り
 
サ
 ・
の
の
の
が
 

ヨ
ヨ
 。
 岸
 0
 目
 ガ
 「
キ
辞
㏄
 
p
 臣
巨
 9
 
の
（
二
目
 

㎎
 曲
 Ⅱ
 
ダ
ト
 の
 ウ
 ㏄
。
㏄
・
本
の
 

（
Ⅱ
）
 @
 
Ⅰ
 
@
 ト
 ・
の
・
 ち
 Ⅱ
 

に
 問
題
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
代
に
お
い
て
 ほ
 深
み
の
次
元
が
喪
失
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
人
格
的
 に
も
社
会
的
に
も
 悪
 

魔
 的
な
も
の
が
自
覚
に
の
 ぱ
 ら
な
い
。
し
か
し
深
み
の
 次
 元
 に
お
い
て
は
無
限
の
自
己
 内
 閉
鎖
性
が
極
度
の
緊
張
 状
態
に
あ
り
、
そ
の
 

よ
う
な
自
己
中
心
性
を
自
覚
し
突
破
し
た
と
こ
ろ
で
は
じ
 め
て
無
限
の
開
げ
が
開
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
 い
た
 っ
て
、
自
己
と
 他
な
 

る
 一
切
の
も
の
が
真
に
一
 つ
 に
な
り
 ぅ
 る
の
で
あ
り
、
 垂
 直
線
的
次
元
と
水
平
面
的
次
元
と
の
綜
合
が
実
現
さ
れ
 る
 。
し
か
し
そ
れ
は
 

水
晶
宮
の
ご
と
ぎ
平
板
な
理
想
的
世
界
で
は
な
く
、
 そ
ナ
 
し
で
は
悪
魔
的
な
も
の
と
の
闘
い
が
常
に
自
覚
的
に
闘
わ
 れ
て
い
る
こ
と
が
 前
 

捷
 さ
れ
て
 い
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
こ
そ
近
代
を
 特
徴
づ
け
る
人
間
的
理
性
の
自
立
化
の
意
味
が
真
の
答
 え
を
見
出
し
、
時
間
 

の
 充
実
が
実
現
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
 

な
 意
味
を
も
ち
 ぅ
 る
と
さ
れ
る
。
綜
合
的
存
在
で
あ
る
 人
 間
の
自
己
が
究
極
的
に
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
悪
魔
 的
な
も
の
ほ
必
然
的
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書評 

な
い
は
ず
の
浄
土
真
宗
に
あ
っ
て
な
お
、
親
鸞
の
 
"
 ご
影
ガ
は
 、
 
（
冬
木
 

 
 

出
 で
見
る
限
り
）
阿
弥
陀
如
来
以
上
の
待
遇
を
 ぅ
 げ
て
鎮
座
 ま
 し
ま
す
。
 

と 紹介 

も
わ
れ
わ
れ
の
開
山
信
仰
に
あ
た
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
よ
う
 に
 思
わ
れ
 

る
 。
ひ
と
を
神
に
祀
る
こ
と
を
峻
拒
す
る
点
で
は
キ
リ
ス
ト
教
 と
も
違
わ
 

宗
教
社
会
学
研
究
会
編
 

「
教
祖
と
そ
の
周
辺
 卜
 

雄
山
 閣
 

一
九
八
七
年
一
 0
 月
三
 0
 日
刊
 

A
5
 
判
二
五
三
頁
 
二
 、
八
 

0
0
 

円
 

大
村
英
昭
 

円
 

私
た
ち
の
宗
門
で
は
 "
 ご
 開
山
ガ
と
い
う
言
い
方
を
す
る
が
、
 

よ
り
 
一
 

般
 的
に
は
 
"
 お
大
師
さ
ん
 
ガ
 と
も
呼
ば
れ
る
各
宗
派
の
開
創
者
 た
ち
、
 か
 

ね
て
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
、
同
様
の
教
祖
崇
拝
が
あ
る
 の
か
ど
う
 

か
、
よ
 く
言
わ
れ
る
聖
者
崇
拝
と
は
ど
こ
が
ど
 う
 違
 う
 の
か
な
 ど
 、
専
門
 

の
方
々
に
一
度
 
お
 尋
ね
し
た
い
と
思
っ
て
ぎ
た
。
四
国
巡
礼
な
 ど
に
具
体
 

化
し
た
大
師
信
仰
と
な
る
と
、
あ
る
い
は
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
の
聖
 者
 崇
拝
 と
 

も
あ
る
程
度
は
比
定
で
き
る
 よ
う
 に
思
 う
 。
が
、
浄
土
真
宗
に
 
お
け
る
 

ガ
ご
 開
山
ガ
へ
の
崇
敬
は
こ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
し
、
そ
う
言
え
 ば
、
キ
 

り
 ス
ト
教
で
も
新
教
各
派
に
な
る
と
、
開
創
者
の
名
は
あ
っ
て
 も
、
 ど
 う
 

書
評
と
紹
介
 

あ
る
い
は
、
新
教
各
派
の
ド
グ
マ
と
い
う
よ
り
、
家
元
嗣
的
な
 組
織
 原
 

理
 を
も
た
な
い
が
故
に
、
開
山
信
仰
に
 当
 る
も
の
が
現
に
醸
成
 さ
れ
ず
に
 

い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
研
究
者
の
思
い
込
み
の
故
 に
 、
そ
う
 い
う
も
の
 

0
 発
掘
 が
 妨
げ
ら
れ
て
 
き
 た
だ
け
な
の
か
…
…
。
 

い
や
 そ
れ
な
 ら
 、
第
一
 

部
 第
一
章
で
島
 薗
 進
も
言
 う
 よ
 う
 
に
、
「
人
を
神
に
祀
る
習
俗
 
」
の
な
い
 

国
々
に
あ
っ
て
も
、
か
え
っ
て
一
九
世
紀
以
降
に
そ
れ
に
近
い
 現
象
が
目
 

立
っ
 よ
う
 に
な
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
 よ
興
 味
 深
い
こ
 

の
種
の
設
問
に
、
本
書
は
、
は
じ
め
て
こ
た
え
の
手
が
か
り
を
 与
え
て
く
 

れ
た
と
い
う
意
味
で
大
い
に
評
価
し
た
い
一
冊
で
あ
る
。
も
ち
 ろ
ん
、
 十
 

分
 に
解
答
し
て
も
ら
っ
た
と
は
言
わ
な
い
。
一
般
に
思
わ
れ
る
 以
上
に
 、
 

こ
の
種
の
設
問
の
根
は
深
く
、
ま
た
そ
の
裾
野
は
は
る
か
遠
く
 に
ま
で
 及
 

ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
た
え
を
出
す
の
で
は
な
く
、
「
 本
 書
は
、
具
 

体
的
 事
実
に
も
と
づ
 
き
 、
さ
さ
や
か
な
が
ら
新
し
い
視
角
を
 提
示
し
よ
 

ぅ
 」
と
し
た
試
み
な
の
で
あ
る
。
 

口
 

も
ち
ろ
ん
宗
教
社
会
学
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
が
「
教
祖
と
い
う
 概
念
に
 

関
心
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
の
新
宗
教
の
教
祖
 を
 研
究
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
。
「
日
本
の
新
宗
教
を
よ
く
理
解
す
 る
た
め
 

ほ
 ほ
教
祖
と
 
よ
 ば
れ
る
人
々
を
研
究
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
祖
 と
い
う
 概
 

 
 

念
 に
反
省
的
な
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
」
と
ま
え
が
き
 に
あ
る
。
 

 
 

「
教
祖
と
よ
ぶ
の
は
い
く
ら
か
た
め
ら
わ
れ
る
」
人
物
 

メ
 ソ
デ
ィ
ズ
 

 
 

ム
の
 ウ
ェ
ス
レ
ー
・
大
日
木
仏
教
済
世
軍
の
真
田
 増
丸
 
・
伊
勢
 神
道
の
度
②
 

会
符
忠
な
ど
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
も
、
そ
も
そ
も
「
 
教
   

か
 」
、
あ
る
い
は
現
象
と
し
て
の
「
教
祖
」
を
あ
ら
た
め
て
 問
   



う
 幅
広
い
関
心
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

ま
ず
 第
 1
 部
 
「
教
祖
の
理
論
的
考
察
」
に
は
、
 

島
薗
進
 と
勝
又
 
正
直
の
 

論
 稿
が
あ
っ
て
 、
 各
々
、
本
書
全
体
の
下
敷
き
に
も
な
っ
た
 理
 諦
視
角
が
 

手
際
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
 M
.
 
