
「
自
然
」
の
も
つ
意
義
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
そ
の
 

性
質
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
 
こ
こ
で
は
自
然
が
  

 

序
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
 リ
 ス
 ム
を
 代
表
す
る
 ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ン
 の
哲
学
と
の
対
比
に
お
い
て
、
 リ
 ク
 l
 ル
の
思
想
の
核
 

芯
部
分
を
浮
 き
 彫
り
に
し
、
自
由
を
現
実
的
な
も
の
と
す
る
と
 ぎ
の
自
然
の
積
極
的
な
役
割
、
す
な
わ
ち
「
自
由
の
媒
介
と
し
 て
の
自
然
」
を
解
明
 

す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
 

ラ
ヴ
ヱ
ソ
ソ
ン
 は
「
自
由
の
媒
介
と
し
て
の
自
然
」
を
「
習
慣
 」
を
介
し
て
開
示
し
、
リ
ク
ー
ル
は
「
舌
口
薬
」
を
通
し
て
捉
え
る
 
Ⅰ
両
者
の
違
い
 

は
 、
方
法
上
の
相
違
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
自
由
と
自
然
と
の
 対
立
に
関
す
る
洞
察
の
違
い
を
含
ん
で
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
 ぅ
 ヴ
ヱ
ツ
ソ
ン
 が
十
分
 

に
 考
慮
し
な
か
っ
た
、
人
間
の
実
存
の
う
ち
に
あ
る
自
由
と
自
 然
 と
の
微
妙
な
対
立
に
つ
い
て
考
察
を
巡
ら
し
、
自
由
と
自
然
 と
の
対
立
が
重
大
な
 

「
過
ち
」
に
繋
が
る
こ
と
を
鋭
く
見
て
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ン
と
 リ
ク
ー
ル
が
各
々
の
仕
方
で
提
示
し
た
「
 自
 由
の
媒
介
と
し
て
の
自
然
」
は
、
宗
教
に
お
い
て
現
わ
れ
る
自
然
 を
 考
察
す
る
と
 

ぎ
の
二
つ
の
視
座
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 リ
ク
一
 ル
 、
自
然
、
ラ
ヴ
 ヱ
ッ
 ソ
ン
、
 習
 慣
 、
過
ち
、
超
越
、
情
念
、
詩
、
存
在
論
、
隠
 瞼
 

リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
自
由
の
媒
介
 と
 し
て
の
自
然
 



-
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と
 非
意
志
的
な
も
の
 b
 

多
く
の
反
省
の
源
泉
に
 は

 自
由
と
自
然
と
の
関
係
を
問
 う
た
 著
で
あ
り
、
ま
た
 
「
偉
大
な
哲
学
者
（
ラ
ヴ
ェ
ッ
 
ソ
ン
 ）
 

-
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存
在
し
て
い
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
 う
 に
、
自
然
 が
 人
間
の
自
由
を
媒
介
す
る
と
い
う
 の

 直
観
が
本
書
の
 

ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ソ
 
の
 

人
間
の
自
由
に
対
し
て
、
両
義
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
 る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
を
考
察
の
糸
口
と
し
た
 い
 。
 一
方
に
お
い
て
、
自
然
 

ほ
人
間
の
自
由
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
 は
 自
然
か
ら
距
離
を
と
っ
て
、
自
然
を
対
象
と
し
て
 認
 識
 し
そ
れ
に
働
き
か
け
 

て
 克
服
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
が
他
方
に
お
い
て
、
自
然
が
 人
間
の
自
由
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
外
的
な
 自
然
環
境
に
つ
い
て
い
 

え
ば
、
人
間
ほ
外
的
な
自
然
に
働
き
か
け
 ろ
 自
由
を
右
し
 て
い
る
も
の
の
、
そ
の
働
き
か
け
は
自
然
法
則
に
従
わ
 ね
ば
な
ら
ず
、
 働
 ぎ
か
 

げ
る
道
具
な
ど
の
材
料
そ
の
も
の
は
自
然
に
求
め
ざ
る
を
 え
な
い
。
ま
た
内
的
な
問
題
に
関
し
て
も
、
人
間
の
自
 虫
 が
自
然
を
媒
介
に
し
 

ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
人
間
の
内
 的
 自
由
は
、
衝
動
や
本
能
の
よ
う
な
自
然
的
な
欲
求
を
 意
志
が
克
服
す
る
と
こ
 

ろ
で
成
立
す
る
が
、
欲
求
と
断
絶
し
て
い
る
自
由
は
抽
象
 的
で
無
内
容
な
も
の
と
な
る
。
克
服
さ
れ
た
欲
求
は
 け
 つ
 し
て
消
滅
せ
ず
、
 意
 

志
を
支
え
る
能
力
と
し
て
再
び
自
由
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
 の
で
あ
る
。
 

自
然
は
人
間
の
自
由
と
対
立
す
る
と
と
も
に
自
由
を
現
実
 的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。
た
だ
 時
代
に
よ
っ
て
ま
た
 

思
想
家
に
よ
っ
て
そ
の
強
調
点
を
異
に
す
る
だ
け
で
あ
る
 。
い
う
ま
で
も
な
く
近
世
以
降
は
、
人
間
の
自
由
が
自
 然
 と
対
立
す
る
こ
と
を
 

強
調
す
る
思
想
が
主
流
を
な
し
て
ぎ
た
。
科
学
・
技
術
の
 急
速
な
進
展
は
、
自
然
は
人
間
の
自
由
を
否
定
す
る
も
 の
で
あ
り
、
人
間
を
中
 

心
 に
自
然
を
支
配
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
 、
そ
の
背
景
に
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
 自
 由
 と
自
然
と
は
根
本
的
 

に
は
対
立
し
な
い
と
主
張
し
た
人
々
も
い
た
。
本
稿
が
 以
 下
 に
お
い
て
論
じ
る
ラ
ヴ
ェ
ッ
 ソ
ン
と
 ポ
ー
ル
・
リ
ク
 l
 ル
は
い
ず
れ
も
人
間
 

の
 自
由
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
の
自
然
の
肯
定
的
な
役
 割
を
強
調
し
た
思
想
家
で
あ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
の
思
想
が
ラ
 ブ
ヱ
ッ
ソ
ソ
 の
影
響
下
の
も
と
、
 自
由
と
自
然
と
の
問
題
の
探
求
か
ら
出
発
し
て
い
っ
た
 こ
と
の
意
義
は
 、
現
 

左
 に
至
る
ま
で
十
分
に
注
目
さ
れ
て
 き
た
よ
う
 に
は
思
わ
 れ
な
い
。
し
か
し
リ
ク
ー
ル
の
「
意
志
の
哲
学
」
の
 第
 一
巻
 円
 意
志
的
な
も
の
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ジ グ 一 ル におけ る 自由の媒介として   の 自然 

 
 

そ
の
根
拠
を
し
ば
し
ば
「
自
然
」
に
求
め
て
き
た
。
そ
の
 こ
と
は
宗
教
が
真
に
人
間
の
自
由
を
実
現
す
る
と
き
、
 「
自
由
の
媒
介
と
し
て
 

自
然
観
を
直
接
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
 で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
後
、
ラ
ヴ
 ヱ
 

ソ
が
 十
分
に
取
り
 

扱
わ
な
か
っ
た
自
由
と
自
然
と
の
ょ
り
複
雑
な
絡
み
合
い
 を
 捉
え
る
べ
く
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
 が
で
き
る
。
 

-
3
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以
下
の
考
察
は
、
ラ
ヴ
 ヱ
ッ
ソ
ソ
 の
哲
学
と
対
比
さ
せ
る
 こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
の
思
想
を
貫
い
て
い
る
 核
 石
部
分
を
浮
き
彫
り
 

に
し
、
彼
の
思
想
の
持
つ
積
極
的
な
意
味
を
解
明
し
て
ゆ
 く
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
予
め
明
確
 に
し
て
お
く
が
、
本
稿
 

の
 意
図
は
ラ
ヴ
ェ
ッ
 
ソ
ソ
と
 リ
ク
ー
ル
の
思
想
の
異
同
を
 確
認
し
よ
う
と
か
、
リ
ク
ー
ル
の
思
想
背
景
を
一
義
的
 に
 限
定
し
よ
う
と
い
う
 

こ
と
に
は
な
い
。
明
ら
か
に
し
た
い
要
点
 は
 、
自
然
の
持
 っ
 超
越
的
な
 働
 ぎ
と
、
そ
れ
を
開
示
し
ょ
う
と
す
る
 ぅ
 ヴ
ヱ
ッ
ソ
ソ
 
と
 り
グ
｜
 

ル
 の
方
法
の
相
違
が
含
ん
で
い
る
思
想
上
の
意
味
に
あ
る
  
 

本
稿
は
以
下
の
よ
う
に
議
論
を
展
開
し
た
 い
 。
ま
ず
第
一
 
章
で
 ラ
ヴ
ェ
ッ
 
ソ
ン
 の
「
習
慣
論
 b
 を
取
り
上
げ
、
 
彼
 が
 習
慣
を
介
し
て
 洞
 

察
し
た
「
自
由
を
媒
介
す
る
自
然
」
と
「
恩
寵
で
あ
る
 自
 然
 」
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
第
二
章
で
 ヨ
思
 志
 的
な
も
の
と
非
意
志
 

的
な
も
の
 ヒ
 に
お
い
て
リ
ク
ー
ル
が
記
述
し
た
人
間
の
自
 由
の
様
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
ラ
ヴ
ェ
ッ
 ソ
ソ
 が
十
分
に
論
じ
な
 

か
っ
た
人
間
の
実
存
の
う
ち
に
あ
る
微
妙
な
自
由
と
自
然
 と
の
対
立
に
つ
い
て
、
リ
ク
ー
ル
が
考
察
を
巡
ら
し
て
 い
た
こ
と
を
示
し
た
 

い
 。
第
三
章
で
は
 日
 過
ち
や
す
ぎ
人
間
日
を
手
掛
か
り
に
 し
て
、
自
由
と
自
然
と
の
対
立
が
重
大
な
「
過
ち
」
 

へ
 と
 繋
が
る
こ
と
を
 リ
ク
 

｜
め
 が
鋭
く
見
て
取
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

さ
ら
に
過
ち
の
問
題
が
、
自
由
の
媒
介
と
な
る
自
然
を
 「
舌
ロ
 

葉
 」
を
通
し
て
 
捉
 

え
 る
リ
ク
一
 
ル
 0
 基
本
的
な
立
場
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
 に
 言
及
す
る
。
最
後
に
第
四
章
で
、
「
生
き
た
 

隠
楡
ヒ
の
 
中
で
リ
ク
ー
ル
が
 @
 

語
の
持
つ
積
極
的
な
力
を
開
示
し
、
自
由
と
自
然
と
の
 宥
 和
を
可
能
な
ら
し
め
る
存
在
論
を
解
明
し
ょ
う
と
し
て
 い
る
こ
と
に
触
れ
、
 
彼
 

の
 解
釈
学
の
理
論
体
系
を
貫
い
て
い
る
も
の
を
示
し
た
い
  
 

以
上
の
考
察
を
通
し
て
本
稿
が
遠
く
に
見
据
え
て
い
る
の
 は
 、
宗
教
的
経
験
の
根
拠
と
し
て
の
自
然
の
問
題
で
あ
 る
 。
宗
教
的
経
験
は
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で
 例
外
的
に
習
慣
を
重
要
視
し
た
の
が
、
ラ
ヴ
ェ
 ソ
ソ
ソ
 を
 代
表
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
 

げ
ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ン
 は
メ
ー
ヌ
・
 
ド
 ・
ビ
ラ
 ソ
 の
習
慣
の
現
 象
は
 つ
い
て
の
 精
級
 な
分
析
を
引
き
受
け
、
 

@
5
@
 

果
た
す
積
極
的
な
役
割
を
円
習
慣
論
 b
 の
中
で
解
明
し
て
 
い
っ
た
。
 

リ
ス
ム
の
流
れ
で
あ
る
。
と
り
わ
 

自
由
を
実
現
す
る
さ
い
の
自
然
の
 

@
4
@
 

と
こ
ろ
が
哲
学
的
に
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
習
慣
の
土
 

ゑ
 味
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
は
、
「
忘
却
」
さ
れ
「
無
視
 」
さ
れ
た
。
そ
の
中
 

察   す 
る 

さ が人 を解明 然 現する 然 」と るもの とを、 い 

し こ か で き 間 
た と 呼 あ わ の 一 
と が ば り め 自 

の有 

効 

と   な 
等 り し 来 し る ソ る 

は ス か も て と /     
と 
が 

期 

テ冊   れ 
実 で 束 に 慣 よ る 
現 ス 縛 変 」 っ 

す   す え の て 

るア さ クかこ顕 るる 聞 こ そ 
い ィ の と で 自 
の ナ ょ が あ 由 
自 ス ラ 困 る は 
然 が に 難 。 現 

思 で 習 実 
の 果徳 「 わあ 慣的 
た 」 れ る は な 
す は る こ 人 も   

な と 

目 し るっ「 とて 第 あ い 

て論こ二 い じ その一両 るう 
ナ "  し   "  自 定 義   
う の は と 向 後 
こ も よ か に 害 U 

同 を 
と が つり「 積 採獲 け演 
で 極 い 得 て じ 
ぎ 的 自 さ 定 て 
よ な 由 れ 型 い 

と の 
リ ま 

ク ま 
l の 

ル 目 

が 然 
各 で 
々 ほ 

め が 

  
で ・ 宗 

提 教 
亦 に 

し お 
た い 

「 て 

自 実 
由 規 
の さ 
媒 れ 
分 た 
と 目 

し 由 
て の 

の 性 
自 負 
然 は 
」 相 

  
出 示 た し 

教 深 
に み 

お な 
け も 

る っ 

自 た 

然の 「自 

  
ざ で 
ま あ 

な現る 。 
わ う 

れ ヴ 
か ヱ 

た ・ グ 

を ソ 

考 ，ノ 
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の
 自
然
」
が
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
表
現
さ
れ
て
き
た
と
い
 え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
宗
教
的
経
験
の
根
拠
と
な
る
 「
自
然
」
は
天
然
あ
り
 

 
 



 
 

呵
 

と
こ
ろ
が
努
力
に
お
い
て
は
、
自
ら
運
動
を
起
こ
す
 力
が
 抵
抗
と
出
会
 5
 
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
 
働
 ぎ
を
 そ
 の
ま
ま
知
る
こ
と
が
成
立
す
 

 
 

 
 

 
 

ク
る
 。 勘
 ぎ
と
 働
 ぎ
を
見
る
こ
と
が
一
つ
と
な
る
こ
と
 、
い
わ
ば
た
だ
一
人
で
役
者
と
観
客
と
を
兼
ね
る
こ
と
 、
が
 努
力
に
お
い
て
は
可
能
㏄
 

 
 

 
 

な
の
で
あ
る
。
ラ
ヴ
 ヱ
ッ
ソ
ン
 が
意
識
の
範
型
を
努
力
と
 し
て
、
認
識
論
的
な
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
ぎ
た
意
識
 0
 
本
質
を
行
為
を
中
心
 

和
 

ラ
ヴ
 ヱ
ッ
ソ
ソ
 
の
自
由
と
自
然
に
つ
い
て
の
 
考
 察
は
 、
「
努
力
」
を
意
識
の
範
型
と
す
る
こ
と
か
ら
出
発
 

す
る
。
ラ
ヴ
 ヱ
ッ
ソ
ン
 に
 よ
 

即
 
れ
ば
、
努
力
と
は
自
ら
が
起
こ
す
 

カ
と
 抵
抗
と
の
 釣
 9
 合
い
、
拮
抗
の
意
識
で
あ
る
。
通
常
は
見
る
こ
と
と
 

働
く
こ
と
は
一
致
し
な
い
。
 

由の媒介 と 

サ こ う 

し ヴ 
て ェ 
い ・ ソ 

く ソ 

の ン 

で、 は 

あ 自 

る 然 
  // く 

自 

由 
と 

対 

立す 

る 

も 
の 

で ・ 

せ % 
な 

く、 

両 
者 
が 、 

根 
底 
的 
な 
地 
    
で， 

通 
じ 
て 
し @ 
る 
    
と 

を習 

。 貫 
の 

問題 

か 
ら 

明 
ら 
か 

（
 
六
 
v
"
 

ラ
ヴ
ェ
ッ
 
ソ
ソ
 に
先
立
ち
ビ
ラ
 
ソ
 が
、
行
為
が
反
復
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
習
慣
に
法
則
性
が
あ
る
こ
 と
を
指
摘
し
た
。
 
そ
 

の
 法
則
と
は
、
第
一
に
、
能
動
的
な
運
動
を
繰
り
返
す
と
 そ
の
運
動
は
い
っ
そ
 5
 容
易
に
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
 能
 動
的
な
行
為
は
そ
の
 反
 

復
に
ょ
 り
行
為
の
自
発
性
が
増
す
と
い
う
法
則
で
あ
り
、
 

第
二
に
、
受
動
的
に
行
為
を
繰
り
返
し
受
け
る
と
そ
の
 行
為
に
つ
い
て
の
感
覚
 

が
 減
じ
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
の
感
受
性
が
減
じ
る
と
い
 ぅ
 も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
ビ
ラ
 
ソ
 が
二
つ
の
法
則
に
分
け
て
理
解
し
た
 習
慣
に
つ
い
て
の
考
察
を
 ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ソ
 
は
さ
ら
に
 進
 属
 さ
せ
、
二
つ
に
 区
 

介
 さ
れ
た
法
則
を
一
つ
の
「
原
理
」
（
 
p
r
@
n
C
@
p
 

③
の
も
と
 に
 包
括
す
る
。
ラ
ヴ
 ヱ
 ，
ソ
ン
が
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
 法
則
の
根
幹
に
あ
る
と
 

し
た
原
理
と
は
、
能
動
的
で
あ
れ
受
動
的
で
あ
れ
、
行
為
 を
 何
度
も
繰
り
返
す
と
身
体
の
内
か
ら
「
あ
る
種
の
能
 動
性
 」
が
生
じ
る
と
い
 

ぅ
 原
理
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
能
動
的
な
行
為
に
お
い
て
 自
 発
性
 が
増
す
こ
と
も
、
受
動
的
な
行
為
に
お
い
て
感
受
 牲
 が
減
ず
る
こ
と
も
、
 

然
 

そ
れ
は
同
一
の
「
原
理
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
 と
 、
ラ
ヴ
ェ
ッ
 
ソ
ソ
 は
捉
え
る
の
で
あ
る
。
 

相
 

ビ
ラ
ン
か
ら
 
ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ソ
 
へ
の
習
慣
の
考
察
 
の
こ
の
よ
う
な
展
開
は
、
習
慣
の
理
解
を
深
め
た
だ
け
で
 な
く
、
自
由
と
自
然
に
つ
い
 

は
 

て
の
洞
察
の
深
ま
り
を
伴
っ
て
い
た
。
ビ
ラ
ン
の
 習
 慣

は
 つ
い
て
の
議
論
の
射
程
が
心
身
の
現
象
の
解
明
に
 と
ど
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
 



的
な
地
点
で
通
じ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
自
由
と
自
 然
 と
が
存
在
の
内
部
に
お
い
て
動
的
な
連
関
を
な
し
て
 い
る
こ
と
を
直
接
に
知
 

ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ン
 
は
こ
の
よ
う
に
習
慣
と
知
性
と
の
関
係
を
 捉
え
た
上
で
、
自
由
と
自
然
と
が
対
立
す
る
も
の
で
は
 な
く
、
両
者
が
根
底
 

に
 据
え
て
見
直
し
た
こ
と
に
は
き
わ
め
て
大
き
な
意
義
が
 あ
る
。
行
為
は
認
識
の
よ
う
に
主
客
の
対
立
を
維
持
し
 な
い
。
行
為
の
達
成
は
 

主
観
の
内
部
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
働
き
か
け
 を
 受
動
的
に
受
け
る
も
の
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
 あ
り
、
主
客
の
間
の
動
 

的
な
連
閏
を
要
請
す
る
。
つ
ま
り
行
為
を
意
識
の
本
質
で
 あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
意
識
が
意
識
以
外
の
存
在
と
直
 接
 的
か
つ
本
質
的
に
開
 

か
れ
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
と
切
り
離
し
て
意
識
は
成
 立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
 。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
 

捉
え
直
さ
れ
た
意
識
は
、
習
慣
を
介
し
て
、
次
第
に
身
体
 の
中
に
入
り
込
ん
で
い
き
、
身
体
の
内
側
に
知
性
の
光
 を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
 

る
 。
 

一
般
に
、
知
性
と
運
動
と
の
間
に
は
、
主
観
と
客
観
、
 

あ
 る
い
は
精
神
と
身
体
と
の
対
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
 る
 。
知
性
と
運
動
と
 

は
 一
体
と
な
っ
て
は
お
ら
ず
、
知
性
は
実
現
す
べ
き
対
象
 と
し
て
運
動
を
措
定
す
る
。
し
か
し
そ
の
運
動
を
何
度
 も
 繰
り
返
す
と
身
体
の
 

内
か
ら
、
あ
る
種
の
「
自
発
性
」
や
「
傾
性
」
が
生
じ
る
 。
習
慣
 は
 知
性
に
対
し
直
接
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
 は
な
い
が
、
身
体
の
 
う
 

ち
か
ら
自
発
性
を
生
じ
さ
せ
、
抵
抗
を
と
り
の
 ぞ
ぎ
 運
動
 を
 容
易
な
も
の
と
す
る
。
身
体
の
う
ち
か
ら
生
じ
る
こ
 の
よ
う
な
自
発
性
は
 
、
 

運
動
を
実
現
す
る
た
め
の
能
動
的
な
意
志
の
働
き
を
次
第
 に
 不
要
な
も
の
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
身
体
の
自
発
性
 は
 、
知
性
に
よ
っ
て
 措
 

定
 さ
れ
た
実
現
さ
る
べ
 
き
 運
動
に
絶
え
ず
接
近
し
て
い
 き
 、
最
終
的
に
は
意
志
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
て
い
る
運
動
 と
 身
体
の
自
発
性
と
が
 

一
致
す
る
よ
う
に
な
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
 

ソ
ソ
 は
、
精
神
と
身
 体
 が
習
慣
に
お
い
て
一
つ
に
な
っ
た
も
の
は
、
実
在
 
化
し
た
知
性
で
あ
り
、
 

「
実
体
的
観
念
」
 c
 忠
の
の
，
 
す
 "
 
（
。
 
，
エ
 
。
 コ
 。
）
と
い
う
べ
き
も
 の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
 

「
習
慣
に
よ
っ
て
反
省
 

ほ
 目
立
た
な
い
知
性
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
。
こ
の
直
接
 的
 知
性
に
あ
っ
て
は
、
客
観
と
主
観
と
が
一
つ
と
な
る
 。
つ
ま
り
こ
の
知
性
は
 

@
7
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実
在
的
直
観
で
あ
っ
て
こ
こ
で
は
、
実
在
的
な
も
の
と
 観
 念
 的
な
も
の
、
存
在
と
思
惟
と
が
一
つ
と
な
っ
て
い
る
 」
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精
神
の
働
ぎ
の
み
か
ら
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
道
徳
や
め
 
示
教
な
ど
の
自
由
の
領
域
に
も
、
自
然
が
介
在
し
て
い
る
 こ
と
が
習
慣
の
原
理
 

然
か
ら
考
察
で
き
る
。
徳
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
 
よ
 き
 習
慣
を
獲
得
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
善
を
な
 す
に
は
最
初
に
は
努
力
が
必
 

畦
要
 で
あ
る
が
、
繰
り
返
し
善
を
実
行
す
る
こ
と
か
ら
 あ
る
種
の
自
然
的
な
傾
向
性
が
生
み
た
さ
れ
て
い
く
。
 そ
し
て
善
を
な
す
運
動
に
意
 

は
志
 的
な
努
力
を
必
要
と
し
な
く
な
り
、
次
第
に
そ
の
 運
動
が
自
ら
の
欲
望
と
一
致
し
て
ゆ
き
徳
が
形
成
さ
れ
 る
 。
徳
を
形
成
し
て
ゆ
く
 習
 

れ
 

慣
の
根
底
に
は
、
や
は
り
自
由
と
自
然
と
の
動
的
な
 連
関
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
 か
ら
善
を
な
そ
う
と
す
る
人
 

磯
間
の
意
志
的
な
自
由
な
行
為
の
本
質
を
改
め
て
 
捉
，
 

え
 返
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

由
 

自
首
生
心
や
知
性
は
無
か
ら
生
じ
て
、
善
を
求
め
る
も
 
の
で
は
な
い
。
常
に
そ
れ
ら
に
先
立
つ
傾
向
性
や
欲
求
 な
ど
の
非
意
志
的
な
自
発
性
 

 
 

潮
 

が
予
め
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
志
や
知
性
 は
 反
省
に
先
立
つ
そ
の
よ
う
な
自
発
性
に
基
づ
い
て
の
 み
 行
為
を
実
行
す
る
こ
と
が
 

ゆ
 

で
き
る
。
善
を
求
め
よ
う
と
す
る
人
の
精
神
の
根
源
 を
 動
か
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
愛
で
あ
る
。
 

愛
 と
ほ
 目
的
と
行
動
と
が
一
致
し
て
 

  

 
 
 
 
 
 

ク
 

い
る
本
能
の
如
ぎ
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
の
実
 質
 を
な
し
て
い
る
自
然
で
あ
る
。
自
然
が
愛
の
よ
う
に
 人
間
に
善
を
求
め
さ
せ
る
も
は
 

 
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
な
ら
、
自
然
が
わ
れ
わ
れ
を
真
の
自
由
へ
と
 導
 く
も
の
で
あ
り
、
自
然
が
恩
寵
 と
 一
つ
と
な
る
と
い
う
 
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ヴ
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
習
慣
に
よ
っ
て
観
念
と
運
 動
 と
が
一
体
化
し
、
知
性
が
直
接
的
と
な
る
こ
と
は
、
 

自
由
を
目
指
す
人
間
の
 

観
念
が
あ
る
種
の
自
然
的
な
傾
向
に
な
る
過
程
を
意
味
す
 る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
他
方
で
身
体
の
運
動
を
 介
し
て
自
然
が
人
間
の
 

自
由
を
実
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
現
わ
し
て
 い
る
。
ラ
ヴ
 
ヱ
ッ
ソ
ソ
 は
習
慣
に
よ
っ
て
、
自
然
の
う
 ち
へ
自
由
が
下
降
し
て
 

い
く
動
ぎ
と
同
時
に
、
自
由
の
内
側
へ
と
自
然
が
昇
っ
て
 く
る
動
き
を
洞
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
コ
ス
モ
 ロ
ジ
，
ク
な
 次
元
で
自
 

由
 と
自
然
が
互
い
に
媒
介
し
合
い
、
動
的
な
相
互
連
関
 を
な
し
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
あ
ら
ゆ
 
る
 事
物
に
お
い
て
、
 
自
 

然
の
必
然
性
と
い
う
縦
糸
に
自
由
が
横
糸
を
通
し
て
い
る
 。
し
か
も
自
然
の
必
然
性
は
動
的
な
生
き
生
き
と
し
た
 縦
糸
で
あ
り
欲
望
と
愛
 

（
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と
 恩
寵
が
は
た
ら
く
必
然
性
な
の
で
あ
る
」
。
 



以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
 ソ
ソ
 は
習
慣
を
探
求
の
 
手
 掛
か
り
と
し
て
、
自
由
と
自
然
と
が
相
互
に
媒
介
し
 て
い
る
こ
と
を
究
明
 

し
た
。
し
か
し
ラ
ヴ
ェ
ッ
 

ソ
ン
 は
人
間
の
自
由
を
実
現
す
 る
 根
拠
が
自
然
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
自
由
と
自
然
 と
の
宥
和
の
内
部
に
 、
 

あ
る
種
の
不
調
和
が
存
在
す
る
こ
と
を
詳
し
く
分
析
す
る
 こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
ラ
ヴ
ェ
 ソ
ソ
ソ
 に
 と
 り
 最
大
の
関
心
は
人
間
 

の
 意
識
と
存
在
の
全
系
列
と
が
連
続
し
、
コ
ス
モ
ロ
 ジ
，
 ク
な
 次
元
で
自
由
と
自
然
と
が
相
互
に
媒
介
し
あ
っ
て
 い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 

し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
由
と
自
然
 と
の
微
妙
な
不
一
致
ほ
つ
い
て
の
考
察
は
 、
 後
の
世
代
 に
 残
さ
れ
て
い
た
の
で
 

あ
る
。
 

二
 

身
体
と
自
由
 

人
間
の
自
由
と
自
然
と
の
間
に
あ
る
微
妙
な
分
裂
に
つ
い
 て
の
分
析
は
リ
ク
ー
ル
が
引
き
受
け
、
展
開
し
た
と
い
 え
る
。
リ
ク
ー
ル
は
 

人
間
の
自
由
は
自
然
に
媒
介
さ
れ
て
現
実
的
な
も
の
と
な
 る
と
い
う
 う
ヴ
ヱ
 
，
ソ
ン
の
哲
学
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
 、
そ
の
よ
う
な
自
由
と
 

自
然
の
基
本
的
な
関
係
の
う
ち
に
重
大
な
分
裂
が
惹
起
す
 る
 可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 。
リ
ク
ー
ル
は
自
由
と
 

自
然
に
つ
い
て
の
複
雑
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
 、
段
階
を
設
け
て
論
を
展
開
し
て
ゆ
く
。
以
下
、
本
稿
 も
 彼
が
区
別
し
た
段
階
 

に
 従
っ
て
人
間
の
自
由
と
自
然
と
の
関
係
を
考
察
す
る
 @
 
」
と
に
し
た
い
。
 

リ
ク
ー
ル
は
ま
ず
同
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
 b
 に
お
い
て
、
宗
教
的
救
済
の
よ
う
な
「
超
越
」
（
 

づ
 r
a
 
拐
 り
の
 
コ
ヰ
 
a
 コ
り
 
の
）
と
、
 
悪
 

は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
な
る
神
で
あ
る
、
た
だ
こ
の
神
は
余
 り
に
内
に
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
へ
降
り
ら
れ
な
い
 ほ
ど
わ
れ
わ
れ
の
奥
底
の
 

 
  

 

@
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に
い
ま
す
が
ゆ
え
に
隠
れ
た
 神
 な
の
で
あ
る
」
。
 

ェ
ッ
ソ
ン
 は
「
自
然
 は
 先
行
す
る
恩
寵
で
あ
る
」
と
い
う
 舌
口
薬
を
ま
っ
た
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
 
う
に
述
べ
る
。
「
自
然
 

 
 



  鮨
界
 に
成
果
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
 成
 果
 が
実
現
さ
れ
る
と
き
、
身
体
 は
 そ
の
姿
を
消
し
つ
っ
 、
志
向
さ
れ
て
い
る
成
果
を
 

甜
 
具
体
的
な
も
の
と
す
る
た
め
の
能
力
と
し
て
の
役
割
 を
 果
た
す
。
つ
ま
り
身
体
は
世
界
へ
と
開
い
て
お
り
、
 身
体
が
意
志
の
目
指
し
て
い
 

Ⅱ
 
る
 行
為
を
世
界
へ
と
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 が
 行
為
を
媒
介
す
る
と
き
の
身
体
の
役
割
は
看
過
さ
れ
 が
ち
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
 

 
 

ケ
身
体
が
身
体
と
し
て
明
白
に
意
識
さ
れ
る
の
は
、
 
身
 体
 が
意
志
に
抵
抗
す
る
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
 身
体
は
意
志
に
完
全
に
従
属
 

 
 

す
る
も
の
で
は
な
い
。
身
体
は
そ
れ
自
身
の
自
発
性
を
有
 し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
意
志
に
抵
抗
し
、
意
志
の
支
配
 か
ら
抜
け
出
す
。
そ
の
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を
 目
指
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
意
志
の
志
向
は
 

身
体
を
横
切
り
、
現
実
の
世
 

由
 

しての自然 

や
 罪
な
ど
を
含
む
「
過
ち
」
（
守
二
の
）
と
を
捨
象
し
て
、
 

罪
 あ
る
人
に
も
無
垢
な
人
に
も
共
通
な
人
間
の
「
根
本
的
 な
 可
能
性
」
を
記
述
 

し
 、
そ
の
範
囲
内
で
の
人
間
の
自
由
と
自
然
と
の
関
係
を
 明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
人
間
の
具
体
的
状
況
を
彩
 っ
て
い
る
救
い
や
 悪
な
 

ど
を
括
弧
に
入
れ
て
論
じ
る
人
間
像
は
抽
象
的
な
も
の
で
 あ
る
。
し
か
し
リ
ク
ー
ル
 ほ
 抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
 認
 め
な
が
ら
も
、
自
由
と
 

自
然
と
の
複
雑
な
関
係
を
考
察
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
 、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
な
基
盤
を
確
保
し
記
述
し
た
 上
 で
、
そ
れ
が
超
越
 や
 

過
ち
と
交
差
す
る
地
点
を
捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
な
基
盤
を
リ
ク
ー
ル
は
 意
 志
を
中
心
に
記
述
し
て
ゆ
く
。
意
志
は
身
体
か
ら
孤
立
 し
て
働
く
も
の
で
は
 

な
く
、
ま
た
逆
に
人
間
の
身
体
は
、
意
志
と
何
ら
か
の
 連
 関
 が
あ
る
。
一
見
意
志
と
は
無
関
係
な
、
身
体
に
根
差
 し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
 

非
意
志
的
な
も
の
も
一
つ
の
意
志
が
秩
序
づ
げ
て
お
り
、
 非
意
志
的
な
も
の
の
意
味
は
意
志
的
な
も
の
と
の
連
関
 に
お
い
て
の
み
明
ら
か
 

に
な
る
。
つ
ま
り
リ
ク
ー
ル
 ほ
 身
体
の
意
味
を
意
志
と
の
 相
互
性
の
も
と
で
把
握
し
、
意
志
的
体
験
の
厚
み
を
あ
 ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
な
 

基
盤
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
意
志
 の
 働
き
を
三
つ
の
局
面
、
「
決
意
す
る
」
「
行
為
す
る
」
「
 

同
意
す
る
」
に
わ
け
て
 

-
 
記
述
し
て
い
く
が
、
こ
こ
で
は
三
つ
の
局
面
の
う
ち
、
 

習
 慣
 に
関
す
る
記
述
の
あ
る
「
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
 的
な
も
の
 ヒ
 の
第
二
部
 



よ
う
な
場
合
に
は
、
身
体
を
昔
生
心
に
従
わ
せ
る
「
努
力
」
 

が
 必
要
と
な
り
、
意
志
 は
 努
力
に
よ
り
身
体
へ
の
支
配
 を
 取
り
戻
す
。
リ
ク
ー
 

か
 は
こ
の
よ
う
に
努
力
に
お
い
て
意
志
と
身
体
と
が
対
立
 し
て
い
る
こ
と
を
、
「
人
間
性
に
お
い
て
二
元
で
あ
る
」
 

と
 ビ
ラ
ン
か
ら
借
用
 

-
 
は
 @
 

し
た
舌
口
薬
で
表
現
す
る
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
 
ソ
ン
 が
努
力
に
お
い
 て
 意
識
が
身
体
に
開
か
れ
て
い
る
点
を
強
調
し
た
の
に
 対
し
、
リ
ク
ー
ル
は
 さ
 

ら
に
そ
こ
に
心
身
の
対
立
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
 し
な
が
ら
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
対
立
は
決
定
的
で
は
 な
い
。
身
体
は
意
志
と
 

対
立
す
る
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
で
意
志
と
結
び
つ
 い
て
お
り
、
そ
こ
に
心
身
合
一
の
「
原
初
的
事
実
」
が
 あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
人
 

間
 に
お
け
る
二
元
的
な
対
立
も
こ
の
よ
う
な
「
生
に
お
 け
 る
 一
元
」
を
前
提
と
し
て
の
み
存
在
し
 

ぅ
 る
の
で
あ
る
 。
リ
ク
ー
ル
は
こ
う
 明
 

冒
 す
る
。
「
努
力
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
こ
の
原
初
的
事
実
 が
あ
り
、
努
力
は
こ
の
事
実
を
承
認
す
る
に
す
ぎ
な
い
 」
 
@
 

リ
ク
ー
ル
は
非
意
志
的
な
も
の
と
意
志
的
な
も
の
と
の
 相
 五
性
の
記
述
に
よ
っ
て
 、
 生
の
一
元
 性
 と
そ
こ
に
生
ず
 る
 微
妙
な
人
間
性
の
 

二
元
性
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
人
間
の
心
身
に
主
観
 と
 客
観
と
に
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
密
接
な
繋
が
り
 を
 認
め
る
と
と
も
に
、
 

そ
こ
に
主
観
と
客
観
の
分
裂
の
手
前
に
あ
る
微
妙
な
対
立
 が
 存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
 一
か
 
は
こ
の
対
立
を
 

「
実
存
の
二
元
性
」
と
表
現
す
る
。
リ
ク
一
ル
 

は
 ラ
 ブ
ヱ
 ッ
ソ
ン
 が
十
分
に
展
開
し
な
か
っ
た
自
由
と
自
然
と
の
 
対
立
が
人
間
の
実
存
の
 

う
 ち
に
萌
芽
的
な
状
態
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 

非
意
志
的
な
も
の
と
意
志
的
な
も
の
と
が
具
体
的
に
ど
の
 よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
、
リ
ク
ー
ル
の
「
情
動
 」
（
 か
ョ
ま
 0
,
 
）
の
 分
 

析
を
例
に
と
っ
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
リ
ク
ー
 
ル
が
「
情
動
」
と
呼
ぶ
と
ぎ
彼
の
念
頭
に
あ
る
も
の
は
 
デ
カ
ル
ト
が
 
日
 情
念
 

ぬ
冊
 
口
 の
中
で
論
じ
た
六
つ
の
基
本
情
念
、
驚
 き
 
・
 愛
 ・
 憎
 し
み
 
・
欲
望
・
喜
び
 
，
 悲
し
み
で
あ
る
。
リ
ク
 一
ル
が
 
「
情
念
」
（
 
ヮ
 曲
の
絡
 

0
 ，
）
 
を
 

わ
ざ
わ
ざ
「
情
動
」
と
呼
び
変
え
る
の
は
、
後
述
す
る
 ょ
 う
に
「
情
念
」
と
い
う
単
語
を
「
過
ち
」
の
一
種
と
し
 て
の
特
殊
な
感
情
の
た
 

め
に
留
保
し
て
お
ぎ
た
 い
 か
ら
で
あ
る
。
 

情
動
は
身
体
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
意
志
を
 外
側
か
ら
傷
つ
け
て
意
志
と
の
相
互
性
を
破
壊
す
る
 シ
 ，
，
ク
 の
よ
う
な
も
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リクールに 

に 力 あ 
あ が る 
る 形     
な さ ク 

呵 れ l 
能 る ル 
性 こ は 
を と 習 
否 に 慣 
定 は は 
す 他 そ 
る の の 

自発 こと ある 

を 龍 佳 
意 力 や 
味 の 惰 
し 否 性 
て 定 に 
い を よ 
る 伴 っ 

の う て 

でこ意 あ と 志 
る を に 

。 指 抵 
習 摘 抗 
慣 す す 
に る る 
もよ 。 も 

'""  一 の 

の つ と 

よ の な 
ぅ 罷 る 

な カ こ 

自 動の へと 、 
イヒ 積 ま 

や 極 た 
固 拘 留 
宏 な 慣 
化 育 に 
の 定 よ 

危 @%  つ 

険 、 て 
が 常 あ 

あ に る 

りそ一 、 の定 
そ 背 の 
れ 後 能 

11@ (135) 

甜
ッ
ソ
ン
 の
㍉
習
慣
論
 
ト
の
 論
述
か
ら
本
稿
が
明
ら
か
 
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
リ
ク
ー
ル
の
習
慣
の
分
 

析
で
ラ
ヴ
ヱ
ッ
ソ
ン
と
 
異
な
 

輔
 
っ
て
い
る
点
の
み
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 

ラ
 ヴ
ェ
ッ
 ソ
ン
と
 リ
ク
ー
ル
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
す
で
 

に
 述
べ
た
二
元
性
の
間
 
題
で
 

れ
 

習
慣
は
本
質
上
「
自
動
運
動
」
（
 買
 。
 
日
 斎
日
の
）
 の
よ
う
な
も
の
と
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
リ
ク
ー
 か
 は
老
メ
 ん
る
 
。
習
慣
は
吾
 宇
ぬ
 

磯
の
自
然
化
で
あ
り
、
自
然
と
意
志
と
の
生
命
的
統
一
 

と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
習
慣
の
本
質
 に
つ
い
て
は
す
で
に
ラ
ヴ
ェ
 

由
 

して 

せ
ず
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
い
ず
れ
に
も
ま
し
 て
 習
慣
に
 よ
 る
情
動
の
統
御
は
有
効
で
あ
る
。
 

ば
 意
志
の
み
で
直
接
に
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
あ
 る
 情
動
を
他
の
情
動
に
対
抗
さ
せ
る
方
法
が
あ
る
。
 例
 え
ば
「
恐
れ
」
と
い
う
 

然
 

ゆ
 
情
動
に
か
ら
れ
戦
場
か
ら
逃
走
し
ょ
 5
 と
す
る
と
き
 、
「
名
誉
心
」
と
い
う
別
の
情
動
が
喚
起
さ
れ
れ
ば
、
「
 
ぬ
れ
」
は
克
服
さ
れ
、
逃
走
 

の
と
は
区
別
 

の
対
立
で
あ
 

に
、
「
驚
き
」
 

て
こ
の
判
断
 

は
こ
の
 ょ
ぅ
 

意
志
と
情
 

動
か
さ
れ
る
 

動
き
に
揺
さ
 さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
情
動
は
、
意
志
と
の
相
互
性
を
有
 し
て
お
り
、
「
生
に
お
け
る
一
元
」
と
し
て
の
統
一
と
 、
意
志
 と
 

る
 
「
人
間
性
に
お
け
る
二
元
性
」
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
が
 日
 情
念
論
 L
 の
中
で
適
確
に
 
捉
 え
た
よ
 う
 

は
 新
た
な
も
の
に
関
す
る
思
惟
の
動
揺
か
ら
始
ま
る
。
 そ
 こ
に
は
新
た
な
も
の
と
い
う
「
瞬
間
的
判
断
」
が
あ
る
 。
そ
し
 

は
た
ん
な
る
思
惟
に
留
ま
る
も
の
で
な
く
、
身
体
に
よ
り
 「
持
続
の
厚
み
」
が
与
え
ら
れ
増
幅
さ
れ
行
動
を
促
す
 
。
驚
き
に
 

な
 思
惟
と
身
体
と
の
「
循
環
現
象
」
が
あ
る
。
 

（
㏄
 
@
 

動
 と
の
相
互
性
の
う
ち
に
あ
る
統
一
と
対
立
と
の
両
義
的
 関
係
を
、
リ
グ
 @
 ル
は
騎
手
と
 罵
 と
に
 讐
 え
る
。
情
動
 に
よ
っ
て
 

身
体
は
馬
で
あ
り
、
意
志
は
騎
手
で
あ
る
。
 

馬
 と
し
て
の
 身
体
 は
 自
発
的
に
進
も
 う
 と
す
る
。
意
志
と
し
て
の
 騎
 手
は
鳥
の
 

ぶ
ら
れ
な
が
ら
、
罵
を
な
だ
め
統
御
す
る
の
で
あ
る
。
 

意
 志
は
幾
 っ
か
の
仕
方
で
情
動
を
統
御
す
る
。
ま
ず
弱
 い
 情
動
な
ら
 



の
と
非
意
志
的
な
も
の
と
の
間
に
微
妙
な
対
立
が
あ
る
こ
 と
を
指
摘
し
、
人
間
の
意
志
は
自
然
に
対
し
自
ら
の
 自
 由
を
奪
回
す
る
形
式
を
 

取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
意
志
が
非
 意
 志
 的
な
も
の
に
対
し
て
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
持
つ
て
い
 る
こ
と
を
強
調
す
る
に
 

し
て
も
、
そ
の
自
由
は
一
種
の
「
従
属
的
な
独
立
」
と
い
 ぅ
 べ
き
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
非
意
志
的
な
も
の
か
ら
 の
 影
響
を
免
れ
る
こ
と
 

は
な
い
。
 

リ
ク
ー
ル
は
こ
の
 ょ
う
 に
明
ら
か
に
し
た
人
間
の
自
由
と
 超
越
と
の
関
係
を
「
結
論
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
 述
 

 
 

由
は
自
然
と
対
立
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
然
 を
 媒
介
に
し
て
実
現
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
 。
第
二
に
意
志
的
な
も
 

に
 対
し
て
意
志
は
習
慣
に
働
き
か
け
習
慣
を
変
え
よ
う
と
 す
る
。
習
慣
と
意
志
と
の
間
に
も
微
妙
な
対
立
が
存
在
 し
て
い
る
の
で
あ
り
、
 

こ
の
対
立
は
心
身
合
一
の
事
実
の
上
に
生
じ
る
二
元
性
な
 の
で
あ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
は
情
動
と
習
慣
と
の
関
係
を
意
志
を
中
心
に
し
 て
 記
述
し
て
い
る
。
生
命
的
な
一
元
 性
 に
関
し
て
、
 情
 勤
 は
「
新
し
き
 力
 」
 

と
し
て
、
習
慣
は
「
 古
 ぎ
も
の
の
不
思
議
な
力
」
，
「
持
続
 

 
 

べ
て
い
る
。
ま
た
人
間
 

的
な
二
元
性
に
つ
き
ま
と
う
危
険
に
つ
い
て
は
、
情
動
 が
 
「
無
秩
序
」
と
「
動
揺
」
と
し
て
意
志
的
な
 
働
 ぎ
を
 妨
 げ
る
の
に
対
し
、
習
慣
 

@
 
㎏
 @
 

は
 「
秩
序
」
と
「
惰
眠
」
と
し
て
意
志
に
抵
抗
す
る
と
 
指
 摘
 す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
意
志
 は
 習
慣
に
よ
っ
て
 情
動
を
統
御
し
て
ゆ
く
 

が
、
 逆
に
習
慣
に
対
し
て
は
情
動
を
用
い
て
衝
撃
を
与
 ，
 
ぇ
 る
こ
と
に
 よ
 り
習
慣
の
持
っ
自
動
化
の
危
険
に
対
抗
す
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 情
 

動
と
 習
慣
は
対
称
的
な
位
置
に
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
情
動
 と
 習
慣
の
本
質
を
意
志
を
中
心
に
し
て
次
の
よ
う
に
 要
 約
す
る
。
「
（
情
動
 
と
習
 

慣
 と
い
う
）
こ
の
非
意
志
的
な
も
の
の
二
種
の
様
態
は
 、
 一
つ
の
意
志
に
対
し
支
え
と
な
っ
た
り
障
害
と
な
っ
た
 り
す
る
、
そ
し
て
意
志
 

-
M
-
 

ほ
 両
者
を
互
い
に
教
育
さ
せ
る
 ぅ
 の
で
あ
る
」
。
 

リ
ク
ー
ル
の
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
と
の
 相
 五
性
の
記
述
は
 、
 次
の
よ
う
な
人
間
の
自
由
の
様
態
の
 特
色
を
明
ら
か
に
し
 

て
い
る
。
第
一
に
、
人
間
の
意
志
が
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
 非
意
志
的
な
も
の
と
連
関
し
て
た
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
 を
 記
述
し
、
人
間
の
自
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  甜
 

ビ
ラ
 ソ
 に
由
来
す
る
言
葉
「
人
間
の
二
元
性
」
を
 、
 人
間
の
自
由
と
自
然
と
の
統
一
の
あ
 い
 だ
に
微
妙
な
対
 立
や
葛
藤
が
あ
る
と
い
う
 意
 

べ
 

味
で
使
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
 日
 過
ち
や
す
き
人
間
口
 
で
 過
ち
を
括
弧
か
ら
は
ず
し
た
と
き
に
ほ
、
「
人
間
の
 二
元
性
」
を
有
限
と
無
限
と
 

 
 

 
 

ほ
 有
限
と
無
限
と
の
二
極
性
か
ら
な
る
人
間
の
不
均
衡
 を
 認
識
、
実
践
、
感
情
の
三
 

 
 

@
 
㎎
 -
 

つ
の
次
元
に
お
い
て
論
じ
る
が
、
こ
こ
で
は
直
ち
に
 り
ク
 ｜
か
め
 感
情
に
つ
い
て
の
論
述
を
辿
る
こ
と
に
し
た
い
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る 自由の媒介としての 自然 
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    ぎ 性 起 白 な 
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有
限
な
感
情
を
破
り
至
福
を
求
め
る
感
情
に
つ
い
て
は
、
 

古
代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
が
考
察
し
て
ぎ
た
。
 

リ
 ク
ー
ル
に
 ょ
 れ
ば
そ
 

@
 
㌍
 -
 

れ
は
二
つ
に
ま
と
る
の
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
人
間
に
 対
す
る
愛
情
、
同
胞
へ
の
友
情
で
あ
る
。
人
間
は
相
互
 に
 依
存
し
関
与
し
あ
 ぅ
 

感
情
は
一
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
有
限
と
無
限
の
二
極
 か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
二
元
的
な
も
の
で
あ
る
と
り
 ク
 ｜
か
 は
 捉
，
て
 
る
 0
 有
 

限
の
極
に
あ
る
も
の
は
「
生
命
的
欲
望
」
（
 

年
 か
の
 
一
 
～
 づ
 @
 
（
 
p
-
 
）
 で
あ
り
、
そ
れ
は
一
時
的
・
部
分
的
・
有
限
な
休
息
 や
 完
成
、
一
般
に
「
 快
 」
 

（
 
宮
 a
@
 
の
 
一
 
Ⅱ
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
他
 

方
 、
無
限
の
極
に
あ
る
感
情
は
、
「
叡
知
的
 

愛
 」
（
 ぃ
ヨ
 
o
E
 
（
 ぎ
 （
の
二
 

n
n
 

（
目
色
）
占
め
る
い
 

は
 
「
ス
ピ
リ
 チ
ュ
ヱ
か
 な
喜
び
」
 
公
 。
鰍
の
口
 

@
r
@
 

（
臣
の
鮭
）
 

と
 表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
完
全
な
幸
福
」
と
か
「
 
至
 福
 」
（
す
か
 

注
 @
 
（
 
E
&
 
の
 
）
と
か
 

呼
ば
れ
て
き
た
、
人
間
の
全
体
的
な
完
成
や
永
続
的
な
 休
 鼠
を
目
指
し
て
、
る
も
の
で
あ
る
。
 

，
 

し
 

-
0
"
2
 
 

こ
の
よ
う
に
一
一
種
 類

の
感
情
は
各
々
異
な
 

っ
た
 二
つ
の
目
標
を
持
つ
の
で
あ
る
。
二
種
類
の
感
情
の
 特
色
を
さ
ら
に
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

ま
ず
「
 快
 」
を
求
め
る
人
間
の
感
情
は
、
環
境
と
の
間
に
 

 
 

え
ば
現
代
の
多
く
の
 

心
理
学
者
が
分
析
し
て
い
る
 よ
う
 に
、
仕
事
を
能
率
と
い
 
ぅ
 規
範
に
お
い
て
捉
え
、
仕
事
が
自
分
に
適
し
て
い
る
 と
き
に
ほ
 快
 と
し
て
、
 

自
分
に
適
し
て
い
な
い
と
き
に
は
不
快
と
感
じ
ら
れ
る
 ょ
 う
 に
、
人
間
の
快
・
不
快
の
感
情
は
仕
事
へ
の
適
応
の
 指
標
と
な
る
も
の
で
あ
 

る
 。
だ
が
あ
ま
り
に
快
を
求
め
る
感
情
の
み
に
目
を
奪
わ
 れ
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
の
感
情
は
、
一
定
の
限
定
さ
 れ
た
環
境
へ
の
適
応
と
 

い
う
点
だ
げ
か
ら
説
明
し
っ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

あ
 る
 職
業
に
従
事
し
て
い
る
人
間
は
、
職
業
そ
の
も
の
や
 職
業
を
成
立
さ
せ
て
い
 

る
 社
会
の
基
盤
に
つ
い
て
不
安
や
不
満
を
抱
く
場
合
が
あ
 る
 。
あ
る
い
は
ま
た
自
己
の
生
全
体
の
意
味
さ
え
問
 う
 。
つ
ま
り
人
間
は
有
限
 

な
 環
境
に
対
し
て
、
た
ん
に
適
応
・
不
適
応
を
示
す
一
 時
 的
で
部
分
的
な
感
情
を
持
っ
た
 げ
 で
な
く
、
有
限
な
 環
境
そ
の
も
の
を
も
 問
 

題
 に
す
る
感
情
を
持
っ
の
で
あ
る
。
有
限
そ
の
も
の
を
 問
 題
 に
す
る
こ
と
は
有
限
の
立
場
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
 る
 。
現
代
の
心
理
学
者
 

が
 論
じ
て
い
る
有
限
な
感
情
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
有
限
 な
 感
情
を
破
っ
て
侵
犯
し
て
く
る
無
限
の
感
情
が
捉
え
 ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
が
 

人
間
と
し
て
生
存
す
る
か
ぎ
り
同
胞
に
対
す
る
感
情
は
 

不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
 

は
 個
人
の
直
接
的
な
感
情
を
破
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
 

は
 「
イ
デ
ア
へ
の
献
身
」
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
を
取
り
 

巻
い
て
い
る
現
実
を
乗
 

り
 越
え
、
 
よ
 り
高
 
い
 理
想
を
追
及
し
え
る
存
在
な
の
で
 

あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
 

つ
は
 
根
本
的
に
は
対
立
す
る
も
 

の
で
は
な
く
、
と
も
に
 

 
 

 
 

 
 

は
 限
と
無
限
の
二
つ
の
感
情
の
不
均
衡
に
動
揺
し
 

、
両
 

行
為
」
を
例
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ょ
 

ぅ
 。
犠
牲
的
行
 

 
 

「
至
福
」
と
い
わ
れ
る
も
の
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
二
つ
 

「
イ
デ
ア
」
の
た
め
に
死
ぬ
行
為
な
の
で
あ
る
。
犠
牲
的
 

 
 

 
 

 
 

者
の
葛
藤
の
中
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
 

為
 と
は
そ
の
究
極
的
な
と
こ
ろ
で
、
「
同
胞
」
の
た
め
に
 

行
為
に
お
い
て
二
つ
が
分
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
 

 
 

の
も
の
が
一
つ
の
行
為
の
う
ち
に
見
事
に
統
一
さ
れ
た
も
 

 
 

 
 

 
 

自
己
の
生
命
を
与
え
、
 

 
 

あ
る
。
 

の
と
し
て
「
犠
牲
的
 

 
 
 
 

か
れ
、
そ
こ
に
主
観
・
客
観
の
裂
け
目
が
生
じ
る
。
 

そ
 の
た
め
感
情
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
よ
 

5
 な
、
有
限
 

な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
 

1
5
 

 
 不

均
衡
が
認
識
を
す
る
主
観
の
内
側
に
あ
る
と
し
て
も
、
 

そ
こ
で
は
対
象
が
有
限
と
無
限
と
を
綜
合
す
る
第
三
項
 

と
な
る
こ
と
が
で
き
 



る
 
。
具
体
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
人
間
は
事
物
を
目
 

の
 
前
に
す
れ
ば
容
易
に
正
し
い
認
識
を
え
る
こ
と
が
で
 

き
る
の
で
、
た
ん
な
る
 

 
 

 
 

 
 

に
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
感
情
は
事
物
に
関
わ
る
さ
 

い
、
 
事
物
を
外
側
に
措
定
せ
ず
、
事
物
を
自
己
の
内
側
に
引
 

ぎ
 寄
せ
自
己
化
す
る
。
 

あ
る
事
物
に
愛
す
べ
ぎ
と
か
憎
む
べ
ぎ
と
か
い
 

う
 感
情
を
 

抱
く
と
き
、
そ
こ
に
は
主
観
・
客
観
の
対
立
よ
り
も
 

深
 い
、
事
物
と
の
内
密
な
 

繋
が
り
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
感
情
に
お
い
て
は
、
認
識
 

に
お
け
る
対
象
の
よ
う
に
、
両
者
の
不
均
衡
を
綜
合
 

す
 る
 
第
三
項
が
存
在
し
な
 

く
な
り
、
不
均
衡
が
不
均
衡
と
し
て
内
に
感
じ
ら
れ
る
 

ナ
 
し
 
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
の
特
色
は
無
限
の
感
情
と
対
象
と
の
特
殊
な
関
係
で
 

あ
る
。
無
限
の
感
情
が
目
指
す
人
間
の
全
体
的
な
完
成
 

や
 永
続
的
な
休
息
 

ほ
 
、
こ
の
世
で
一
挙
に
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

至
 福
 と
は
ど
ん
な
経
験
に
よ
っ
て
も
与
え
ら
れ
ず
、
こ
の
 

よ
う
な
方
向
に
至
福
が
 

@
 
お
 
@
 

あ
る
と
い
う
仕
方
で
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
 

て
 
無
限
の
感
情
が
あ
る
対
象
に
向
か
っ
て
、
至
福
を
感
 

じ
て
い
る
と
い
っ
て
 

も
 、
対
象
そ
の
も
の
に
お
い
て
至
福
が
実
現
さ
れ
る
わ
け
 

で
は
な
い
。
無
限
の
感
情
が
正
し
く
対
象
に
関
係
し
て
 

い
る
と
き
、
対
象
は
感
 

 
 

 
 

い
う
 
性
格
を
右
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
心
情
の
不
安
 

定
 さ
の
も
う
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
 

だ
が
心
情
は
不
安
定
で
は
あ
っ
て
も
心
情
そ
の
も
の
は
 

悪
 で
も
過
ち
で
も
な
い
。
リ
ク
ー
ル
は
心
情
か
ら
生
じ
た
 

過
ち
を
、
心
情
と
は
 

@
 
お
 
"
 

区
別
を
し
て
「
情
念
」
（
寒
色
 

0
 
口
 
）
と
呼
ぶ
。
彼
が
情
念
 

の
例
と
し
て
具
体
的
に
挙
げ
る
の
は
、
 

シ
ヱ
 
イ
ク
ス
ピ
ア
 

が
 描
い
た
 

オ
セ
 
p
 一
 

の
 
嫉
妬
 
や
 
、
バ
ル
ザ
 

，
ク
の
 

「
人
間
喜
劇
 

b
 に
登
場
す
る
 

ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
 

ク
 の
野
心
で
あ
る
。
情
念
を
一
時
的
 

な
 快
を
求
め
る
生
命
的
 

欲
望
か
ら
の
み
説
明
し
ょ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
不
可
能
 

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
情
念
に
は
、
自
己
の
生
命
ま
で
も
 

捨
て
る
よ
う
な
異
常
な
 

-
 
符
 
@
 

感
情
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
至
福
を
求
め
る
 

感
情
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
「
超
越
的
志
向
」
（
 

@
 
コ
 
（
の
コ
曲
 

0
 
コ
 
（
 
r
a
 

コ
 
の
り
の
 

コ
宙
り
コ
 

（
の
）
 

ぷ
 
Ⅰ
 
情
 

念
 に
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
情
念
が
過
ち
で
あ
る
と
 

い
わ
れ
る
の
は
、
情
念
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
感
情
 

そ
の
も
の
が
悪
い
の
で
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膵
 
的
な
も
の
と
の
微
妙
な
不
一
致
、
実
存
的
三
万
性
を
 有
限
と
無
限
と
の
二
極
性
へ
と
移
し
変
え
、
過
ち
が
 生
 じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
け
 

 
 
 
 

 
 

り
 
ク
 
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
と
自
然
の
宥
和
に
 対
す
る
重
大
な
事
実
を
提
起
し
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
 

 
 

し
て
い
る
萌
芽
的
な
対
立
が
過
ち
を
誘
 う
 き
っ
か
け
と
な
 り
 、
超
越
的
志
向
を
有
す
る
情
念
の
過
ち
は
そ
こ
か
ら
 侵
入
し
、
人
間
の
自
由
 

め げ ろ 自由の媒介としての 自然 

は
な
く
、
対
象
と
の
関
係
が
正
常
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 リ
ク
ー
ル
 ほ
 「
象
徴
」
（
望
日
 

汀
 ⑤
が
「
偶
像
」
（
 日
 。
 
こ
 ）
と
な
る
と
ぎ
情
念
が
 

@
 
お
 @
 

生
じ
る
と
述
べ
る
。
右
に
論
じ
て
 き
た
 よ
 う
 に
、
無
限
の
 感
情
が
正
し
く
対
象
に
関
係
し
て
い
る
と
き
に
は
、
 対
 象
は
感
情
に
対
し
て
 象
 

徴
的
 性
格
を
有
す
る
。
と
こ
ろ
が
情
念
は
対
象
の
象
徴
的
 性
格
を
忘
却
し
、
対
象
そ
の
も
の
を
絶
対
的
な
も
の
と
 す
る
。
つ
ま
り
情
念
は
 

そ
の
対
象
に
お
い
て
直
接
に
人
間
の
全
体
的
な
完
成
や
 永
続
的
な
休
息
を
実
現
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
 と
き
対
象
は
象
徴
的
性
 

格
を
失
い
、
象
徴
は
偶
像
と
な
る
。
情
念
に
囚
わ
れ
た
 人
 は
 、
偶
像
の
上
で
自
己
の
欲
求
を
達
成
し
ょ
う
と
す
る
 が
 、
そ
れ
ほ
果
た
す
こ
 

と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
ま
す
ま
す
自
分
自
身
を
苦
し
 め
る
結
果
と
な
る
。
情
念
の
超
越
的
志
向
は
、
倒
錯
 し
 た
 仕
方
で
対
象
に
向
か
 

っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
過
ち
の
一
種
と
さ
れ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
が
過
ち
の
本
性
と
し
て
看
取
す
る
の
は
、
自
由
 を
 実
現
し
ょ
う
と
い
う
働
き
が
か
え
っ
て
自
由
の
実
現
 を
 妨
げ
る
と
い
う
 転
 

倒
し
た
自
由
の
様
態
で
あ
る
。
右
で
論
じ
た
情
念
の
性
質
 が
 代
表
的
な
形
で
示
し
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 過
ち
は
自
由
 の
 実
現
を
阻
害
し
自
由
 

を
 窒
息
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
有
限
の
次
元
で
自
由
を
妨
げ
 は
し
な
い
。
そ
れ
は
自
己
の
う
ち
に
あ
る
有
限
と
無
限
 と
の
不
均
衡
か
ら
生
じ
 

る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
過
ち
は
無
限
の
感
情
 か
ら
超
越
的
志
向
を
受
け
取
る
人
間
の
み
に
起
こ
り
、
 一
 
局
 度
の
次
元
で
自
由
を
 

実
現
し
よ
う
と
い
う
働
き
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
自
ら
の
 自
 由
を
閉
じ
込
め
て
、
自
足
的
な
輪
を
作
る
も
の
な
の
で
 あ
る
。
 

以
上
論
じ
て
き
た
「
過
ち
」
の
考
察
を
踏
ま
え
、
自
由
と
 自
然
と
の
問
題
を
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
 。
第
二
章
で
論
じ
 

た
 、
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
と
の
相
互
性
が
 明
ら
か
に
す
る
人
間
の
自
由
は
、
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
 失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
 

自
由
で
あ
る
も
の
の
、
悪
や
善
な
ど
を
捨
象
し
た
単
調
で
 抽
象
的
な
自
由
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
り
 ク
 一
ル
 は
意
 志
 的
な
も
の
と
非
意
志
 



の
 全
体
を
捕
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
「
情
念
は
そ
の
 
誘
惑
や
手
掛
か
り
を
非
意
志
的
な
も
の
の
う
ち
に
見
出
 
だ
す
。
し
か
し
錯
乱
は
 

魂
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
情
念
は
意
 士
 心
 そ
の
も
の
で
あ
る
。
情
念
は
人
間
の
全
体
性
を
首
 板
で
 捕
ま
え
て
、
人
間
全
体
 

@
 
㏄
 "
 

を
 疎
外
さ
れ
た
全
体
と
化
す
る
の
で
あ
る
」
。
情
念
の
 
ょ
 う
な
過
ち
は
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
 な
 自
由
を
全
体
と
し
て
悪
に
 染
め
る
の
で
あ
る
。
 

人
間
全
体
を
疎
外
す
る
転
倒
し
た
自
由
の
問
題
が
、
人
間
 の
 自
然
と
自
由
と
の
宥
和
の
問
題
に
つ
い
て
の
大
き
な
 視
点
の
転
換
を
要
請
 

す
る
。
リ
ク
ー
ル
の
見
て
取
っ
て
い
る
自
然
と
自
由
の
間
 題
の
質
は
、
ラ
ヴ
 ヱ
ッ
ソ
ソ
 の
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
と
 よ
り
明
確
と
な
る
。
 既
 

に
 述
べ
た
ご
と
く
、
ラ
ヴ
 ヱ
ッ
ソ
ン
 は
人
間
の
意
識
と
 存
 在
の
系
列
と
が
連
続
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
 自
 由
 が
自
然
を
媒
介
に
し
 

て
 実
現
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
説
明
し
て
い
っ
た
。
リ
ク
ー
 か
 は
こ
の
よ
う
に
自
由
と
自
然
と
の
相
互
媒
介
が
必
要
 で
あ
る
こ
と
に
関
し
、
 

ラ
 ブ
ヱ
 ，
ソ
ン
と
意
見
を
異
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
 と
 こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
リ
ク
一
ル
 ほ
 過
ち
の
問
題
を
考
察
 

し
 、
人
間
の
自
由
が
 ス
 ム
一
ス
 に
 自
然
と
連
動
し
な
い
 占
 一
 
な
 、
情
念
の
解
明
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
そ
の
た
め
 り
ク
 

｜
か
め
 哲
学
の
焦
点
は
、
い
か
に
し
て
自
由
と
自
然
と
の
 関
係
が
破
綻
し
て
い
る
過
ち
の
状
態
か
ら
脱
皮
 し
、
新
 た
な
自
由
と
自
然
と
 宥
 

和
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
へ
と
 移
 る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
過
ち
と
い
う
重
大
な
事
実
を
踏
ま
え
た
、
 自
 由
 と
自
然
と
に
関
す
る
基
本
的
な
立
場
を
、
リ
ク
ー
ル
 は
 「
意
志
的
な
も
の
 

と
 非
意
志
的
な
も
の
 L
 の
「
 序
 」
と
最
終
 節
 
「
拒
否
か
ら
 同
意
へ
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
彼
の
 そ
の
後
の
思
索
の
展
開
 

の
 展
望
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
 で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
そ
の
要
点
を
記
す
こ
と
に
し
 +
 
-
 
ハ
 
Ⅰ
 
@
 
@
 
Ⅴ
 
。
 

ま
ず
「
超
越
」
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
し
ょ
う
。
 右
 で
述
べ
た
 よ
う
 に
過
ち
か
ら
の
解
放
が
リ
ク
ー
ル
の
 哲
学
の
根
幹
に
あ
る
 

問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
リ
ク
ー
ル
の
考
え
て
い
る
 「
超
越
」
も
 
、
 過
ち
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
た
な
次
元
で
真
 の
 自
由
が
実
現
さ
れ
る
 

こ
と
以
外
に
は
な
い
。
彼
の
「
超
越
」
は
思
弁
的
な
次
元
 で
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
現
実
に
人
間
を
捕
え
て
 い
る
過
ち
か
ら
の
 解
 

放
 、
情
念
に
 よ
 る
苦
し
み
か
ら
の
解
放
な
の
で
あ
り
、
 b
 
示
教
的
な
救
済
と
重
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
は
過
ち
 と
 超
越
と
の
関
係
を
次
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リクールにおける 自由の媒介 と しての自然 

の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
超
越
と
は
自
由
を
過
ち
か
ら
解
放
 
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
人
間
は
超
越
を
自
分
自
身
 の
 自
由
の
純
化
・
解
放
 

-
 
㏄
 "
 

と
し
て
、
救
い
と
し
て
経
験
す
る
の
で
あ
る
」
。
 

そ
れ
で
は
い
か
に
し
て
真
の
超
越
に
人
間
は
達
す
る
こ
と
 が
で
き
る
の
で
あ
ろ
 5
 か
 。
リ
ク
ー
ル
は
そ
れ
を
 詩
拘
 甘
ロ
五
明
ハ
リ
も
つ
舌
ロ
五
 

%
 か
 
り
 

@
 
紐
 "
 

働
き
に
見
て
取
る
。
リ
ク
ー
ル
は
い
う
。
「
私
を
私
か
ら
 
解
放
し
、
私
を
純
化
す
る
の
は
詩
の
魅
力
で
あ
る
」
。
 
詩
 約
 言
語
は
、
自
己
の
 カ
 

に
よ
っ
て
直
接
的
に
破
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
過
ち
か
 ら
 自
己
を
解
放
せ
し
め
、
新
た
に
自
由
と
自
然
と
が
 宥
 和
す
る
 旅
 へ
と
誘
 う
 。
 

過
ち
の
た
め
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
自
由
と
自
 然
 が
相
互
に
媒
介
し
あ
っ
て
い
る
存
在
の
根
底
へ
と
 詩
 は
 導
く
の
で
あ
る
。
 リ
 

ク
ー
ル
は
こ
う
述
べ
る
。
存
在
の
根
底
を
理
解
す
る
こ
と
 、
つ
ま
り
「
存
在
論
の
達
成
は
解
放
以
外
の
な
に
も
の
 で
も
あ
り
え
な
い
」
の
 

で
あ
り
、
そ
し
て
「
主
体
の
存
在
論
の
達
成
に
は
方
法
の
 新
し
い
変
化
、
発
見
さ
る
べ
き
新
し
い
現
実
と
調
和
し
 た
 意
志
の
詩
学
へ
の
 接
 

@
 
㏄
 "
 

近
を
要
求
す
る
」
の
で
あ
る
と
。
 

以
上
の
よ
う
に
リ
ク
ー
ル
は
自
ら
の
立
場
を
述
べ
て
い
る
 。
し
か
し
存
在
論
の
内
容
や
存
在
論
と
詩
的
言
語
と
の
 関
係
は
ま
だ
論
理
的
 

に
 十
分
に
展
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
図
式
的
に
示
さ
れ
て
い
 る
ほ
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
詩
的
言
語
が
い
か
に
し
て
 過
 ち
か
ら
人
間
を
解
放
し
、
 

存
在
論
の
達
成
が
ど
の
よ
 5
 に
し
て
人
間
を
自
由
と
自
然
 と
の
真
の
宥
和
へ
と
導
く
か
は
、
彼
の
そ
の
後
の
思
索
 0
 課
題
と
な
っ
て
い
る
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

円
 
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
 ヒ
 に
お
け
る
 リ
ク
 ｜
ル
 の
こ
の
 ょ
う
 な
立
場
か
ら
見
る
と
 き
 、
彼
の
解
釈
 学
 に
対
す
る
問
題
意
 

識
も
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
リ
ク
ー
ル
は
一
九
六
 0
 年
 代
 以
後
、
い
わ
ゆ
る
解
釈
学
の
領
域
に
お
い
て
論
じ
る
 対
象
を
変
え
な
が
ら
 彼
 

の
 思
索
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
思
索
を
貫
い
て
 い
 る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
注
二
ロ
語
の
持
っ
積
極
的
な
 
カ
 を
 開
示
し
、
自
由
と
自
 

然
 と
の
宥
和
を
可
能
な
ら
し
め
る
存
在
論
を
ょ
り
具
体
的
 に
 捉
え
ん
と
す
る
、
彼
の
志
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
 言
 語
と
 存
在
論
と
の
関
係
 

を
 現
代
の
思
想
状
況
の
中
で
説
得
的
に
展
開
で
き
る
よ
う
 に
 、
解
釈
学
の
理
論
体
系
を
整
備
し
て
い
る
の
で
あ
り
 、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
 ょ
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(144) 

の が 論 で 刊 る 示 

。 れ が そ l 
た で の ル   
で こ っ つ 
こ こ て か 

の で 存 の 

存 
  

言 互 に て 
詰 牢 達 展 
と 利 す 開 

起 すに 釈れし る " 述 ， も一 方マ 

て な を れ 

ま 壊 に だ に 
り し 9 、 か 区 
な て 索 ら 別 
が し す で し 。 ん 口 

なけれ 、同 ら まう と べ き も ある。 
時 き の し ば 
に ち を か な   
概 あ 与 し ら な い 本 持 

提 う 的つ 
余 に。 甲 る え両な 、 老 い 
よ し 居 、 は こ 
る か 素 文 と 

解 し を 差 を   
言 関 し 

る ま 指 カ   か で 摘 を 
求 だ す 交 す 詩 心 て ら に す 開 

四 

詩 

と存 

在 
5@. 
テ田 

5
 

な
彼
の
思
想
の
根
幹
に
あ
る
も
の
を
見
失
っ
て
は
な
ら
 
力
し
よ
 、
。
 

 
  

 