ウ
ヌ
 l
 バ
一
の
 
カ
 リ
ス
マ
 論
 

を
 批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
が
、
第
二
章
の
勝
又
は
、
さ
ら
に
 ウ
エ
 l
 バ
 

一
社
会
学
に
踏
み
こ
ん
で
、
そ
こ
で
の
予
言
者
，
呪
術
師
・
 教
 祖
の
関
連
 

な
ど
を
、
 
イ
ヱ
ス
 論
を
ま
じ
え
て
 簡
 時
に
整
理
し
て
み
せ
る
。
 

一
方
、
第
 

一
章
の
島
 薗
は
 、
本
書
の
理
論
枠
組
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
す
る
 惹
 図
 も
あ
 

っ
て
、
は
じ
め
に
教
祖
概
念
を
検
討
し
、
併
せ
て
、
カ
リ
ス
マ
論
 や
 千
年
 

王
国
論
な
ど
、
「
宗
教
的
指
導
者
崇
拝
」
と
「
崇
拝
さ
れ
る
指
導
 者
を
め
 

ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
従
来
の
諸
研
究
を
概
説
す
る
。
続
い
て
「
 教
 祖
 形
成
の
 

二
つ
の
過
程
」
を
 、
 ㈲
 原
 教
祖
の
形
成
過
程
お
よ
び
㈲
教
祖
の
 客
観
化
な
 

い
し
「
教
祖
化
」
の
過
程
と
に
分
け
て
論
じ
た
あ
と
、
最
後
に
 カ
リ
ス
マ
 

衰
退
論
を
批
判
し
っ
て
「
大
衆
宗
教
」
な
い
し
民
衆
宗
教
 
運
 動
 と
の
 関
 

わ
り
で
、
現
代
社
会
に
特
有
の
人
物
崇
拝
（
 潟
お
 0
 コ
ヰ
 
目
（
）
 

c
u
-
t
 

）
現
象
に
 

も
説
き
お
 
ょ
 ん
で
い
る
。
 

第
二
部
以
降
が
、
い
よ
い
よ
各
論
と
い
う
わ
け
だ
が
、
と
く
に
 第
二
部
 

と
 第
三
部
の
区
分
は
明
快
で
あ
る
。
第
二
部
の
三
篇
は
、
教
祖
 自
身
が
自
 

 
 

ら
 を
そ
う
と
自
覚
な
い
し
自
己
規
定
し
て
い
く
 プ
 p
 セ
ス
 を
 扱
 い
、
こ
れ
 

に
 対
す
る
第
三
部
の
三
篇
は
、
む
し
ろ
追
従
者
た
ち
が
、
新
し
 い
 教
団
 ア
 

 
 

イ
デ
ソ
 
テ
ィ
テ
ィ
を
摸
索
し
な
が
ら
、
教
祖
を
そ
う
と
若
敵
 し
 て
い
く
か
 

否
 か
を
、
各
々
に
問
 う
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

日
 

ケ
 一
ス
，
ス
タ
デ
ィ
に
入
っ
た
 第
 Ⅱ
部
は
、
一
章
で
 
磯
岡
 哲
也
 が
円
応
 

 
 

あ
げ
て
 
情
火
 

を
 、
 三
 
ぃ
 

㎎
 
2
 

る
 。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
 

ヵ
 リ
ス
マ
性
は
、
追
従
者
た
ち
が
付
与
 

す
る
社
会
②
 

 
 
 
 

的
カ
サ
ス
マ
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
教
祖
的
人
物
に
お
け
る
、
 

心
 的
 事
実
と
 

し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
使
命
へ
の
目
覚
め
な
ど
一
種
の
回
心
体
 

験
 が
倹
 
証
 

 
 

変
っ
た
 
あ
っ
た
 

己
 
否
定
 

と
 
の
回
心
 

の
 肯
定
 
展
開
 

イ
ニ
 

抜
 

き
に
せ
よ
、
 

己
 れ
の
言
動
が
も
つ
社
会
的
影
響
力
に
目
覚
め
る
 

こ
と
は
、
 

責
任
主
体
の
形
成
と
い
う
意
味
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
回
心
体
験
 

だ
と
私
に
 

は
 思
え
る
か
ら
だ
。
例
え
ば
、
「
は
な
か
ら
職
業
的
宗
教
家
だ
 

っ
た
 
」
 蓮
 

如
 に
は
、
従
っ
て
親
鸞
に
お
け
る
よ
う
な
回
心
は
な
か
っ
た
 

と
 い
う
風
に
 

言
わ
れ
る
。
だ
が
四
十
代
半
ば
ま
で
不
遇
だ
っ
た
蓮
如
に
と
っ
 

て
 、
堅
田
 

 
 

か
ら
吉
崎
に
至
る
は
じ
め
て
の
体
験
は
、
こ
の
男
が
 

己
 れ
の
 
社
 全
的
影
響
 

 
 

力
 に
驚
怖
す
る
体
の
、
立
派
な
回
心
だ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
 

い
 る
 。
 

 
 

続
く
第
五
部
は
、
ま
さ
に
社
会
的
 

カ
ヮ
ス
マ
 

の
形
成
過
程
を
問
 

う
、
同
 

じ
く
力
作
三
篇
で
あ
る
。
た
だ
し
二
章
、
川
村
邦
 

光
の
 「
教
祖
 

の
 ド
ラ
マ
 

ト
ク
 
ル
ギ
 
l
 」
は
ケ
 
l
 ス
・
ス
タ
デ
ィ
で
は
な
く
、
カ
リ
ス
マ
 

的
 創
唱
者
 

の
死
を
契
機
に
し
て
、
そ
の
継
承
問
題
が
ど
 

う
 展
開
し
て
い
く
 

か
せ
、
 
得
 



恵
 め
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
Ⅱ
ド
ラ
マ
論
と
も
か
ら
め
て
検
討
し
た
 請
作
で
あ
 

る
 。
対
し
て
一
章
は
渡
辺
雅
子
が
妙
智
会
の
ケ
ー
ス
を
、
第
三
 章
は
藤
井
 

健
志
が
仏
教
済
世
事
 の
 ケ
ー
ス
を
、
そ
れ
ぞ
れ
 姐
 上
に
の
せ
た
 も
の
で
あ
 

る
 。
 

妙
 智
会
は
戦
後
霊
友
会
か
ら
分
派
独
立
し
た
教
団
だ
が
、
会
主
 宮
本
 ミ
 

ッ
を
 中
心
に
し
て
、
先
に
死
去
し
て
い
た
宮
木
章
平
を
や
が
 
て
 「
大
恩
 

師
 」
と
祀
り
あ
げ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
、
そ
の
ま
ま
分
派
教
団
 の
正
当
 崔
 

を
 確
保
し
て
い
く
過
程
と
も
な
っ
て
い
る
。
宮
本
ミ
ッ
自
身
の
 死
去
に
と
 

も
な
う
カ
リ
ス
マ
継
承
の
問
題
に
も
目
配
り
し
た
興
味
深
い
 
論
稿
 で
あ
 

る
 。
三
章
は
、
い
わ
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
・
ケ
ー
ス
の
よ
う
な
も
 の
で
、
 教
 

祖
 に
な
ら
な
か
っ
た
真
田
晴
 丸
 を
と
り
あ
げ
、
か
え
っ
て
「
 教
 祖
 化
し
の
 

条
件
を
裏
側
か
ら
考
え
て
み
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
芋
頭
狗
 肉
 」
の
 感
 

な
ぎ
に
し
も
あ
ら
ず
な
の
だ
が
、
真
宗
教
団
の
内
的
ダ
 イ
ナ
、
，
、
 

ズ
ム
 に
 触
 

ね
 え
た
限
り
で
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
面
白
い
論
稿
だ
ろ
う
。
 

四
 

さ
て
残
る
は
 第
 w
 部
で
あ
る
。
一
章
は
、
笠
井
正
弘
の
「
蒙
古
 来
襲
 期
 

に
お
け
る
仏
教
系
新
宗
教
運
動
と
そ
の
教
祖
 達
 １
１
叡
尊
・
 忍
 性
 ・
日
蓮
 

一
遍
１
１
」
、
二
章
は
白
山
光
太
郎
の
「
中
世
の
宗
教
運
動
と
そ
 

の
 創
始
 

者
 １
１
特
に
伊
勢
神
道
発
生
に
留
意
し
て
」
、
三
車
は
林
 
淳
の
 
「
 
専
 

修
 念
仏
宗
に
お
け
る
指
導
者
像
の
変
容
 

円
 選
択
集
 ヒ
 製
作
 を
通
し
て
 

給
 

み
た
」
と
な
っ
て
い
る
。
各
部
に
つ
げ
ら
れ
て
い
る
 

「
解
説
」
に
よ
 

 
 

 
 

鎌
倉
時
代
の
宗
教
運
動
に
も
ち
こ
み
、
こ
れ
ま
で
周
辺
的
な
問
 題
 と
考
え
 

ら
れ
て
ぎ
た
事
柄
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て
 い

る
」
と
 

な
る
。
 

も
っ
と
も
、
各
章
に
は
本
書
の
意
図
を
は
み
出
す
主
張
が
あ
っ
 て
、
一
 

章
 で
は
 
ハ
 新
仏
教
Ⅰ
 旧
 仏
教
し
と
い
う
常
識
的
区
分
へ
の
 
批
 判
 が
目
立
 

ち
 、
二
章
で
は
伊
勢
神
道
成
立
の
諸
要
因
が
、
三
章
で
は
 円
選
 択
 集
ヒ
 の
 

製
作
事
情
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 
メ
イ
 ソ
・
テ
ー
マ
に
な
っ
て
 い
 る
 。
だ
か
 

ら
 、
教
祖
化
な
り
神
話
化
な
り
と
い
っ
た
本
書
全
体
の
テ
 l
 マ
 に
つ
い
て
 

 
 

は
 、
つ
け
た
り
の
印
象
を
免
れ
な
い
。
例
え
ば
、
こ
の
時
期
「
 新
宗
派
」
 

0
 分
派
独
立
が
目
立
っ
と
し
て
、
近
代
に
お
け
る
「
新
宗
教
」
 0
 分
派
 独
 

立
と
は
ど
 う
 比
較
さ
れ
る
の
か
。
あ
る
い
は
外
圧
に
対
す
る
 民
 故
主
義
の
 

胎
動
が
背
景
に
あ
る
と
し
て
、
同
じ
く
近
代
日
本
の
新
宗
教
成
 式
事
情
と
 

は
 ど
 う
 比
較
さ
れ
 ぅ
 る
の
か
。
こ
 
う
 い
 う
 目
が
な
い
と
、
折
角
 第
 Ⅴ
部
に
 

組
込
ま
れ
た
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
 

最
初
に
言
っ
た
評
者
の
設
問
か
ら
み
て
、
こ
こ
に
は
例
え
ば
、
 ①
伝
統
 

教
団
に
お
け
る
開
山
信
仰
の
成
立
、
②
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
 け
 る
 聖
者
岩
木
 

拝
の
実
態
、
③
最
近
の
テ
レ
ビ
・
チ
ャ
ー
チ
と
個
人
崇
拝
、
 と
 い
っ
た
 ケ
 

｜
ス
 
・
ス
タ
デ
ィ
が
あ
れ
ば
良
か
っ
た
と
思
 う 。
最
後
に
付
 け
 
ら
れ
た
 

「
文
献
解
題
」
が
、
よ
く
厳
選
さ
れ
、
か
つ
国
際
比
較
な
り
 時
 代
 比
較
な
 

り
の
広
い
視
野
を
も
っ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
だ
げ
に
、
と
り
わ
 げ
第
 w
 部
 

に
 関
し
て
は
構
成
上
の
工
夫
が
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
 
。
あ
る
 
ぃ
 

は
、
第
 Ⅱ
部
に
限
ら
ず
、
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
は
、
研
究
会
メ
ソ
・
 

ハ
 一
で
な
 

 
 
 
 

い
 人
た
ち
へ
の
、
い
わ
ば
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
 一
ス
 な
い
し
 
"
 外
 注
ガ
を
考
 
②
 

ぇ
 ら
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
…
…
。
 

第
 1
 部
の
理
論
枠
組
 は
く
ら
べ
㏄
 

て
 ・
 ケ
 一
ス
・
ス
タ
デ
ィ
担
当
者
の
幅
な
り
広
が
り
な
り
に
 問
 題
を
感
じ
 

1
 



る
だ
け
、
次
回
以
降
の
一
工
夫
に
期
待
し
て
筆
を
お
き
だ
い
。
 全
体
 テ
｜
 

て
る
 別
に
す
れ
ば
、
 第
 Ⅱ
部
も
含
め
て
各
論
稿
に
大
い
に
学
ば
 せ
て
も
ら
 

っ
 た
こ
と
を
付
言
し
て
。
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づ
 

口
目
 隼
捷
色
 Ⅰ㎎
 ぎ
コ
 

１
 の
 せ
 の
け
の
 

目
㏄
 

@
 億
乙
 
。
二
の
い
 
-
 
コ
 円
仁
 
目
 Ⅱ
 臣
 コ
収
 -
 
コ
年
 5
 ヵ
の
 
目
 ㏄
 -
0
 
コ
の
毛
榛
の
 

。
 コ
 の
り
 
ア
 の
Ⅱ
 
円
｜
 

め
 Ⅱ
 ド
 ㏄
 e
 岸
 e
 コ
 ・
㏄
 ぃ
日
 臣
 
Ⅰ
 -
 
仁
コ
 
斡
の
む
の
。
 

ダ
 e
 目
 い
い
い
の
・
 

毛
 仁
丹
 
め
 Ⅰ
年
の
 Q
 Ⅱ
 E
 セ
 （
の
日
本
 
の
 0
 ：
 い
 。
 ニ
ぎ
 -
 ト
の
 
㏄
 ひ
 

華
園
聴
麿
 

本
書
の
書
名
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
一
九
 0
 五
年
の
冬
学
期
に
 全
学
部
 

の
学
生
お
よ
び
一
般
聴
講
者
等
を
対
象
と
し
て
、
 
プ
 フ
ラ
イ
 
デ
ラ
｜
 

6
 目
。
ま
す
 崖
宵
宰
 ）
が
行
な
っ
た
講
演
並
び
に
そ
の
出
版
 物
の
題
名
 

。
 オ
匹
輯
 0
 ョ
日
巨
乙
 ～
 
寅
ご
 コ
 %
 、
を
 想
起
さ
せ
る
。
周
知
の
よ
 
う
に
、
 
一
 

九
一
 0
 年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
こ
の
大
学
に
ド
イ
ッ
に
お
け
る
 最
初
の
占
 不
 

教
学
講
座
が
設
置
さ
れ
、
こ
の
講
演
者
並
び
に
デ
ン
マ
 一
ク
の
 山
ヰ
 
て
ぃ
 
「
 
し
 

Ⅰ
 簗
弓
 ㏄
 コ
コ
 が
最
初
の
教
壇
に
立
っ
た
が
，
講
演
の
内
容
は
宗
 
教
の
本
質
 

論
 と
世
界
の
諸
宗
教
の
概
説
を
兼
ね
た
も
の
で
、
基
本
的
 

な
 構
想
は
 

用
品
 色
 並
び
に
の
 ぎ
ま
 。
柚
の
監
駅
ぽ
 け
 の
の
 
の
 Ⅱ
の
に
負
う
と
こ
ろ
 
が
大
 ぎ
か
 

っ
た
 。
こ
こ
で
書
評
す
る
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
の
 ヮ
一
 ル
デ
ン
ブ
 
ル
ク
 の
上
 

掲
の
本
も
 、
 同
じ
く
 べ
 ル
リ
ン
に
お
け
る
講
義
を
も
と
に
し
て
 上
梓
さ
れ
 

た
も
の
で
あ
る
う
 目
 ㍉
本
書
の
著
者
は
、
 プ
 フ
ラ
イ
デ
ラ
 
｜
 の

も
の
と
 

4
 

酷
似
す
る
自
ら
の
書
名
に
つ
い
て
特
に
記
す
と
こ
ろ
は
な
い
が
 、
宗
教
学
㏄
 

の
 学
説
 史
 と
文
献
に
造
詣
が
深
い
人
で
あ
る
だ
げ
に
、
こ
 う
し
 た
 歴
史
的
④
 

事
実
を
全
く
考
慮
し
な
か
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
 
 
 

名
の
類
似
は
内
容
の
そ
れ
と
は
全
く
結
び
っ
か
な
い
。
お
 ょ
そ
 八
十
年
に
 

及
ぶ
時
の
隔
た
り
は
、
宗
教
学
の
学
問
的
状
況
を
完
全
に
一
変
 さ
せ
て
し
 

ま
っ
た
と
 言
 つ
て
よ
い
。
 プ
 フ
ラ
イ
デ
ラ
ー
は
、
宗
教
の
 ア
プ
 リ
オ
リ
 な
 

本
質
定
義
の
可
能
性
を
信
じ
、
且
 つ
 世
界
の
個
別
宗
教
を
そ
れ
 ぞ
れ
全
体
 

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
確
信
に
立
っ
て
い
た
 。
こ
の
よ
 

う
 な
見
解
は
、
一
九
七
 0
 
年
代
に
極
め
て
生
産
的
に
展
開
さ
れ
 た
 宗
教
学
 

の
方
法
論
に
関
す
る
論
議
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
疑
問
 祝
 さ
れ
 批
 刊
 さ
れ
る
 