態
と
し
て
覚
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
ピ
ュ
シ
ス
と
い
う
 生
 命
 あ
る
存
在
の
運
動
の
原
理
に
達
し
て
い
る
人
だ
と
 考
 え
る
。
他
方
、
通
常
の
 

 
 

ク
者
 」の
関
係
に
お
い
て
捉
え
る
と
明
確
と
な
る
。
 

詩
 人
 と
は
な
に
か
。
リ
ク
ー
ル
は
詩
人
を
現
実
態
を
可
能
 態
と
し
て
、
可
能
態
を
現
実
 

 
 

2
1
 

@
 ㏄
 "
 

来
し
て
き
た
現
実
を
越
え
た
独
自
の
世
界
、
自
律
し
 た
 テ
キ
ス
ト
世
界
を
開
示
す
る
。
自
律
し
た
テ
キ
ス
ト
 の
 意
義
は
、
「
詩
人
」
と
「
 
読
 

 
 

145) 

%
 
 
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
 

う
 な
 「
ピ
ュ
シ
ス
」
の
循
環
は
同
一
の
次
元
で
な
さ
れ
な
い
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
 

断
作
品
は
ピ
ュ
シ
ス
に
由
来
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
 
ピ
ュ
シ
ス
に
た
ん
に
従
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

芸
術
作
品
は
芸
術
作
品
が
 
由
 

由 の 媒 

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

介 としての自然 

リ
ク
ー
ル
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
解
に
先
に
触
れ
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
リ
ク
一
ル
 は
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
を
展
 聞
 し
な
が
ら
独
自
の
立
 

場
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
の
理
解
の
鍵
と
な
る
の
 は
、
 
「
ピ
ュ
シ
ス
」
（
令
も
 

a
 邑
 
「
詩
人
」
「
 隠
 楡
の
指
示
 機
 能
 」
「
読
者
」
の
 四
 

者
、
 よ
 り
一
般
的
な
舌
口
薬
 で
 置
き
換
え
る
と
、
「
現
実
」
 
「
作
者
に
よ
る
作
品
の
制
作
」
「
自
律
し
た
作
品
の
テ
キ
ス
 

ト
 世
界
」
「
 旺
 
-
m
 

者
 」
 の
 

-
 
㏄
 @
 

四
者
の
関
係
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
 ほ
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 
思
想
の
う
ち
か
ら
、
「
ピ
ュ
シ
ス
し
と
「
 
隠
 楡
の
指
示
 機
 能
 」
と
の
間
に
隠
れ
た
 

関
係
が
看
取
で
き
る
と
述
 

-
7
-
3
 

べ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ア
リ
ス
 

ト
テ
レ
ス
は
芸
術
を
「
 ミ
 メ
ー
シ
ス
」
と
定
義
し
 
、
し
 か
も
芸
術
を
含
む
技
術
 

一
般
を
「
 ピ
ネ
 シ
ス
の
 ミ
 メ
ー
シ
ス
」
と
し
て
定
義
し
て
 い
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
 ょ
う
 な
定
義
を
踏
ま
え
た
 上
 で
、
芸
術
の
一
機
能
で
 

あ
る
 隠
楡
が
 開
示
す
る
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
芸
術
が
 由
 来
し
て
き
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
ピ
ュ
シ
ス
 」
が
開
花
し
て
い
る
の
 

で
は
な
い
か
、
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
 隠
楡
 は
そ
の
根
を
 生
き
生
き
と
し
た
現
実
に
持
ち
、
そ
し
て
「
読
者
」
は
 隠
楡
に
 代
表
さ
れ
る
 テ
 

キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
呼
ば
 
れ
る
生
命
の
原
理
へ
と
再
び
導
か
れ
る
こ
と
を
リ
ク
ー
 か
 は
明
ら
か
に
し
よ
う
 

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
哲
学
的
三
口
述
が
断
定
せ
ず
に
、
 

問
 い
か
け
な
が
ら
 隠
 楡
を
解
釈
す
る
と
き
、
両
者
が
独
自
 性
を
保
ち
な
が
ら
交
差
 

-
 
篆
 "
 

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 は
 、
両
者
が
交
差
す
る
場
所
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
 所
を
解
明
す
る
に
は
、
 



読
者
は
直
接
に
ピ
ュ
シ
ス
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 と
こ
ろ
が
制
作
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
持
つ
舌
口
業
 

の
力
 に
 よ
り
、
は
じ
め
て
読
者
 

は
 生
動
し
て
い
な
い
も
の
が
生
動
し
て
い
る
よ
う
な
存
在
 の
場
所
、
「
 隠
楡
的
 舌
口
義
行
為
の
指
示
作
用
が
現
実
態
 
お
よ
び
可
能
態
と
し
て
 

@
 
㏄
 -
 

の
 存
在
を
活
動
さ
せ
る
地
点
」
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
が
で
 き
る
。
要
す
る
に
読
者
は
隠
 楡
に
 出
会
う
こ
と
に
よ
っ
 
て
 、
そ
れ
ま
で
触
れ
る
 

こ
と
の
で
ぎ
な
か
っ
た
現
実
、
存
在
の
神
秘
に
触
れ
る
，
 

」
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
「
現
実
態
お
よ
び
可
能
態
と
し
て
活
動
さ
せ
ら
 れ
た
存
在
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
リ
ク
ー
 ル
 に
よ
れ
ば
、
ア
リ
 

ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
現
実
態
と
可
能
態
と
が
存
在
に
つ
 い
て
の
最
も
根
本
的
な
語
義
で
あ
り
、
し
か
も
両
者
は
 互
い
に
循
環
 し
 規
定
し
 

@
 
如
 @
 

あ
う
形
と
な
っ
て
い
る
。
最
も
根
本
的
な
語
義
が
互
い
に
 循
環
 し
 規
定
し
あ
う
形
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
 

お
い
て
存
在
論
が
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
 い
 る
 。
そ
し
て
読
者
と
し
て
の
哲
学
者
も
言
葉
の
 力
 に
よ
 り
 
「
現
実
態
お
よ
び
 可
 

能
 態
と
し
て
活
動
さ
せ
ら
れ
た
存
在
」
へ
と
導
か
れ
る
，
 
」
と
で
存
在
の
根
本
的
な
意
味
を
問
 
う
 こ
と
に
な
る
。
 
っ
 ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

の
 思
索
の
枠
組
み
の
中
で
、
 

隠
 楡
の
指
示
作
用
を
解
釈
し
 、
 捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
存
在
論
の
探
求
と
な
る
こ
 と
を
意
味
し
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
 

問
わ
れ
る
べ
 
き
 
「
存
在
」
が
ピ
ュ
シ
ス
と
同
一
な
も
の
で
 

あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
や
、
リ
ク
ー
ル
の
ア
リ
ス
ト
 テ
レ
ス
理
解
が
正
し
 

い
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
 は
 重
要
で
は
な
い
。
 
と
 い
 う
 の
は
わ
れ
わ
れ
近
代
人
に
は
ギ
リ
シ
ャ
的
自
然
 観
 は
 縁
遠
い
も
の
と
な
っ
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
リ
ク
ー
ル
が
捉
え
よ
 う
と
し
て
い
る
事
柄
、
及
び
舌
口
葉
へ
の
態
度
で
あ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
の
ア
リ
ス
ト
 

テ
レ
ス
理
解
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
存
在
の
意
味
は
 言
葉
と
の
出
会
い
の
中
で
解
明
さ
れ
て
い
く
と
い
 5
 こ
 と
で
あ
る
。
言
葉
を
離
 

れ
て
存
在
の
意
味
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
ほ
な
い
。
詩
人
が
 天
才
的
な
霊
感
に
よ
っ
て
捉
え
た
存
在
の
神
秘
は
彼
の
 発
す
る
言
葉
の
中
に
と
 

ど
ま
り
な
が
ら
、
言
葉
の
中
の
出
来
事
に
お
い
て
垣
間
見
 ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
見
ら
れ
 る
 存
在
は
現
実
的
な
過
 

ち
か
ら
の
解
放
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
 る
 。
過
ち
は
自
己
の
う
ち
に
あ
る
有
限
と
無
限
と
の
 不
 均
衡
か
ら
生
じ
る
も
の
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リク 一ルにおけ   る自 由の媒介   とし   ての 自然 

探 り 

め ク 

て l 
    ノン 

っ 立ま 

た 実 存 
リ の 

ク 内 
@ 部   
う る   
ェ 妙 
ッ な 

ソ 対 
ン 立 
め が 
白 字 
然 ん 
観 で 
の い 

直 る 

按 問 
的 題 
な を 
影 捉 え 響下 ， 、 

か そ 
ら れ 
山 を 
発 き 

し っ 
た か 
が け 

らと 、 し 

新 て 
た 過 
に ち 

が 空 言葉 

め じ 
捕 る 

。 つ こ 

土 ， 巴 。 、 と 
味 に 
を 考 
探 察 
求 を 

23  (i 47) 

モ ア 由 l 
口 し り の ル 目 

ジ か ス 看 ほ 然 
ッ し ム 木ロ う が 根本 クな また が 含 を 、 ヴヱ 

次 両 ん 現 " 的 
九 者 で 代 ソ に 
ほ の い の ン は 

い 間 た 新 の 人 
た に 可 た 自 問 
る は 能 な 然 の 
ま 大 性 扁 額 白 

で き を 面 を 由 
白 な 取 に 継 と 

山 相 り お 南 村 
と 達 だ い し 立 

自 然 がしてて あ 、 追いる す もの る。とが 新た 及し る 。 
相 う に て そ で 
互 ヴ 雇 い し は 
に ヱ 開 る て な 

媒ッさ 介ソせそク 。 り く、 
し ン た の l 深 
あ は 思 よ ル い 
っ 九 想 う は 次 
て 間 家 な う 元 
い の で 意 ヴ で 

る 意 あ 味 ェ 自 

こ 識 る で ッ 由 

と と と り ソ を 
を 在 い ク ソ 現 
萌 花 ぅ l が 実 
ら の こ ル 留 的 
か 全 と は 慣 な 
に 糸 が 伝 の も 
し 列 で 統 解 の 
よ と き 的 明 と する ぅと 連 の る 。 なフ 通 を 
し 続 う し と 
て 性 ソ て 者 
い な ス 試 え 
る 強 

。 調 
  み る 

ス た 点 

と ， し 、 
  ピ り然 自で " ， 
ろ コ チ と り 

が ス ユ 日 ク 

が る 然 に 出 ら で   
る 者 宥 係 の 人 の 
だ に 和 な 中 間 で 自 結 が囚 げで とり した 抽象 探 で 、 

的 求 わ 己 
あ る 行末 約 「 的 なされの 

び れ て カ 
㌔ "0 地の存ていに 束「 

で 他 在 い る お 

あ 」 論 る 輪 ぃ   
し で も 論 側 接 

旺   
的に しかし ある 尤 よ、 も ま 、 から 

口口 。 白 砥 過   
す こ に 的 の 却 

    
よ て を っ を こ 詩 に死 ろが う いる。 通して て到達 過ちか   
      

  し た 
の言 施薬 る存た霊 「 
を と は 在 が 感   
見 か 自 で 言 問 
る ら 由 も 葉 に 
こ 始 と 善 と も 

と め 日 恵 の た 
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。
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 H
@
 

り
ぎ
 
・
 
"
 Ⅱ
 
@
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m
 

Ⅵ
 
の
 

し
た
の
は
、
情
念
な
ど
の
過
ち
の
事
実
に
思
慮
を
め
ぐ
ら
 し
 、
人
問
と
根
本
的
な
存
在
論
の
達
成
と
の
間
に
あ
る
 不
連
続
性
・
不
調
和
を
 

重
大
槻
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
 ソ
ソ
 が
究
明
し
た
よ
 う
 な
自
然
は
真
の
自
由
を
達
成
す
る
た
め
の
必
要
条
件
 で
は
あ
っ
て
も
、
 十
 

分
 条
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
。
人
間
の
具
体
的
な
真
 の
 自
由
に
は
、
自
己
の
外
側
か
ら
到
来
す
る
言
葉
の
働
 き
が
必
要
で
あ
り
、
 @
 

葉
の
積
極
的
な
働
き
を
介
し
て
こ
そ
、
自
由
は
そ
れ
が
 実
 現
さ
れ
る
深
い
存
在
の
次
元
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
 。
そ
し
て
真
の
自
由
を
 

達
成
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
の
存
在
論
も
言
葉
と
の
 出
 会
い
の
中
で
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
 り
ク
 一
か
め
 根
本
的
な
立
場
 

な
の
で
あ
る
。
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リクールにおける 自由の媒介 と しての自然 
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 9
 ）
Ⅰ
 す
崔
 ：
で
・
 
鍋
ひ
 

（
 皿
 ）
の
め
・
 オ
ざ
 0
 の
 宙
 「
・
 
せ
 k
.
 
づ
 ・
）
の
Ⅱ
 

1
,
 
の
 ）
㏄
 

（
Ⅱ
）
リ
ク
ー
ル
は
ビ
ラ
ン
の
「
人
間
は
生
に
お
い
て
一
元
で
 あ
り
、
人
間
性
に
お
い
て
二
元
で
あ
る
」
 

芭
 。
 ヨ
 。
 絡
ヨ
づ
 
）
の
 
メ
ぎ
 せ
ぎ
ウ
由
 
㎡
 
い
丑
 
0
.
 

年
年
 

づ
 -
0
 
Ⅹ
 

ぎ
ぎ
 日
韓
三
日
 巨
 ）
か
ら
「
 生
 に
お
け
る
一
元
」
と
「
人
間
性
に
 お
い
て
二
元
で
あ
る
」
の
表
現
を
借
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
 使
 用
法
は
必
ず
し
も
 

ビ
ラ
ン
に
忠
実
で
は
な
い
。
ビ
ラ
ン
の
思
想
に
つ
い
て
は
拙
稿
 「
 メ
一
ヌ
 
・
 ド
 ・
ビ
ラ
ン
に
お
け
る
 

ョ
 自
我
 L
 の
問
題
」
（
円
宗
教
 哲
学
研
究
 ヒ
 第
七
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 、
一
九
九
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 年
所
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冒
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る
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手
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 瞼
 と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
の
 

（
 M
 ）
 
勾
 @
n
0
 

の
 由
 「
・
 
ゼ
 ）
・
 
ロ
 ・
い
の
Ⅰ
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あ
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八
 論
文
 要
ヒ
目
 
V
 
 七
世
紀
イ
ソ
 ド
 の
哲
学
者
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
 ィ
は
 、
言
語
哲
学
 

れ
ば
、
言
葉
は
婆
羅
門
教
徒
が
考
え
る
よ
う
な
本
体
論
的
形
 而
 上
 的
な
も
の
で
 

味
 を
聞
き
手
に
伝
え
る
も
の
、
言
い
か
え
れ
ば
全
く
人
間
に
依
 存
し
て
い
る
。
 

け
た
啓
示
で
あ
り
、
非
人
為
的
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
誤
り
が
な
 い
 と
主
張
す
る
 

ッ
 テ
ィ
カ
 畦
 第
一
章
（
推
論
 章
 ）
の
、
論
理
学
の
段
と
言
語
・
 判
 断
の
段
に
続
 

の
 権
威
の
根
拠
を
論
じ
て
い
る
。
我
々
は
彼
の
言
語
認
識
論
の
 概
説
を
含
む
 宗
 

本
稿
は
聖
典
論
の
最
終
的
な
重
要
部
分
を
報
告
す
る
と
共
に
 、
 彼
の
言
語
哲
学
 

ス
ト
ア
派
的
 p
 ゴ
ス
論
を
と
り
い
れ
た
と
思
わ
れ
る
㍉
ヨ
ハ
ネ
 伝
三
 冒
頭
の
 

ゴ
ス
 は
神
で
あ
っ
た
」
と
い
う
 三
 命
題
は
、
ラ
テ
ン
語
訳
以
来
 の
 「
 p
 ゴ
ス
 Ⅱ
 

鼓
 し
て
興
味
深
い
。
イ
ン
ド
の
正
統
派
に
対
し
て
ダ
ル
マ
キ
 ｜
 ル
テ
ィ
が
論
駁
 

る
 人
間
に
も
正
理
の
人
が
居
る
と
い
う
哲
学
的
人
間
学
に
導
 び
 く
も
の
で
あ
る
 

に
見
ら
れ
な
い
の
で
、
比
較
思
想
論
的
に
も
興
味
深
い
も
の
が
 あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 聖
典
、
言
葉
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
 プ
 -
 
フ
 マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
 の

上
か
ら
宗
教
的
言
語
と
し
て
の
聖
典
の
価
値
を
論
じ
た
。
 

彼
 に
よ
 

は
な
く
、
話
者
の
意
思
に
も
と
づ
き
、
社
会
的
絢
実
 に
 依
存
し
 た
意
 

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
含
む
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
を
、
正
統
派
は
聖
 仙
 が
受
 

。
こ
れ
を
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
主
著
 円
 グ
ラ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
 ｜
レ
 

く
 終
末
の
第
三
段
で
論
駁
し
、
自
己
の
聖
典
論
す
な
わ
ち
仏
教
 聖
典
 

教
 章
の
研
究
以
来
、
彼
の
言
語
論
と
聖
典
論
を
逐
次
見
て
 き
た
  
 

的
 聖
典
論
を
総
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

「
は
じ
め
に
ロ
ゴ
ス
が
あ
っ
た
、
ロ
ゴ
ス
は
神
と
共
に
あ
っ
た
 
、
 
 
 

こ
と
ば
」
と
い
う
解
釈
で
の
ぞ
む
と
、
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
啓
示
論
 と
比
 

し
た
立
場
は
、
言
葉
の
無
常
性
と
い
う
舌
口
語
理
論
と
共
に
 

、
話
 者
た
 

。
も
ち
ろ
ん
西
洋
宗
教
哲
学
で
は
こ
の
よ
う
な
対
論
は
カ
ン
ト
 以
外
 

l
 ル
 ッ
 テ
ィ
カ
 

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
言
語
哲
学
的
 聖
血
ハ
 
%
 調
 

木 

村 

俊 
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キ
一
ル
テ
ィ
学
ム
本
で
ほ
ほ
ぼ
三
分
の
一
が
宗
教
哲
学
に
 
宛
 ら
れ
て
い
た
の
は
心
強
い
。
宗
教
哲
学
に
お
い
て
も
論
 理
学
的
及
び
言
語
学
的
 

に
 考
察
す
る
の
が
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
特
徴
で
、
以
下
 の
 考
察
で
も
言
語
哲
学
を
介
し
て
 両
 領
域
が
密
接
に
連
 関
し
て
い
る
こ
と
が
 看
 

取
 さ
れ
よ
 う
 。
 ダ

ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
哲
学
 

彼
は
自
己
の
論
理
（
富
三
鼓
 コ
の
ヨ
 
）
 学
 と
認
識
（
 づ
 「
の
（
 

せ
い
ガ
 

速
 し
論
の
次
元
を
、
世
俗
的
哲
集
約
真
理
と
し
た
が
、
 
そ
れ
ほ
も
ち
ろ
ん
 迷
 

妄
 と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
光
雄
の
ひ
と
り
 バ
一
ヴ
 イ
 ヴ
 ヱ
 ー
 カ
 の
概
念
で
は
「
 実
 世
俗
諦
」
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
宗
教
的
次
元
 

は
も
と
よ
り
世
俗
を
超
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
 隣
 義
的
 次
元
が
正
し
い
論
理
と
認
識
を
排
除
す
る
も
の
で
 あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
 

マ
 言
 う
 と
こ
ろ
が
彼
の
特
質
で
あ
る
。
世
俗
の
論
理
を
慎
 重
 に
行
使
し
な
が
ら
勝
義
的
な
「
 空
 」
の
テ
ー
ゼ
を
論
 証
し
よ
う
と
し
た
 バ
｜
 

 
 

学
の
方
面
が
か
な
り
究
明
さ
れ
だ
し
、
先
の
ウ
ィ
ー
ン
 

に
お
け
る
国
際
ダ
ル
マ
 

ダ
ル
マ
キ
 

を
持
た
れ
て
 

。
ハ
ト
ス
キ
ー
 

ャ
 b
 や
主
著
 ｜

 ル
テ
ィ
は
七
世
紀
後
半
の
渡
部
 僧
 ・
義
浄
が
「
渋
柿
 重
 不
テ
 因
明
文
明
ラ
カ
ニ
ス
」
と
伝
え
た
よ
う
に
論
理
学
 者
の
印
象
 

い
た
。
近
年
に
於
て
も
彼
の
論
理
学
・
認
識
論
の
入
門
書
 ニ
 ヤ
 l
 ヤ
・
ビ
ン
ド
 ゥ
ロ
 が
レ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
 シ
チ
ェ
ル
 

に
 研
究
さ
れ
て
世
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
も
論
理
学
 書
 
円
へ
 l
 ト
ゥ
・
ビ
ン
ド
 ゥ
 b
 し
こ
 
円
 ブ
ラ
マ
ー
ナ
，
ヴ
ィ
 ニ
 シ
ュ
チ
 ャ
 

円
 ブ
ラ
マ
 l
 ナ
・
ヴ
ァ
ー
ル
ッ
テ
ィ
カ
 b
 暁
旦
 
量
 昂
及
び
論
 理
学
的
並
び
に
言
語
・
判
断
論
的
方
面
が
研
究
さ
れ
て
き
 た
か
ら
 

ま ｜ 

じ 

め 
l り 
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げ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ル
 ゴ
ス
竹
本
体
性
と
永
遠
性
を
言
葉
つ
ま
り
ヴ
ェ
ー
ダ
 

聖
典
（
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
を
含
む
）
に
求
め
た
 

く
 
ー
 マ
 
｜
 ン
サ
ー
学
派
へ
の
反
駁
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己
の
舌
口
語
論
を
示
し
な
が
ら
主
著
白
地
目
 量
 早
で
反
駁
し
た
 が
 、
そ
の
一
部
は
す
で
に
報
告
し
た
。
こ
こ
で
こ
れ
を
 要
約
す
る
と
次
の
如
く
 

哲
 

語
 

し
て
言
葉
の
非
人
為
 牲
 
・
 先
 酸
性
を
祭
式
研
究
（
 ，
 
、
｜
 マ
ー
ン
サ
ー
）
派
ほ
語
っ
た
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
 は
こ
の
言
語
論
に
対
し
て
 自
 

宗
教
は
絶
対
者
あ
る
い
は
絶
対
化
さ
れ
た
創
唱
者
と
教
義
 

か
ら
成
る
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
主
著
宗
教
 
章
 で
、
仏
陀
を
認
識
の
 

「
公
準
と
成
れ
る
 
方
 （
 
ロ
 
「
 
ぃ
ョ
ゅ
七
 

・
 
r
 
ァ
ロ
 
（
 
芹
 ）
」
と
し
て
定
立
 
（
 
四
 &
 
堅
 @
 
甘
 
）
 し
 （
童
名
は
こ
れ
に
由
来
す
る
と
共
に
 

、
先
 礎
 デ
ィ
グ
ナ
ー
 ガ
 の
 序
 

 
 

で
あ
る
）
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
四
つ
の
 

聖
 原
理
（
 
ひ
 
「
）
曲
の
㏄
（
 

せ
 目
 @
 
）
の
見
得
と
開
示
と
い
う
 

致
知
 慧
と
 慈
悲
と
し
た
。
公
準
と
は
一
般
に
知
覚
と
 

%
 
調
理
と
い
う
認
識
の
二
途
を
言
い
、
婆
羅
門
教
で
は
啓
示
 

と
な
す
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
を
第
 

翔
 
三
の
公
準
と
し
て
、
祭
祀
の
果
報
と
い
う
福
音
を
 

知
ら
せ
る
も
の
と
し
た
。
啓
示
（
 

か
 
「
 
口
 
（
 
@
 
ケ
 
）
の
故
に
信
愛
 
す
 ね
 ば
 よ
 く
、
そ
の
ゆ
え
ん
と
 

（
 
2
 ）
 

る
こ
と
を
見
た
。
そ
し
て
後
世
、
仏
教
外
教
の
学
徒
が
彼
 を
扱
 5
 
の
は
こ
の
分
野
が
最
も
多
い
観
が
あ
る
。
 

鋭 ヤ 学 で   ヴ 
利 （ こ の は 々 

な 正 こ 内 あ ヴ もの 理でに ）は論 る 。 ヱ ー 

だ 学 も 理 理 ヵ 

っ 派 は 学 性 も 
た の や と 論 い 

。 付 そ 詔 の た が ヵ、っ 内に なっ れら 識論 

て た を を 遣 そ 
水 神 棚 と 徳 れ 
乱い ---p   

ヴ る れ 崇 信 
    
紀 の り と を の 
あ 世 は 言 構 は 
と 界 な う 成 ダ 
の 支 い 方 し か 
ナ 配 が が よ て 

l 証 、 あ り キ 
ラ 明 崇 た と l 
ソ に 教 つ し か 

ダ 対 論 て た テ 
l す 争 い ヵ ィ 

と論理 学院長 のこ 論理 る る 。 ソト と の 
シ 半 学 似 よ 
ャ 的 の て う 

l 拉 か 
ン 判 か いな ょ 、 

ぅ 聖 
タで ブ ー 、 わ リ 

タ カ で が典 、 （ 
シ ，ノ 最 

タ ト も 
が の 有 
そ 売 名   
れ 験 に l か 
を 的 な か ら 
思 弁 つ テ の 

実 証 た イ 救 
に 論 き の は 済 

通 論 
に 理 ：、ニ そのま踏まえカ 崇 め 

て ま ヤ 教 演 
い の i 哲 緯 



ポ
ー
ハ
論
が
啓
示
聖
典
を
否
定
し
、
言
語
認
識
論
が
仏
教
 聖
典
論
を
予
想
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
白
地
 且
量
 
早
で
は
、
舌
口
業
か
り
 

伝
 

達
 つ
ま
り
意
味
表
現
 
は
 社
会
的
絢
実
（
：
 
良
 。
 母
ヴ
 
）
に
 従
 ぅ
 こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
言
葉
は
先
験
的
な
実
在
で
 は
な
く
、
社
会
的
合
意
 

の
上
に
成
り
立
つ
人
為
的
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
 な
り
、
婆
羅
門
教
的
言
語
論
を
斥
け
る
。
社
会
的
ム
ロ
 

意
 さ
え
あ
れ
ば
、
複
数
と
 

な
る
べ
 き
 言
語
学
の
「
大
都
 派
 」
も
「
 冬
窩
 p
w
p
 
づ
 @
 
」
と
 単
数
に
な
る
。
ひ
と
り
の
娘
も
「
 宙
 a
r
a
 
巳
と
 複
数
に
な
 る
よ
う
に
、
と
。
デ
ィ
 

@
S
@
 

グ
ナ
ー
 ガ
や
 バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
 
ヱ
 ー
 カ
 な
ど
も
使
っ
て
い
た
 舌
 口
語
・
 約
契
説
 を
彼
 は
 広
津
 に
 論
じ
た
。
 

主
著
白
地
 貝
皇
 
早
 め
 ア
ポ
ー
ハ
 論
 最
後
の
章
で
舌
ロ
 う
 。
 聖
 典
 
（
か
り
の
（
 

ャ
の
ヨ
 
）
が
テ
ー
マ
の
場
合
は
、
そ
の
伝
え
る
悟
り
 0
 世
界
が
不
知
覚
だ
 

か
ら
と
い
っ
て
非
存
在
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

凡
 夫
 
（
 
捕
 ）
に
可
見
な
る
も
の
の
不
知
覚
で
ほ
な
い
か
ら
 で
 か
 
ふ
 り
る
。
つ
ま
り
舌
口
 
薬
 

は
 勝
義
的
実
有
、
た
と
え
ば
無
我
等
の
十
六
相
を
伝
え
る
 時
 、
一
般
者
に
は
 未
 だ
見
ら
れ
ざ
る
も
の
で
、
ダ
ル
マ
 キ
ー
ル
テ
ィ
が
無
を
推
 

諭
 す
る
根
拠
に
し
た
可
見
な
る
も
の
の
不
知
覚
で
も
な
く
 、
実
有
の
認
識
と
い
う
結
果
が
無
い
こ
と
か
ら
結
果
を
 生
起
す
る
力
あ
る
実
有
 

の
 無
を
推
論
す
る
こ
と
（
第
二
の
無
の
推
論
方
法
）
も
 適
 用
 で
き
な
い
。
不
知
覚
の
ゆ
え
ん
は
凡
夫
（
 婦
 ）
に
 帰
 せ
ら
れ
る
。
そ
れ
故
一
 

般
 者
に
は
、
ま
ず
仏
教
聖
典
を
聞
く
こ
と
が
要
せ
ら
れ
る
 。
聞
い
て
盲
信
す
る
の
で
は
な
く
、
論
理
的
に
思
惟
 す
 る
こ
と
を
奨
め
る
。
 
ダ
 

ル
 マ
キ
ー
ル
テ
ィ
自
身
、
「
論
理
と
聖
典
に
よ
っ
て
考
察
 

し
つ
つ
、
苦
の
因
と
そ
の
無
常
等
の
相
を
苦
の
諸
持
 相
と
 
し
て
検
討
す
る
」
と
 

舌
口
っ
て
い
る
（
宗
教
 
章
 第
一
三
三
 %
 ）
。
聖
典
に
お
け
る
 無
 常
等
 の
 相
 と
は
、
宗
教
卓
第
十
一
 
b
 節
で
「
だ
か
ら
こ
そ
 無
常
か
ら
苦
を
 、
 苦
か
 

ら
 無
我
性
を
説
か
れ
た
の
だ
」
と
、
パ
ー
リ
偉
大
岳
の
 次
 の
 句
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

比
丘
ら
よ
、
も
の
は
 永
 遠
だ
ろ
う
か
、
無
常
だ
ろ
う
か
。
 

無
常
で
す
、
大
徳
 ょ
 。
無
常
な
も
の
は
苦
し
み
だ
ろ
う
 か
 快
楽
だ
ろ
う
か
。
 

も は 
0 % 
だ い 

と て   
ぅ 知 
否 覚 
定 後 
的 の 
ナな :  平町 

両 断 
が ち 

強 言 
読 話 

さ 表 
れ 現 
て も 
い 対 
た 象 
か め 

わ 、 ー 面 

み 田本数 り か 
童 を 
第 他 
一 相 

a 否 
節 定 
  か り 二   
丑 ト 。 

  
の ） 
積 と 

極 い 
的 う 

評 消 
価 極 
が 的 

新 た 
鮮 二 
な 重 
の 否 
で， 定 
あ で 
る 構 
が 想 

し 
ァ た 
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9
 世
俗
生
活
に
お
け
る
言
葉
の
機
能
を
認
識
論
的
に
保
証
 し
た
も
の
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
由
比
目
 

曇
 早
 め
ア
 ポ
 l
,
 
ハ
 （
エ
ポ
ケ
ー
）
 説
 



ダルマキ 一 

頃 ア 
ア と ダ   

  
      
                  処 

に - 

捗って 言葉の 論 を ム 

  
は い て 

  
  
で ほ て 

「 ど い 

ると 思 実有 か 遡れず、 
ら 

ナ - Ⅰ 

  
    

と   
し、 詳で 
    三ム 百冊 

  
31  (155) 

  げ
な
お
こ
こ
で
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
地
域
と
年
代
 
に
 簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。
 
ウ
 
，
ジ
ャ
イ
ニ
ー
の
文
人
 
ス
 ハ
ン
ド
 
ゥ
 が
ロ
ヴ
ァ
ー
 
サ
ヴ
 

一
一
一
口
 

@
8
-
 

め
 

て
親
見
 量
 早
で
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
パ
ー
リ
系
 修
 道
諦
ま
た
は
実
践
を
知
っ
て
い
る
証
し
で
あ
る
。
 

%
 
 た
の
で
は
な
い
か
。
面
白
い
こ
と
に
同
時
に
分
別
部
 の
 修
行
論
で
最
も
言
わ
れ
る
不
浄
観
や
十
 遍
勉
め
ョ
｜
 
ガ
を
、
誤
 ま
っ
た
も
の
と
し
 

 
 

苦
し
み
で
す
、
大
徳
 よ
 。
無
常
に
し
て
苦
し
く
、
転
変
の
 性
質
を
持
つ
も
の
を
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
正
し
い
 だ
ろ
う
か
。
こ
れ
 

は
 我
が
も
の
、
こ
れ
は
 我
 、
こ
れ
は
我
が
本
性
な
り
、
 

と
 

い
え
、
大
徳
 よ
 。
 

聖
典
を
先
ず
聞
き
、
そ
れ
を
次
に
論
理
的
に
考
察
し
、
 

理
 解
 で
き
れ
ば
、
説
か
れ
た
如
く
に
修
行
す
る
。
彼
の
主
 著
円
 ブ
ラ
マ
ー
ナ
・
 

ヴ
ァ
ー
ル
ソ
テ
ィ
カ
 ヒ
 は
 パ
 Ⅰ
 り
還
梵
 を
そ
ち
こ
ち
に
 
示
 唆
し
つ
つ
評
釈
し
、
 
実
 修
の
瞑
想
ま
で
解
説
し
て
い
る
 。
 聞
 
・
 思 
・
修
に
渉
っ
 

@
6
-
 

て
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
で
解
脱
遺
（
（
 
ォ
 
a
r
 

下
ヨ
）
と
し
て
 

主
 著
を
見
る
の
も
 背
 け
る
が
、
こ
の
 間
 
・
 思と
 聖
典
・
論
 理
の
関
わ
り
は
飯
田
昭
 

太
郎
氏
に
依
れ
ば
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
 ヱ
 １
カ
 の
 考
え
。
 

-
7
@
 帰
参
 ぬ
 

冊
 法
や
時
に
は
中
観
的
な
見
方
ま
で
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
 ィ
は
 バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
 
ヱ
｜
 

力
 に
も
私
淑
す
る
所
が
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
。
勝
義
 諦
 と
 実
世
俗
諦
の
併
 立
 も
そ
う
だ
。
 

聖
典
の
句
が
論
理
的
に
も
整
合
性
を
持
っ
て
い
る
検
証
を
 彼
は
パ
ー
リ
津
人
品
 の
 
「
そ
も
生
起
の
性
質
を
持
つ
も
 
の
は
す
べ
て
壊
滅
の
 

性
質
を
持
つ
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
求
め
た
。
自
性
 因
 の
 用
 法
 に
お
け
る
典
型
的
な
大
前
提
武
と
捉
え
て
い
る
こ
と
 は
 今
や
よ
く
知
ら
れ
て
 

い
る
。
な
お
、
パ
ー
リ
律
を
ほ
じ
 め
 パ
ー
リ
聖
典
が
彼
の
 
聖
典
で
あ
っ
た
こ
と
は
原
典
研
究
の
上
か
ら
疑
え
な
い
 が
 、
ア
ー
ル
ヤ
・
シ
ュ
 

論
 

蚊
｜
ぅ
 0
 例
も
あ
り
、
必
ず
し
も
奇
異
な
こ
と
で
は
な
 い
と
、
私
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
代
の
経
，
 律
 を
 ジ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
 
シ
ュ
 に
 

翔
 

伝
え
る
も
の
 
墜
ハ
 0
0
 年
頃
に
あ
っ
て
ダ
ル
マ
キ
 ｜
 ル
テ
ィ
の
「
学
問
的
」
 
な
 目
か
ら
見
れ
ば
多
分
に
大
乗
 上
座
部
の
も
の
し
か
無
か
っ
 



な
く
て
話
者
の
意
思
（
の
す
す
 

@
 
つ
 
「
リ
 
セ
 
の
 
ヴ
 
）
を
 表
註
 す
る
こ
と
に
 意
義
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
悟
性
論
と
逆
 に
 ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
 

は
 知
覚
後
の
分
別
を
誤
り
の
も
と
と
見
な
す
が
、
こ
れ
ほ
 直
観
を
重
ん
じ
て
思
惟
を
煩
悩
の
動
ぎ
と
見
る
伝
統
的
 な
 仏
教
観
を
踏
ま
え
て
 

い
る
。
 ア
 ・
プ
リ
 オ
リ
 な
形
式
に
信
頼
を
置
い
た
カ
ン
ト
 と
 違
っ
て
仏
教
的
人
間
観
で
は
煩
悩
の
習
気
を
持
っ
て
 い
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
 

婆
羅
門
教
は
言
葉
の
形
而
上
化
に
よ
っ
て
聖
典
の
啓
示
性
 と
 聖
化
を
は
か
っ
た
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
 て
 舌
口
葉
は
舌
口
話
 

蛆
学
ネ
 
Ⅰ
 
臣
 
=
 
口
 

う
 よ
 う
 に
意
思
伝
達
上
の
記
号
に
過
ぎ
な
い
。
発
信
者
が
 真
の
権
威
者
た
る
時
に
そ
の
語
録
は
聖
典
と
な
る
。
 そ
 の
場
ム
ロ
、
婆
羅
門
教
徒
 