ま
で
は
、
特
に
ド
イ
ツ
の
学
界
並
び
に
そ
の
影
響
下
に
あ
る
 研
 免
者
の
間
 

で
 支
配
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ー
ル
デ
ン
ブ
 ル
ク
は
、
 

ま
さ
し
く
こ
の
方
法
論
論
議
に
積
極
的
に
参
加
し
、
そ
れ
を
 通
 じ
て
宗
教
 

学
の
学
問
的
意
義
と
権
利
を
問
い
、
ま
た
自
ら
の
宗
教
学
を
確
 立
し
よ
う
 

と
し
て
ぎ
た
研
究
者
で
あ
り
、
こ
の
論
議
の
成
果
で
あ
る
と
 共
 に
そ
の
 推
 

進
 力
で
も
あ
っ
た
 ま
 。
 巨
 0
 口
 出
版
社
の
 
窒
哩
 0
 コ
 ル
邑
オ
の
ひ
 の
。
 
コ
シ
リ
 @
 

ス
 0
3
 と
 4
 に
収
め
ら
れ
た
。
 臼
帯
 の
 @
n
 
已
下
 で
ロ
 
q
o
p
n
 

二
の
の
（
 

0
%
 
の
の
時
 
岸
宙
ぜ
 

o
b
 蚕
石
 0
 コ
 。
は
 、
 彼
の
貴
重
な
業
績
と
し
て
夙
に
高
い
評
価
 を
 得
て
い
 

る
 。
現
在
、
宗
教
学
の
概
論
も
し
く
は
入
門
書
の
執
筆
者
と
し
 て
 求
め
 得
 

る
 最
適
任
者
の
一
人
に
数
え
る
こ
と
に
 罵
蕗
 す
る
人
は
お
そ
ら
 く
い
な
い
 

で
あ
ろ
う
。
 

「
序
論
」
に
お
い
て
予
め
提
示
さ
れ
た
本
書
の
意
図
は
、
「
宗
教
 

」
を
 無
 

数
の
形
式
の
も
と
に
与
え
ら
れ
て
い
る
「
人
間
現
象
」
と
し
て
 研
究
す
る
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う
 語
の
日
常
的
な
用
法
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
諸
契
機
に
基
づ
い
 て
 古
木
 
教
を
 

定
義
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
宗
教
学
の
本
来
の
間
 題
 と
し
て
 

の
 
「
宗
教
」
の
定
義
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
定
義
に
関
し
て
も
 
著
 者
が
注
意
 

す
る
の
は
、
「
宗
教
的
な
も
の
」
そ
の
も
の
の
概
念
を
得
る
こ
 と
 で
は
な
 

く
し
て
、
一
定
の
宗
教
的
現
象
や
宗
教
的
機
能
を
把
握
す
る
た
 め
の
概
念
 

的
 枠
組
み
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
あ
・
に
）
。
経
験
的
な
 レ
 ベ
ル
に
お
 

げ
る
宗
教
現
象
は
常
に
一
定
の
人
も
し
く
は
集
団
に
と
っ
て
の
 意
義
 お
ょ
 

び
 意
味
賦
与
作
用
と
し
て
の
み
現
出
す
る
、
と
い
う
の
が
著
者
 の
 一
貫
し
 

た
 立
場
で
あ
り
（
の
・
 乙
 。
 き
 ，
 2
0
2
%
 

Ⅰ
こ
こ
か
ら
解
釈
学
が
方
 
法
 と
し
て
 

要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
の
 め
 小
数
の
 定
 

義
 に
は
、
経
験
的
な
レ
ベ
ル
と
学
問
的
な
レ
ベ
ル
と
の
混
同
、
 

経
験
的
 レ
 

，
ヘ
ル
に
お
け
る
経
験
の
相
対
性
の
等
閑
視
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
 

ろ
う
。
 シ
 

ュ
 ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ソ
ヘ
ル
や
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
の
定
義
は
こ
の
 代
 表
側
と
見
 

徴
 さ
れ
て
よ
く
、
こ
の
傾
向
は
ハ
イ
ラ
 l
 に
さ
え
も
見
出
さ
れ
 る
 。
 ヮ
 l
 

ル
デ
ン
ブ
ル
ク
は
こ
れ
ら
の
学
者
に
対
し
て
は
概
し
て
批
判
 
的
で
あ
る
 

（
の
・
萌
の
・
 

卜
 ）
 り
 

経
験
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
宗
教
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
 取
 り
 出
さ
 

れ
る
の
は
、
Ⅲ
宗
教
的
に
解
さ
れ
た
実
在
、
㈲
宗
教
的
に
解
さ
 れ
た
経
験
 

お
よ
び
㈹
宗
教
的
に
解
さ
れ
た
規
範
で
あ
る
。
Ⅲ
は
非
日
常
的
 な
 実
在
も
 

し
く
は
日
常
的
実
在
の
別
の
側
面
で
あ
り
、
西
洋
的
二
分
法
で
 「
自
然
」
 

と
「
超
自
然
」
と
い
う
対
立
の
一
項
を
構
成
し
て
 き
 た
も
の
で
 

あ
る
。
 

こ
 

 
 
 
 

の
 実
在
の
働
き
は
幸
福
な
い
し
救
済
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
 が
あ
る
。
②
 

㈲
は
「
一
定
の
人
物
の
身
体
的
・
宇
宙
的
、
 

ヱ
 ク
ス
タ
シ
ー
 
や
 霊

感
を
含
㏄
 

 
 

ん
だ
、
も
し
く
は
神
秘
主
義
的
な
経
験
等
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
的
 全
範
囲
」
 



で
、
こ
れ
が
Ⅲ
の
「
非
日
常
的
実
在
」
と
結
び
つ
く
と
き
に
「
 
宗
 教
 体
験
」
 

と
 呼
ば
れ
る
。
㈹
宗
教
に
は
、
宇
宙
、
社
会
お
よ
び
個
人
の
行
 動
を
規
制
 

す
る
、
絶
対
的
に
定
立
さ
れ
た
規
範
や
規
則
が
あ
る
。
そ
れ
は
 そ
の
正
当
 

化
の
た
め
に
非
日
常
的
審
判
に
訴
え
、
神
的
由
来
を
附
会
し
、
 「
 
浄
 ・
 不
 

浄
 」
や
「
 聖
 ・
 俗
 」
と
い
っ
た
 対
 概
念
を
伴
う
。
著
者
に
よ
れ
 ば
 、
こ
れ
 

ら
の
目
印
に
 よ
 り
一
定
の
社
会
も
し
く
は
文
化
の
、
経
験
的
に
 研
究
さ
れ
 

得
る
一
定
の
宗
教
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
が
か
な
り
正
確
に
確
認
さ
 れ
る
と
い
 

ぅ
 
（
の
・
 

あ
 ）
。
 

学
問
的
レ
ベ
ル
な
い
し
研
究
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
 な
意
拙
 

を
 持
つ
事
象
を
示
す
「
宗
教
的
事
態
」
（
「
の
 

-
 
転
び
の
の
「
円
 

い
 
（
汀
の
甘
 
コ
 ⑧
 お
よ
 

び
よ
 り
抽
象
度
の
高
い
「
宗
教
」
の
概
念
が
立
て
ら
れ
る
。
 著
 者
は
「
 意
 

義
を
帯
び
た
、
も
し
く
は
意
味
賦
与
の
働
ぎ
を
持
っ
事
態
 

」
を
現
象
 

（
㌧
 
寸
沖
 
s
0
 

日
の
 

コ
注
 ・
 ロ
 ～
 
お
 甘
の
ぎ
 
は
コ
 
の
）
と
呼
び
（
の
・
㏄
 

つ
 ）
、
「
宗
教
 
的
 」
と
は
 

「
一
定
の
人
物
に
対
し
て
差
し
て
迫
っ
て
来
る
と
共
に
、
無
制
 釣
的
な
 、
 

"
 
絶
対
的
な
 ル
 妥
当
性
を
有
す
る
意
義
」
を
指
す
と
す
る
（
 
宙
 e
 。
こ
の
 概
 

念
の
定
立
に
 ょ
 り
、
従
来
諸
宗
教
を
歴
史
的
所
与
事
実
と
し
て
 前
提
 し
、
 

そ
れ
に
属
す
る
現
象
を
宗
教
現
象
と
し
て
典
型
化
す
る
立
場
は
 変
更
を
迫
 

ら
れ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
宗
教
的
事
態
か
ら
出
発
し
て
諸
め
 小
数
の
 存
 

在
 並
び
に
独
自
性
お
よ
び
意
義
を
追
求
す
る
方
向
を
辿
る
こ
と
 が
 求
め
ら
 

ね
 、
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
れ
が
「
学
問
的
に
黄
任
を
持
ち
得
る
道
 で
あ
る
」
 

と
い
う
（
 

m
.
 