の
 如
く
直
観
と
論
理
に
並
ぶ
認
識
根
拠
に
聖
典
を
置
く
と
 、
聖
典
の
内
容
が
違
 う
 と
は
い
え
、
認
識
論
の
体
系
に
 組
繍
を
き
た
す
。
と
は
 

い
え
仏
教
が
宗
教
で
あ
る
以
上
、
宗
教
的
次
元
も
確
定
し
 て
お
き
た
い
。
こ
う
い
っ
た
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
 ジ
 レ
ン
マ
が
主
著
 他
 比
量
 

章
の
論
理
的
命
題
の
問
題
に
続
い
た
聖
典
命
題
の
権
威
性
 を
め
ぐ
っ
て
出
て
い
る
。
 

ま
ず
理
性
と
矛
盾
す
る
聖
典
は
聖
典
に
不
利
が
あ
る
。
 直
 観
と
 論
理
の
み
を
認
識
の
根
拠
（
 せ
 
「
 
ぃ
 
ヨ
り
 
や
い
ョ
 
）
と
す
る
 立
場
は
そ
こ
で
貫
徹
 

さ
れ
て
い
る
。
矛
盾
の
あ
る
聖
典
を
論
理
で
解
釈
す
る
 @
 
」
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
論
理
の
弱
さ
を
聖
典
で
補
 
う
こ
 と
も
不
当
で
あ
る
。
 こ
 

の
よ
う
に
論
理
と
あ
い
容
れ
な
い
聖
典
は
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
 で
あ
っ
て
、
直
観
の
対
象
と
論
理
の
対
象
と
の
次
元
を
 超
え
た
「
第
三
の
次
元
 

（
（
 

ゃ
 
（
 
ロ
 
）
 
い
 
の
 
計
プ
リ
コ
 

リ
ヨ
）
」
の
対
象
に
対
し
て
は
「
聖
典
に
よ
る
 

把
握
は
理
に
適
 う
 」
（
第
五
十
一
偏
）
と
な
す
。
こ
の
 
超
 感
官
、
超
論
理
の
世
界
 

は
、
 遠
い
未
来
の
果
報
（
 吝
 。
 
-
a
 

日
 ）
や
天
国
（
の
 
づ
 
a
 。
の
 

"
 廿
 
）
 と
い
っ
た
遠
方
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
宗
教
卓
第
二
 節
 で
め
旦
日
し
て
い
る
。
 

つ
ま
り
 ヴ
ヱ
一
ダ
 聖
典
で
は
な
く
、
「
他
見
と
弁
別
さ
れ
 
た
 対
象
」
（
直
比
量
 
章
 第
二
一
 0
 褐
 ）
す
な
わ
ち
「
仏
教
義
 0
 対
象
を
持
っ
言
葉
が
 

考
え
ら
れ
て
い
る
。
」
（
同
第
二
一
一
喝
）
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l
 ダ
 聖
典
論
に
対
し
て
、
主
著
 自
 比
量
 章
 の
 三
 箇
処
に
 渉
 っ
て
論
じ
ら
れ
た
 て
ソ
ト
ラ
 は
密
教
的
 祈
薦
句
 で
、
 密
 教
は
セ
 世
紀
か
ら
 ヒ
ソ
 

 
  

 

が
 

性
の
背
景
に
あ
る
 約
契
 （
の
の
か
村
の
（
 
豊
 ）
を
無
視
す
る
 も

の
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
不
可
能
だ
ろ
う
、
 

と
 。
所
で
本
体
論
的
な
 ヴ
ヱ
 

 
  

 

 
 

ト
ン
ト
も
そ
 う
 言
っ
た
が
）
な
も
の
で
は
な
い
（
宗
教
 

章
 第
一
 ! 三
節
参
照
）
。
言
葉
が
非
人
為
的
形
而
上
的
な
も
 

の
で
あ
れ
ば
、
言
葉
の
社
会
 57) 

げ
 
仏
陀
と
て
同
様
と
さ
れ
る
。
語
録
が
残
っ
て
聖
典
 

と
 し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
が
、
無
常
の
故
に
実
有
で
、
 

神
の
如
き
証
明
不
可
能
（
 
ヵ
 

ィの 言語 哲 

隔 壁 
せ 典 
ら もま 

れ 課 

る り 

と な 

なす。 く、誤 
仏 り 

陀 が 

は あ 
「 る 
公 言 

準 葉 
と ほ 
成 す 
っ べ 
た て 
方 人 

為的 （ 汗 l 

  目 す のも の 
こ の 

  
@ マ 

  
  

  
 
 

自
 比
量
 章
 で
、
言
語
論
に
続
い
て
仏
教
聖
典
論
を
開
示
 

し
て
い
る
。
真
の
聖
 

句
 と
は
人
に
ア
ポ
リ
ア
を
突
破
す
る
道
を
示
し
て
 

稗
 益
せ
 し
め
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
開
示
者
は
直
観
 

と
 論
理
に
お
い
て
も
完
全
 

で
あ
る
と
な
し
、
後
者
に
完
全
な
者
が
前
者
の
能
力
を
持
 

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
対
し
て
、
前
者
は
後
者
 

の
 能
力
を
も
兼
ね
備
え
 

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
説
示
の
内
容
で
 

あ
る
四
つ
の
 
聖
 原
理
及
び
そ
れ
に
属
す
る
無
我
等
の
十
 

大
相
を
見
性
し
た
直
観
 

と
 、
無
常
性
証
明
の
大
前
提
 
式
 が
言
わ
れ
て
い
る
。
デ
ィ
 
グ
ナ
 @
 ガ
は
 こ
の
こ
と
を
、
（
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
 

引
 崩
 し
て
い
る
様
に
）
 
す
 

ぐ
れ
た
直
観
に
裏
 
う
 ち
さ
れ
た
舌
口
薬
だ
か
ら
、
人
を
欺
か
 

な
い
こ
と
論
理
（
比
量
）
に
等
し
い
、
と
言
っ
た
の
で
 
こ
れ
を
引
い
た
 

 
 

を
 、
 有
 骨
貝
（
自
我
意
識
）
か
ら
来
る
苦
の
世
界
と
 

、
 正
し
い
瞑
想
に
よ
っ
て
 
道
 

 
 

１
％
 一
ソ
 サ
 ー
 学
派
の
言
語
形
而
上
説
を
論
駁
す
る
。
 

非
 人
為
的
な
舌
口
薬
即
ち
啓
示
の
 

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
聖
典
論
 



際 為 る ポ は れ 
に せ ブ I 水 は 

ス
ポ
ー
タ
説
で
象
徴
さ
れ
る
。
ス
ポ
ー
タ
は
舌
口
葉
の
本
体
 

で
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
、
十
字
架
に
 付
 げ
ら
れ
た
托
身
の
 キ
リ
ス
ト
の
本
体
 

遠
の
 ロ
ゴ
ス
な
り
と
舌
口
っ
た
如
く
、
パ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
 
顕
 現
 
（
 
い
 
す
 牙
 @
 
く
せ
芙
 
（
 
@
r
 
）
す
る
言
葉
の
本
体
を
、
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
に
 比
す
べ
 き
ス
 

タ
 な
り
と
し
た
。
音
声
た
る
言
葉
を
そ
の
現
象
と
し
た
 @
 
し
と
と
等
し
い
。
ス
ポ
ー
タ
な
る
「
舌
口
薬
」
は
そ
こ
か
ら
 

す
べ
て
が
展
開
す
 

ラ
フ
マ
 ソ
 で
あ
る
か
ら
、
ク
マ
 一
 リ
ラ
の
 様
 慎
一
 話
も
 ス
ポ
ー
タ
の
象
徴
で
あ
る
か
ら
す
べ
て
の
意
味
が
こ
め
 ら
れ
て
い
る
事
と
 

る
 。
所
が
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
 は
 、
 一
 語
を
聞
い
て
一
切
 義
を
領
解
す
る
矛
盾
を
指
摘
し
、
言
語
学
者
が
規
定
す
 る
 文
法
用
法
も
実
 

ほ
 規
則
を
踏
み
は
ず
し
た
語
法
が
あ
っ
た
り
、
輻
湊
し
て
 が
や
が
や
（
 

k
a
-
a
 

ォ
 a
-
 

の
）
と
聞
き
と
れ
な
い
現
象
の
あ
る
 

こ
と
も
説
明
で
き
 

@
 
Ⅱ
 @
 

中
で
、
 

一
 音
節
（
 つ
い
 
（
 や
か
ヴ
 
）
の
中
に
す
べ
て
の
語
義
が
内
 包
 さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
 教
 説
も
中
村
元
先
生
に
依
 

こ
れ
は
し
か
し
漸
次
意
味
表
出
講
た
る
 円
 ヴ
ァ
ー
 ク
ヤ
 。
 
ハ
デ
ィ
 @
 ヤ
ヒ
 の
思
想
と
矛
盾
す
る
。
か
え
っ
て
ク
マ
ー
 リ
ラ
が
ス
ポ
ー
タ
論
の
 

  
の
が
 
弓
づ
の
 

㏄
同
日
 づ
弓
円
ゴ
曲
 

㎎
 曲
 ト
 ド
 
ゴ
酉
 
づ
肢
ト
 

ト
岡
の
曲
Ⅱ
 

せ
の
 
㏄
目
 で
 Ⅰ
 曲
コ
 
碩
が
 
ヴ
 ら
 曲
名
 ガ
ヱ
 の
コ
目
 

臣
ゴ
甲
口
簿
ユ
 

の
 
の
目
 目
せ
 
お
す
 二
曲
 宙
囲
 

づ
燵
宙
 
a
 目
口
 づ
 目
口
 
@
 
Ⅱ
 曲
 ㎡
 
e
 
 
（
曲
の
目
ピ
コ
㏄
 

燵
 Ⅱ
 つ
 い
 つ
由
つ
り
 

Ⅱ
（
 
ゴ
 0
 つ
い
 
㎎
 づ
阿
 
ゴ
 （
口
ロ
 
コ
 -
 
せ
簿
 
づ
 
Ⅰ
 刮
コ
 
岸
 Ⅱ
凶
年
 
ゆ
コ
 
-
 
ヴ
 曲
コ
 
ぬ
ゴ
簿
コ
 

岡
目
 
@
 も
 が
 宙
卸
 

Ⅱ
が
 
宙
 
0
 セ
曲
 せ
ト
ゆ
ト
ぎ
燵
 

日
の
 目
づ
 

-
3
"
 

コ
什
簿
 

Ⅰ
岡
コ
）
せ
こ
 

由
 卸
せ
 
簿
コ
 叶
の
 
ト
ヒ
 

第
三
 b
 節
 
ス
ポ
ー
タ
 説
 批
判
 

マ
ル
ヴ
ァ
ニ
ヤ
 本
 第
二
五
二
 b
 偲
か
ら
批
判
す
る
ロ
ゴ
ス
 約
 言
ま
叫
論
は
主
と
し
て
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
に
 
向
 げ
ら
れ
た
 も
の
で
、
註
釈
者
 ヵ
 

ル
ナ
ヵ
 ゴ
ー
ミ
ン
は
こ
こ
で
、
一
 話
 毎
に
す
べ
て
の
意
味
 が
 内
包
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
の
文
章
が
 構
成
さ
れ
る
の
だ
と
 説
 

く
 バ
ル
ト
リ
ハ
リ
の
次
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。
 

ト
ゥ
ー
・
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
影
響
さ
れ
て
興
っ
た
と
さ
れ
 る
 。
「
タ
ン
ト
ラ
学
者
」
の
作
る
 
マ
ソ
ト
ラ
 は
教
理
や
誓
 戒
 に
よ
っ
て
得
た
威
力
 

3
4
 

 
 

（
 づ
 「
 ゥ
す
ォ
い
く
菩
 ）
に
加
持
さ
れ
て
効
能
が
あ
る
と
な
し
、
 

自
 身
は
タ
ソ
 
ト
リ
ス
ト
で
は
な
い
が
興
起
時
代
の
生
々
 し
 い
 乱
山
号
ロ
 
で
 女
の
る
。
 

 
 

 
 

@
 
は
 -
 

 
 
 
 

主
著
 自
 比
量
章
の
聖
典
論
は
上
の
第
三
節
と
第
三
 a
 節
に
 続
い
て
次
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
て
ゆ
く
。
 

  



 
 

 
 

 
 

第
三
。
 節
 
言
葉
の
無
常
性
 

@
@
 

ノ
 

 
 

（
自
註
か
ら
言
え
ば
こ
れ
か
ら
論
ず
る
）
諸
有
の
無
常
性
 
を
言
葉
に
適
用
し
て
、
舌
口
薬
 の
 

C
1
5
 

 
 

説
 を
破
 尽
 せ
ん
と
す
る
。
た
と
え
ば
ク
マ
ー
リ
ラ
は
 、
 薪
が
 燃
え
尽
き
る
時
に
は
 火
 

が
 薪
の
壊
滅
の
囚
で
あ
る
様
に
、
も
の
の
壊
滅
に
は
他
に
 原
因
が
働
い
て
の
こ
と
だ
と
し
て
、
 経
 童
部
の
 滅
 不
 徳
 

  

勤
味
 を
照
 す
 諸
田
の
ひ
と
っ
と
考
え
れ
ば
良
く
 

、
照
さ
 
れ
る
も
の
の
 
例
 え
だ
っ
た
瓶
に
は
作
者
な
ど
の
因
が
あ
 

る
 様
に
意
味
に
は
話
者
の
 

謝
意
思
や
約
 契
 と
い
う
因
が
あ
る
と
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
 

-
 

ア
 イ
 は
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
人
に
依
存
し
な
い
と
い
う
 

人
間
蔑
視
の
考
え
は
聖
典
以
 

 
 

立
場
と
矛
盾
し
て
い
る
と
な
す
。
 

-
8
@
 

  論 

は
 多
様
な
言
 圭
 胴
立
日
声
を
予
想
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
上
 
で
 ク
マ
 一
 リ
ラ
も
 、
ゐ
ゴ
簿
か
笘
甘
 

」
と
瓶
の
結
ム
ロ
等
を
再
 々

の
知
覚
で
領
解
す
る
 

こ
と
が
言
葉
の
永
遠
性
を
示
す
も
の
と
考
え
る
の
は
無
常
 性
の
真
理
を
弁
え
て
い
な
い
と
非
難
す
る
。
「
一
切
 諸
 有
は
刹
那
滅
の
故
に
。
」
 

（
第
一
一
七
 

0
 褐
 ）
 

@
 
ぬ
 -
 

ま
た
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
、
言
葉
を
「
 照
 す
も
の
」
、
意
味
 を
 
「
 無
 さ
れ
る
も
の
」
と
し
た
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
 
ィ
は
 言
葉
の
因
を
話
 

者
の
意
識
と
聞
き
手
の
統
覚
（
 目
 @
 
）
で
あ
る
と
す
る
。
 
舌
 ロ
薬
自
体
が
原
因
で
は
な
く
、
実
際
に
は
人
間
に
依
存
し
 て
い
る
。
だ
か
ら
語
義
 

結
合
の
 力
能
と
汝
 ら
が
言
 う
 規
定
と
異
な
る
理
解
が
あ
る
 の
だ
、
と
。
言
葉
自
身
が
意
味
を
知
ら
し
め
る
の
な
ら
 ば
 、
理
解
す
る
意
識
は
 

大
 で
は
な
く
舌
ロ
葉
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 

意
識
も
非
人
為
的
な
も
の
と
言
 う
 の
か
 O
f
 （
自
註
）
 
か
 く
し
て
言
葉
自
体
は
意
 

な
い
、
と
。
全
一
な
る
ス
ポ
ー
タ
を
潮
時
理
解
す
る
と
い
 ぅ
 の
も
彼
に
納
得
さ
れ
な
い
。
一
度
に
一
切
の
 

な
く
な
る
矛
盾
は
、
本
源
的
に
全
一
な
る
永
遠
者
と
そ
の
 展
開
と
さ
れ
る
多
様
な
言
語
現
象
と
の
解
決
で
 

リ
ラ
も
言
葉
の
普
遍
性
と
永
遠
性
を
再
認
識
（
 っ
 
l
p
 
（
 
せ
 p
r
 
ォ
 ご
目
 ）
か
ら
理
解
す
る
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
 言

葉
を
領
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
 

き
な
い
矛
盾
で
あ
る
。
ク
マ
ー
 

@
 
巧
 @
 

か
、
と
椰
楡
 す
る
。
再
認
識
と
 



第
三
 d
 節
 
ヴ
ェ
ー
ダ
の
人
為
性
 

ヲ
、
、
｜
 
マ
ー
ン
サ
ー
経
ヒ
 
一
｜
一
｜
 五
で
「
舌
口
 
薬
 と
意
味
 
の
結
 ム
ロ
は
本
来
的
な
も
の
（
フ
ラ
ウ
 ヮ
 ル
ナ
ー
 訳
 ・
。
 
津
 ，
。
 
の
 轄
宰
目
 ）
」
と
舌
口
っ
て
 

@
2
@
 

よ
り
、
シ
 
ャ
 。
ハ
ラ
ス
 
ヴ
 ア
 @
 ミ
ン
の
「
非
人
為
的
（
 ぜ
の
 仁
 「
し
ゅ
 

め
 
せ
り
 
ョ
 ）
」
と
い
う
 釈
語
 が
定
着
し
た
が
、
ダ
ル
マ
キ
 ｜
 ル
テ
ィ
は
、
む
し
ろ
 

よ
 く
観
察
す
る
と
、
火
は
薪
と
共
存
し
て
い
る
様
に
 、
や
 は
り
薪
は
自
身
の
う
ち
に
壊
滅
の
本
質
（
手
ミ
 ョ
り
 
（
 
ゅ
 ）
 を
持
っ
て
い
る
。
宗
教
 

章
 第
四
 a
 節
で
も
論
じ
て
あ
る
が
、
壊
滅
す
る
物
自
体
と
 壊
滅
す
る
事
と
は
同
一
事
物
で
あ
っ
て
、
壊
滅
を
起
す
 も
の
 貧
ヨ
リ
か
ジ
ぢ
コ
 

a
k
a
 

ヴ
 ）
 

と
い
っ
た
 他
 因
を
考
え
る
と
壊
滅
す
る
も
の
と
壊
滅
 
と
 い
 う
 事
象
が
別
に
な
っ
て
し
ま
う
矛
盾
を
生
ず
る
。
 

有
 の
あ
り
よ
う
は
も
と
よ
 

り
 縁
起
性
で
あ
る
が
、
生
起
自
体
は
無
因
で
あ
る
 よ
う
 に
 、
壊
滅
自
体
も
無
因
で
、
即
ち
刹
那
滅
法
で
あ
る
。
 こ
 れ
を
ダ
ル
マ
キ
 i
 ル
テ
 

ィ
は
 、
空
性
か
ら
く
る
絶
対
否
定
（
 ワ
 （
の
の
 

p
@
 
せ
 い
 も
 q
p
 
（
 
@
 
ゅ
 
。
Ⅰ
 
ゴ
り
 

 
 

響
を
見
せ
て
い
る
。
 

か
く
し
て
「
壊
滅
は
有
に
必
ず
付
随
し
て
い
る
故
に
 、
昔
 声
は
無
常
で
あ
る
。
」
（
第
二
七
二
 a
 侵
 ）
す
べ
て
の
有
の
 
本
質
的
壊
滅
性
が
定
 

立
 さ
れ
た
か
ら
、
言
葉
の
実
体
は
発
声
さ
れ
た
諸
音
節
（
 孟
月
 菩
 ）
で
し
か
も
無
常
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
 さ
れ
た
と
な
す
。
舌
口
七
里
 

不
 

の
 永
遠
性
と
は
意
味
結
合
の
永
遠
性
の
こ
と
だ
と
反
論
す
 る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
そ
れ
ら
の
結
合
（
起
き
目
 宇
 牛
 ）
に
つ
い
て
も
そ
の
 

@
 
和
 "
 

永
遠
性
は
か
く
反
駁
さ
れ
る
べ
き
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
 結
合
の
誤
謬
に
よ
っ
て
舌
口
業
 
の
力
能
 ・
（
 
絆
蚕
仔
 ）
説
も
論
 

駁
さ
れ
た
。
」
（
第
二
八
 

六
 b
 、
二
八
七
 a
 褐
 ）
 ミ
 ー
マ
ー
 ソ
 サ
 ー
 学
派
が
「
意
味
の
 結
合
」
と
舌
口
っ
た
こ
と
を
更
に
バ
ル
ト
リ
ハ
リ
 

は
 言
葉
 に
 内
在
す
る
 力
能
 と
考
 

え
た
。
中
村
元
先
生
に
依
れ
ば
、
言
葉
に
よ
る
論
理
さ
 ，
 
三
目
 葉
 に
内
在
す
る
 
力
 能
か
ら
く
る
と
主
張
し
た
と
い
う
 。
ブ
ラ
フ
マ
 
ソ
と
 見
る
 

こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
様
に
こ
こ
に
は
す
で
に
言
霊
 思
 想
 が
あ
る
。
同
じ
婆
羅
門
教
系
で
も
 ニ
 ヤ
ー
ヤ
・
ヴ
ァ
 
イ
シ
ェ
 l
 シ
カ
派
は
 @
 
日
 

葉
を
即
物
的
に
抱
え
、
音
声
と
し
て
の
無
常
性
を
認
め
て
 い
る
。
聖
典
の
尊
重
は
た
て
ま
え
論
だ
。
こ
れ
は
も
と
 も
と
彼
ら
の
出
自
が
 沙
 

@
 
れ
 "
 

門
 系
統
だ
と
い
う
こ
事
に
由
ろ
 う
 。
な
お
言
葉
の
無
常
性
 は
す
で
に
ヴ
ァ
ー
 ッ
ス
ヤ
 ー
ヤ
ナ
が
正
理
学
派
の
立
場
 で
 証
明
し
て
い
る
。
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い
 

音
節
の
順
序
な
ど
も
人
に
依
る
の
だ
、
と
。
 

 
 

ダ
 

 
 

  

卜
 
せ
ら
れ
た
言
葉
は
無
常
で
固
有
の
相
を
持
っ
の
に
、
 

本
体
論
的
普
遍
 
相
 （
の
 

ひ
ョ
ゅ
，
 

）
 
a
 
ョ
 ）
を
付
託
す
る
か
ら
 
混
 乱
 が
起
き
る
の
だ
と
言
う
。
   

@
 
為
 "
 

げ
 
具
の
施
行
な
ら
ば
、
言
葉
は
聴
覚
の
対
象
だ
か
ら
 

心
 中
の
祈
り
（
 
ョ
ぃ
コ
 

0
 
ざ
写
 じ
は
無
意
義
に
な
ろ
う
。
」
（
 

第
 三
 O
 一
 b 、
 三
 O
 二
 a
 褐
 ）
 発
 

-
 
一
一
口
 

の
ぜ
菩
 ）
す
る
事
で
果
報
が
決
定
し
て
い
て
、
や
は
り
 一
 ミ
ロ
葉
の
本
体
性
は
関
係
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
 末
 顕
現
（
 本
体
的
）
な
言
葉
と
い
う
 作
 

 
 

オ
盾
 
概
念
で
あ
る
人
為
的
な
言
葉
に
真
理
性
の
あ
る
こ
と
 

も
あ
り
、
そ
の
証
 

因
 
は
い
わ
ゆ
る
猶
予
小
成
の
擬
似
 

証
 
囚
 で
あ
る
。
人
為
的
な
 

 
 

言
葉
は
す
べ
て
 

誤
 
ま
り
の
も
の
と
い
う
、
換
質
換
位
さ
 

り
と
も
如
何
な
る
施
主
に
で
も
果
報
（
 

吝
 
a
-
a
 

日
 
）
を
与
え
 

次
に
 
、
 
或
る
 
顕
 し
き
事
柄
を
成
就
す
る
と
い
う
新
禧
 

句
 

 
 

れ
た
大
前
提
 

式
 に
疑
問
が
あ
る
か
ら
だ
。
（
第
二
九
二
 

b
 
、
 
一
 

る
 
筈
で
あ
る
。
ま
た
布
施
の
多
さ
や
長
ぎ
身
分
な
ど
 

施
 

（
 
ョ
簿
コ
 

（
「
が
 

甘
 
）
も
、
非
人
為
的
な
も
の
永
遠
な
る
も
の
な
 

主
の
殊
勝
さ
が
 

祈
 
肩
の
 

一
九
三
 

a
 
渇
 
）
 

ら
 
、
何
時
ど
こ
で
 

な
 

も
た
ら
 
依
存
さ
 
だ
と
 

（
 
ぉ
 
日
 
ダ
 
p
.
 

人
為
的
で
あ
る
事
で
言
葉
は
人
に
正
し
い
認
識
を
も
た
ら
 す
の
だ
と
反
論
す
る
。
人
為
的
な
も
の
は
無
常
性
を
持
 ち
 、
逆
説
的
だ
が
刹
那
 

滅
 の
も
の
こ
そ
実
有
と
し
て
作
用
能
力
（
が
（
（
 

ぎ
ガ
 
（
 
@
 
せ
ひ
 
か
 
い
 
村
 （
 
@
r
 
）
を
持
つ
。
非
人
為
的
な
不
変
の
も
の
は
「
も
た
ら
 す
 」
と
い
っ
た
働
き
が
 

出
て
こ
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
「
そ
れ
が
非
所
作
の
も
の
 
と
 考
え
ら
れ
る
な
ら
、
知
の
因
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
 。
そ
こ
で
は
永
遠
の
も
 

の
が
実
有
の
 力
 能
で
何
ら
か
の
も
の
を
生
ず
る
と
い
う
，
 
」
と
が
な
い
。
」
（
第
二
八
八
 

b
 、
二
八
九
 a
 褐
 ）
論
理
学
的
に
 言
う
と
、
「
非
人
為
的
 

な
 =
 
二
ロ
葉
が
真
理
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
背
後
に
 

、
 「
 ヴ
 ヱ
 ー
 ダ
 は
真
理
で
あ
る
、
非
人
為
の
故
に
」
と
い
う
論
 理
 が
あ
る
が
、
 証
 因
 め
 



第
三
 e
 節
 
聖
典
論
総
括
 

音
節
（
 き
目
斗
 ）
を
並
べ
て
単
語
（
 罵
 ㌢
㊥
を
作
り
、
 
更
に
文
（
 舐
蚕
ぃ
ョ
 
）
を
構
成
す
る
が
、
そ
の
並
び
方
は
 先
 験
的
に
決
っ
て
 い
 

る
わ
け
で
は
な
く
（
啓
示
論
の
否
定
）
、
話
者
の
意
思
に
 
よ
っ
て
社
会
的
 約
契
 通
り
に
並
び
聞
き
手
は
記
憶
（
の
 
ョ
ゃ
 
（
 
@
 
ヴ
 ）
を
 働
 せ
な
が
ら
 次
 

第
 に
分
明
に
話
し
手
の
意
思
を
認
識
し
て
ゆ
く
。
火
が
 薪
 尊
を
 困
 と
す
る
様
に
言
葉
は
人
を
因
と
す
る
。
 マ
ソ
ト
 ラ
 
（
真
言
）
と
呼
ぶ
 
祈
 

禧
匂
 さ
え
も
人
の
 力
 能
で
で
き
た
も
の
。
或
る
種
の
タ
ン
 ト
ラ
学
者
は
或
る
種
の
 マ
ソ
ト
ラ
 を
作
る
が
、
そ
の
 殊
 勝
 さ
は
彼
ら
の
如
と
 カ
 

能
 、
す
な
わ
ち
す
ぐ
れ
た
人
の
教
理
 書
 
（
 
，
口
き
臥
 
。
 き
を
 読
み
、
立
て
た
警
戒
（
目
の
（
 
0
 
ヨ
）
に
従
う
所
か
ら
起
る
 知
 と
カ
能
に
依
っ
て
 い
 

る
 。
こ
れ
は
 六
 0
0
 年
頃
に
仏
教
に
入
っ
た
 タ
ソ
ト
ソ
ズ
 ム
 卜
 
し
 つ
い
て
舌
口
 
っ
 イ
し
Ⅱ
 

リ
る
 
。
 

そ
れ
は
六
世
紀
終
り
の
ヒ
ン
ズ
ー
，
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
か
ら
 流
入
し
て
 膨
滞
 と
し
て
拡
が
っ
て
き
た
仏
教
タ
ン
ト
リ
 ズ
ム
 を
擁
護
し
た
も
 

の
で
、
論
理
愛
好
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
し
て
は
驚
く
 べ
き
こ
と
で
あ
る
。
マ
ン
ト
ラ
を
行
使
し
て
効
用
に
差
 が
あ
る
の
は
、
そ
の
人
 

の
 過
去
の
葉
の
成
熟
（
過
去
世
の
行
為
が
果
報
を
受
け
る
 こ
と
）
の
し
か
た
に
よ
っ
て
い
る
と
す
る
。
か
く
し
て
 マ
ン
ト
ラ
は
果
報
を
欲
 

し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
は
成
就
に
無
力
だ
と
吾
一
 

口
う
 ク
マ
ー
リ
ラ
を
斥
け
た
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
 円
 シ
ュ
 p
 ー
 カ
 ・
ヴ
ァ
 @
 

ル
ッ
 テ
ィ
カ
 b
 第
二
章
で
、
仏
陀
の
言
葉
は
人
の
発
言
だ
 か
ら
 虚
義
 だ
と
言
 う
 一
六
九
 ｜
 一
七
二
褐
を
指
し
て
い
 る
 。
人
に
見
ら
れ
る
 誤
 

り
か
ら
推
し
て
す
べ
て
の
人
の
発
言
 
ロ
が
 
誤
り
だ
と
な
す
の
 は
 比
論
（
 か
の
ゅ
 

の
 
づ
 a
 （
）
で
あ
る
と
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
の
 
例
 と
 共
に
あ
げ
つ
ら
う
。
 

ニ
 ー
マ
ー
 ソ
 サ
 ー
 学
派
で
は
開
祖
ジ
 ャ
 イ
ミ
ニ
を
除
い
て
 ぬ
 者
は
居
な
い
と
考
え
る
し
、
形
而
上
学
的
に
ほ
聖
典
 自
身
に
匹
敵
す
る
 知
 

者
は
居
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
言
葉
自
身
が
聖
典
を
 解
説
す
る
わ
け
で
ほ
な
い
の
で
、
（
ク
マ
ー
リ
ラ
 は
意
 味
 自
身
か
ら
意
味
を
理
 

解
す
る
な
と
ど
舌
口
っ
て
い
る
が
）
、
聖
典
の
内
容
を
人
に
 

伝
え
る
方
法
が
な
い
で
は
な
い
か
、
と
す
る
。
次
元
の
異
 な
る
知
覚
と
論
理
（
 仏
 

典
の
場
合
は
人
の
言
葉
で
あ
る
）
は
 確
 め
る
す
べ
が
な
い
 。
そ
れ
ら
が
公
準
に
合
致
す
る
言
葉
（
ア
目
 ぎ
傍
 お
毛
 注
目
 

p
n
p
 

コ
ぃ
ヨ
 
）
で
あ
る
 

か
ど
う
か
検
証
で
き
な
い
。
ジ
ャ
イ
 、
、
、
ニ
を
 

信
頼
す
る
と
 い
う
な
ら
、
聖
人
（
 w
b
 

～
の
 

下
 ）
は
居
る
こ
と
に
な
り
、
 汝
 の
 立
場
と
矛
盾
す
る
で
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付
表
 

円
 
グ
ラ
マ
 @
 ナ
・
ヴ
ァ
 l
 ル
ッ
テ
ィ
カ
 ヒ
 日
比
量
章
の
分
節
（
 侮
 番
号
は
マ
ル
ヴ
ァ
ニ
ヤ
木
に
依
る
。
）
 

第
一
節
 
証
 国
論
第
三
 @
 匹
 0
 渇
 

第
二
節
言
語
・
判
断
論
（
副
題
の
展
開
可
能
）
第
四
十
一
 

（
一
一
一
Ⅰ
ハ
 

%
 

第
三
節
仏
教
聖
典
論
第
二
一
 
セ
 （
一
二
一
六
 
%
 

の
 推
論
の
所
で
も
そ
れ
を
 彼
は
断
 わ
っ
て
い
る
。
 

し
か
し
そ
れ
は
認
識
と
論
理
に
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
 。
覚
り
へ
の
道
は
精
神
修
養
（
 ヴ
ゴ
い
 

せ
の
 
コ
ひ
 
）
だ
が
、
そ
の
 一
 
冊
半
 た
る
 ヨ
 ー
ガ
 階
 

@
 
捺
 @
 

程
 、
術
語
的
に
は
 順
 決
択
 分
 ま
で
は
現
量
論
に
含
め
て
 説
 い
て
い
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
「
道
の
修
習
」
が
あ
り
 、
輪
廻
か
ら
解
脱
し
た
 

聖
者
が
、
開
悟
し
た
上
の
見
解
（
 け
 ん
 げ
 ）
を
呈
示
し
 た
 所
の
、
「
生
起
せ
る
も
の
は
す
べ
て
壊
滅
の
本
質
を
 
持
つ
」
と
の
仏
典
命
題
 

が
 、
 証
 国
論
の
上
で
も
分
析
判
断
た
る
自
性
囚
の
好
例
と
 し
て
常
に
引
か
れ
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
の
場
合
は
世
俗
的
な
 認
識
と
論
理
か
ら
全
く
 

断
絶
し
て
い
る
世
界
の
表
現
故
に
、
実
有
と
の
関
連
が
な
 い
 。
仏
語
 は
 実
有
を
見
、
真
理
性
を
弁
証
す
る
も
の
。
 「
火
は
冷
気
を
払
 う
も
 

の
 
（
 
P
 四
三
（
主
日
 
a
 の
 
目
 p
 す
ダ
 
の
 
撰
 ぢ
目
）
」
（
 
円
 タ
イ
ツ
テ
ィ
リ
 l
 ヤ
 
サ
ソ
 ヒ
タ
ー
 し
 七
・
四
・
 ハ
 ・
三
）
と
い
つ
た
 、
 甘
ロ
 
う
ま
 で
も
な
い
こ
と
（
 
ヵ
ル
 

@
 
屋
 -
 

ナ
カ
ゴ
 L
 。
 ン
 ）
の
句
を
根
拠
に
、
「
他
の
箇
処
も
そ
の
よ
 う
な
ヴ
ェ
ー
ダ
の
一
部
だ
か
ら
真
理
だ
」
と
な
す
の
は
 比
論
で
、
非
論
理
的
だ
 

と
な
す
。
 

仏
教
的
な
悟
り
の
世
界
を
宗
教
卓
第
十
一
節
で
、
心
性
 本
 浄
 の
よ
う
な
神
秘
主
義
的
表
現
を
援
引
し
た
り
し
て
 描
 い
て
い
る
。
仏
典
の
 

場
 ム
ロ
は
そ
の
世
界
を
見
得
し
た
権
威
あ
る
人
間
の
説
示
 

と
 い
う
点
で
、
啓
示
聖
典
の
本
体
論
的
権
威
 付
 げ
と
根
本
 的
に
違
っ
て
い
る
。
 
主
 

著
 日
比
量
 章
は
 、
論
理
学
で
始
ま
り
、
言
葉
と
判
断
と
い
 ぅ
 言
語
哲
学
を
経
て
、
啓
示
聖
典
の
批
判
と
仏
教
聖
典
 の
 根
拠
 付
 げ
と
い
う
 宗
 

教
 哲
学
で
終
っ
て
い
る
。
 
尚
 、
主
著
 他
 比
量
章
の
聖
典
 %
 
柵
は
 、
小
野
墓
 氏
 が
本
学
会
で
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
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ダルマキールティの 言語哲学的聖典論 

註
記
 

（
 
1
 ）
小
著
「
ダ
ル
マ
キ
 
一
 ル
テ
ィ
宗
教
哲
学
の
研
究
 ヒ
 （
木
耳
 桂
一
九
八
七
年
）
。
 

（
 
2
 ）
小
穂
「
正
理
，
勝
論
学
派
の
有
神
論
に
対
す
る
仏
教
論
 
理
学
派
の
批
判
シ
ャ
 一
 ン
タ
ラ
ク
シ
 
タ
 に
お
け
る
１
１
」
（
 
「
宗
教
研
究
 b
 第
二
一
 

三
号
一
九
七
三
生
，
）
。
 

（
 
3
 ）
小
著
既
読
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
文
献
目
録
も
本
書
に
 