の
 こ
 。
従
っ
て
、
宗
教
は
常
に
一
定
の
人
な
い
し
 集
 回
 に
対
す
 

る
 意
義
と
し
て
の
み
現
出
す
る
。
「
 ヰ
 か
か
 隻
赴
 か
 ひ
か
隻
卦
   

あ
幣
 か
小
寒
 奏
皓
藤
藤
 5
 か
終
 仁
か
 、
 
ふ
節
か
心
 朴
訃
亦
小
迅
碁
 、
、
 

で
あ
り
、
 

、
 

む
む
か
か
む
か
 俺
卦
小
 か
か
で
「
か
か
定
数
加
齢
 亦
き
 か
か
か
 て
あ
る
し
へ
、
 

、
  

 

研
究
が
可
 

ゆ
る
狭
義
 

托
 
6
 

能
 で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
れ
は
宗
教
の
人
間
学
的
把
握
 へ
 
 
 

 
 

拡
大
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
（
 
乏
口
 ）
。
 

同
じ
研
究
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
著
者
は
諸
宗
教
を
「
方
向
 
づ
 げ
の
 体
 

系
 」
（
 0
 二
の
 
コ
 （
 
@
 
の
 
l
E
 
コ
 の
の
の
 

せ
 の
（
の
 

日
 ）
と
し
て
捉
え
直
す
。
即
ち
 、
 「
 思
考
 し
行
 

為
す
る
人
間
が
そ
の
助
け
を
借
り
て
生
活
お
よ
び
世
界
の
中
で
 方
向
を
と
 

る
た
め
の
」
体
系
の
一
つ
と
し
て
宗
教
を
見
る
。
た
だ
し
，
 宗
 教
 に
よ
る
 

方
向
 つ
 げ
は
「
意
味
賦
与
の
働
ぎ
を
持
ち
、
一
定
の
彼
岸
的
な
 、
無
制
約
 

的
に
、
そ
れ
の
み
か
絶
対
的
に
さ
え
妥
当
す
る
関
係
 点
 」
と
の
 、
「
救
い
 

の
 伝
達
」
を
媒
介
と
し
た
関
わ
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
⑤
 
，
賈
 ）
。
こ
の
 

よ
う
な
抽
象
的
な
「
宗
教
」
の
概
念
仁
よ
り
、
一
方
で
は
宗
教
 の
 非
宗
教
 

的
 機
能
化
が
、
他
方
で
は
、
た
と
え
ば
イ
デ
オ
ロ
ギ
一
や
特
定
 の
 生
活
様
 

式
 と
い
っ
た
非
宗
教
の
宗
教
的
機
能
化
が
観
察
の
中
に
取
り
入
 れ
る
こ
と
 

が
 可
能
と
な
る
 6
.
u
 

の
）
。
以
上
の
よ
う
な
「
宗
教
」
の
概
念
 

規
 定
 を
め
ぐ
 

る
 論
議
は
、
ベ
ア
 一
ド
 
（
 
オ
 0
 汀
笘
 
㏄
 巴
 三
）
や
ス
ミ
ス
（
 韻
，
の
 り
 戸
叶
 
ま
 O
-
-
 

9
%
 音
 ）
等
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 問
題
意
識
に
 
促
さ
れ
 

た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
み
な
ら
ず
、
従
来
の
宗
教
学
 的
 研
究
が
 

宗
教
否
定
の
方
向
を
忌
避
し
て
ぎ
た
こ
と
へ
の
反
省
を
踏
ま
え
 て
、
い
 わ
 

ゆ
る
「
宗
教
批
判
」
を
も
問
題
 圏
 に
取
り
込
む
地
平
を
開
こ
う
 と
す
る
も
 

の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
（
の
・
お
こ
。
宗
教
学
の
歴
 

史
の
中
で
 

各
種
の
宗
教
批
判
お
よ
び
弁
証
法
神
学
が
こ
の
学
問
の
自
律
の
 達
成
に
外
 

在
 的
な
、
し
か
し
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
見
る
の
は
傾
聴
 す
べ
 き
見
 

解
 で
あ
る
（
の
 ，
頷
 ㍉
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も めたⅡ とた ョ摘仕 立たたおにる る く 形 的に とをも 

ず
、
 

一
つ
の
方
法
で
し
か
な
い
」
 

あ
 ・
 P し
 ）
と
い
う
著
者
の
見
 解
が
、
一
 

般
 的
な
も
の
も
し
く
は
普
遍
的
な
も
の
の
発
見
に
少
な
か
ら
ず
 貢
献
し
て
 

ぎ
た
こ
の
方
法
の
困
難
さ
の
端
的
な
指
摘
に
な
っ
て
い
る
。
 著
 者
に
 よ
 れ
 

ば
 、
歴
史
学
と
民
族
誌
か
ら
は
、
歴
史
的
状
況
や
文
化
的
枠
組
 み
か
ら
 切
 

り
 離
さ
れ
て
行
わ
れ
る
宗
教
的
事
態
の
比
較
は
そ
の
正
確
な
意
 義
 と
包
括
 

的
な
機
能
を
奪
 う
 こ
と
に
な
る
と
批
判
さ
れ
、
と
も
す
れ
ば
 比
 較
 宗
教
学
 

は
 民
族
中
心
主
義
と
護
教
論
に
依
拠
し
て
、
他
の
宗
教
世
界
の
 イ
メ
 l
 ジ
 

を
 歪
め
る
危
険
を
常
に
内
蔵
し
て
ぎ
た
い
 
こ
 ㊥
。
従
っ
て
 、
 方
法
の
上
 

で
 
コ
ソ
 
ト
 p
 一
か
 
し
得
る
比
較
に
の
み
限
定
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
 る
 。
言
い
 

換
え
れ
ば
、
十
分
な
観
察
記
録
と
叙
述
が
用
意
さ
れ
て
い
る
 場
 合
 に
の
み
 

有
効
な
比
較
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
古
典
的
宗
教
現
象
 学
 」
が
 試
 

み
た
よ
う
な
、
全
地
球
規
模
に
わ
た
る
宗
教
現
象
の
分
類
を
目
 的
と
す
る
 

比
較
研
究
は
方
法
的
に
無
理
で
あ
り
、
実
際
、
そ
の
中
に
は
 統
 
一
 的
な
 宗
 

教
 な
い
し
宗
教
的
な
も
の
の
「
顕
現
」
と
し
て
宗
教
現
象
を
 

「
解
釈
す
 

る
 」
こ
と
に
よ
っ
て
神
学
化
し
た
も
の
も
あ
っ
た
 う
 ）
㎏
の
）
。
 

要
 す
る
に
、
 

著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
比
較
は
対
象
と
さ
れ
る
宗
教
間
の
地
域
や
系
 統
の
親
近
 

珪
 、
基
盤
の
同
一
性
（
た
と
え
ば
、
農
耕
社
会
）
が
確
立
さ
れ
 て
い
る
 場
 

合
 、
も
し
く
は
主
題
を
限
定
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
 神
話
や
儀
 

礼
の
構
造
論
を
構
築
す
る
た
め
の
理
論
的
な
比
較
の
場
合
等
に
 お
い
て
は
 

有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
比
較
に
際
し
て
は
豊
富
な
記
録
材
料
 の
 他
に
 、
 

そ
れ
を
 抗
 み
こ
な
す
研
究
者
の
言
語
能
力
も
前
提
さ
れ
な
け
れ
 は
 な
ら
な
 

 
 
 
 
 
  
 