譲
る
。
 

（
 
4
 ）
上
掲
 書
 の
 付
篇
三
 
「
ア
ポ
ー
ハ
論
に
お
け
る
認
識
と
 

存
 在
 の
問
題
」
、
 五
 
「
 自
 比
量
 章
 に
お
け
る
聖
典
論
」
、
東
北
印
度
 
学
 宗
教
学
会
「
論
集
ヒ
 

第
十
四
号
所
収
「
ダ
ル
マ
キ
 一
 ル
テ
ィ
に
お
け
る
宗
教
的
 @
=
 

ロ
ま
 
岬
 仏
血
 
」
 0
 

（
 
5
 ）
川
崎
信
定
「
日
記
ミ
ロ
 ヨ
ゆ
づ
結
簗
い
 つ
（
の
 

r
o
b
 い
 き
ぷ
舵
 -
 
の
 日
色
 甘
 Ⅱ
の
 
ミ
 リ
 す
い
 
七
 %
 ミ
簿
 キ
町
 ぎ
ど
 
（
「
哲
学
思
想
論
集
日
 第
 十
二
号
）
十
二
頁
 等
 

（
 
6
 ）
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
 
ヱ
ン
造
 
「
 円
細
い
ト
ヨ
曲
 田
鼠
 ヨ
 
片
す
「
 
ぎ
 」
 （
東
北
大
学
目
録
第
五
四
四
六
）
参
照
。
 

（
 
7
 ）
飯
田
昭
太
郎
「
 下
幅
ド
 
日
の
（
の
の
 
ユ
 つ
 巨
ぺ
の
 
）
の
ロ
ら
 ぺ
岸
 ガ
立
（
 オ
の
舘
 0
 コ
 ）
 ぎ
い
ゴ
 %
 
ミ
 守
ゆ
き
 」
 宍
金
倉
 博
士
古
稀
記
念
論
集
し
 
）
 

（
 
8
 ）
小
著
前
掲
書
付
篇
 四
 
「
ヨ
ー
ガ
師
に
お
け
る
直
観
 
と
開
 悟
 」
三
八
 0
1
 
三
八
一
頁
、
戸
崎
 宏
正
 
「
仏
教
認
識
論
の
研
究
 
b
 上
巻
（
大
東
出
版
社
）
 

三
七
九
頁
。
 

（
 
9
 ）
 
 
タ
ー
ラ
ナ
一
タ
仏
教
 史
ヒ
 に
よ
れ
ば
ヴ
ィ
ン
ド
ヤ
山
中
 の
 盛
大
な
王
宮
に
到
り
、
外
蕃
を
受
け
て
寺
院
で
 ブ
 ラ
マ
 l
 ナ
 論
 七
部
を
著
し
た
こ
 

と
に
な
っ
て
い
る
。
ウ
ッ
ジ
ャ
イ
ニ
ー
の
マ
シ
ョ
 l
 ダ
ル
マ
ソ
 
王
 に
仕
え
て
、
後
不
遇
を
か
こ
っ
た
ス
バ
ン
ド
ク
が
彼
に
ふ
れ
 て
い
る
と
見
て
定
説
 

よ
り
や
や
早
め
た
。
 

 
 
 
 
 
  
 

（
 托
 ）
北
川
秀
則
 
円
 イ
ン
ド
古
典
論
理
学
の
研
究
 ヒ
 （
鈴
木
学
術
 財
団
）
九
十
二
、
九
十
三
頁
参
照
。
 

 
 

（
Ⅱ
）
小
穂
「
ダ
ル
マ
キ
ー
テ
ィ
の
マ
ン
ト
ラ
論
」
官
印
度
 学
 仏
教
学
研
究
 ヒ
 第
三
十
九
巻
一
号
）
で
報
告
し
た
。
 

4
1
 

（
 ぱ
 ）
以
下
は
「
ダ
ル
マ
ギ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け
る
宗
教
的
言
語
 
論
 」
に
 続
 く
も
の
で
、
日
比
量
章
の
底
本
も
、
マ
ル
ヴ
ァ
ニ
 ャ
 本
に
統
一
し
て
い
る
。
 

第
三
 a
 節
 
啓
示
聖
典
 説
 批
判
第
二
二
七
 @
 二
五
二
 a
 渇
 

第
三
 b
 節
 
ス
ポ
ー
タ
 説
 批
判
第
二
五
二
 b
 （
二
七
二
 a
 侮
 

第
三
。
 節
 
言
葉
の
無
常
性
第
二
 セ
二
 b
 （
二
八
 セ
 a
 侮
 

第
三
 d
 節
ヴ
ヱ
 @
 ダ
 0
 人
為
性
第
二
八
 セ
 b
t
 三
 O
 五
 a
 侮
 

第
三
 e
 前
聖
典
論
総
括
第
三
 O
 五
 b
@
 

三
四
三
 

a
 侮
 



（
 H
 ）
木
の
 ャ
中
り
叶
 

お
 0
 ヨ
ぎ
，
 ㌧
 ロ
ヨ
 陣
中
 
ぃ
 づ
り
 
巨
 （
舟
の
 
づ
偶
 （
 
日
 
（
 
レ
 -
 
す
 す
 い
す
 
0
 ロ
）
 づ
 ・
 A
 求
 ，
し
か
し
 日
ド
の
 

グ
ロ
ゴ
の
 巨
 Ⅱ
 ゴ
じ
ユ
 （
㌧
 

0
0
 

コ
ぃ
 
）
 づ
 ち
 り
に
依
れ
ば
、
 
文
 

4
 

 
 
 
 

意
は
次
第
に
明
瞭
に
な
っ
て
い
く
と
な
す
。
 

 
 
 
 
 
 

（
 M
 ）
本
目
ヨ
 リ
 Ⅰ
 目
 a
-
 の
 -
0
 
オ
 い
 せ
 ゆ
 Ⅱ
（
（
目
ハ
 

の
ヨ
 （
 
オ
 り
円
目
 
い
 す
す
り
Ⅱ
 

ぃ
 （
 
@
 の
 。
 Ⅰ

・
）
の
で
す
 

0
 叶
い
・
 

づ
ゆ
 
口
ロ
 
二
 オ
オ
・
 
ト
 1
.
 
㏄
㍉
 

（
Ⅱ
 
り
 ）
 
力
 ル
ナ
カ
ゴ
ー
ミ
ン
は
ク
マ
 

l
 り
 う
の
 日
 ブ
リ
ハ
ト
 
テ
 イ
 ー
カ
ー
 b
 と
み
ら
れ
る
侮
を
引
き
、
「
タ
ッ
ト
 

ヴ
ア
 サ
ン
グ
ラ
 
八
口
で
も
引
用
し
て
い
 

る
 。
（
㏄
の
 
岸
 4
 年
 甘
り
ヴ
 
ア
能
「
の
由
の
の
Ⅱ
 

ガ
い
コ
 の
）
，
 
F
 田
 
c
a
 か
 の
す
 
宙
い
 
の
 ゼ
 p
 コ
ざ
 
Ⅱ
接
セ
 
ロ
 七
 
%
0
 巨
 ど
 の
 Ⅰ
（
 
ぃ
モ
ゅ
 
す
三
）
 
ひ
の
ヒ
ゆ
 

Ⅰ
 つ
 ぎ
下
呂
 ヰ
り
 
旧
 い
 曲
の
 ド
イ
ツ
 

コ
 い
 @
 
丑
の
の
し
 

ト
 
が
 

ア
 0
 セ
せ
肛
づ
が
切
日
 

e
 宙
づ
 せ
 い
 Ⅱ
Ⅱ
 
い
 せ
 じ
日
 Ⅰ
Ⅰ
。
（
 
ぎ
ぎ
 ・
 ロ
 ・
 ト
 ㏄
の
）
 

（
 M
 ）
中
村
元
「
こ
と
ば
の
形
而
上
学
 b
 （
岩
波
書
店
）
一
二
一
 
0
 
頁
 。
 

（
Ⅳ
）
の
 -
0
 
オ
 い
つ
囲
 
Ⅱ
㎡
ヱ
ヰ
 

け
日
 ・
ひ
 い
ヴ
ヰ
 
の
三
斗
Ⅱ
 
い
 ㎡
 
り
年
ゴ
 
守
り
Ⅱ
の
 
づ
 の
 ヨ
 ・
 オ
 
㏄
 白
 

（
㎎
）
 

Q
o
 

づ
 a
r
 
由
す
 
リ
コ
中
口
す
 い
 （
（
・
内
耳
の
（
の
 

ヨ
 0
-
0
 

的
ヒ
 0
 ト
 （
二
の
巾
 
す
リ
 
（
（
 
り
 の
り
 
ゴ
 0
0
-
0
 

（
㌧
ロ
耳
 ぃ
ヲ
自
ヨ
ゆ
 
旧
約
（
の
す
 0
 毛
ガ
 ゴ
 の
 ヨ
ヴ
ゆ
 の
 蚕
 ・
 陛
 ・
）
参
照
。
 

（
㎎
）
の
 つ
 い
 つ
 Ⅱ
（
（
 

日
ぃ
年
 Ⅰ
 舘
宙
 ・
 梶
 m
 雄
一
「
中
観
哲
学
の
 論

理
形
態
」
（
 弓
 哲
学
研
究
 ヒ
 第
四
一
五
・
四
一
六
号
）
、
「
中
観
 
哲
 学
 と
帰
謬
論
証
 ｜
｜
 

滑
弁
の
論
理
再
考
１
１
」
 

宙
 日
本
仏
教
学
会
年
報
 日
 第
二
十
六
 号
 ）
、
滑
弁
の
名
に
つ
い
て
口
印
仏
所
 

L
 三
十
八
巻
二
号
所
収
 江
 島
忠
致
氏
の
論
文
 

を
 見
ょ
。
 

（
 却
 ）
中
村
前
掲
 書
 一
二
二
一
 
｜
 一
二
三
頁
参
照
。
 

（
 右
 ）
 
之
せ
ひ
 
Ⅱ
 の
す
ゴ
ゆ
田
の
ヨ
 
（
の
 
ゴ
 0
 臣
オ
す
 
り
ヨ
 す
ゆ
 の
 オ
 （
・
の
の
「
・
）
 

づ
 
円
ム
 
い
 

（
 羽
 ）
Ⅱ
Ⅱ
 ぃ
目
毛
巴
 
-
 
コ
 e
r
-
 
ヲ
 日
の
円
。
 

コ
 二
 %
 
の
 曲
ぃ
仁
 
Ⅰ
 由
 -
 
ト
 
の
の
㎡
。
 

コ
由
 Ⅱ
 オ
っ
コ
 

づ
 再
三
 
m
-
 
の
す
～
の
年
の
「
本
り
Ⅱ
 

ヨ
リ
 ヨ
 ロ
ヨ
ゆ
 
旧
の
り
（
 
ヨ
 二
の
 
コ
 ）
の
の
 ド
 ド
 1
.
 
㎏
Ⅰ
 

 
 

（
 お
 ）
口
頭
の
祈
り
よ
り
心
中
の
祈
り
を
重
視
す
る
の
は
 
シ
ヴ
 ァ

教
 パ
 l
 シ
ュ
パ
タ
派
で
あ
る
。
㊤
・
㌧
の
音
 
酊
 目
算
 す
伊
 下
ヨ
 ぃ
 ヰ
づ
 ひ
か
 
仁
で
い
（
 

い
 の
 口
 （
（
 

a
@
%
 

Ⅱ
 ト
ハ
 
・
（
 づ
ユ
 せ
い
 
コ
ヰ
 
Ⅰ
年
ヨ
 の
 オ
ヴ
の
㏄
「
・
）
 

（
 榊
 ）
「
マ
ヌ
法
典
 J
 十
 
・
 一
 0 
八
に
示
さ
れ
る
大
内
 の
 タ
ブ
 一
 は
 
「
マ
ハ
ー
バ
 一
 ラ
タ
 三
 （
 プ
一
ナ
版
 ）
第
十
二
巻
一
二
九
章
の
 
物
語
を
舌
口
っ
て
い
る
。
 

（
 篆
 ）
木
村
「
ヨ
ー
ガ
者
に
お
け
る
直
観
と
開
悟
」
参
照
。
 

（
 お
 ）
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
シ
ャ
 ヴ
 フ

ッ
ト
論
法
は
す
で
に
デ
ィ
グ
 

ナ
 一
ガ
師
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
て
 い
る
、
と
な
す
。
 
北
 

川
 前
掲
富
三
六
九
 ｜
 三
七
八
頁
参
照
。
 

諸
貸
料
に
つ
い
て
も
上
記
 4
 の
諸
論
文
と
同
様
。
 



ダルマキールティの 言語哲学的聖典論 

ナ ・ @ 
ナ ・ @ 

寂蓼 

  
感 

を林   
じ得 

な 
  
  

  

た本 

稿 
に 

関 
連 
  
  
彼 
  
論 
文 
を   団こ 

み得 

ナ - @ 
因 
縁 
を 
有 
  
難 
  
    
    
と 

居、 

@O 

付
 記
 
-
 

言
語
認
識
が
約
定
（
 
き
 ョ
ギ
 斗
 ）
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
 の
 言
語
理
論
を
弓
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
 

ス
一
 ト
ラ
ヒ
公
一
 ｜
一
｜
 五
十
六
）
 で
 言
っ
て
い
る
 

こ
と
を
、
東
北
大
学
で
開
か
れ
た
日
本
印
度
 学
 仏
教
学
会
で
 
梶
 山
 雄
一
先
生
に
教
え
て
頂
い
た
。
ま
た
金
台
 圓
照
 先
生
の
「
仏
教
 に
 於
け
る
言
語
の
 

哲
学
的
考
察
」
 
宍
 文
化
 ヒ
 第
三
号
）
に
は
、
 
経
 皇
都
が
既
に
 
@
 ロ
 
語
 
・
協
約
（
の
㏄
中
村
 

の
 （
 
ぃ
ヴ
 
）
説
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
 て
い
る
。
そ
し
て
 
伊
 

康
照
 蓮
 先
生
「
 陳
邦
 に
お
け
る
言
語
と
存
在
の
問
題
」
 

宍
 哲
学
 年
報
し
第
十
四
 輯
 ）
で
は
、
言
葉
と
意
味
の
結
合
が
約
 契
に
基
 つ
く
と
デ
ィ
グ
ナ
 
l
 

ガ
が
 言
っ
て
い
る
と
報
告
さ
れ
た
。
デ
ィ
グ
ナ
ー
 ガ
 を
始
め
 バ
 ｜
 ヴ
ィ
ヴ
 
ヱ
 ー
 カ
や
 軽
量
部
の
言
語
無
常
税
に
立
つ
言
語
機
能
論
 は
 社
会
的
ム
ロ
意
を
 

言
語
機
能
の
根
拠
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 

な
お
、
書
棚
を
整
理
し
て
い
た
ら
、
現
在
ほ
ギ
リ
シ
ャ
在
住
の
 畏
友
・
菅
谷
 慎
 君
の
「
言
葉
と
も
の
と
 相
 

ク
ラ
テ
 
ュ
 ロ
ス
 対
話
篇
を
手
懸
り
 

に
し
て
」
（
東
北
大
学
哲
学
研
究
会
発
行
ヨ
思
索
 

ヒ
 第
一
号
 ）
が
出
て
ぎ
た
。
プ
ラ
ト
ー
ン
は
 日
 
ク
ラ
テ
 
ュ
 ロ
ス
篇
 ヒ
 で
、
 言
 
由
 
葉
の
正
し
さ
の
 根
 

拠
 に
対
し
て
、
言
語
・
人
為
（
ノ
モ
ス
）
 

説
 と
 @
 五
 
a
.
 自
然
（
 ピ
ュ
シ
ス
）
 
説
 と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
、
自
然
説
は
人
間
の
関
 与
 な
ら
ざ
る
自
然
の
 

秩
序
の
う
ち
に
見
る
、
舌
口
わ
ば
本
体
論
で
、
言
語
・
人
為
 

説
は
 人
の
間
の
「
約
定
（
 ス
ュ
 ン
テ
 一
ケ
 Ⅰ
）
と
同
意
（
ホ
モ
ロ
ギ
ア
 
ご
に
根
拠
を
求
め
 

る
の
だ
と
 
冨
ぅ
 。
イ
ソ
 ド
 舌
口
語
論
と
対
比
し
て
面
白
い
。
 
ギ
り
 シ
ャ
 語
と
サ
ソ
ス
ク
り
グ
ト
 語
を
教
え
る
 ぅ
 こ
と
を
約
し
た
こ
と
 を
 想
い
出
し
て
 
ぅ
 

43@ (167) 



は
じ
め
に
 

金
毘
羅
信
仰
や
金
刀
比
羅
宮
に
関
す
る
今
ま
で
の
研
究
は
 、
金
毘
羅
（
琴
平
）
の
地
元
住
民
よ
り
も
全
国
各
地
の
 民
衆
や
外
来
者
の
信
の
 

 
 
 
 
 
 

仰
と
 参
詣
が
作
り
上
げ
た
「
外
向
き
の
 顔
 」
を
 テ
 一
 ％
と
 す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
確
か
に
多
数
の
外
来
者
た
ち
 の
 金
毘
羅
信
仰
や
参
詣
 

 
 

 
 

な
ど
が
あ
っ
て
こ
そ
、
全
国
的
広
が
り
を
持
つ
金
毘
羅
 文
化
と
繁
華
な
門
前
町
が
生
ま
れ
た
と
舌
口
え
る
か
も
し
れ
 

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 金
見
羅
ま
た
は
金
刀
比
羅
宮
に
関
し
て
は
、
 地
元
以
外
の
全
国
の
民
衆
の
信
仰
と
外
来
者
の
参
詣
を
中
心
に
 研
究
す
る
 ケ
 一
ス
 が
多
 

か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
論
文
で
は
視
点
を
内
側
に
、
 1
1
@
 

い
 換
え
れ
ば
地
元
住
民
が
主
体
と
な
る
氏
子
祭
に
据
え
て
、
 
近
 代
 以
降
の
金
毘
羅
 

（
琴
平
）
の
祭
儀
体
系
を
再
検
討
し
て
み
た
。
氏
子
祭
は
、
明
治
 
維
新
に
お
け
る
神
仏
分
離
な
ど
の
宗
教
制
度
の
変
動
を
契
機
に
 生
ま
れ
た
祭
り
で
あ
 

Ⅰ
金
刀
比
羅
宮
の
大
祭
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
、
最
も
重
要
 
な
 祭
儀
と
な
っ
て
い
る
。
金
毘
羅
の
明
治
維
新
を
象
徴
す
る
 祭
 礼
 で
あ
る
た
め
に
、
 

氏
子
祭
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
は
金
毘
羅
か
ら
琴
平
 へ
 0
 社
会
変
動
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
氏
子
祭
に
 は
 、
住
民
の
地
域
 生
 

活
を
基
盤
に
し
た
運
営
組
織
が
現
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
祭
礼
の
 研
究
を
通
し
て
金
毘
羅
（
琴
平
）
と
い
う
社
会
的
現
実
の
特
徴
も
 明
ら
か
に
さ
れ
る
。
 

大
祭
が
伝
統
的
形
式
を
重
ん
じ
て
い
る
た
め
に
、
地
域
社
会
か
 ら
 多
少
遊
離
し
始
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
琴
平
の
拡
大
に
伴
 っ
て
氏
子
祭
は
発
展
 

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
氏
子
祭
は
、
琴
平
の
祭
儀
体
系
を
支
 ，
 
え
る
存
在
と
し
て
ま
す
ま
す
重
要
な
祭
礼
に
な
っ
て
い
く
だ
 る
 う
 
@
 
@
@
O
 

八
 キ
ー
ワ
 l
 ド
 V
 
 金
刀
比
羅
宮
、
神
仏
分
離
・
社
会
変
動
、
 氏
子
祭
、
祭
祀
組
織
、
太
鼓
 台
 

小
松
秀
雄
 

金 

刀
 
比 

羅
宮
と
 氏 

子 

祭
 

  



み 参 終 は 比 一 

現 た 最 照 ね 、 纏 綿 
往 い 初 し り 贈 官 を 
の   に ヒ な に 和 の 表 
金 氏 が 参 六 大 塊 
毘 子   ら 考 十 票 し 

羅 祭 論 の 一 の て 
  が 述 た 年 一 い 

琴 

乎 ） @ 

の   
社 れ （ 
人 ム て 琴 っ も金、 の時すも るの 
と ぃ 平   文 る   
化 
の 金力 の あ る のしなる 地て祭 。 
基 比 

祭儀 

。 図 き % ま 
礎 と た で た 
が 瞥 体 現 現 あ 地 
確 の 系 在 地 る 元 
立 の 調 か の 

さ の変 祭儀 れ   
え - し 動を （祭祀 

の よ 大 の 
の 地 っ 奈 生 
も よ ） め 体 ぐ   
江 系   氏 ら を 根 
一 戸 妄 て 干 れ 百 差 
時 奉 た 検 し 
代 し 
の て   
中 
頃 主 最も 
で サ @ "-   大 用 め 活 
あ 

示払秋 

鼓 し の 気 
  白 な 戦 の 
  社 

木 
一 が 略 あ 

朱 
コ史 ロ 日 

を -, 一 甘 - - 仁 円 
一望小 晢め暖 る （ら： 的拠 

地 の @@ ヨ @@, @  り 

であ 

ュ Ⅰ ム " 

場 掲述 裁 しなあ にで 
る か し て る る 
社 ら た い     

領 再 め く な さ 
ヤ @ - 検 で 。 お ら 
6 ま 討 

当 し 金 、適 に 論文 本稿 

時 て 宜 の で 刀 

よ
う
な
信
仰
と
文
化
を
地
元
に
お
い
て
支
え
て
ぎ
た
住
民
 た
ち
の
生
活
の
営
み
も
、
軽
視
で
き
な
い
役
割
を
果
た
 し
て
き
た
 0
 し
た
が
っ
 

て
 地
元
ま
た
は
地
域
の
内
側
か
ら
、
金
毘
羅
信
仰
と
文
化
 な
ど
を
考
え
直
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
最
近
 に
な
っ
て
よ
う
や
く
 

（
 
l
l
"
 

円
香
川
県
吏
 ト
に
 、
地
域
の
視
点
に
基
づ
く
金
毘
羅
の
宗
 数
社
会
史
的
研
究
が
掲
載
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
。
 
そ
 れ
は
、
地
元
の
古
文
書
 

を
丹
念
に
解
読
す
る
作
業
が
進
ん
で
き
た
た
め
で
あ
り
、
 

今
後
の
金
毘
羅
研
究
を
豊
か
に
し
て
い
く
重
要
な
作
業
 で
あ
る
。
 

本
稿
に
お
い
て
は
、
金
毘
羅
の
宗
教
社
会
史
的
研
究
の
動
 向
を
考
慮
し
な
が
ら
、
香
川
県
仲
多
度
郡
琴
平
町
の
氏
 子
祭
（
う
じ
 こ
 さ
い
、
 

通
称
う
じ
こ
ま
つ
り
）
を
取
り
上
げ
て
近
代
以
降
の
金
 毘
 羅
 
（
琴
平
）
の
祭
儀
体
系
に
関
し
て
、
地
域
社
会
の
視
 

点
か
ら
考
察
し
て
み
た
 

 
 

宗
教
制
度
の
変
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
祭
礼
で
あ
り
、
 

金
毘
羅
の
宗
教
変
動
の
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此
 

 
 

 
 

4
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「
金
毘
羅
庶
民
信
仰
資
料
集
 
b
 （
以
後
「
資
料
集
 b
 と
略
す
 ）
に
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
八
月
十
四
日
の
大
井
 祭
 礼
 
に
際
し
て
は
 毎
 

蘇
 

社
を
支
配
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
本
論
文
 

の
 焦
点
で
あ
る
氏
子
祭
は
 、
 「
お
山
」
と
大
井
宮
の
微
妙
 
な
 対
立
関
係
ま
た
は
縄
張
り
 

 
 

ア Ⅰ ) 

と 氏子祭 

始
ま
り
、
初
会
で
の
長
い
 忌
籠
 も
り
を
経
て
十
月
中
頃
 ま
で
続
く
壮
大
な
儀
礼
体
系
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
体
系
 の
ど
の
部
分
に
重
き
を
 

置
く
か
に
よ
っ
て
、
頭
人
祭
の
意
味
づ
け
も
多
少
 変
わ
 っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
頭
人
の
忌
 籠
 も
り
が
体
系
 の
中
心
に
な
っ
て
 い
 

る
 。
そ
れ
以
外
の
重
要
な
神
事
も
「
お
山
」
の
内
部
と
 旧
 小
松
荘
の
外
で
行
わ
れ
る
の
で
、
頭
人
を
住
民
の
日
常
 生
活
か
ら
厳
格
に
隔
離
 

し
 、
神
人
交
流
す
る
点
に
頭
人
祭
の
基
本
的
意
義
が
あ
 る
と
舌
口
 
え
よ
う
 。
ま
た
頭
人
が
選
ば
れ
る
地
域
が
幅
広
い
 点
も
注
目
さ
れ
る
。
 各
 

村
 に
は
産
土
神
あ
る
い
は
氏
神
と
も
言
 う
 べ
 き
 神
社
が
 あ
り
、
頭
人
 祭
 と
は
別
に
そ
れ
ぞ
れ
氏
神
の
祭
礼
が
営
ま
 れ
て
い
た
か
ら
、
金
屋
 

羅
 大
権
現
は
荘
全
体
に
君
臨
す
る
総
産
土
神
の
よ
う
な
 地
位
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
五
条
村
の
大
井
八
 幡
 宮
が
荘
の
総
産
土
神
 

と
も
言
わ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
力
関
係
の
面
で
明
ら
 か
に
朱
印
地
で
あ
っ
た
「
お
山
」
の
方
が
上
位
に
あ
り
、
 大
井
八
幡
宮
以
下
の
神
 

（
 
4
@
 

が
 、
門
前
町
と
 旧
 小
松
 荘
 
（
 榎
井
 ・
百
日
・
四
条
・
 五
 条
の
 

を
上
層
部
と
す
る
 ヒ
ヱ
 ラ
ル
ヒ
ー
が
存
在
し
て
い
た
。
教
権
 

権
 

い
た
が
、
神
仏
 混
清
 の
た
め
に
会
式
と
い
う
名
の
祭
儀
が
軸
 
軸
 

り
 、
頭
人
 祭
 ま
た
は
御
神
事
と
も
呼
ば
れ
、
 

旧
 小
松
花
金
 域
 

祭
 と
い
う
形
に
再
編
成
さ
れ
、
金
刀
比
羅
宮
の
祭
儀
体
系
 の
 

最
大
の
会
式
で
あ
っ
た
頭
人
 祭
は
 、
 旧
 小
松
 荘
四
ケ
村
 か
 ロ

 ケ
 村
 ）
を
支
配
し
て
お
り
、
町
の
中
に
も
「
お
山
」
と
 縁
故
の
あ
る
人
々
 

制
 組
織
を
社
会
的
基
盤
と
し
て
金
毘
羅
大
権
現
の
祭
儀
 体
 糸
が
 形
成
さ
れ
て
 

と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
会
式
の
中
で
十
月
大
会
式
が
 最
大
の
も
の
で
あ
 

か
ら
頭
人
が
選
ば
れ
た
。
明
治
維
新
の
大
変
動
の
後
も
、
 

十
月
大
会
式
は
大
 

-
5
"
 

中
心
的
位
置
を
保
っ
て
い
る
。
 

ら
 選
ば
れ
た
頭
人
が
主
役
を
演
じ
る
祭
儀
で
あ
り
、
八
月
 の
 初
台
建
設
か
ら
 

@
3
-
 

姿
を
リ
ア
ル
に
 描
 ぎ
だ
し
た
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
に
 よ
 れ
 ば
 金
光
院
を
中
核
と
す
る
、
「
お
山
」
と
 呼
ば
れ
る
教
権
制
組
織
 

と
し
て
は
か
な
り
繁
華
な
門
前
町
が
現
わ
れ
た
。
円
香
川
 
県
吏
 ヒ
と
 歴
史
地
名
事
典
に
は
、
古
文
書
に
基
づ
い
て
 
社
領
と
町
方
の
組
織
の
 



年
 、
門
前
町
か
ら
も
獅
子
や
太
鼓
な
ど
の
風
流
が
賑
わ
し
 と
し
て
出
た
と
印
さ
れ
て
い
る
。
十
月
の
頭
人
 祭
 に
は
 、
そ
の
 ょ
う
 な
定
期
的
 

な
 賑
わ
し
の
記
録
が
見
当
ら
な
い
か
ら
、
町
の
住
民
に
と
 っ
て
は
大
井
祭
礼
が
産
土
神
の
祭
り
で
あ
っ
た
の
だ
 る
 ぅ
 。
そ
れ
と
は
別
に
 、
 

大
井
宮
の
上
に
君
臨
す
る
「
お
山
」
の
大
会
式
に
も
、
 

頭
 大
 で
は
な
く
五
人
百
姓
な
ど
の
役
割
で
参
加
し
て
い
た
 。
頭
人
祭
の
資
料
が
昔
 

0
 頭
屋
と
金
刀
比
羅
宮
な
ど
に
保
管
さ
れ
て
い
る
の
に
 対
 し
て
、
大
井
祭
礼
の
資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
 い
の
で
、
そ
れ
ら
二
 
つ
 

の
 祭
儀
を
比
べ
て
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
門
前
町
 の
 住
民
は
、
大
井
官
と
大
権
現
の
ど
ち
ら
を
第
一
の
 産
 土
神
と
考
え
て
い
た
の
 

か
 確
か
め
よ
う
が
な
い
。
一
応
現
在
の
大
祭
と
氏
子
祭
の
 関
係
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
や
は
り
頭
人
 祭
 よ
り
も
大
井
 祭
礼
の
方
を
庶
民
の
祭
 

り
と
受
け
と
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
門
前
町
の
住
 民
 に
限
ら
ず
 旧
 小
松
荘
の
住
民
は
 、
 「
ぉ
山
」
 ｜
 大
井
 八
幡
宮
 ｜
 村
の
産
土
神
 

と
い
う
二
重
三
重
の
氏
神
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 レ
ベ
ル
に
応
じ
て
祭
礼
を
営
ん
で
い
た
。
近
世
の
金
 箆
 羅
 に
お
け
る
、
や
や
 
錯
 

綜
 し
た
神
社
と
祭
儀
の
体
系
は
、
朱
印
地
、
満
濃
池
御
料
 、
高
松
藩
な
ど
の
異
な
る
所
領
の
混
在
に
社
会
的
基
盤
 が
あ
る
。
た
だ
、
所
領
 

 
 

金
毘
羅
に
お
け
る
神
社
と
祭
儀
体
系
は
、
明
治
維
新
に
お
 げ
る
社
会
制
度
の
変
動
と
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
再
編
成
 さ
れ
て
い
く
。
ま
ず
 

仝
 毘
羅
 社
領
は
朱
印
地
と
し
て
の
特
権
を
失
い
、
し
か
も
 「
お
山
」
か
ら
仏
教
施
設
が
排
除
さ
れ
て
、
琴
平
と
金
 
刀
比
羅
宮
 と
い
う
新
し
 

い
 名
前
の
町
と
神
社
が
生
ま
れ
る
。
明
治
元
年
か
ら
始
ま
 る
 、
金
毘
羅
の
地
域
社
会
と
宗
教
制
度
の
大
変
動
に
関
 し
て
は
、
 円
 資
料
集
ヒ
と
 

@
8
@
 

円
 金
刀
比
羅
宮
史
料
 L
 （
以
後
「
史
料
 ヒ
 と
略
す
）
に
か
な
 り
 詳
し
い
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
正
面
か
ら
 取
り
上
げ
る
こ
と
は
せ
 

ず
に
関
連
す
る
事
柄
だ
け
を
指
摘
し
て
 い
 く
。
本
論
文
に
 と
っ
て
重
要
な
点
は
 、
 「
お
山
」
が
金
刀
比
羅
宮
に
 
衣
替
 え
し
た
の
に
連
動
し
 

@
9
@
 

て
旧
 小
松
 荘
 の
 村
 と
神
社
も
再
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
 で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
全
体
の
「
近
代
化
と
合
理
化
 」
の
流
れ
に
沿
っ
て
 、
 

榎
 井
な
ど
四
つ
の
藩
制
村
も
合
併
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
 

新
し
い
地
方
自
治
体
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
 

神
 社
も
社
格
の
制
度
化
に
 

伴
 い
 、
町
や
村
を
単
位
と
す
る
、
独
立
し
た
郷
社
や
村
社
 に
 改
変
さ
れ
た
。
門
前
町
 ｜
 金
刀
比
羅
宮
、
榎
 井
｜
春
 日
神
社
、
百
出
 ｜
 石
井
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羅
 

 
 
 
 
 
 

 
 

社
会
の
変
動
は
金
毘
羅
の
社
会
と
文
化
に
大
き
な
影
響
 を
及
は
 し
た
。
祭
儀
体
系
に
 

4
9
 

金
 

関
し
て
は
、
消
え
て
し
ま
っ
た
会
式
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
 、
そ
の
反
対
に
新
し
く
生
ま
れ
た
祭
り
も
多
い
。
現
代
 の
 
琴
平
と
い
う
地
域
社
 

宮と 氏子祭 

ぅ 約 察 化 系 ら 人 中 耕 八幡神 半分期間 儀に 年に は次 れ、 であ では 除さ その 定 され 「お山」 

    

の 
  
成 

井 

宮 

合理 氏にとっ 名 宮大祭 り、 たげを におい なり、 祭 、御 渡御が らなか 

ま ・ と な ㌔   
四五でえ地場か 。 るこ添 万事 域 干出。 月」 け変 
十 千 は て 羅 Ⅱ も の か   
""  一 "     

域 点   
い の の 和 件 件 頭 の が がは 限、 



一
 、
是
迄
雪
村
土
産
 ノ
神
 五
条
 村
 大
井
八
幡
宮
氏
子
二
布
 2
 候
処
 
当
年
九
月
 ヨ
リ
 当
社
金
刀
比
羅
宮
氏
神
ニ
相
 成
 
是
迄
 ノ
 八
八
月
 

十
五
日
 ソ
 祭
礼
 ハ
 廃
止
九
月
九
日
十
日
小
祭
氏
子
祭
 
ト
 成
ル
 
（
な
お
「
資
料
集
 
b
 で
は
、
大
井
祭
礼
は
八
月
十
 五
日
よ
り
も
、
 む
 

し
ろ
十
四
日
を
中
心
に
行
わ
れ
た
と
い
う
記
録
を
掲
載
し
 て
い
る
。
複
数
の
町
と
村
が
参
加
し
て
い
た
、
比
較
的
 大
き
な
祭
礼
で
あ
 

っ
 た
か
ら
、
二
日
間
位
は
賑
わ
し
の
催
し
が
行
わ
れ
た
も
 の
と
思
わ
れ
る
。
）
 

こ
の
記
事
は
行
政
官
庁
の
布
達
な
ど
の
公
の
正
式
な
文
書
 で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
維
新
の
方
針
に
従
っ
て
金
力
比
 羅
 官
と
住
民
は
 、
氏
 

子
 区
域
と
祭
礼
の
変
更
を
実
施
し
た
こ
と
を
客
観
的
に
伝
 え
て
い
る
。
実
際
に
は
利
害
関
係
の
あ
る
、
 旧
 小
松
 荘
 の
町
村
や
神
社
が
変
更
 

を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
交
渉
を
し
た
も
の
と
想
像
さ
る
れ
が
 、
 詳
し
い
内
実
に
関
し
て
は
、
今
後
さ
ら
に
多
く
の
 資
 料
を
収
集
し
、
解
読
を
 

進
め
な
け
れ
ば
解
明
で
き
な
い
。
今
の
段
階
で
言
え
る
，
 
」
と
は
、
「
お
山
」
の
基
本
的
な
改
革
の
終
了
を
受
け
て
 、
住
民
と
神
社
の
関
係
 

8
 次
第
に
整
備
さ
れ
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ま
ず
明
治
五
年
を
も
っ
て
門
前
町
Ⅱ
 旧
 琴
平
は
 金
刀
比
羅
宮
の
氏
子
 区
 

っ
て
の
金
光
院
の
住
職
が
 宥
 常
の
名
前
で
 権
 宮
司
に
任
ぜ
 ら
れ
た
明
治
五
年
に
は
ほ
 ば
 終
了
す
る
。
そ
れ
以
降
、
 徐
々
に
「
お
山
」
の
 施
 

設
と
 行
事
は
名
実
と
も
に
神
道
形
式
に
衣
替
え
し
て
い
く
 。
一
連
の
変
動
の
中
で
、
住
民
に
と
っ
て
特
に
関
わ
り
 の
 深
 い
 、
注
目
す
べ
き
 

出
来
事
は
、
氏
子
変
更
に
伴
 い
 門
前
町
（
 旧
 琴
平
町
）
は
 大
井
祭
礼
に
は
参
加
し
な
く
な
り
、
新
た
に
自
分
た
ち
 0
 氏
神
の
祭
り
を
作
り
 

ろ
 う
 と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
当
時
の
状
況
を
解
 萌
 す
る
資
料
と
し
て
は
、
神
社
当
局
の
立
場
を
代
表
す
 6
 
 
円
史
料
 
L
 の
他
に
 、
 

 
 

い
ろ
。
ま
ず
 円
 
史
料
 畦
 第
九
巻
の
明
治
五
年
十
一
月
 条
 に
 次
の
よ
う
な
記
事
が
 

あ
る
。
 

 
 

金
毘
羅
の
「
お
山
」
の
激
し
い
明
治
維
新
も
、
金
力
比
 羅
 宮
の
名
前
で
国
幣
小
社
に
 格
 。
つ
げ
さ
れ
、
香
川
県
管
轄
 

に
な
り
、
そ
し
て
か
Ⅱ
 

会
か
ら
見
た
時
に
、
氏
子
祭
の
成
立
と
い
う
出
来
事
が
最
 も

重
要
な
祭
儀
体
系
の
変
更
に
な
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
 
。
そ
こ
で
氏
子
祭
の
 成
 

 
 

 
 

立
の
過
程
を
、
地
元
の
資
料
を
使
用
し
な
が
ら
考
察
し
、
 

そ
の
祭
り
の
基
本
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
 



咄
 
あ
る
。
ま
ず
引
用
文
の
冒
頭
に
あ
る
、
「
従
前
九
月
 八
日
を
潮
州
禍
神
事
と
 唱
 、
町
中
祭
礼
同
様
に
心
得
 来
候
 所
 」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
 

金
 

な
の
か
。
社
会
史
的
背
景
か
ら
考
え
る
と
、
五
年
ま
で
は
 維
新
の
混
乱
期
に
当
た
り
、
金
毘
羅
の
教
権
制
が
崩
れ
 た
た
め
に
、
住
民
と
神
 

51  (. 