い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

宗
教
を
連
関
（
 木
 0
 コ
 
3
 色
に
お
い
て
理
解
す
る
第
三
の
 アプ
 

口
 l
 チ
 

㎝
 

は
 、
直
接
に
は
社
会
科
学
的
な
観
点
と
方
法
に
 よ
 る
も
の
で
あ
 る
 。
こ
れ
 
1
 



は
 、
や
や
も
す
る
と
宗
教
を
独
自
な
領
域
と
し
て
孤
立
さ
せ
よ
 ぅ
 と
す
る
 

傾
向
の
強
か
っ
た
「
古
典
的
宗
教
学
」
か
ら
は
疎
外
さ
れ
て
 き
 た
も
の
で
 

あ
っ
た
（
が
に
 
e
 。
こ
の
 ア
プ
 p
l
 チ
 0
 基
本
的
な
着
眼
は
「
 占
 
示
教
的
 事
 

態
と
非
宗
教
的
事
態
と
の
関
係
や
連
関
を
問
 う
と
 共
に
 、
 個
々
 の
 特
殊
な
 

宗
教
的
お
よ
び
非
宗
教
的
事
態
に
無
関
係
に
存
在
す
る
規
則
も
 し
く
は
 法
 

則
を
問
題
に
す
る
」
 

G
.
 こ
 e
 
 こ
と
で
あ
り
、
も
っ
と
判
り
 
易
く
言
え
 

・
は
、
「
人
間
が
与
え
ら
れ
た
社
会
や
文
化
の
中
で
何
を
宗
教
的
 

現
 実
 と
み
 

な
し
た
か
、
に
目
を
向
け
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
全
 体
的
 連
関
 

の
も
と
で
こ
れ
を
研
究
す
る
」
こ
と
で
あ
る
あ
・
～
笘
の
）
。
こ
こ
 

で
 具
体
的
 

に
 取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
民
族
学
と
文
化
人
類
学
、
社
 全
学
と
宗
 

数
 社
会
学
、
心
理
学
と
宗
教
心
理
学
の
研
究
成
果
で
あ
る
が
、
 主
と
し
て
 

は
 
「
宗
教
集
団
」
論
お
よ
び
「
無
文
字
民
族
の
宗
教
」
で
あ
り
、
 

社
会
学
 

と
文
化
人
類
学
の
諸
問
題
が
中
心
に
置
か
れ
て
い
る
。
宗
教
 集
 団
 仏
師
 
ネ
 
Ⅰ
 ド
い
 

宗
教
集
団
の
同
一
性
を
保
つ
「
伝
統
」
と
「
イ
ニ
シ
ュ
 l
 シ
ョ
 ソ
 」
 、
そ
 

れ
に
集
団
の
強
化
を
図
る
た
め
の
「
祝
祭
」
が
論
じ
ら
れ
、
 次
 い
 で
宗
教
 

集
団
内
部
に
お
け
る
個
人
の
役
割
が
男
な
並
び
に
ホ
モ
・
レ
リ
 ギ
 オ
ー
ス
 

ス
 
（
シ
ャ
 マ
ソ
 、
預
言
者
、
神
秘
主
義
者
、
霊
知
者
、
祭
司
、
 

グ
 ル
、
 林
ホ
 

故
主
義
者
）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

最
後
の
「
 V
 、
解
釈
学
的
研
究
」
は
著
者
の
最
も
重
要
視
す
る
 ア
プ
 由
 

一
チ
 で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
 よ
う
 に
、
宗
教
的
事
態
は
す
 べ
て
そ
れ
 

に
 関
わ
る
一
定
の
人
な
い
し
集
団
に
よ
る
解
釈
を
示
す
と
い
う
 命
題
か
ら
 

要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
そ
う
し
た
「
 宗
 教
的
 事
態
 

に
 内
在
す
る
一
定
の
意
味
内
容
さ
え
を
も
明
ら
か
に
し
得
る
 ょ
 う
 な
一
種
 

の
 解
釈
」
を
も
意
図
し
、
そ
の
手
続
ぎ
を
追
求
す
る
も
の
で
 

も
あ
る
 

あ
 ・
 N
o
N
l
 

の
）
。
即
ち
、
信
仰
者
の
解
釈
の
理
解
の
理
論
と
し
て
の
 

研
究
者
 
8
 

の
 学
問
的
解
釈
学
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
 
う
し
た
 解
 
㏄
 

釈
 学
的
研
究
を
宗
教
的
事
態
の
解
釈
と
諸
宗
教
の
そ
れ
に
分
 け
 イ
し
仏
調
 

じ
イ
し
 ブ
均
 

 
 
 
 

い
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
解
釈
作
業
の
根
本
規
則
と
し
て
、
 

解
釈
と
し
 

て
の
解
釈
の
自
覚
的
認
識
、
宗
教
的
事
態
と
社
会
的
諸
要
求
 と
 の
 相
関
の
 

把
握
、
宗
教
的
意
味
の
枠
組
み
と
し
て
の
伝
統
の
理
解
等
の
七
 つ
 0
 項
目
 

を
 立
て
た
後
で
、
象
徴
、
神
話
、
神
秘
主
義
、
聖
典
お
よ
び
 倫
 理
の
解
釈
 

を
 諸
家
の
理
論
を
引
い
て
例
示
し
て
い
る
。
こ
の
論
議
に
お
い
 て
 注
目
さ
 

れ
る
の
は
、
宗
教
的
事
態
の
解
釈
が
伝
統
に
規
定
さ
れ
た
も
の
 に
 限
ら
れ
 

ず
 、
集
団
や
個
人
の
志
向
や
精
神
的
・
社
会
的
お
よ
び
物
質
的
 関
心
の
相
 

違
 の
も
と
で
様
々
に
「
読
ま
れ
」
且
つ
利
用
さ
れ
る
こ
と
、
 

つ
 ま
り
、
古
本
 

教
的
 事
態
の
働
き
の
動
態
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
あ
 
㏄
ト
 
ド
 ）
。
 テ
も
 

う
 
一
つ
の
諸
宗
教
の
解
釈
学
的
研
究
と
名
づ
げ
ら
れ
る
も
の
は
 
、
 「
 
ゐ
 
示
教
」
 

の
 概
念
の
解
釈
学
的
精
密
化
の
作
業
で
あ
り
、
客
観
的
に
絶
対
 祝
 さ
れ
た
 

記
号
体
系
と
し
て
の
明
示
的
宗
教
と
主
観
的
に
絶
対
化
す
る
 機
 能
 と
し
て
 

の
 暗
示
的
宗
教
と
を
区
別
し
て
、
前
者
に
よ
り
て
一
定
の
社
 ム
ム
 文
化
の
 

も
と
で
の
方
向
づ
け
の
体
系
と
し
て
の
諸
宗
教
を
指
し
示
し
、
 後
者
に
 
ょ
 

っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
宗
教
で
は
な
い
が
、
宗
教
的
機
能
を
 も
っ
現
象
 

社
会
政
治
体
制
や
 ィ
 デ
オ
 
p
 ギ
 l
 等
１
１
あ
る
い
は
従
来
 の
 規
範
的
 

性
格
を
持
つ
宗
教
概
念
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
現
象
た
と
え
 
ば
 占
 
い
 

等
 

を
も
研
究
の
範
囲
に
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
。
「
生
 き
 ら
れ
た
 宗
 

教
 」
を
理
解
し
、
表
現
す
る
た
め
に
は
宗
教
の
概
念
の
再
検
 
討
 が
必
要
 

だ
 、
と
い
う
の
が
著
者
の
結
論
で
あ
る
（
 緯
頷
 0
 ）
。
そ
れ
と
 同
 時
に
 、
あ
 

ら
ゆ
る
宗
教
の
解
釈
に
は
解
釈
者
の
主
観
的
志
向
が
作
用
し
て
 い
る
と
し
 



て
 、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
提
唱
さ
 れ
て
い
る
 

（
の
・
 

N
 ム
 
ト
申
）
。
こ
の
解
釈
学
的
論
議
は
主
体
の
志
向
作
用
と
信
仰
 
の
 多
元
 

化
と
の
関
連
 仁
 連
な
る
も
の
で
筆
者
の
強
い
関
心
を
惹
い
た
部
 分
 で
あ
る
 

が
 、
志
向
作
用
の
具
体
的
な
分
析
と
作
用
間
の
相
互
関
係
の
考
 察
は
 見
出
 

さ
れ
な
い
。
 

以
上
本
書
の
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
た
が
、
扱
わ
れ
て
い
る
 問
 題
圏
と
 

観
点
お
よ
び
方
法
が
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
る
た
め
に
、
与
え
 ら
れ
た
 紙
 

幅
 で
は
批
評
の
余
裕
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
著
者
は
Ⅱ
 と
 皿
の
研
究
 

方
向
に
対
し
て
は
多
く
の
批
判
的
な
見
解
を
示
し
・
殆
ど
批
判
 ら
し
い
 批
 

判
を
抑
制
し
て
い
る
 M
w
 
と
 V
 に
お
け
る
叙
述
と
著
し
い
対
照
を
 な
し
て
お
 

り
、
 初
め
に
記
し
た
著
者
自
身
に
関
心
の
比
重
の
差
が
こ
こ
に
 も
 現
れ
て
 

い
る
。
し
か
し
前
者
の
研
究
方
向
に
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
 
神
 学
 や
人
 

文
 ・
社
会
諸
科
学
の
観
点
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
の
、
言
わ
 