蘇
 

開
始
し
た
の
は
明
治
五
年
で
は
な
く
六
年
と
断
定
し
 て
よ
い
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
小
祭
規
則
に
は
解
明
を
 要
す
る
問
題
点
が
い
く
つ
も
め
 

 
 

 
 

と 氏子祭 

 
 

 
 

 
 

上
 
、
右
八
日
は
全
く
十
月
大
祭
清
め
の
御
祓
い
に
て
 

、
祭
 

礼
 
に
て
は
 

無
之
筈
 

、
 
尤
 
十
月
大
祭
は
市
中
商
業
繁
多
に
 

付
 
、
九
月
八
日
を
 

祭
礼
と
心
得
快
事
に
承
又
候
、
 

此
義
 

別
て
不
当
の
事
に
付
 

、
以
来
は
九
月
十
日
を
小
祭
と
位
 

於
 
…
…
右
左
 

趣
 
九
月
 

セ
 
国
士
 

ケ
丁
 

伍
長
 

立
者
破
砕
 

懸
 
上
申
達
 

候
 
、
右
に
付
八
日
夜
 

於
御
 

神
事
場
に
 

世
話
万
一
同
氏
子
 

為
 
総
代
清
め
の
御
祓
い
、
同
十
日
華
 

幣
 
御
撰
奉
献
上
條
 

事
 
。
担
当
年
は
至
急
の
事
に
付
両
町
に
て
 

相
勤
 

、
 
猶
 
明
年
 

よ
り
順
番
を
以
て
相
 

勤
 
回
申
 

様
 
、
九
 

ケ
下
 

世
話
 

方
 
よ
り
 

示
談
を
受
け
、
 

内
 

町
 
に
て
 

相
 
勘
申
 

候
 
。
 

こ
の
後
に
内
町
引
き
受
け
世
話
人
と
十
 

ケ
町
 
（
 
下
 
）
代
表
 

0
 
名
前
が
書
ぎ
つ
ら
 

れ
 
て
あ
り
、
さ
ら
に
 

奉
 
撰
の
仕
方
 

に
 
関
し
て
も
概
略
が
 

記
述
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
奉
 

撰
 
町
組
の
案
内
状
を
見
て
 

も
 
、
明
治
六
年
を
第
一
回
の
氏
子
 

奉
韻
 

と
し
て
い
る
か
 

ら
 
、
氏
子
祭
が
正
式
に
 



社
の
関
係
も
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
恐
ら
 く
 、
 旧
 琴
平
（
以
後
、
戦
後
の
合
併
以
前
の
門
前
町
に
 相
当
す
る
琴
平
町
の
意
 

味
 で
使
う
）
が
大
井
祭
礼
に
参
加
し
な
く
な
っ
て
、
住
民
 が
 独
自
に
九
月
八
日
に
太
鼓
台
や
獅
子
を
出
し
て
、
 

賑
 わ
し
の
祭
り
を
や
っ
て
 

い
た
の
だ
ろ
う
。
金
毘
羅
の
住
民
も
、
江
戸
や
京
の
町
衆
 と
 同
様
に
祭
り
好
き
で
、
世
の
中
が
混
乱
し
て
い
て
も
 賑
わ
し
の
祭
り
だ
け
は
 

止
め
た
く
は
な
か
っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
 よ
う
 な
 住
民
の
当
時
の
心
意
と
行
動
を
表
し
て
い
る
文
書
が
 、
十
ケ
 町
の
一
つ
で
あ
 

っ
た
高
 藪
の
太
鼓
台
の
帳
簿
に
残
っ
て
い
る
。
住
民
た
ち
 が
 書
き
続
け
て
き
た
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
原
文
は
 大
変
に
読
み
に
く
い
 崩
 

し
 書
き
に
な
っ
て
い
る
。
解
読
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
 な
る
。
 

上
の
町
 引
講
 

明
治
三
年
九
月
 

一
 、
潮
州
 御
 神
事
に
付
…
…
大
鼓
 台
 指
出
牢
 度
 開
方
 に
 私
共
御
引
請
奏
申
上
如
何
様
の
儀
出
来
 候
共
 
御
上
様
 ぽ
不
 泰
樹
御
苦
労
 侯
 

間
 

何
卒
 右
願
 上
の
通
御
間
 届
被
為
 成
丁
候
は
ば
…
…
 御
 慈
悲
 難
有
 仕
合
せ
に
 
奉
 存
候
こ
の
 段
 偏
に
 宜
 敷
く
お
 
取
り
成
し
の
 
程
奉
 

願
候
 

以
上
 

%
 治
 三
年
玉
九
月
 

引
請
 世
話
人
 

（
世
話
人
た
ち
の
名
前
が
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
 

文
 書
の
傷
み
が
ひ
ど
く
、
わ
か
り
に
く
い
）
 

@
 
は
 @
 

こ
の
文
書
が
入
っ
て
い
る
 高
 藪
の
帳
簿
が
、
現
存
す
る
 量
 も
古
い
太
鼓
ム
ロ
帳
で
あ
る
。
引
用
文
に
関
し
て
は
、
 

前
 後
の
文
書
に
は
散
逸
 

し
て
い
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
た
め
に
、
内
容
を
正
 確
に
解
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
明
治
三
年
に
旧
琴
平
 の
町
中
か
ら
、
金
力
 比
 

羅
富
 ま
た
は
管
轄
官
庁
に
提
出
さ
れ
た
正
式
な
太
鼓
 台
巡
 行
 願
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
控
え
の
た
め
に
写
す
形
で
 作
成
さ
れ
た
の
が
引
用
 

文
 で
は
な
か
ろ
う
か
。
小
祭
規
則
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
 る
と
、
大
祭
の
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
瀬
川
神
事
の
際
に
 、
町
衆
は
祝
祭
の
思
い
 

を
 込
め
て
太
鼓
台
を
賑
わ
し
の
た
め
に
出
そ
う
と
し
て
い
 た
の
に
対
し
て
、
神
社
と
管
轄
当
局
は
余
り
快
く
思
っ
 て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
 

あ
る
。
 潮
 川
神
事
は
厳
粛
な
 ミ
ソ
ギ
 の
神
事
で
あ
る
か
ら
 、
派
手
な
賑
わ
し
の
祭
事
と
組
合
せ
る
こ
と
は
望
ま
し
 く
な
い
と
考
え
た
の
だ
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金刀比羅宮と 氏子祭 

だ 的 採 わ ， な に ケ 

五台さが 、 る 513 （ @   九 

内のをは 、 そ の 月間 九 前 復元 ムロ帳の祝祭を 打 元々、 （ 賑わし 一 した 前 が、 ではな た。文 頭屋や なかっ みげ 町、 中で 町 綾 日 

、 す 中 は ・ の     の を示 庁 形式 では 

す の な 意 
ょ 盤 か 向 御撰 そ 幣 く、 力りてある 。八 ， 重要な 対照的 ること 番制を 場合に 神事 て 選ぶ 範 の基本 西山、 

こ げ 祭 間 で は 選 は の 囲 約 言 奉 う な ま、 う 備が ろ @   献上： れどもから 祭 規則に 題 点は ある。 時代の んだ即 当時の 主役に には人 意義で 、余 藪 は ら そ に 

少 れ し 対 
日の そ " は " 祭 日 な て て 立 
段 れ 大 で …明年 流れに 家を受 門前町 機 なる ってい あり、 山寺、 し い 明 

置 だ 祭 あ 合 げ を 会 な 町 所 ょ た 整 治 て 
つ る 構 が か 中 町 り め 六 五 % 

にげ肖 関で日 る 。 て と 放 生 っ が 、 順 
わ ほ は 町 い は し ま た 繰 片 番 に 、 年年 ににⅠ - り、 
る 住 商 中 小 小 な そ 
心 民 売 は 祭 祭 っ の 
意 の が 何 を 以て た 教 。 言え、   ていた れた。 ために 出す り 原町、 規 視 て ズ 
を 心 性 故 権 個 十 拳 、 太 河 相 別 別 か レ 
読 煮 し に 制 八 一 銭 打 鼓 波 動 を が 祭 を 
み ほ い 九 
取 扱 か 月 

作 田 瓦 解   
の 族 の 受 金 そ が 重 

成 末 子 消 
す 土 祭 す 

八日潮 ること み 尽く ら、一 大 な 輪 げ 毘 れ 畳 要 る が と る 
ま つ い た 

は せ 力 川   う ぬ 
難 な 月 神 の の と た 神 う な 題 でた の㌔名に 

伝 単 い は 事 振 っ 点 事に しい 程前 統 位 う 当 の わ て で 
。 ま の 太 な と シ 番 立 し 金 あ 

詳 b 敬白 旧暦 た 潮州   
の 高 神 を る 。士 受 け継 する伝 ステム 町が、 彼 にな の風流 比 力 羅 い 太 設 た 
大 藪 事 由 い 統 を い る に 官 一 相 鼓 定 め 
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受 明 礼 め ょ た 
げ 治 最 の に ぅ も 資 

料
 に
基
づ
く
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
氏
子
祭
 は
金
毘
 羅
の
明
治
維
新
に
お
け
る
地
域
社
会
と
神
社
の
再
編
成
 の
中
か
ら
生
ま
れ
 

の
で
あ
り
、
し
か
も
門
前
町
の
町
衆
を
担
い
手
と
す
る
 祭
 礼
 で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
氏
子
 祭
 は
そ
の
後
ど
の
 

な
 歴
史
を
歩
み
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 氏
 予
察
の
重
要
性
、
並
び
に
そ
の
祭
り
と
琴
平
の
関
連
を
 明
ら
か
に
す
る
た
 

も
 、
祭
礼
の
変
遷
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
 年
 代
 に
従
っ
て
変
遷
を
辿
る
や
り
方
で
は
な
く
、
い
く
つ
 か
の
観
点
か
ら
 祭
 

変
容
の
特
徴
を
解
明
す
る
形
で
論
述
し
て
い
く
。
 

初
に
氏
子
 奉
撰
 町
組
の
シ
ス
テ
ム
が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
 っ
 た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
大
祭
と
は
異
な
 り
 、
氏
子
祭
は
 、
 

六
年
当
時
の
門
前
町
を
構
成
し
て
い
た
十
一
 ケ
 町
を
社
人
 
本
 的
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
。
各
町
が
一
年
ず
っ
持
ち
回
 り
で
 奉
 餓
を
引
き
 

る
 方
式
が
、
最
初
か
ら
規
則
化
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
も
 変
わ
っ
て
い
な
い
。
引
き
受
け
た
当
番
町
が
、
全
力
 比
 羅
宮
へ
 御
撰
を
奉
 

三
 

氏
子
祭
の
発
展
 

井
 祭
礼
の
時
期
と
 潮
 川
神
事
の
日
が
ほ
 ば
 同
じ
で
あ
っ
た
 た
め
な
の
か
、
あ
る
い
は
大
祭
当
日
か
ら
一
力
 月
位
 前
 の
 湖
 川
神
事
が
生
活
 リ
 

ス
ム
 の
上
で
祭
礼
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
な
 の
か
、
さ
ら
に
他
に
何
か
特
別
な
理
由
が
隠
さ
れ
て
い
 る
 の
 た
 ろ
 う
か
 。
今
後
 

の
 研
究
課
題
の
一
 
つ
 で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
神
社
や
官
 庁
か
ら
指
定
さ
れ
た
祭
日
が
、
九
月
九
日
・
十
日
と
い
 う
 、
当
初
の
八
日
に
近
 

レ
 点
を
考
え
れ
ば
、
あ
る
程
度
住
民
の
希
望
に
沿
っ
て
 氏
 子
祭
が
設
置
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
小
祭
と
し
 て
格
づ
 げ
さ
れ
て
い
る
 

の
で
、
当
時
は
ま
だ
金
刀
比
羅
宮
に
と
っ
て
は
、
余
り
重
 要
な
 祭
儀
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
四
十
六
日
 間
 に
及
ぶ
大
祭
の
体
系
 

に
お
け
る
、
ほ
ん
の
ひ
と
こ
ま
の
小
さ
な
祭
り
に
過
ぎ
な
 か
っ
た
 ね
 げ
で
あ
る
。
町
衆
に
と
っ
て
は
、
是
が
非
で
 も
や
り
た
い
盛
大
な
 催
 

し
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
 う
と
 、
神
社
や
行
政
当
局
と
民
衆
 の
 関
心
の
 ズ
レ
 を
指
摘
で
き
る
。
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金刀比羅宮 

納
 す
る
儀
礼
こ
そ
、
氏
子
祭
の
核
心
を
な
す
と
言
え
る
。
 

そ
の
 春
撰
 儀
礼
の
様
式
に
関
し
て
は
明
治
六
年
の
小
祭
 規
則
に
定
め
ら
れ
て
お
 

り
 、
御
撰
の
品
目
も
奉
納
の
や
り
方
も
、
や
は
り
基
本
的
 に
は
変
わ
ら
ず
に
続
い
て
き
た
。
儀
礼
の
内
容
二
言
及
 す
る
こ
と
は
差
し
控
え
 

て
 基
本
形
式
を
述
べ
る
と
、
費
用
は
参
加
し
て
い
る
打
金
 体
 に
対
し
て
、
人
口
に
基
づ
く
比
例
配
分
の
方
式
で
割
 り
 当
て
て
徴
収
し
 、
当
 

番
 町
に
委
託
す
る
。
当
番
町
は
御
撰
を
調
え
て
、
有
名
な
 こ
ん
ぴ
ら
石
段
を
歩
い
て
本
宮
ま
で
運
び
、
奉
納
す
る
 。
祭
儀
そ
れ
自
体
の
形
 

式
 が
ほ
 ば
 同
じ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
 

奉
撰
に
 参
加
す
る
 町
は
旧
琴
 平
の
社
会
変
動
に
伴
っ
て
少
し
ず
つ
変
わ
っ
 て
 ぎ
た
。
 

最
近
に
な
っ
て
、
「
香
川
県
吏
ヒ
や
「
資
料
集
 
L
 に
お
い
 て
 近
世
の
金
毘
羅
門
前
町
の
階
層
構
成
と
人
口
が
明
ら
か
 に
さ
れ
て
い
る
が
、
 

（
 
M
@
 

そ
れ
ら
に
 
よ
 る
と
江
戸
時
代
末
期
に
既
に
町
の
中
心
部
は
 、
ほ
と
ん
ど
飽
和
状
態
に
達
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
 、
 町
 全
体
の
面
積
の
約
 

半
分
を
占
め
る
中
心
部
の
地
区
に
関
し
て
は
、
現
在
に
至
 る
ま
で
、
町
名
変
更
と
細
分
化
に
よ
っ
て
新
し
い
 町
 Ⅱ
 丁
が
 生
ま
れ
た
に
と
ど
 

ま
る
。
祭
り
が
始
ま
っ
た
 頃
は
 、
ま
だ
人
家
が
少
な
か
っ
 た
 周
辺
部
は
人
口
が
増
え
、
次
々
と
新
し
い
町
が
誕
生
 し
た
。
当
初
の
奉
 餓
町
 

は
 十
一
 ケ
 町
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
け
れ
ど
も
、
現
在
は
約
 二
倍
の
二
十
 
ケ
 町
に
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
門
立
 囲
 町
の
伝
統
を
誇
示
す
 

る
 、
比
較
的
人
口
の
多
い
町
々
は
単
独
で
 奉
 韻
を
引
き
受
 げ
る
の
に
対
し
て
、
人
口
の
少
な
い
町
や
新
し
く
生
ま
 れ
た
町
は
、
複
数
の
町
 

で
 当
番
町
組
を
作
っ
て
い
る
。
 

円
 史
料
口
を
調
べ
て
み
る
 と
 、
大
正
時
代
ま
で
は
大
体
、
各
町
が
単
独
で
 奉
撰
 当
番
 を
 引
き
受
け
て
い
る
。
 

昭
和
に
入
っ
て
、
急
速
に
町
の
数
が
増
え
始
め
て
か
ら
、
 

町
組
が
形
成
さ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
終
わ
り
に
掲
載
 し
た
氏
子
 奉
餓
順
 麦
を
 

預
 

見
れ
ば
わ
か
る
よ
 う
 に
、
戦
後
は
都
合
よ
く
十
の
町
 組
 に
分
か
れ
て
、
十
年
に
一
回
ず
つ
 奉
 撰
を
引
き
受
け
 る
 シ
ス
テ
ム
が
定
着
し
た
。
 

ほ
 

何
故
に
十
町
組
に
分
け
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
今
 後
 新
た
に
町
が
出
来
て
も
い
ず
れ
か
の
組
に
振
り
分
け
 て
 、
十
年
に
一
回
と
い
う
 合
 

理
 的
な
輪
番
制
を
変
更
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

次
に
、
地
元
で
は
 丁
佐
 
（
ち
ょ
う
さ
、
 チ
 。
ウ
サ
）
と
も
 呼
ば
れ
る
太
鼓
台
を
取
り
上
げ
て
、
主
に
町
や
氏
子
祭
 の
 歴
史
と
関
連
づ
 
け
 

@
 
巧
 "
 

て
 考
察
し
て
み
よ
う
。
大
鼓
台
は
祭
り
に
彩
り
を
添
え
る
 風
流
で
あ
り
、
一
般
の
住
民
に
と
っ
て
 ほ
 氏
子
 奉
 鎮
祭
 と
い
う
よ
り
も
、
太
鼓
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祭
り
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
名
前
に
思
え
る
だ
ろ
う
。
成
立
 契
機
か
ら
す
れ
ば
、
金
刀
比
羅
宮
へ
の
春
興
が
こ
の
 薬
 り
の
核
心
を
な
す
と
は
 

言
え
、
大
祭
以
上
に
活
気
の
あ
る
祭
礼
に
押
し
上
げ
た
 原
 動
力
は
、
多
数
の
住
民
が
参
加
で
き
る
太
鼓
 白
 で
あ
る
 

一
般
に
太
鼓
 台
 と
呼
 

ば
れ
る
風
流
は
日
本
全
国
に
分
布
し
て
い
る
が
、
特
に
香
 川
 県
中
部
か
ら
愛
媛
県
東
部
に
か
け
て
は
、
下
位
の
 名
 前
で
民
衆
に
親
し
ま
れ
 

て
い
る
。
前
章
で
も
述
べ
た
 よ
う
 に
、
金
毘
羅
Ⅱ
琴
平
地
 方
で
も
明
治
以
前
か
ら
神
社
の
祭
礼
に
下
性
 が
 出
て
い
 
た
よ
う
 で
あ
る
。
 例
え
 

ば
円
 資
料
集
目
に
は
、
今
か
ら
約
百
 セ
 十
年
前
の
文
化
女
 改
 年
間
に
高
萩
、
金
山
寺
、
西
山
、
札
の
前
地
区
か
ら
 下
位
 が
 大
井
祭
礼
の
賑
 

@
 
托
 @
 

わ
し
に
繰
り
出
し
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
十
月
大
会
式
 の
時
に
は
 丁
佐
が
 出
た
と
い
う
記
録
は
見
当
ら
な
い
か
 ら
 、
八
月
大
井
祭
礼
が
 

い
わ
ゆ
る
太
鼓
祭
り
と
し
て
住
民
 仁
 親
し
ま
れ
て
い
た
も
 の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
祭
礼
を
、
金
刀
比
羅
宮
へ
の
 奉
餓
 と
い
う
形
で
再
編
 

成
し
て
受
け
継
い
だ
の
が
氏
子
祭
で
あ
る
。
そ
の
点
で
も
 氏
子
祭
は
、
住
民
中
心
の
賑
わ
し
の
祭
り
と
い
う
特
徴
 を
 最
初
か
ら
備
え
て
い
 

た
 。
明
治
六
年
頃
は
何
台
の
丁
 佐
が
 巡
行
し
て
い
た
の
か
 不
明
で
あ
る
が
、
 
円
 資
料
集
 b
 に
載
っ
て
い
る
地
区
の
他
 に
は
余
り
な
か
っ
た
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昭
和
に
入
っ
て
、
周
辺
部
に
新
し
 ぃ
 町
が
次
々
と
生
ま
れ
る
と
、
そ
れ
ら
の
町
か
ら
も
 大
 散
会
が
出
る
よ
 う
 に
 な
 

り
、
 終
わ
り
の
大
鼓
合
一
覧
表
に
あ
る
通
り
現
在
で
は
 九
 台
 に
増
え
て
い
る
。
 

太
鼓
台
は
賑
わ
し
の
祭
具
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
 の
 太
鼓
ム
ロ
地
区
の
活
力
を
表
す
バ
ロ
メ
 
一
ク
 一
で
も
あ
 る
 。
す
な
わ
ち
人
口
 

が
 減
っ
た
り
、
産
業
の
ふ
る
わ
な
い
地
区
か
ら
は
太
鼓
 台
 が
 出
な
く
な
る
の
に
対
し
て
、
活
気
の
あ
る
地
区
で
は
 新
し
い
、
あ
る
い
は
 ょ
 

り
 大
き
な
太
鼓
台
を
作
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
 て
 氏
子
祭
に
出
る
 丁
 佐
の
数
が
増
え
た
こ
と
は
、
 

旧
琴
 平
地
域
の
社
会
的
力
 め
 

増
大
と
祭
り
の
拡
大
を
表
し
て
い
る
と
仮
定
で
き
る
。
 

そ
 の
こ
と
を
金
刀
比
羅
宮
も
考
慮
し
た
の
か
、
小
祭
と
し
 て
 始
ま
っ
た
氏
子
祭
 

も
 、
 奉
撰
 町
組
と
太
鼓
台
の
増
大
に
対
応
し
て
中
祭
の
地
 位
 ま
で
格
上
げ
さ
れ
た
。
 

さ
て
第
三
に
、
祭
日
の
問
題
に
関
し
て
は
前
章
で
も
取
り
 上
げ
た
が
、
最
初
の
規
則
で
定
め
ら
れ
た
通
り
、
九
月
 九
日
・
十
日
に
固
定
 

さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
奉
 歓
の
祭
日
を
知
る
た
め
の
有
力
 な
 資
料
は
、
当
番
町
組
が
持
ち
回
り
で
管
理
し
て
 き
た
 氏
子
 奉
撰
 明
細
 帳
と
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円
 
史
料
目
で
あ
る
。
前
者
の
帳
簿
に
は
、
 

奉
 
餓
の
収
支
 

決
 
真
筆
 
が
 
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、
既
に
百
年
以
上
も
毎
 

年
 
欠
か
さ
ず
書
き
続
け
 

 
 

  

 
 

祭
の
性
格
を
考
え
る
と
、
九
月
十
日
よ
り
も
十
月
一
日
の
 

方
が
、
大
祭
を
盛
り
上
げ
る
た
め
に
は
都
合
が
よ
い
。
 

厳
粛
な
恩
寵
も
り
に
 

入
 

っ
た
 
頃
よ
り
も
、
 

忌
寵
 
も
り
が
終
わ
る
頃
に
祝
祭
を
付
 

け
 
る
 
方
が
理
に
適
っ
て
い
る
。
ま
た
今
後
の
研
究
課
題
に
 

も
な
る
が
、
大
祭
に
近
 

い
 
日
へ
の
変
更
は
、
小
祭
か
ら
中
祭
へ
の
格
上
げ
に
関
係
 

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
 

祭
日
に
関
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
は
 

、
 主
に
奉
 

撰
 の
 
日
 
を
 
中
心
に
し
て
い
る
が
、
太
鼓
 

台
が
 
巡
行
す
る
祭
日
も
 

、
当
然
 

奉
 
餓
の
日
に
 

合
わ
せ
て
設
定
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
裏
づ
け
る
資
料
は
 

、
太
鼓
台
を
出
す
地
区
が
個
別
に
作
成
し
て
い
る
台
帳
 

で
あ
り
、
高
額
、
 

西
 

が
 山
、
金
山
寺
と
い
う
主
要
な
太
鼓
台
地
区
に
は
明
治
 

前
半
か
ら
の
帳
簿
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
見
る
 

と
 
、
明
治
二
十
年
代
ま
で
は
 

ぬ
 九
月
九
日
・
十
日
に
、
三
十
年
以
降
は
十
月
一
日
，
 

二
日
に
大
鼓
 

台
が
 
巡
行
し
て
い
る
。
 

奉
 
韻
を
十
月
一
日
 

に
 
、
太
鼓
 

台
 
巡
行
を
一
日
と
 

露
 二
日
の
二
日
間
に
渡
っ
て
実
施
す
る
形
が
、
明
治
の
 

終
わ
り
頃
か
ら
定
着
し
て
ぎ
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
 

奉
 
韻
は
中
断
も
な
く
行
わ
れ
 

砒
て
 ぎ
た
の
に
対
し
て
、
時
々
の
情
勢
に
よ
っ
て
巡
行
 

が
 
中
止
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
。
そ
こ
に
、
核
心
と
な
る
 

神
事
と
賑
わ
し
の
付
 

け
 
祭
り
 

金
 と

い
う
、
氏
子
祭
に
お
け
る
位
置
づ
げ
の
 

違
 い
が
現
わ
れ
 

て
い
る
。
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行
 に
な
っ
て
い
る
。
 榎
 井
の
氏
子
と
例
大
祭
は
独
立
性
を
 保
証
さ
れ
て
お
り
、
金
刀
比
羅
宮
と
氏
子
祭
に
吸
収
合
 併
 さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
 

わ
ち
十
月
中
旬
に
行
っ
て
い
た
春
日
神
社
例
大
祭
を
 、
十
 月
一
日
と
二
日
の
氏
子
祭
に
合
わ
せ
て
実
施
し
、
名
称
 も
 両
方
を
併
用
す
る
 慣
 

類
 に
入
る
。
 琴
 平
地
域
で
も
、
大
字
単
位
の
村
社
以
上
に
 格
づ
 げ
さ
れ
て
い
た
神
社
は
全
て
残
存
し
て
お
り
、
 整
 理
の
嵐
の
後
も
個
別
に
 

祭
祀
を
営
ん
で
き
た
。
 

と
こ
ろ
が
昭
和
三
十
年
代
初
め
に
、
広
域
の
琴
平
町
が
成
 立
し
、
行
政
や
教
育
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
様
々
な
形
 0
 合
併
が
進
ん
で
い
 

く
 中
で
、
祭
祀
に
関
し
て
も
合
同
で
行
 う
 気
運
も
出
て
 き
 た
 。
た
だ
神
社
と
祭
祀
は
、
地
域
の
歴
史
と
住
民
の
固
 右
の
信
仰
に
密
着
し
て
 

い
る
た
め
に
、
そ
 う
 簡
単
に
合
同
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
 い
 。
琴
平
に
お
い
て
も
、
町
村
合
併
か
ら
二
十
年
余
り
 も
経
過
し
た
昭
和
五
十
 

@
 
Ⅳ
 "
 

口
 年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
 旧
 琴
平
の
氏
子
祭
 と
榎
井
の
 春
日
神
社
例
大
祭
を
 、
 同
じ
日
に
実
施
す
る
 よ
う
 に
 な
 っ
た
 。
な
ぜ
他
の
大
字
 

を
 除
い
て
、
そ
れ
ら
の
二
地
区
が
「
祭
祀
合
同
」
を
し
た
 め
 だ
 る
ぅ
か
 。
詳
し
い
事
情
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
 
あ
る
が
、
地
理
的
な
 

隣
接
、
社
会
生
活
面
で
の
交
流
の
深
さ
 、
 及
び
同
じ
型
の
 太
鼓
台
を
賑
わ
し
に
使
 う
 こ
と
な
ど
が
合
同
化
の
基
礎
 に
な
っ
て
い
る
。
 

そ
の
「
祭
祀
合
同
」
は
、
今
の
と
こ
ろ
名
称
や
祭
日
な
ど
 の
形
式
面
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
祭
り
の
内
容
に
は
 及
 ん
で
い
な
い
。
す
な
 

@
M
@
 

減
少
し
た
県
も
あ
っ
た
。
森
岡
清
美
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
 

香
川
県
の
神
社
残
存
率
は
八
割
近
く
に
達
し
、
合
祀
が
 か
な
り
少
な
か
っ
た
部
 

と
こ
ろ
で
、
明
治
維
新
以
降
、
大
祭
の
社
会
的
基
盤
と
な
 る
 西
田
、
四
条
と
五
条
、
榎
井
の
旧
藩
制
 村
 と
門
前
町
 Ⅱ
 旧
 琴
平
は
そ
れ
ぞ
 

れ
 異
な
る
神
社
の
氏
子
区
域
に
な
り
、
別
々
に
祭
礼
を
営
 ん
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
近
代
化
と
合
理
化
」
の
 方
針
に
則
っ
て
、
全
国
 

の
町
村
と
神
社
に
対
し
て
は
合
併
あ
る
い
は
合
祀
が
勧
め
 ら
れ
た
り
、
強
制
さ
れ
た
り
し
た
。
琴
平
地
域
の
町
村
 や
 神
社
の
場
合
は
ど
う
 

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
町
村
合
併
は
徐
々
に
行
わ
れ
 、
昭
和
三
十
年
代
の
初
め
に
、
四
条
を
除
く
町
村
が
合
 併
し
、
現
在
の
琴
平
町
 

-
 
Ⅳ
 @
 

が
 誕
生
し
た
。
四
条
だ
け
は
隣
の
満
濃
町
に
編
入
さ
れ
た
 が
 、
大
祭
そ
の
も
の
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
か
っ
た
 。
次
に
神
社
の
ム
ロ
祀
に
 

関
し
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
明
治
三
十
年
代
か
ら
大
正
 切
 め
ま
で
神
社
整
理
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
、
神
社
の
数
が
 十
分
の
一
前
後
に
ま
で
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蘇
 運
営
さ
れ
て
お
り
、
二
回
の
集
結
の
機
会
を
除
 

け
 。
は
一
台
だ
け
で
巡
行
し
て
い
る
。
第
一
回
目
の
集
結
の
機
 

会
は
、
九
月
三
十
日
の
前
夜
 

め
 

 
 

ヒ
金
 

刀
祭
 
と
も
呼
べ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
ん
ぴ
ら
石
段
登
り
祓
い
を
受
け
る
。
そ
れ
ほ
氏
子
 

@
 

奉
撰
 
行
事
の
一
つ
て
 

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

と 氏子祭 

最
初
に
大
鼓
 
台
 が
登
場
す
る
場
面
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
 

て
み
た
い
。
一
般
に
九
月
三
十
日
の
夕
方
か
ら
十
月
二
 

日
の
夜
ま
で
、
適
当
 

に
 休
憩
を
は
さ
み
な
が
ら
琴
平
の
祭
祀
空
間
全
体
を
巡
行
 

す
る
。
十
五
の
太
鼓
 
合
 は
、
原
則
と
し
て
各
地
区
の
慣
 

行
に
 則
っ
て
、
個
別
に
 

い
 。
も
ち
ろ
ん
氏
子
祭
と
い
う
通
称
の
下
で
、
同
時
平
行
 の
形
で
神
事
や
大
鼓
台
の
巡
行
を
実
施
す
る
た
め
に
、
 

様
々
な
相
互
交
流
が
行
 

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
今
ま
で
の
慣
例
と
は
 異
 な
り
、
 旧
 琴
平
の
大
鼓
 合
 は
 榎
井
 地
区
ま
で
巡
行
す
る
 よ
う
に
な
り
、
反
対
に
 

榎
 井
の
太
鼓
台
は
門
前
町
の
中
心
部
ま
で
引
き
回
し
を
す
 る
よ
う
に
な
っ
た
。
巡
行
の
際
に
は
、
住
民
た
ち
か
ら
 御
祝
儀
を
集
め
た
り
、
 

い
ろ
い
ろ
な
や
り
取
り
を
す
る
か
ら
、
太
鼓
台
の
相
互
乗
 り
 入
れ
は
祭
り
の
盛
り
上
が
り
を
い
っ
そ
 う
 高
め
て
い
 る
 。
 

は
 上
、
氏
子
祭
の
変
容
に
関
し
て
 奉
韻
 町
組
、
太
鼓
ム
ロ
 地
 区
 、
祭
日
、
祭
祀
合
同
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
 た
が
、
そ
れ
ら
の
点
 

で
の
変
容
 は
 発
展
と
い
う
舌
口
業
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
 
る
 だ
ろ
う
。
現
在
で
は
琴
平
の
地
域
社
会
に
、
強
烈
な
 衝
撃
を
与
，
え
て
い
る
 祭
 

儀
 の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
金
刀
比
羅
宮
大
祭
の
 シ
 ス
テ
ム
に
、
春
日
神
社
例
大
祭
と
い
う
異
質
な
要
素
を
 接合
し
て
い
る
の
で
、
 

そ
の
シ
ス
テ
ム
の
行
方
が
注
目
さ
れ
る
。
 

四
大
鼓
 台
 シ
ス
テ
ム
 

宗
教
社
会
史
的
視
点
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
氏
子
祭
の
特
 徴
 が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
最
後
に
現
在
の
大
鼓
 台
 を
 運
営
す
る
た
め
に
 

必
要
な
組
織
を
解
明
し
な
が
ら
、
住
民
ま
た
は
地
域
社
 ム
 
右
と
祭
礼
の
関
係
を
考
察
し
て
み
る
。
 



は
神
事
は
行
わ
れ
ず
、
 榎
 井
の
太
鼓
 合
 は
 、
 登
り
口
に
直
 結
す
る
、
金
刀
比
羅
宮
氏
子
区
域
と
の
境
界
付
近
に
集
 ま
っ
て
、
太
鼓
打
ち
の
 

競
演
を
し
て
い
る
。
 旧
 琴
平
の
奉
 撰
 行
事
に
は
参
加
せ
ず
 、
 榎
 井
の
独
立
性
を
守
り
な
が
ら
も
、
お
互
い
の
無
事
 を
 祈
っ
て
い
る
も
の
と
 

思
わ
れ
る
。
第
二
回
目
の
集
結
場
面
は
十
月
二
日
で
あ
る
 。
春
日
神
社
で
は
、
そ
の
日
の
午
後
に
神
輿
の
渡
御
が
 行
わ
れ
、
そ
こ
に
 榎
井
 

の
 全
て
の
太
鼓
台
も
参
加
し
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
。
 榎
 井
の
渡
御
行
事
が
終
わ
る
二
日
の
夕
方
か
ら
夜
に
か
け
 て
 、
 旧
 琴
平
の
太
鼓
 台
 

は
 、
随
時
石
段
登
り
口
の
前
の
通
り
に
集
ま
り
、
様
々
な
 賑
わ
し
の
演
技
を
す
る
。
特
に
主
要
な
四
大
太
鼓
 台
に
 よ
 る
出
合
わ
せ
が
、
 氏
 

子
祭
の
フ
ィ
ナ
 一
レ
を
 飾
る
ハ
イ
ラ
イ
ト
シ
ー
ン
で
あ
り
 、
 祭
り
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
三
日
間
を
通
じ
て
全
て
 の
 太
鼓
 台
 が
一
同
に
 会
 

す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
氏
子
 区
 域
 と
町
内
の
慣
行
に
従
っ
て
運
行
し
、
何
回
も
住
民
に
 熱
狂
の
場
面
を
提
供
す
 

る
 。
ま
た
多
数
の
人
々
が
見
物
人
や
担
い
手
と
し
て
参
加
 す
る
太
鼓
台
の
賑
わ
し
に
こ
そ
、
地
域
社
会
の
「
現
実
 」
が
最
も
よ
く
表
現
さ
 

@
 
㏄
 @
 

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
れ
で
は
祭
り
の
 シ
ソ
ボ
ル
 と
も
言
 う
 べ
き
太
鼓
 合
 は
 、
 ど
の
よ
う
な
組
織
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
の
か
 。
大
き
さ
や
形
の
違
 

ぅ
 太
鼓
 台
 が
十
五
台
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
を
出
す
 地
 域
 に
は
固
有
の
歴
史
と
慣
習
が
あ
る
の
で
、
い
く
つ
か
 の
 大
鼓
台
を
事
例
に
取
 

り
 上
げ
て
、
運
営
組
織
の
固
有
性
と
普
遍
性
を
引
き
出
し
 て
い
 く
こ
と
に
す
る
。
 

事
例
 一
 
横
瀬
大
鼓
 台
 
（
 
榎
 井
を
代
表
す
る
古
い
地
区
を
 基
盤
と
す
る
大
人
用
太
鼓
 台
 ）
 

こ
の
地
区
に
ほ
九
つ
の
班
か
ら
構
成
さ
れ
る
自
治
会
が
あ
 る
が
、
太
鼓
台
は
別
の
組
織
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
 。
最
高
責
任
者
で
あ
 

る
 総
代
一
名
、
総
代
を
補
佐
す
る
中
老
数
名
、
現
場
の
責
 仕
者
と
も
言
 う
 べ
き
若
衆
 頭
 十
二
名
、
相
談
役
の
年
寄
 数
名
、
担
ぎ
手
や
太
鼓
 

叩
き
に
な
る
若
衆
多
数
。
そ
れ
ら
の
重
役
と
若
衆
の
指
導
 の
下
に
 、
 引
き
回
し
に
参
加
す
る
子
供
と
父
兄
が
い
る
 。
大
人
の
女
性
は
 、
子
 

供
の
付
き
添
い
や
祭
り
の
食
事
の
用
意
を
別
に
す
れ
ば
、
 原
則
と
し
て
運
営
に
は
関
与
し
な
い
。
男
性
中
心
の
伝
 統
 的
な
年
齢
階
梯
制
 組
 

織
が
、
 残
っ
て
い
る
と
舌
口
え
よ
う
。
現
在
は
高
校
を
卒
業
 
し
た
若
者
は
、
若
衆
入
り
し
て
担
ぎ
手
や
太
鼓
叩
き
を
 経
験
し
、
そ
の
後
現
場
 

( Ⅰ 84) 60 



露
 
い
だ
り
引
き
回
し
た
り
し
て
い
る
。
札
の
前
の
よ
う
 に
 、
子
供
用
の
小
さ
な
太
鼓
台
の
場
合
に
は
、
小
学
生
 と
 父
兄
か
ら
成
る
子
供
会
が
 

砒
 
運
営
の
軸
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
世
話
人
や
責
任
 者
と
し
て
、
意
欲
の
あ
る
大
人
の
男
性
が
参
加
し
て
、
 地
区
内
を
ま
と
め
る
と
同
時
 

金
 

に
、
 外
と
の
交
渉
に
も
 当
る
 。
小
人
用
の
大
鼓
台
の
弱
点
 と
し
て
は
、
大
人
が
出
る
場
面
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
 に
、
 全
て
の
年
齢
の
住
 

61  (185) 

代
 三
名
（
各
組
か
ら
一
名
ず
っ
）
、
会
計
一
名
、
現
場
の
責
 

事
例
 二
 
金
山
寺
大
鼓
 台
 
（
昔
の
門
前
町
の
代
表
的
な
遊
 

く
 。
最
終
的
に
は
現
場
の
運
営
か
ら
退
い
て
、
年
寄
と
い
 

難
い
。
も
ち
ろ
ん
数
多
く
の
住
民
を
 、
 祭
り
に
動
員
す
る
 

に
 参
加
す
る
子
供
た
ち
が
い
る
。
大
人
の
女
性
は
、
や
は
 

の
場
合
に
は
、
若
者
宿
、
明
確
な
通
過
儀
礼
、
及
び
組
織
 

の
 責
任
者
で
あ
る
若
衆
頭
に
な
る
。
さ
ら
に
意
欲
と
能
力
 

昔
か
ら
の
、
 上
 ・
 ヤ
 ・
小
松
と
い
う
三
組
の
地
区
割
り
が
 

的
な
訓
練
体
系
が
消
滅
し
て
い
る
た
め
に
、
本
来
の
年
 

仕
者
三
名
。
そ
れ
ら
の
役
員
の
指
導
の
下
に
、
大
人
の
 

う
 役
名
で
総
代
や
若
衆
た
ち
の
相
談
に
応
じ
る
よ
 う
 に
 

組
織
形
式
と
し
て
ほ
、
現
在
で
も
十
分
に
効
力
を
発
揮
 

輿
地
区
を
基
盤
と
す
る
大
人
用
太
鼓
 台
 ）
 

り
 原
則
と
し
て
運
営
に
は
関
与
し
な
い
。
金
山
寺
地
区
 

の
あ
る
者
は
中
老
や
総
代
に
選
ば
れ
て
、
組
織
全
体
の
 

、
運
営
組
織
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
総
代
一
名
、
総
 

齢
 階
梯
 制
 と
は
言
い
。
 

な
る
。
た
だ
横
瀬
地
区
 

担
ぎ
手
と
 、
 曳
き
回
し
 

指
導
者
に
な
っ
て
 い
 

し
て
い
る
。
 

は
 、
横
瀬
の
よ
う
に
 年
 

代
を
補
佐
す
る
副
総
 

齢
 階
梯
制
を
示
す
舌
口
業
が
少
な
く
な
っ
て
お
り
、
実
質
的
 
な
 階
梯
シ
ス
テ
ム
は
消
え
て
し
ま
っ
た
と
舌
口
え
る
。
 
ま
 た
 、
戦
前
ま
で
は
三
組
 

か
ら
成
る
頭
 元
制
 と
呼
ば
れ
る
輪
番
制
に
よ
っ
て
、
役
員
 の
 割
り
当
て
が
な
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
今
は
地
区
 全
体
か
ら
適
宜
役
員
を
 

選
ん
で
い
る
。
金
山
寺
地
区
の
場
合
に
は
、
太
鼓
ム
ロ
奉
納
 
計
画
と
い
う
回
覧
紙
を
作
成
し
て
、
役
割
体
系
と
日
程
 を
 明
示
し
な
が
ら
、
 出
 

来
る
か
ぎ
り
合
理
的
に
祭
礼
を
運
営
し
て
い
こ
う
と
す
る
 姿
勢
が
伺
わ
れ
る
。
 

事
例
三
礼
の
 前
 大
鼓
 台
 
（
こ
ん
 
ひ
 ら
石
段
沿
い
の
古
い
 町
を
基
盤
と
す
る
小
人
用
太
鼓
 台
 ）
 

%
 
 
文
化
文
政
年
間
か
ら
 丁
 佐
を
出
し
て
い
た
最
も
伝
 統
 の
あ
る
地
区
で
あ
る
が
、
今
は
子
供
用
の
小
さ
な
も
 の
に
な
っ
て
い
て
、
子
供
と
 

荻
 
そ
の
父
兄
が
運
営
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
明
確
な
 役
員
体
系
は
な
く
、
小
学
生
二
十
名
前
後
に
大
人
が
数
 人
 加
勢
し
て
、
大
鼓
 台
 を
担
 



の
 大
き
さ
に
応
じ
て
運
営
組
織
に
は
か
な
り
の
相
違
が
見
 

ら
れ
る
。
将
来
は
か
な
り
変
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
 

る
と
は
舌
口
 

え
 、
十
五
の
 

太
鼓
台
の
組
織
編
成
は
、
細
部
を
除
け
ば
四
つ
の
事
例
の
 

い
ず
れ
か
の
パ
タ
 
一
ソ
に
 分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。
 横
 瀬
 タ
イ
プ
の
組
織
形
式
 

は
 、
形
骸
化
の
程
度
に
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
最
も
多
く
の
 

地
区
に
見
ら
れ
る
。
総
代
、
年
寄
、
中
老
、
若
衆
、
新
 

入
り
な
ど
の
言
葉
を
用
 

い
 て
役
割
分
担
を
説
明
す
る
住
民
が
 

、
ぃ
 ぜ
ん
と
し
て
 
多
 く
 、
年
齢
階
梯
制
と
祭
祀
組
織
の
関
連
の
深
さ
を
暗
示
 

し
て
い
る
。
も
ち
 ろ
 

ん
 、
そ
の
タ
イ
プ
は
近
代
以
前
の
社
会
生
活
を
主
な
基
盤
 

と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
近
代
化
と
ム
ロ
理
化
 

」
の
進
む
現
代
の
地
域
 

社
会
で
は
次
第
に
消
え
て
ゆ
く
運
命
に
あ
る
。
金
山
寺
地
 

区
の
運
営
形
式
の
中
に
、
年
齢
階
梯
制
を
現
代
に
ム
ロ
 

わ
 せ
て
変
換
し
ょ
う
と
す
 

る
 傾
向
を
読
み
取
れ
る
。
長
幼
の
序
や
厳
し
い
訓
練
体
系
 

を
 表
に
出
さ
な
い
、
ゆ
る
や
か
な
年
齢
階
梯
制
を
 

、
組
 織
 原
理
の
一
つ
と
し
て
 

民
を
祭
礼
の
運
営
に
関
与
さ
せ
る
 カ
 が
欠
け
て
い
る
こ
と
 を
 指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
太
鼓
 台
 と
地
区
の
関
係
が
弱
く
 

な
る
。
 

事
例
 四
 

旭
町
太
鼓
 台
 
（
大
正
以
後
生
れ
た
町
を
基
盤
と
 
す
る
中
人
用
太
鼓
 台
 ）
 

大
正
ま
で
の
 
奉
餓
 帳
簿
に
は
、
名
前
が
出
て
こ
な
い
、
 

最
 も
 新
し
い
町
の
一
つ
で
あ
り
、
昭
和
に
な
っ
て
太
鼓
 台
 を
 作
っ
た
。
子
供
用
 

の
 小
さ
な
 丁
 佐
か
ら
、
五
年
程
前
に
も
 う
 少
し
大
き
い
も
 の
に
新
調
し
た
た
め
に
、
子
供
会
に
 よ
 る
運
営
で
は
 
対
 応
 で
き
な
く
な
っ
て
き
 

た
 。
現
在
の
段
階
で
は
、
総
代
一
名
と
世
話
人
数
名
が
中
 心
 に
な
り
、
そ
の
指
導
の
下
に
大
人
の
担
ぎ
手
と
子
供
 の
 参
加
者
が
い
る
。
 
歴
 

史
 の
浅
 い
 地
区
で
、
伝
統
的
な
年
齢
階
梯
制
に
頼
ら
ず
に
 、
民
主
的
で
合
理
的
な
役
員
体
系
を
作
ろ
 う
 と
し
て
い
 
る
 過
渡
期
に
あ
る
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
自
治
会
は
、
表
向
き
は
役
員
の
選
出
と
祭
り
 の
 運
営
全
般
に
関
与
し
な
い
が
、
伝
統
的
な
組
織
が
な
 い
た
め
に
、
根
回
し
の
 

ネ
，
 ト
フ
ー
 ク
 に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
祭
礼
も
地
域
 の
 共
同
生
活
の
重
要
な
領
域
で
あ
る
か
ら
、
自
治
会
が
 日
常
生
活
に
お
い
て
 作
 

り
 上
げ
て
い
る
回
覧
の
不
 ッ
 ト
ワ
ー
グ
に
乗
せ
て
、
祭
り
 の
 情
報
も
流
さ
れ
る
。
 

-
 
幻
 -
 

紙
幅
の
都
合
上
、
地
区
ご
と
の
詳
し
い
記
述
は
で
き
な
い
 が
 、
以
上
の
四
つ
の
事
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
 う
 に
 、
地
 区
の
歴
史
と
太
鼓
 台
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金刀比羅宮 

く、 
（「 1  " 主 

  金 
刀 

金 
  

比 
羅 

比羅 

官 

宮 
を 

図 内 
圭 １ % 
館 か 
  
  

ら 

原 
支 

秀 
え @ 

明 
る 

  地一 

以 プ口 

T 住 
  民 
論 に ヒ 

文 よ 
  
最 

る 

も 
厳 氏 
密 子 
で の 

あ 祭 
  L ネ 

も 

金 「 見 
昆 直 
羅 
  

す 
べ 

興 き 

隆 」 六 。 @ - 
  ろ 

香 「 
  

らノり 

県吏 正 @@ 

第一     
巻、 

  
国 
新 
聞 

社、 

平 
成 

L
 ア
し
 

同
生
活
に
合
っ
た
 

、
 一
つ
の
型
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
 

を
 採
用
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
自
治
会
を
基
盤
と
 

取
り
入
れ
て
い
る
。
他
方
で
は
旭
町
の
よ
う
に
、
新
し
く
 

生
活
を
重
ん
じ
る
気
持
が
強
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
 

そ
 

何
 が
強
く
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
 

一
緒
に
な
っ
て
 

、
 楽
し
み
な
が
ら
運
営
す
る
形
式
が
表
に
 

今
 の
と
こ
ろ
伝
統
的
な
組
織
形
式
か
ら
、
民
主
的
な
輪
番
 

む
す
び
 

。
さ
ら
に
札
の
前
の
よ
う
な
小
人
用
の
太
鼓
台
の
場
合
 

す
る
輪
番
制
に
近
 

い
 形
式
に
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
 

出
来
た
町
が
太
鼓
台
を
運
営
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
 

出
て
い
る
。
 

れ
ら
を
犠
牲
に
し
な
い
よ
う
な
、
柔
軟
で
効
率
的
な
運
 

判
 形
式
や
不
明
瞭
な
も
の
ま
で
多
様
で
あ
る
け
れ
ど
も
 

 
 

、
伝
統
的
な
組
織
形
式
 

も
 、
現
代
の
地
域
の
共
 

営
 組
織
を
模
索
す
る
 

傾
 

に
は
、
子
供
と
父
兄
が
 

、
職
業
生
活
と
学
校
 

氏
子
祭
は
、
明
治
維
新
の
宗
教
制
度
の
変
動
を
契
機
に
成
 

立
し
た
、
新
し
い
祭
り
で
あ
り
、
知
名
度
と
伝
統
の
重
 

み
と
い
う
観
点
か
ら
 

見
れ
ば
、
金
刀
比
羅
宮
大
祭
よ
り
も
数
段
も
下
か
も
し
れ
 

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
琴
平
の
地
域
社
会
に
密
着
し
て
 

い
る
た
め
に
、
社
会
的
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（
 
3
 ）
 注
 
（
 
1
 ）
の
論
文
の
他
に
 、
 ㍉
香
川
県
の
地
名
ヒ
（
平
凡
 

（
 
4
 ）
近
世
金
 箆
 羅
の
絵
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
象
頭
山
に
 

（
 
6
 ）
金
刀
比
羅
宮
所
蔵
の
多
数
の
様
々
な
資
料
を
整
理
し
て
、
 

（
 
5
 ）
頭
人
祭
や
大
祭
に
関
し
て
は
、
松
原
秀
明
の
論
文
以
外
 

世
 と
近
代
以
降
の
歴
史
的
区
分
に
基
づ
い
て
金
毘
羅
と
琴
平
を
 

意
を
込
め
て
「
お
山
」
と
呼
ん
で
い
る
人
が
結
構
多
い
。
 

表
編
 L
 を
使
っ
て
い
る
。
 

れ
は
、
象
頭
山
の
麓
に
広
が
る
、
「
お
山
」
に
支
配
さ
れ
る
門
前
 

金
刀
比
羅
宮
社
務
所
よ
り
刊
行
さ
れ
始
め
、
昭
和
六
十
三
年
の
 

い
て
」
（
 ョ
 
日
本
民
俗
学
日
三
十
一
口
百
）
、
近
藤
喜
博
「
金
毘
羅
 
大
 

 
 

社
 、
平
成
元
年
）
の
琴
平
町
の
部
分
を
参
照
の
こ
と
。
 

に
も
次
の
よ
う
な
研
究
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
 

土
 井
久
義
「
金
方
 

配
置
さ
れ
て
い
る
神
仏
 混
清
 の
諸
施
設
と
組
織
は
 
、
 「
お
山
」
と
 

適
当
に
使
い
分
け
て
い
く
。
 

文
献
に
し
た
も
の
が
「
金
毘
羅
庶
民
信
仰
貸
料
 集
 b
 で
あ
る
。
 

集
会
式
」
 
宅
 金
毘
羅
信
仰
研
究
 b
 塙
 書
房
、
昭
和
六
十
一
年
）
。
 

円
 
資
料
集
・
年
表
編
 L
 を
以
て
完
結
し
た
大
部
の
木
で
あ
る
。
 

本
 

町
 に
対
す
る
「
 里
 」
の
呼
称
と
対
に
な
っ
て
い
た
。
現
在
で
も
 

 
 

本
論
で
は
概
ね
、
 
近
 

6
4
 

呼
ば
れ
て
い
た
。
 
そ
 

ぬ
羅
 宮
の
宮
座
に
っ
 

昭
和
五
十
七
年
か
ら
 

氏
子
の
中
に
は
 敬
 

論
 で
は
主
に
円
 年
 

 
 1

8
8
 

 
 

（
 
7
 ）
詳
し
く
は
円
香
川
県
定
ト
第
三
巻
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
 
8
 ）
日
金
刀
比
羅
宮
史
料
 ヒ
は
 金
刀
比
羅
宮
当
局
が
明
治
以
降
 書
き
続
け
て
き
た
記
録
で
あ
り
、
数
十
巻
に
も
及
ぶ
大
著
に
な
 
っ
て
い
る
。
現
地
調
 

査
の
際
に
氏
子
祭
、
大
井
八
幡
宮
な
ど
の
項
目
で
デ
ー
タ
検
索
 し
て
、
必
要
な
情
報
を
集
め
て
み
た
。
 

（
 
9
 ）
明
治
以
降
の
国
家
は
欧
米
を
モ
デ
ル
と
す
る
政
策
を
打
 ち
 出
し
た
が
、
か
な
り
日
本
独
自
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
の
 で
、
「
近
代
化
と
ム
ロ
 理
 

化
」
と
い
う
形
で
括
弧
を
付
け
て
使
用
し
て
い
く
。
 

（
 
皿
 ）
引
用
し
た
文
章
の
原
文
に
は
欠
落
し
て
い
る
部
分
が
あ
 る
た
め
に
、
元
々
ど
の
よ
う
な
形
で
完
結
し
て
い
た
の
か
不
明
で
 あ
る
。
 

（
 
n
 ）
小
祭
規
則
は
 
ヨ
 
史
料
 ヒ
に
 収
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
 

氏
子
共
有
文
書
と
い
う
但
し
書
き
が
あ
る
か
ら
、
原
木
は
ど
 @
 
」
か
の
町
中
が
保
管
し
 

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

（
は
）
 高
藪
 太
鼓
 含
め
 ム
コ
帳
に
は
、
正
確
な
年
代
 
は
 不
明
で
あ
 る
が
、
明
治
以
前
の
太
鼓
台
の
部
品
に
関
す
る
文
書
も
収
納
さ
れ
 て
い
る
。
 

（
は
）
か
つ
て
の
 
湖
 川
神
事
は
「
お
山
」
の
職
員
、
全
て
の
 頭
 人
 、
従
者
が
参
加
し
て
多
度
津
の
港
ま
で
行
っ
て
、
心
身
の
祓
除
 な
 行
 う
 、
最
も
重
要
 

な
神
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
現
在
は
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
 る
 。
 

（
Ⅱ
）
 円
 
資
料
集
 ヒ
 に
よ
れ
ば
、
門
前
町
が
全
国
的
に
有
名
に
な
 っ
 た
と
言
わ
れ
る
十
八
世
紀
中
頃
の
人
ロ
 と
 階
層
は
次
の
通
り
 で
あ
る
。
人
口
総
数
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（
㎎
）
春
日
神
社
の
祭
儀
体
系
や
例
大
祭
の
神
事
に
関
し
て
は
、
 紙
幅
と
論
点
の
都
合
上
省
略
す
る
。
特
に
際
立
っ
た
神
事
は
 な
い
が
、
ま
た
別
の
機
 

ム
 
云
に
報
土
ロ
し
て
み
た
い
。
 

（
㏄
）
本
論
で
は
、
 

ニ
 ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
一
ム
ョ
宗
教
生
活
 の
 原
初
形
態
 ヒ
 に
お
け
る
社
会
学
主
義
の
立
場
を
重
要
な
視
点
と
 し
て
取
り
入
れ
て
い
 

る
 。
 

（
 
簗
 ）
太
鼓
 白
 組
織
の
詳
し
い
調
査
報
告
と
分
析
は
別
の
機
会
 に
 試
み
た
い
。
 

二
千
五
百
二
十
四
人
、
内
訳
は
出
家
十
八
人
、
金
光
院
家
来
 四
 百
十
三
人
（
家
族
を
含
む
）
、
町
人
千
九
百
二
十
二
人
、
百
姓
百
工
 

八
十
四
人
、
山
伏
 

座
頭
・
尼
な
ど
七
人
。
そ
の
後
も
町
は
拡
大
し
、
十
九
世
紀
 初
 め
に
は
人
口
は
倍
増
し
た
。
 

（
 
巧
 ）
太
鼓
 台
 の
こ
と
を
何
故
に
 
丁
佐
と
 呼
ぶ
の
か
、
発
明
し
 た
人
の
名
前
に
由
来
す
る
等
の
諸
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
正
確
 な
こ
と
ほ
わ
か
ら
な
 

 
 

 
 

（
 
巧
 ）
 
円
 資
料
集
 峠
に
ょ
 れ
ば
、
明
治
以
前
は
輿
太
鼓
や
丁
佑
太
 鼓
な
ど
の
言
葉
で
大
鼓
 台
 の
こ
と
を
一
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
 
愛
 媛
 県
東
部
の
場
合
に
 

も
 同
じ
こ
と
が
当
て
は
ま
る
か
ら
、
金
毘
羅
も
瀕
月
内
海
の
丁
 佐
 文
化
圏
に
属
し
て
い
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
が
現
在
の
太
鼓
 台
 と
 同
じ
型
な
の
か
ど
 

ぅ
 か
は
、
絵
図
が
発
見
さ
れ
て
い
た
 い
 た
め
に
確
認
で
き
な
い
 
 
 

（
Ⅳ
）
町
村
合
併
に
関
し
て
は
「
琴
平
町
定
ヒ
（
琴
平
町
、
昭
和
 
四
十
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
た
だ
二
十
年
前
に
作
ら
れ
た
も
 の
で
、
社
会
史
的
記
述
 

が
 乏
し
く
、
町
や
村
の
内
部
の
社
会
組
織
に
関
す
る
情
報
は
余
 り
 得
ら
れ
な
い
。
 

（
 
B
 ）
森
岡
清
美
 
日
 近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
 b
 （
吉
川
弘
 
文
 館
、
昭
和
六
十
二
年
）
の
特
に
「
第
七
章
神
社
整
理
強
度
の
府
 
県
差
 」
を
参
照
の
こ
 

と
っ
 



（
 図
 Ⅰ
）
現
在
の
琴
平
町
 

  

穏
 

図
 2
 ）
近
世
の
金
毘
羅
周
辺
の
図
。
百
日
、
榎
 
井
 、
五
条
が
 

満
濃
池
御
料
、
金
毘
羅
が
朱
印
地
、
四
条
は
高
松
藩
領
 

で
あ
る
。
頭
人
祭
の
区
域
は
苗
 回
 、
榎
 井
 、
四
条
、
五
 

条
で
あ
る
。
金
毘
羅
に
は
五
人
百
姓
の
家
筋
が
あ
る
。
 

忙
舶
 九
年
：
ん
 %
 た
午
マ
ヂ
 

ガ
 木
下
 

ジ
斤
エ
 

盛
 

Ⅵ
 
"
 
示
 
l
l
 

 
 

柑
商
 

 
 

 
 

ユ
向
援
召
 

ゑ
叶
 

括
屯
 

・
 
ヘ
 
4
 

田
 

直
 

 
 

奇
苗
 

 
  
 

，
本
品
革
 

穏
 

@
 目
汁
 

牡
丸
 

六
 %
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奉餓町 ( 町組 ) 

阿波町 

金沢町 

内 町 

小松町・通町 

新町・旭町・ 南新町 

富士見・北野・ キ ・雲雀ケニ・ 緑ケ丘 

神明 町 ・ 高藪町 

四 m 

札ノ双 ・一の坂 

谷川町，愛宕町 

奉無年 ( 昭和または平成 ) 
  

昭和 30 40 50 60 

31 41 51 61 

32 42 52 62 

33 43 53 63 

34 44 54 平成 1 

35 45 55 

36 46 56 

37 47 57 

38 48 58 

39 49 59 

( 表 1)  氏子 奉飢順 。 昭和 30 年 以後の奉 麒町の リスト。 町 名や町の組合せには 明治 6 

年氏子祭開始以来，多少の 変動があ る。 富士見町の組は 全て昭和になってから 
生まれた町名であ る。 

大人用   中人用   小人用 

l 日琴平 阿波町 金山寺 栄町 旭町 礼 / 前 

西山 高 藪 南新町 

榎井 蔵 中 腹 岡 西中 六条 

英中 横瀬 

五条   石渕   

( 表 2)  太鼓合一覧表。 大人用， 中人用， 小人用は現在の 

太鼓 台の 「一つの格付け」の 試案と考えた 方が実態 
に合っているだろう。 過去に大人用 ( 大 ) の可住を 

止めて小人用の 小さなものに 変えたり，反対に 大き 

な下性 に 作り変えたりしたケースがあ るので，便宜 

的区分になる。 既に巡行をしていない 太鼓 合 は， こ 

こに取り上げていない。 
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宗
教
学
の
万
法
論
上
の
間
 題
 に
は
、
対
象
が
宗
教
で
あ
る
 が
ゆ
え
に
生
じ
る
も
の
が
あ
る
。
「
信
仰
や
宗
教
体
験
 を
 持
た
な
い
者
に
 ょ
 

 
 

 
 

は
じ
め
に
 

 
 

 
 

 
 

八 八 
キを 今に キ 索緒一誌 
@ 引 日 遡ス 朴で股立 

ワき l ず宗 の るト こに実るで なぎ的要 旨 

ド つ 教と お 証 こ あ V 

          
値 にた げ体嬰 ぎ 験教 
判お 成る 験 な る 的 理 解は 不 断 、美いては 正基盤 共通感 が宗教 ことと ことの 方法が 

的 意が 覚 理屈、 線 両町 
判 図解論 解わ 引け 能 か 」と 断 、感 に反し 体し変 を暫定 に必要 れる。 き自体 られた 

情て容 的と 本は問い   
主い較 義るのか、 たはし てが 域 教 学 
にの対を R い 射の   
しか と 返 ッ こ に 論   
る ち と ォ を 明れ 問   
る概 ッ概験線 体で は 査 ト｜ 念は 的方 自体 験に 聖 

という 置は同にとど 共通感 法論の への文 よって 手 
じ ま覚コ 省の答 
も ら 概ン こ みえ 
0 ず 念テそ 理が 

体
験
的
理
解
の
方
法
の
形
成
と
継
承
 

共
通
感
覚
と
し
て
の
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 感 
情 

  



る
 宗
教
体
験
の
理
解
は
不
可
能
で
は
な
い
か
」
と
い
う
 疑
 念
 を
め
ぐ
る
も
の
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
 一
度
自
分
で
体
験
し
な
 

い
 と
わ
か
ら
な
い
」
と
、
理
解
の
根
拠
を
体
験
に
訴
え
る
 こ
と
自
体
は
宗
教
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
 宗
 教
 体
験
は
、
随
意
の
獲
 

得
も
観
察
も
困
難
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
 の
 最
深
部
の
理
解
を
も
た
ら
す
と
も
い
わ
れ
る
た
め
、
 め
 不
教
学
で
は
こ
の
問
題
 

は
 特
に
先
鋭
化
す
る
。
な
か
で
も
 R
.
 オ
 ，
ト
ー
 や
初
 朝
宗
教
現
象
学
者
に
発
す
る
、
実
証
主
義
を
批
判
す
る
 立
 場
 に
お
い
て
、
「
体
験
 

口
 q
-
 
与
田
巴
の
必
要
性
は
深
刻
に
受
け
と
め
ら
れ
て
 き
た
 
（
彼
ら
の
よ
う
に
、
宗
教
体
験
を
宗
教
学
の
主
要
な
研
 
究
 対
象
に
設
定
し
 、
方
 

法
 に
も
体
験
を
用
い
る
立
場
を
「
体
験
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
 

と
に
す
る
）
。
も
っ
と
も
今
日
で
は
、
体
験
の
有
無
は
宗
 

教
 研
究
の
可
否
を
左
右
 

し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
議
論
は
ど
の
方
法
論
的
 立
場
で
も
一
様
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
体
験
を
得
た
者
 に
し
か
わ
か
ら
な
い
こ
 

と
が
あ
っ
て
も
、
宗
教
学
で
は
他
の
部
分
を
対
象
と
す
れ
 ば
 足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
体
験
主
義
的
方
法
論
は
と
う
に
葬
り
去
ら
れ
 た
か
に
み
え
る
が
、
 
実
 ほ
そ
め
主
導
概
念
の
幾
っ
か
は
 、
多
少
の
内
容
的
変
 

更
 を
経
な
が
ら
も
今
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
 

方
法
と
し
て
の
「
体
験
」
概
念
の
一
面
を
示
す
「
感
情
 移
入
」
は
、
神
秘
的
 体
 

験
 を
用
い
る
こ
と
と
し
て
は
否
定
さ
れ
た
が
、
「
理
解
」
 に
あ
た
っ
て
「
当
事
者
の
立
場
に
立
つ
」
視
点
の
要
請
 と
し
て
名
残
を
と
ど
め
 

て
い
る
。
ま
た
オ
ッ
ト
ー
に
見
ら
れ
る
、
体
験
と
同
義
と
 さ
れ
る
「
感
情
」
「
価
値
判
断
」
の
語
法
は
、
今
で
は
 消
滅
し
て
お
り
わ
か
り
 

に
く
い
。
現
在
の
宗
教
学
で
は
、
「
価
値
判
断
」
を
専
ら
 「
宗
教
現
象
の
（
特
に
そ
の
存
在
に
つ
い
て
）
真
偽
を
 
問
う
こ
と
、
研
究
者
の
 

 
 

 
 

主
観
に
よ
っ
て
特
定
の
宗
教
の
優
劣
を
評
価
す
る
こ
と
」
 と
み
な
し
、
そ
れ
を
神
学
や
宗
教
哲
学
に
帰
し
、
自
ら
 は
 価
値
中
立
（
 ヱ
ポ
ケ
 

１
 ）
を
 標
傍
 す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
 、
自
称
神
学
者
の
 ナ
 ，
ト
ー
が
価
値
判
断
を
用
い
た
こ
 

と
は
不
思
議
で
は
な
い
 

が
 、
価
値
判
断
と
宗
教
体
験
・
感
情
の
同
置
は
奇
異
に
映
 る
 。
 

こ
の
よ
う
な
部
分
的
連
続
性
か
ら
は
、
今
日
の
理
論
も
か
 つ
て
の
体
験
主
義
的
方
法
論
と
無
関
係
で
ほ
な
く
、
 

そ
 の
 難
を
も
知
ら
な
い
 

う
ち
に
被
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
概
念
の
 用
法
に
ず
れ
が
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
な
さ
れ
る
体
験
主
 義
 批
判
が
、
初
期
の
体
   



理
論
を
比
べ
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
諸
点
が
体
験
概
念
 

と
と
も
に
初
期
の
理
論
的
枠
組
み
の
礎
石
と
な
り
、
 

し
 か
も
現
在
に
ま
で
続
い
 

承
 

継
 
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
ず
、
「
宗
教
的
人
間
 

」
の
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
 

う
 に
、
人
類
は
宗
教
を
信
じ
 

る
 者
と
信
じ
な
い
者
の
 

グ
ル
 

と
 

㍻
 
｜
プ
に
 
二
分
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
「
人
間
」
で
 

あ
る
限
り
宗
教
を
信
じ
る
人
々
に
は
普
遍
的
な
特
徴
が
 

存
在
す
る
と
い
う
見
解
。
 

ま
 

ぬ
た
、
「
説
明
」
の
方
法
に
対
す
る
「
理
解
」
の
方
法
 

ほ
 、
研
究
者
が
対
象
を
客
観
的
に
突
き
放
し
て
観
察
す
 

る
も
の
で
は
な
く
、
対
象
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

報
 
教
を
語
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
「
芸
術
」
の
 

比
楡
 （
 
例
 "
 
芸
術
が
わ
か
る
人
と
芸
術
音
痴
が
い
る
 

よ
う
 に
 、
め
 
示
教
を
信
じ
、
理
解
で
き
る
 

人
 と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
い
る
。
芸
術
体
験
に
 

よ
っ
て
 
、
 何
か
が
会
得
さ
れ
作
品
が
作
ら
れ
た
り
、
 

か
 
一
万
 

術
 的
開
眼
が
起
こ
る
の
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@
l
@
 

を
 
振
り
返
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
 

オ
 
，
ト
ー
の
「
体
験
 

」
概
念
の
含
蓄
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
の
系
譜
を
 

た
ど
り
、
こ
の
概
念
と
 

周
辺
の
方
法
論
的
諸
概
念
と
の
内
的
関
係
を
と
ら
え
る
。
 

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
概
念
が
構
成
す
る
理
論
的
枠
組
み
 

の
中
で
、
体
験
に
よ
っ
 

て
 
何
が
わ
か
る
と
さ
れ
、
な
ぜ
そ
の
 

ょ
う
 

な
理
解
が
必
要
 

と
さ
れ
た
の
か
を
見
よ
う
と
思
 

う
 
。
筆
者
自
身
は
決
し
 

て
 
体
験
主
義
に
与
す
る
 

者
で
は
な
い
。
だ
が
懸
念
す
る
の
は
、
今
日
、
理
解
に
体
 

験
は
必
要
な
い
と
決
め
て
か
か
る
こ
と
が
、
同
時
に
体
 

験
 
的
方
法
に
よ
っ
て
 

探
 

究
 
す
べ
き
と
さ
れ
た
問
題
を
も
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
で
 

あ
る
。
そ
の
問
題
領
域
と
体
験
的
方
法
と
の
自
明
な
結
 

合
 
自
体
を
一
度
断
ち
、
 

異
な
る
視
点
か
ら
、
そ
れ
を
今
日
の
研
究
に
取
り
込
め
る
 

か
 
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
て
は
、
体
験
主
義
的
方
 

法
論
を
乗
り
越
え
た
こ
 

と
に
ほ
な
ら
な
い
と
思
 

う
 
の
で
あ
る
。
 

験
 主
義
的
万
法
論
に
対
し
て
必
ず
し
も
十
分
に
妥
当
し
て
 い
な
い
恐
れ
も
生
じ
る
。
 



宗
教
現
象
学
で
「
理
解
」
の
対
象
と
さ
れ
て
 き
 た
も
の
は
 、
 ①
「
外
的
に
表
出
さ
れ
た
宗
教
現
象
（
事
物
や
行
為
 ）
」
と
、
②
「
宗
教
 

酌
人
間
の
内
面
に
あ
る
、
体
験
（
特
に
宗
教
体
験
）
・
 心
 理
 内
容
」
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
初
期
 の
 宗
教
現
象
学
で
は
、
 

G
.
 