・
は
「
白
下
品
 

棚
わ
 

学
 」
的
な
立
場
か
ら
の
「
歴
史
」
の
把
握
や
「
諸
宗
教
」
お
よ
び
 「
古
木
 

教
 
@
 」
 

の
 理
解
へ
の
努
力
が
あ
り
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
著
者
の
 重
要
視
す
 

る
 研
究
方
向
に
お
い
て
は
、
諸
宗
教
や
宗
教
的
事
態
が
社
会
学
 や
 人
類
学
 

お
よ
び
心
理
学
の
成
果
と
の
関
連
の
も
と
で
い
か
に
扱
わ
れ
る
 の
か
、
 そ
 

れ
ら
が
単
な
る
社
会
的
・
政
治
的
過
程
た
と
え
ば
伝
統
 
批
 判
や
解
放
 

運
動
の
表
出
形
態
と
し
て
や
心
理
的
過
程
に
還
元
さ
れ
て
 

し
ま
う
の
 

か
 、
と
い
っ
た
重
要
な
問
題
に
触
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
 
あ
る
。
 ま
 

評
い
 

綺
た
、
 円
円
 
V
 坤
桟
ロ
埋
氾
吋
弗
対
ビ
 

の
解
釈
学
的
研
究
に
関
し
て
は
何
よ
り
も
具
体
的
 

㌔
㍉
 鍬
 印
相
目
ロ
Ⅱ
著
者
  

 

-
1
-
 

二
五
 0
 頁
 ほ
ど
の
本
文
に
主
と
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
を
中
心
と
し
 た
 八
十
 

109@ (259) 

-
1
 ）
 刃
 。
の
の
 

レ
 Ⅱ
。
 
す
 0
 ロ
プ
う
 
の
 a
 巨
ヨ
㎎
 -
 
Ⅰ
力
 め
 -
 
寅
 -
0
 
コ
 ・
 @
 
コ
 *
 
オ
笘
碕
 -
0
 
コ
 ・
の
 E
-
 

由
屈
 
「
 
o
p
 ヰ
 Ⅰ
母
の
 ヰ
ゴ
 
0
 Ⅰ
 0
-
0
 

的
ぜ
ぢ
 
-
0
p
.
 す
 つ
円
 す
田
・
 つ
い
 
コ
馬
り
の
「
の
 

コ
  
 

ぃ
コ
 
ヰ
ロ
・
ロ
メ
モ
・
 

ロ
ユ
 Ⅰ
 
づ
 0
q
 

の
・
Ⅰ
の
Ⅱ
の
 

プ
ミ
 
。
 年
 叶
っ
 
コ
 
つ
つ
 円
 0
 の
 l
 ト
 ㏄
つ
 

つ
ゴ
 の
の
 0
 打
 幅
 0
 づ
せ
 0
 Ⅱ
・
中
生
ド
ゴ
 

、
ぎ
い
 
、
之
の
毛
の
時
Ⅱ
 

こ
 ・
㌧
 す
 。
 コ
 0
 日
 。
 

0
 コ
 0
-
0
 

帆
せ
 0
 ヰ
刃
 臼
 忠
一
 
0
 三
ぎ
，
 ㌧
「
 

O
n
 

の
の
 

ミ
ョ
 的
の
 0
 Ⅱ
 侍
す
 
。
 酉
計
す
 
 
 

（
 
ヰ
侍
 
0
q
 
臣
 。
 ま
 。
 ヰ
 巴
の
 0
 コ
 ㎎
 ぺ
 
の
の
の
 
0
 Ⅱ
 珪
 
ぽ
の
 川
ト
 ・
 
コ
 ・
 
オ
 ・
。
・
）
の
Ⅱ
 

り
ヒ
 ・
Ⅰ
 

巾
 ニ
 @
-
 Ⅰ
 笘
 Q
0
 
尹
 
㌧
 b
.
 
㏄
 つ
鍋
 
l
 ㏄
目
白
・
 

人
 を
こ
え
る
研
究
者
の
研
究
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
 に

、
 個
々
 

の
 論
述
に
は
簡
略
に
過
ぎ
る
と
の
印
象
を
免
れ
な
い
も
の
も
あ
 る

が
、
 
何
 

よ
り
も
こ
う
し
た
研
究
分
野
の
拡
が
り
を
目
の
当
た
り
に
し
て
 、
適
切
な
 

チ
ャ
 
一
ト
を
 提
供
し
て
く
れ
た
著
者
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
な
お
、
誤
植
と
思
わ
れ
る
箇
所
 
G
.
 め
の
 
。
が
 ご
 ・
 坤
あ
 ト
 ・
 
N
.
 の
 幸
 。
 

の
 ・
 
2
 め
の
，
が
 
馬
 ・
の
・
 

N
 簿
 ，
 
N
.
 三
）
が
あ
る
が
、
理
解
を
妨
げ
る
も
 の

で
は
な
 

 
 

 
 



会 報 

0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
三
年
六
月
二
五
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

場
所
 -
 神
田
学
士
会
館
 三
 0
 
一
号
室
 

出
席
者
 -
 井
門
富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
江
島
忠
致
、
金
井
新
三
 、
桜
井
 

秀
雄
、
島
 薗
進
 、
竹
中
信
 常
 、
田
丸
 徳
善
 、
宮
家
 準
 、
脇
本
 

平
他
 

議
題
 

一
 、
会
長
選
挙
第
一
次
投
票
開
票
 

開
票
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
 

有
権
者
数
一
九
九
名
 

投
票
者
数
八
九
名
（
投
票
率
四
四
・
七
二
 %
 ）
 

投
票
総
数
二
六
七
票
 

有
効
投
票
二
六
二
酉
一
 
%
 

白
 

要
一
 0
 票
 

て
 
九
百
本
 

無
効
 
票
 

有
効
投
票
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

田
丸
 徳
善
 

五
四
面
一
木
 

藤
田
富
雄
三
八
票
 

井
門
富
 二
夫
一
二
苦
木
 

上
田
 閑
 無
二
一
票
（
次
点
）
 

以
下
略
 

ム
云
 

報
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
三
年
六
月
二
五
日
（
土
）
午
後
二
時
半
 

場
所
 -
 神
田
学
士
会
館
 三
 ①
一
号
室
 

出
席
者
 -
 井
門
富
 二
夫
、
石
田
慶
和
、
江
島
 恵
教
 、
金
井
新
 二
 、
桜
井
 

秀
雄
、
島
直
進
、
竹
中
信
 常
 、
田
九
徳
 善
 、
宮
家
 準
 、
脇
本
 

平
他
 

議
題
 

一
 、
宗
教
学
会
役
員
選
挙
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
 

常
務
理
事
会
集
と
し
て
左
記
の
案
が
採
択
さ
れ
た
。
 

会
長
任
期
 -
 従
来
の
二
年
を
三
年
二
期
ま
で
（
重
任
な
し
、
 

再
 任
 

は
 
一
度
限
り
）
と
す
る
。
 

他
の
役
員
の
任
期
 -
 従
来
の
二
年
を
三
年
、
重
任
は
何
度
で
も
 可
 

と
す
る
。
 

施
行
時
期
 -
 昭
和
六
四
年
度
評
議
員
選
挙
及
び
昭
和
六
五
年
度
 ム
  
 

長
 選
挙
よ
り
 

 
 
 
 

旧
制
度
で
の
会
長
任
期
と
の
関
係
 -
 旧
制
度
で
の
三
期
は
新
制
 度
 
②
 

で
の
二
期
に
、
旧
制
度
で
の
二
期
は
、
新
制
度
で
の
一
期
に
そ
 

I
I
 

れ
ぞ
れ
換
算
す
る
（
但
し
旧
制
度
て
の
一
期
在
任
は
新
制
度
で
  
 

こ
の
結
果
、
井
間
宮
二
夫
、
藤
田
富
雄
、
田
丸
 徳
善
 
（
五
十
音
 

順
）
の
 
三
 氏
を
第
二
次
投
票
の
候
補
者
と
す
る
こ
と
が
決
定
し
  
 

た
 

一
 、
会
長
選
挙
第
二
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
。
一
四
七
四
名
が
 右
 

権
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
 



0
 学
会
賞
委
員
会
 

0
 
円
宗
教
研
 究
ヒ
 編
集
委
員
会
 

日
時
 -
 昭
和
六
三
年
七
月
六
日
（
水
）
午
後
六
時
 

場
所
 -
 学
士
会
館
本
部
分
館
 

出
席
者
 -
 井
上
順
孝
、
 
島
 貢
進
、
高
橋
 
渉
 、
田
島
照
久
、
 
鶴
岡
 賀
 

雄
 、
星
野
英
紀
 

議
題
 -
 一
 、
円
宗
教
研
究
 ヒ
 第
六
二
巻
第
二
軒
（
二
七
七
口
㊦
 

同
筆
 

三
韓
（
二
七
八
号
）
編
集
万
計
 

一
、
 ㍉
宗
教
研
究
 b
 第
六
三
巻
第
一
揖
（
二
八
 0
 号
 ）
編
集
 

方
針
 

の
 任
期
に
は
換
算
さ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
）
。
 

一
 、
九
学
会
連
合
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
日
本
民
族
学
会
 ょ
 
@
 

あ
ら
た
め
て
 九
 学
会
連
合
の
現
状
と
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
 各
 

学
会
で
検
討
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
宗
教
学
 ム
ム
 

と
し
て
は
、
大
学
会
連
合
の
現
状
の
厳
し
さ
を
認
め
つ
つ
も
、
 

連
 

合
の
解
散
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
メ
リ
ッ
ト
 と
 デ
メ
リ
ッ
 
 
 

を
 慎
重
に
考
え
合
わ
せ
つ
つ
今
し
ば
ら
く
静
観
す
る
と
の
立
場
 れ
こ
 

立
つ
こ
と
が
、
再
確
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
昭
和
六
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
の
審
査
委
員
候
補
者
の
 推
 

薦
は
 
つ
い
て
 

こ
れ
ま
で
第
一
次
審
査
委
員
を
さ
れ
て
い
た
宮
田
 登
 氏
の
任
期
 

終
了
に
と
も
な
い
、
薗
田
 坦
 、
宮
家
 準
 の
 二
 氏
を
推
薦
し
た
。
 

0
 新
入
会
員
（
七
月
一
二
日
承
認
 分
 ）
 

朝
日
別
安
国
学
院
大
学
制
 ｜
 ㏄
飯
能
市
南
一
一
五
六
 

磯
煎
順
一
東
京
大
学
大
学
院
田
水
戸
市
 堀
 虹
二
二
 -
 
ハ
 ｜
 一
一
一
一
 

伊
藤
博
道
仏
教
大
学
大
学
院
 

棚
 

京
都
市
北
区
紫
竹
 西
 野
山
町
 
三
 

四
 

及
川
宏
幸
駒
沢
大
学
大
学
院
 
瑚
 

世
田
谷
区
弦
巻
三
上
 ユ
ー
 四
木
 

ノ
 下
方
 

大
森
恵
子
明
徳
商
業
高
等
学
校
教
諭
㎜
京
都
市
中
京
 
区
 壬
生
 賀
 

陽
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Das Problem der Menschen in der Neuzeit 

-Eine Betrachtung iiber das D2monische- 

Kuniko YAMAMOTO 

ABSTRACT: Wir leben in der Situation, die Tillich den Verlust der 
Dimension der Tiefe nannte. Die Dimension ist die des Gijttlichen und 
zugleich die des ~monischen. Diese unsere Situation hat nicht erst 

in unserer Zeit angefangen, und so muD sie im grol3eren Rahmen der 

Neuzeit betrachtet werden. Wenn wir an das Grundproblem der Neuz- 
eit, d h. an das Problem der Selbstandigkeit der rnenschlichen Vernunft 

denken, sehen wir, daB die Neuzeit in enger Beziehung zu der Skular- 
isierung steht. Denn in der Sakularisierung offenbart sich die mensch- 

liche Lage als Games. Deshalb kann unsere Situation nicht nur den 
westlichen Menschen eigentiimlich sein. 

Die Neuzeit hat den diimonischen Anschein, weil da die Selbstent- 

fremdung allgemein ist. Dieses Phanomen hat seine Wurzel in der 
unendlichen menschlichen Verschlossenheit. Die auBerste Spannung der 
Verschlossenheit ist das Merkmal fur das Bmonische. Erst wenn wir 

die Grenzsituation durchbrechen, offnet sich in uns die unendlicbe 
offene Weite. Das passiert nur, wenn wir uns der Situation b e d t  

sind. In der unendlichen offenen Weite wird es erst klar, was fur eine 
Bedeutung die Selbstandigkeit der menschlichen Vernunft in der Neuzeit 

hat. 



The Buddha Dipamkara, the Cave of Buddha's 

Image and Mithraeum 

Akira SADAKATA 

ABSTRACT: This article discusses the possible influence of Mithraism 
(Iranian as well as Roman) on the Buddhist ideas of the Buddha 

Dipamkara ( ~ ~ i L )  and of the Cave of Buddha's Image (ILBB). 
The Buddha Dipamkara is one of the Past Buddhas (B&.IL). It  1s 

remarkable that he is not included in the Past Seven Buddhas (&&k 
a) and is known only in later scriptures. According to legend, he 
foretold the Buddha siikyamuni9s enlightenment, and this prediction 
happened in Nagarahiira, now lost ancient city, situated near Jelalabad 

in Afghanistan. Many sculptural representations of this legend have 
been found in Afghanistan and Gandhsra. I think this legend may have 

been invented around the beginning of the Christian era by the Buddhist 
monks who wanted to make the propagation of Buddhism easy in the 

city where some mighty god was worsipped, by saying that this god 
sanctioned the Buddha's religion. This god, renamed Dipamkara, is 

probably Mithra. 

As for the Cave of Buddha's Image, it is said that the Buddha's 
Image was seen on the wall in the dark cave, but not always. I think 
this cave was a sort of Mithraeum, which was, in some cases, according 
to Lent., a kind of planetarium and led sunlight from outside into the 

dark crypta through the holes picked in the ceiling, and by so doing 
lighted up the divine image 



Le probleme de ~ T L  dans l Y ~ v a n g i l e  de Jean 

Kei SASAKI 

ABSTRACT: Le sujet de cet essai est une analyse du petit mot grec 
dzr dam le texte de I'f3vangile de Jean, et une application de sa 

conclusion 2 l'exkg6se. La mkthode employCe alors n'est pas historico- 

critique, mais ((critique littkraire)), comme on dit, du Nouveau Testam- 

ent. Autrement dit, c'est la mkthode synchronique contre la diachron- 

ique. Particulierement, elle est ici dkpendante de la thkorie du texte que 
pense P. Riceur. Cette analyse participerait au problbme thkologique, 
par exemple, celui de "Was" et "Da13" selon R. Bultmann. 

Dans le Jean-texte, le' mot dzr est employ6 frkquemment et diverse- 
ment. Cest 18 la question du texte, qui dkpasse la solution grammaticale 
habituelle et la explication historique comme le skmitisme. En outre, 
cette question ne peut pas &re rkpondue par la sources-hypothese de R. 
Bultmann ou R.T. Fortna etc ,  elle est plut6t une rkfutation de cette 
hypothbse. 

Avec l'analyse exposCe ci-dessus, en concidkrant l'influence du mot 
i jz t  sur l'ex6gese du Jean-texte, on trouve que ce mot a une relation 
profonde avec la construction du texte, compliquke par Ies autres traits 
stylistiques (des copules, des pronoms personnels). Cela concerne peut- 

&re le jeu crktif du Jean-texte. 



DIE UNENDLICHKEIT 

-Hamlet auf der Schadelstatte: Hegelsche Interpretation dariiber- 

Ken KADOWAKI 

ABSTRACT: Am Ende der Phiinomenologie des Geistes ist Hegel vor 
'der ScEdelstatte des absoluten Geistes" gekommen. Aber dies ist doch 
keine letzte Stufe, sondern ein neuer Anfang "des Sichselbstbewegens". 
Denn "ihm (ebenso dem absoluten Geist wie dem Hegel) schaumt seine 
Unendlichkeit". Hier gewinnt Hegel denselben Gesichtspunkt wie Hamlet 
auf der Schgdelstatte, der mch Hegel das Urteil (das Selbst sei das 
Ding) schlieI3lich als "das unendliche Urteil" begreift. Hamlet nimmt 
jenes Urteil nicht als die Vorstellung wie bei Schelling und Gall an, 
begreift den Unterschied zwischen Selbst und Ding als "den inneren 
Unterschied". Nicht nur dieser Hamlet, sondern auch Hegel begreift mit 
dem B e d t s e i n  der Unendlichkeit die Wahrheit, die an der Schiidelstatte 

des absoluten Geistes (Religion) vorgestellt wird. Die Unendlichkeit ist 
"die absolute Unruhe des reinen Sichselbstbewegens*, "das einfache 
Wesen des Lebens und die Selle der Welt". Darin bewegt sich immer 
((das Nichts)). Hegel vernicht also die Vorstellung und zugleich hebt sich 
in den Begriff, die neue Welt, auf. 