フ
ァ
ソ
・
デ
ル
，
レ
ー
ク
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
 

う
 に
、
こ
の
二
つ
が
十
分
な
方
法
論
的
反
省
を
介
さ
ぬ
 ま
ま
接
合
さ
れ
て
い
た
。
 

最
終
的
な
目
標
は
 、
 ①
の
系
列
で
あ
る
、
諸
宗
教
に
普
遍
 的
に
見
ら
れ
る
宗
教
現
象
（
例
え
ば
供
犠
、
祈
り
、
 神
 ）
の
木
質
（
Ⅱ
意
味
・
 

構
造
）
の
直
観
、
類
型
化
に
置
か
れ
な
が
ら
、
そ
こ
に
 至
 る
 過
程
に
 、
 ②
の
系
列
で
あ
る
、
特
定
の
具
体
的
な
 他
 者
の
内
面
へ
感
情
移
入
 

，
追
体
験
を
行
い
、
体
験
を
再
構
成
す
る
方
法
が
組
み
込
 
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

@
3
@
 

レ
ー
ク
に
お
い
て
ほ
①
と
②
の
関
係
づ
 け
ほ
 次
の
よ
う
な
 点
で
不
十
分
で
あ
っ
た
。
一
つ
ほ
 、
 ②
の
際
に
は
「
 献
 身
 的
な
沈
潜
に
よ
っ
 

け
 
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
問
題
構
成
の
変
容
 

オ
 ，
ト
ー
と
の
比
較
の
た
め
、
や
は
り
体
験
主
義
的
傾
向
 

を
 示
す
宗
教
現
象
学
で
の
、
理
解
の
対
象
と
方
法
の
推
 

移
と
 、
そ
の
中
で
変
 

化
し
た
「
体
験
」
概
念
の
位
置
付
け
な
先
に
概
観
す
あ
 

ぴ
 

  

オ
ッ
ト
ー
と
宗
教
現
象
学
 

と
 同
様
、
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
真
理
が
把
握
さ
 れ
た
り
、
回
心
が
も
た
ら
さ
れ
る
）
。
こ
れ
ら
は
現
在
、
 多
く
の
研
究
の
前
提
 

を
 構
成
し
、
一
部
 は
 一
般
常
識
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
 し
 か
し
、
以
下
に
行
う
 よ
 う
に
、
そ
の
枠
組
み
を
形
成
 期
 に
 遡
っ
て
洗
い
直
し
、
 

宗
教
学
に
限
定
し
な
い
思
想
史
の
中
に
置
く
な
ら
ば
、
 ，
 
」
れ
ら
の
前
提
が
決
し
て
自
明
で
は
な
い
こ
と
、
そ
の
上
 、
実
証
主
義
批
判
と
い
 

ぅ
 宗
教
現
象
学
の
本
意
に
反
し
、
枠
組
み
に
お
い
て
は
 実
 は
 実
証
主
義
と
同
根
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
 。
ま
た
、
前
提
の
自
明
 

視
に
よ
っ
て
、
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
問
題
も
新
た
に
発
掘
 さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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て
の
み
 追
 感
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
中
 の
 類
似
の
弦
（
感
情
）
が
次
第
に
共
鳴
す
る
」
と
い
う
 「
役
者
の
芸
術
・
技
術
 

 
 

い
ら
れ
る
の
は
意
味
連
関
の
み
と
な
る
点
で
あ
る
。
 

彼
 は
 
「
類
型
」
を
具
体
的
 

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
「
霊
魂
」
の
 

表
 象
 
（
 
く
 0
 （
の
（
の
二
 

%
 コ
幅
 
）
は
 、
 同
じ
文
化
・
宗
教
圏
に
お
い
て
 す
ら
、
人
に
よ
っ
て
 異
 

@
5
@
 

な
る
。
「
し
か
し
、
霊
魂
の
一
つ
の
類
型
、
す
な
わ
ち
 
様
 々
 な
 霊
魂
の
構
造
の
一
つ
の
了
解
的
連
関
は
存
在
す
る
」
 
。
だ
が
な
ぜ
こ
の
よ
 う
 

な
類
型
・
意
味
の
理
解
に
、
他
者
の
体
験
に
対
し
、
感
情
 の
 隅
々
ま
で
同
調
さ
せ
る
追
体
験
が
必
要
で
あ
る
の
か
 、
そ
の
説
明
が
不
足
し
 

て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
①
の
結
果
と
し
て
の
彼
の
類
型
 論
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
②
で
行
っ
た
、
他
者
一
 太
一
人
へ
の
追
体
験
の
 

痕
跡
は
な
く
、
彼
自
身
の
観
点
か
ら
の
諸
現
象
の
分
類
と
 い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

追
 体
験
と
自
ら
の
直
観
は
 

同
じ
理
解
を
も
た
ら
す
こ
と
が
根
拠
 付
 げ
ら
れ
な
く
て
は
 成
立
し
な
い
。
 

こ
の
後
の
宗
教
現
象
学
の
展
開
は
 、
 彼
の
体
験
主
義
的
理
 論
 の
問
題
点
を
回
避
す
べ
く
、
①
と
②
の
方
向
に
分
裂
 し
た
も
の
と
と
ら
え
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
①
の
方
は
、
よ
り
実
証
科
学
的
な
 類
 聖
学
と
し
て
独
立
さ
せ
る
人
々
が
出
現
し
、
直
観
や
宗
 教
 体
験
を
方
法
か
ら
 払
 

こ
れ
に
対
し
②
の
方
は
、
よ
り
積
極
的
に
「
 理
 解
 」
の
 学
 と
し
て
の
宗
教
現
象
学
を
継
承
し
ょ
う
と
す
 る
 人
々
に
お
い
て
展
開
 

を
み
た
が
、
そ
こ
で
も
実
証
 牲
 と
の
調
停
が
図
ら
れ
る
。
 
そ
の
旗
手
の
一
人
、
 
J
.
 

ヴ
ァ
ー
ル
デ
 

ソ
 ブ
ル
ク
は
 、
め
 示
教
現
象
学
の
対
象
を
 

事
実
・
事
実
間
の
客
観
的
関
係
で
は
な
く
、
「
意
味
」
に
 お
い
た
上
で
、
初
期
宗
教
現
象
学
の
「
意
味
」
理
解
を
 内
在
的
に
批
判
す
る
。
 

そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
「
構
造
」
や
「
本
質
」
と
置
き
換
え
る
 れ
ぅ
る
 初
期
の
「
意
味
」
概
念
の
理
解
に
は
、
客
観
的
 基
準
は
設
定
不
可
能
と
 

さ
れ
る
。
ま
た
、
非
合
理
な
宗
教
体
験
に
侵
入
す
る
体
験
 的
 理
解
の
方
法
も
、
主
観
的
で
理
論
的
に
基
礎
 づ
 げ
ら
 れ
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
、
彼
が
提
唱
す
る
新
し
い
「
意
味
」
理
解
と
 ほ
 、
主
観
的
意
味
（
宗
教
的
表
現
や
宗
教
現
象
の
当
事
 者
に
と
っ
て
の
意
味
、
 

@
7
@
 

志
向
性
）
の
理
解
で
あ
る
。
 

ヴ
ァ
ー
ル
デ
 
ソ
 ブ
ル
ク
の
「
理
解
」
の
方
法
論
は
、
表
現
 や
 現
象
に
お
い
て
外
部
に
表
出
さ
れ
た
、
当
事
者
自
身
 に
よ
っ
て
 @
 語
化
さ
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ロ
 
オ
ッ
ト
ー
と
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
「
体
験
」
・
関
連
 
概
念
 群
 

そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
る
前
の
「
体
験
 」
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
 

か
を
、
レ
ー
 ゥ
 と
も
共
通
性
が
多
い
が
そ
の
一
世
代
前
に
 属
す
る
 オ
 ，
ト
ー
の
理
論
に
見
て
み
 

深
い
主
要
概
念
群
を
枚
挙
し
て
み
よ
う
。
 

理
 な
神
秘
的
体
験
」
と
い
う
言
葉
で
は
尽
き
な
い
。
こ
の
 こ
と
の
解
明
に
あ
た
り
、
手
始
め
に
 

「
（
宗
教
）
体
験
」
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
舌
口
 

葉
 と
し
て
、
「
感
情
 Q
 の
よ
 
呂
 」
「
（
 
ヌ
 

「
 
預
 覚
り
 ぎ
ぎ
 u
d
@
o
 

コ
 」
「
価
値
判
断
 ミ
窯
 日
月
。
 C
 二
の
曲
 

三
口
 
叫
 」
「
想
起
 ゅ
コ
 
a
 日
忌
の
ず
」
「
洞
察
 

解
す
る
、
わ
か
る
 し
 

り
 、
な
ぜ
そ
れ
が
方
法
に
必
須
と
さ
れ
た
 

た
い
。
彼
の
「
体
験
」
は
単
な
る
「
 非
合
 

彼
の
理
論
の
中
か
ら
「
体
験
」
と
関
係
の
 

ミ
ノ
ー
 ゼ
 ）
感
覚
の
の
 
コ
 の
目
の
（
 

コ
岸
 
日
田
 乙
 ）
」
 

已
ぎ
 ㏄
 
臼
臼
 、
直
観
Ⅱ
わ
 
%
 
乙
由
。
 
目
 、
 !
 を
 理
 

れ
ぅ
 る
よ
う
な
意
味
付
け
や
意
図
を
理
解
の
対
象
と
す
る
 こ
と
で
、
客
観
性
を
得
よ
う
と
し
た
。
レ
ー
 ゥ
 の
よ
う
 に
 
「
研
究
者
が
発
見
し
 

@
a
@
 

た
 主
観
的
意
味
を
、
客
観
的
な
理
念
や
意
味
と
み
な
す
」
 の
で
は
な
く
、
「
当
事
者
に
妥
当
す
る
と
見
い
だ
し
た
 意
味
」
を
対
象
と
す
る
 

な
ら
ば
、
研
究
者
の
解
釈
が
理
想
的
に
は
当
事
者
自
身
の
 理
解
と
一
致
す
る
と
い
う
点
に
、
検
証
の
た
め
の
客
観
 的
な
基
準
を
求
め
う
る
 

と
 考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

彼
の
方
法
論
の
吟
味
 は
 最
後
に
行
 う
が
 、
も
う
一
つ
留
意
 し
て
お
ぎ
た
い
こ
と
が
あ
る
。
宗
教
学
で
は
、
誰
で
も
 な
し
 ぅ
る
 理
解
と
は
 

違
 う
 、
宗
教
体
験
を
条
件
と
す
る
理
解
を
要
す
る
と
こ
ろ
 に
そ
の
方
法
の
固
有
性
が
あ
る
と
い
う
立
場
に
比
べ
る
 と
、
 彼
に
お
い
て
も
 宗
 

教
学
の
固
有
性
へ
の
固
執
は
事
実
上
消
滅
し
た
と
い
う
，
 
し
と
で
あ
る
。
彼
の
方
法
は
、
現
在
の
人
文
社
会
科
学
一
 

般
の
現
象
学
的
・
解
釈
 

学
的
方
法
に
 よ
 り
接
近
し
て
い
る
。
彼
の
後
、
「
体
験
」
 
が
 理
解
に
お
け
る
認
識
そ
の
も
の
と
は
関
係
の
な
い
、
「
 
知
的
な
関
心
、
敬
意
を
 

@
9
@
 

も
っ
て
現
象
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
 る
 
「
共
感
」
と
い
う
研
究
倫
理
に
ま
で
薄
め
ら
れ
る
ま
 
で
は
遠
く
な
か
っ
た
。
 

(198) 74 



体験的理解の 方法の形成と 継承 

  

宗教 だ け 
で ・ あ 

な る   
  合 は 

日 ヒ 乃く " 

で ・ 教 

も 理 
多 - 解 
  かはと 

「 
十一千ハ 

  
」 と 
の 

類 
比 
が 

体 
験 
を 
軸 
Ⅰ ， @ "@ 

反 
科 

単玉 

義 
的 
特 
徴 
を一 

亦す 

六 - し 

め 
ヤ @ - 
用 
  
ら 

  
る 
    

と 

ひ よ   
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「
感
情
移
入
」
「
追
体
験
」
の
方
法
は
、
既
述
 

な
い
、
「
他
者
の
立
場
に
立
つ
」
と
い
う
当
事
者
 

も
、
現
在
の
方
法
と
は
相
い
い
れ
な
い
も
の
と
な
 

よ
っ
て
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
対
象
 

し
て
直
観
さ
れ
る
「
本
質
」
や
「
宗
教
的
真
理
」
 

の
よ
う
に
、
研
究
以
前
の
姿
勢
を
表
す
か
、
宗
教
体
験
に
 よ
 る
宗
教
体
験
の
理
解
で
は
 

の
 視
点
か
ら
の
理
解
の
方
法
と
な
る
。
レ
ー
 ウ
 で
は
な
お
 重
視
さ
れ
て
い
た
「
内
省
」
 

る
 。
 

ほ
 、
現
在
で
は
体
験
そ
の
も
の
や
体
験
の
「
 質
 」
で
は
な
 く
 、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
 介
 

で
は
な
く
、
（
当
事
者
に
と
っ
て
の
）
「
意
味
」
に
と
っ
て
 

か
わ
る
。
 

@
 
Ⅱ
 
@
 
）
 

「
人
間
」
全
て
に
宗
教
体
験
は
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
、
 

そ
れ
ら
の
体
験
は
共
通
の
特
徴
を
持
つ
と
い
う
発
想
は
受
 け
 継
が
れ
て
い
る
。
 

宗
教
体
験
の
発
生
基
盤
と
し
て
、
「
精
神
の
の
 

@
0
 
こ
 
「
素
質
 下
呂
お
の
」
「
（
宗
教
的
達
人
一
般
と
し
て
の
）
預
言
者
」
 

宗
教
研
究
に
お
け
る
体
験
的
理
解
の
方
法
と
し
て
、
「
 
感
 情
 移
入
 
毘
 コ
安
江
 

G
n
 

巴
 
「
追
体
験
 
老
 a
c
 
オ
 の
音
 す
 三
 %
 
卜
コ
 p
b
 

の
由
の
」
「
内
省
」
 

そ
の
方
法
を
用
い
て
の
理
解
の
対
象
と
な
る
、
「
本
質
」
 

「
 質
 」
 

宗
教
と
類
比
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
芸
術
」
 

以
上
の
諸
概
念
は
、
初
期
並
び
に
現
在
の
宗
教
現
象
学
に
 よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
形
で
残
さ
れ
、
ま
た
捨
て
ら
れ
 て
 き
 た
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

ま
ず
「
体
験
」
だ
が
、
「
感
情
」
は
そ
の
同
義
語
と
し
て
 

ほ
 あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
る
（
早
く
も
レ
ー
ク
は
「
体
験
 移
入
（
生
の
移
入
）
 

の
 ）
 
コ
 ）
の
 
す
 の
 目
 」
の
 毒
幅
 
に
切
り
替
，
え
て
Ⅰ
 
、
 る
 
O
@
0
@
1
 
 

）
 
ま
た
「
価
値
 判

断
」
は
、
除
去
す
べ
き
研
究
者
の
主
観
的
先
入
見
の
こ
 と
と
さ
れ
る
。
 

ま
た
、
 オ
 ，
ト
ー
が
「
素
質
」
概
念
を
用
い
て
説
明
し
た
 、
体
験
の
発
生
に
な
ぜ
個
人
差
が
生
じ
る
か
と
い
う
 問
 題
は
、
 同
じ
く
歴
史
 

的
な
起
源
問
題
と
共
に
、
現
象
学
で
は
射
程
か
ら
外
さ
 れ
た
。
た
だ
し
、
「
精
神
」
を
所
有
す
る
唯
一
の
生
物
 で
あ
る
、
 
類
 と
し
て
の
 



こ
の
よ
う
に
、
オ
ッ
ト
ー
が
「
感
情
」
の
言
語
化
不
可
能
 性
の
理
由
と
す
る
「
 非
 ム
ロ
理
性
」
は
、
独
自
の
規
定
を
 
受
け
て
い
る
。
彼
は
 、
 

狂
惑
主
義
、
蒙
昧
主
義
 
目
卜
ヨ
 N
@
 
の
日
 
拐
の
非
合
理
性
 に

は
批
判
を
向
け
、
理
性
の
原
理
に
基
づ
く
、
穏
や
か
 
な
 熱
狂
と
し
て
の
宗
教
 

二
才
 ッ
ト
 ー
の
「
体
験
Ⅱ
感
情
」
概
念
の
系
 
証
  
 

り
オ
 

の
体
験
主
義
的
宗
教
理
論
 

で
は
前
節
で
挙
げ
た
諸
概
念
は
 

、
ォ
 ，
ト
ー
の
理
論
を
ど
 

の
よ
う
に
構
成
し
て
い
た
か
を
み
よ
う
。
そ
れ
ら
は
い
 

か
に
、
「
宗
教
は
体
 

ぬ
 に
よ
ら
な
い
と
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
体
験
主
義
的
 

言
明
に
結
実
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

彼
の
「
体
験
Ⅱ
感
情
」
概
念
の
様
々
な
別
称
は
以
下
の
よ
 

う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
彼
の
語
法
に
よ
る
「
感
情
 

」
は
 、
 単
な
る
「
 情
 

 
 

の
た
め
「
洞
察
」
「
直
観
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
彼
は
理
性
 

的
 認
識
と
悟
性
的
認
識
 

を
 区
別
し
、
前
者
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
絶
対
的
真
理
（
 

そ
 の
 妥
当
性
の
保
証
は
神
や
超
越
性
に
求
め
ら
れ
る
）
 

、
後
 者
を
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
 

な
 蓋
然
的
真
理
（
人
為
に
よ
る
も
の
）
に
対
応
さ
せ
、
も
 

示
教
感
情
を
前
者
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。
別
の
言
葉
で
 

は
 、
感
情
は
理
性
に
属
 

す
る
言
語
化
・
概
念
化
以
前
の
受
動
的
な
直
接
 

知
 で
あ
り
 、
そ
の
必
然
性
は
、
通
常
の
思
惟
で
あ
る
悟
性
に
 

よ
 る
 能
動
的
な
論
証
 
知
 の
 必
 

熱
性
や
経
験
知
の
偶
然
性
に
対
比
さ
れ
、
そ
れ
ら
よ
り
も
 

優
位
に
置
か
れ
る
。
そ
の
理
由
は
 

、
知
 や
情
（
観
念
的
 確
信
）
の
間
接
性
に
対
 

し
 、
感
情
は
直
接
的
に
超
越
 
界
 に
通
じ
る
か
ら
で
あ
 
石
 
。
（
 

4
@
 

よ
っ
て
、
感
情
は
主
観
的
懇
意
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
 

対
象
（
客
体
）
か
ら
 
与
 

え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
真
に
客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
と
さ
れ
 

る
 。
こ
れ
に
比
べ
て
、
人
か
ら
伝
達
さ
れ
る
知
識
（
 

伝
 統
 ・
教
義
）
は
偶
然
的
 

で
あ
り
確
証
性
に
欠
け
る
と
彼
は
み
な
す
。
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
と
さ
れ
 

石
 
@
5
@
 
 

。
 

し
た
が
っ
て
 真
の
信
仰
は
伝
統
・
教
義
の
教
授
に
よ
る
の
で
は
な
く
 
（
回
心
）
体
験
に
よ
 

(200)  76 



自
分
が
体
験
を
得
て
初
め
て
、
他
者
の
宗
教
体
験
へ
の
感
 情
 移
入
が
可
能
に
な
る
。
他
者
の
内
的
宗
教
体
験
は
外
 部
 に
表
出
さ
れ
る
が
、
 

%
 
 
精
神
に
属
す
る
宗
教
は
物
質
に
対
し
て
自
律
性
を
も
 つ
の
で
、
宗
教
理
解
は
「
そ
れ
自
体
か
ら
の
三
の
の
 

コ
 の
 
r
 中
 

凸
 
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
で
 
け
 

 
 
 
 

郊
 
あ
る
と
い
う
観
点
の
た
め
、
方
法
は
限
定
さ
れ
る
。
 

彼
に
 ょ
 れ
ば
宗
教
理
解
の
基
盤
は
、
研
究
者
自
ら
の
 家
 教
 体
験
へ
の
内
省
で
あ
る
。
 

 
  

 

体
 

る
 、
回
心
体
験
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
 以
 上
の
人
々
の
宗
教
的
能
力
と
質
的
に
異
な
る
高
次
の
能
 力
 を
も
っ
と
さ
れ
る
の
 

繍
が
、
オ
 ，
ト
ー
が
「
預
言
者
」
と
呼
ぶ
、
社
会
か
ら
 隔

絶
し
た
自
律
的
人
格
で
あ
る
宗
教
的
達
人
で
あ
る
。
 そ
の
預
言
者
特
有
の
感
情
 能
 

と
 

波
力
、
「
 預
覚
 」
は
、
あ
る
歴
史
的
時
空
に
お
け
る
 聖
 な
る
も
の
の
現
れ
（
「
 
徴
 N
 の
 
@
n
 

ォ
の
コ
 

」
）
を
認
識
す
る
。
 そ
の
上
に
預
言
者
は
、
自
ら
 

形
 

@
 
Ⅳ
 @
 

ゆ
 
周
囲
の
人
々
の
宗
教
体
験
を
覚
醒
 し
、
 新
し
い
宗
教
 
（
集
団
）
を
「
創
造
」
す
る
と
さ
れ
る
。
 

効
 

オ
ッ
ト
ー
が
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
 べ
 き
 宗
教
の
木
質
Ⅱ
起
源
を
体
験
に
置
い
た
こ
と
は
よ
 く
 知
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
 

を
 感
知
す
る
レ
ベ
ル
が
あ
る
。
こ
の
種
の
体
験
を
得
る
人
 々
が
、
 最
 広
義
で
の
「
宗
教
的
人
間
」
（
宗
教
を
理
解
で
 

ぎ
る
人
々
）
で
あ
り
、
 

@
 
㎎
 -
 

人
類
は
こ
の
意
味
で
の
「
宗
教
的
人
間
」
と
「
非
宗
教
的
 人
間
」
に
二
分
さ
れ
る
。
次
に
、
特
定
の
宗
教
の
一
般
 信
者
に
な
る
契
機
と
な
 

感
情
を
、
こ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
す
る
。
 そ
 れ
は
本
来
、
日
常
意
識
に
直
接
的
確
実
性
を
与
え
る
 直
 額
 で
あ
る
と
も
い
わ
れ
 

（
 
如
 
@
 @
 

る
 。
 

宗
教
感
情
が
生
じ
る
根
源
は
、
す
べ
て
の
人
間
に
内
在
す
 る
 精
神
（
動
物
は
「
 魂
ぎ
 音
の
」
を
も
つ
）
に
求
め
ら
 
れ
る
。
よ
っ
て
人
間
 

は
み
な
潜
在
的
に
宗
教
体
験
を
得
る
可
能
性
を
も
っ
て
 い
 る
 。
宗
教
体
験
が
発
生
す
る
の
は
、
精
神
（
の
の
 
宙
 ）
に
 宿
る
宗
教
的
素
質
が
 霊
 

（
 
Q
 の
 
@
 
の
 
（
）
に
呼
び
覚
ま
さ
れ
て
（
人
為
を
介
さ
ず
に
）
発
現
 
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
と
さ
れ
る
。
感
情
の
も
 う
一
 つ
の
表
現
で
あ
る
「
 想
 

（
 
け
 @
 

起
 」
の
語
は
、
宗
教
体
験
の
こ
の
喚
起
的
性
格
を
よ
く
 表
 し
て
い
る
。
 

素
質
の
発
現
の
程
度
に
よ
っ
て
、
宗
教
体
験
を
得
る
た
め
 の
 能
力
に
は
個
人
差
が
生
ま
れ
る
。
ま
ず
、
特
定
の
宗
 教
へ
の
入
信
に
は
 結
 

び
 付
か
な
い
原
初
的
な
体
験
と
し
て
、
「
身
の
毛
が
 ょ
だ
 つ
よ
う
な
、
 ゾ
 ，
と
す
る
気
分
」
と
い
っ
た
、
漠
然
と
 し
た
雰
囲
気
的
な
も
の
 



 
 

な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
に
共
通
の
精
神
の
法
則
性
の
た
め
 、
 誰
で
も
同
じ
よ
う
な
価
値
判
断
を
下
す
は
ず
で
あ
る
 と
い
う
、
普
遍
妥
当
的
 

な
も
の
と
さ
れ
る
。
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
結
果
と
し
て
 は
 、
オ
ッ
ト
ー
の
特
定
の
価
値
観
に
よ
る
諸
宗
教
の
盗
 意
 的
な
序
列
化
以
上
の
も
 

の
で
は
な
い
の
だ
が
）
。
そ
し
て
こ
の
価
値
を
自
然
的
 

諸
 価
値
か
ら
区
別
す
る
（
 例
 
"
 「
宗
教
的
無
価
値
」
 

対
 
「
 道
 徳
 的
無
価
値
 ヒ
 、
あ
る
 

い
は
宗
教
感
情
を
自
然
的
感
情
か
ら
区
別
す
る
（
 例
 
-
 宗
 教
的
 「
畏
れ
」
対
自
然
的
「
恐
れ
」
）
も
の
は
「
 
質
 」
と
 さ
れ
る
。
宗
教
を
他
の
 

カ
テ
ゴ
リ
 一
 か
ら
区
別
す
る
と
こ
ろ
の
宗
教
独
特
の
「
 質
 」
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
宗
教
者
の
み
な
ら
ず
、
研
究
 者
の
課
題
に
な
る
。
 
理
 

解
 に
体
験
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
 も
 認
め
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
畏
れ
」
と
「
恐
れ
」
が
 
同
じ
「
お
そ
れ
」
の
中
 

で
も
異
な
る
種
に
属
す
る
と
い
う
、
関
係
性
 は
 言
葉
で
説
 明
 で
き
る
が
、
「
恐
れ
」
と
異
な
る
「
畏
れ
」
の
体
験
 の
 
「
 質
 」
は
実
際
に
感
 

@
 
四
 @
 

じ
 ・
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
、
 

と
オ
 ，
ト
ー
は
考
え
た
の
で
 
あ
り
、
こ
れ
は
一
般
常
識
と
も
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
  
 

オ
ッ
ト
ー
は
以
上
の
宗
教
体
験
や
宗
教
理
解
の
方
法
と
 廿
 
蚕
術
は
 、
と
も
に
論
理
性
の
対
極
に
位
置
し
 、
 次
の
よ
う
 な
 類
比
関
係
を
も
つ
 

と
す
る
。
芸
術
に
関
し
て
も
、
芸
術
の
 よ
 さ
が
わ
か
 り
 感
動
で
き
る
人
々
と
そ
う
で
な
い
人
々
は
、
素
質
に
 よ
る
能
力
の
有
無
に
よ
 

っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
分
か
れ
て
い
る
。
芸
術
的
セ
ン
ス
を
 も
っ
者
の
み
が
、
美
的
体
験
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
 て
 、
芸
術
を
理
解
し
 盟
 

い ほ そ 現 
に か れ 象 
よ な が に 

り ら 寒 村 

し、 笘的 優 ゆみ 刀え @ …Ⅰ ヘ、 % 
を 。 か 聖 
計 ま 否 の 
る た か 価 
こ そ の 値 
と の 判 の 

も際断 価、 で 力 テ 

ィ直 当 あ ゴ 
半 り の ろ り 

断 案     

に 裁 し が 
心 魂 た 妥 

然 象 が 当 
的 に っ す 
に お て る 
合 い こ か 

ま て の ど 
れ 聖 判 ぅ 

る の 断 か 

（聖 （ し は宗 価値 

か が 教 な 
し 十 を る 

、 余 宗 も 

所 に 教 の 
発 現 た で 
著 れ ろ あ 
個 て し る 
大 い め か 
め る る ど 
主 か 宗 ぅ 

観 否 教 か 
に か の ） 

よ も 本 を 
る 利 賀 判   
の れ 現 る 

判 る 象 こ 

と、 断はので こ諦 ゃ - 本 め 別 
来 そ る 言 
意 の こ す 
味 度 と れ 
し 合 に ば 

で 研 
ま あ 究 
た る 者 

、 と がに 

体 さ そ 
鹸 れ の 
並 る宛表 
び ㍗ 現 
ヤ - - を 
そ 介 
れ し 

と -c 
相 
同 他 

であ 

者 
の 

る 体 
研 験 

究者 

へ 

の 
白目 

己 
体 を 
鹸 投 
的 入 
理 し 

解 
やま 自 

皿 「～ 

己 
の 

値 体 験 と 判断 」 
同 

と   
も で ・ 

表 あ 
現 る 

さ と 

れ み 
る な 

    
す 
  

の 

  
と、 

値     

    
断   
と 

  
血ま 不ヰ笘 

の 

あ 理 
る 解 
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体験的理解の 方法の形成と 継承 

「 オ 点、 な 他 て 不 

」 

                    Ⅰの 一 

オに ， - 

    
ム   

㎎ 口     
土 断 念 る してそ みな 秋 分 じ（ 特 される ら ば ね ら 析 を に 同 こと 

、 課 じ の の   こ 題 質 理 相 
情 中 だ 
」 心 も 互 れ 関 ろ とす の） 白が 

で と の の る 体 わ 係 
は す だ 問 よ 験 か に 
なるが 題 5 を っ ほ 

79 (203) 

賞
す
る
だ
け
の
一
般
人
に
対
し
、
芸
術
的
天
才
は
体
験
に
 お
い
て
霊
感
を
得
、
芸
術
作
品
を
自
ら
創
造
す
る
た
め
 の
 特
殊
能
力
を
も
つ
。
 

芸
術
を
理
解
す
る
に
は
、
適
応
性
（
 本
 。
田
の
 
，
 @
p
 
甘
 （
 
ぴ
 （
 -
 同
 じ
 才
能
）
、
美
的
能
力
を
も
っ
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
 

せ
 
下
術
は
量
的
物
質
的
な
 

@
Z
@
 

オ
ッ
ト
 

特
徴
を
調
べ
る
こ
と
で
は
理
解
さ
れ
ず
、
芸
術
的
 セ
ソ
ス
 に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
 あ
る
。
 

１
 0
 ％
ミ
ノ
ー
ゼ
「
感
覚
」
の
概
念
は
、
通
常
の
五
感
の
 働
き
と
は
別
に
、
芸
術
的
セ
ン
ス
（
芸
術
理
解
の
感
覚
 作
用
と
感
覚
器
官
）
が
 

あ
る
と
い
う
発
想
と
並
べ
る
と
、
知
覚
作
用
だ
け
で
な
く
 、
宗
教
的
 セ
ソ
ス
 、
感
覚
器
官
と
い
う
意
味
合
い
を
も
 帯
び
て
い
た
こ
と
が
わ
 

か
る
。
ま
た
、
彼
は
進
化
論
的
視
点
か
ら
、
こ
の
類
比
 関
 係
 に
つ
い
て
は
、
美
的
体
験
は
宗
教
体
験
か
ら
派
生
し
 た
も
の
で
、
宗
教
体
験
 

-
 
幻
 -
 

は
 最
も
根
源
的
で
、
ゆ
え
に
独
自
性
を
持
つ
（
類
比
関
係
 は
あ
る
が
、
宗
教
は
芸
術
に
還
元
さ
れ
な
い
）
と
し
て
 い
る
。
 



っ て と べ 直 感 を 「 比 ぅ そ ，ノ 念 
の
 背
景
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
 は
 作
業
 仮
 説
 と
し
て
、
近
年
の
共
通
感
覚
論
を
比
較
の
視
点
と
し
 て
 取
り
上
げ
る
。
 ヵ
 

ト
 に
お
け
る
「
共
通
感
覚
」
の
「
判
断
力
」
へ
の
転
化
に
 つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
、
近
代
に
お
け
る
共
通
感
 覚
 概
念
の
変
容
は
 、
 

れ
 以
前
の
共
通
感
覚
を
再
評
価
す
る
人
々
か
ら
は
、
次
の
 よ
う
な
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
 

H
@
G
.
 ガ
ダ
マ
 1
 等
に
 ょ
 れ
ば
、
一
七
世
紀
ま
で
の
 人
 女
主
義
的
伝
統
に
お
け
る
「
共
通
感
覚
Ⅱ
常
識
」
は
 、
 社
会
的
共
同
体
の
よ
 

な
 具
体
的
な
共
同
性
に
よ
っ
て
培
わ
れ
る
、
蓋
然
的
な
実
 践
知
 で
あ
り
、
理
性
の
抽
象
的
な
一
般
性
に
基
づ
く
、
 厳
密
な
論
証
 知
 に
対
 

さ
れ
て
い
た
。
人
文
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
特
定
 の
 「
能
力
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
」
、
「
万
人
に
求
め
 

ら
れ
る
」
緩
や
か
な
 

要
求
」
で
あ
り
、
異
質
な
「
他
者
に
対
し
て
開
か
れ
」
 、
 自
分
自
身
を
「
距
離
を
保
っ
て
熟
視
す
る
」
こ
と
を
 可
 能
 に
す
る
、
共
同
性
 

形
成
す
る
感
覚
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
八
世
紀
以
降
 、
ド
イ
ツ
で
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
判
断
力
」
と
さ
れ
 た
の
を
機
に
、
共
通
 

覚
は
脱
社
会
化
・
内
部
能
力
化
し
た
。
 

@
5
-
2
 
 

超
越
論
的
問
題
 設
 定

の
中
で
、
判
断
力
は
、
認
識
過
程
に
お
い
て
悟
性
の
 カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
 

観
の
多
様
性
を
包
摂
す
る
能
力
と
み
な
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
 そ
れ
は
伝
統
と
生
活
世
界
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
、
 ァ
プ
 リ
オ
リ
 な
抽
象
的
 レ
 

ル
 で
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
と
さ
れ
る
思
考
の
過
程
へ
と
 転
じ
た
の
で
あ
る
。
（
理
論
的
）
悟
性
的
認
識
や
（
 道
 徳
的
 ）
実
践
的
判
断
 

比
べ
、
厳
密
性
の
低
い
感
覚
的
判
断
力
は
、
認
識
論
、
 倫
 理
学
か
ら
外
さ
れ
美
の
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
く
。
 

こ
の
社
会
的
 徳
 の
ご
と
ぎ
共
通
感
覚
の
側
面
に
対
し
、
 ア
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
五
感
の
共
通
の
根
と
さ
れ
た
 、
生
得
的
資
質
と
し
 

の
 側
面
を
そ
の
基
礎
と
し
て
取
り
上
げ
る
立
場
も
あ
る
。
 そ
れ
は
特
定
の
感
覚
器
官
に
属
さ
ず
、
身
体
に
お
い
て
 各
感
覚
を
「
 相
 渉
り
 

っ
 そ
れ
ら
を
統
合
し
て
働
く
」
も
の
で
、
近
代
以
前
に
は
 正
常
に
機
能
し
て
い
た
感
覚
の
本
来
的
な
姿
と
し
て
 付
 畳
付
げ
ら
れ
て
 ぃ
 

く
 、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
範
を
求
め
、
啓
蒙
主
義
の
 主
知
主
義
的
側
面
を
批
判
し
つ
つ
も
、
そ
の
合
理
性
と
 
和
 い
い
れ
る
よ
う
な
 
認
 

識
 
・
判
断
の
原
理
で
あ
る
直
接
知
の
理
論
と
し
て
位
置
付
 
げ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
「
判
断
力
」
は
さ
ら
に
人
文
主
義
の
中
心
概
念
の
 一
 つ
 、
「
共
通
感
覚
の
目
 紐
の
 c
o
 

ヨ
ヨ
Ⅰ
 

ユ
 巴
に
遡
る
。
 
オ
 ，
ト
ー
の
感
情
 概
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@
 
㏄
 
@
 

る
 。
こ
の
側
面
も
や
は
り
、
近
代
に
お
け
る
共
通
感
覚
の
 

内
部
能
力
化
と
視
覚
の
偏
重
に
ょ
り
喪
失
さ
れ
る
と
い
 

わ
れ
る
。
 

共
通
感
覚
概
念
の
変
容
過
程
は
、
「
芸
術
」
の
自
律
化
 

純
粋
化
と
平
行
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

ヵ
 ソ
ト
 美
学
を
境
に
 、
 

あ
る
社
会
内
で
評
価
の
定
ま
っ
て
い
る
（
「
だ
れ
も
が
 

我
 々
の
判
断
と
同
調
す
べ
ぎ
で
あ
る
」
と
い
う
、
共
同
体
に
 

お
い
て
同
意
を
確
信
 

す
る
規
範
 力
 を
持
っ
た
）
、
生
活
様
式
と
一
体
化
し
た
「
 

趣
味
」
は
急
速
に
財
め
ら
れ
、
ド
イ
ツ
観
念
論
で
は
「
 

体
 験
 芸
術
」
「
天
才
 美
 

学
 」
と
い
う
近
代
的
な
体
験
主
義
的
芸
術
 

観
 が
著
し
く
 
台
 顕
 し
た
の
で
あ
る
（
美
的
体
験
は
「
体
験
」
の
本
質
を
 

代
表
す
る
と
言
わ
れ
て
 

い
る
）
。
作
品
は
天
才
的
芸
術
家
の
体
験
を
表
現
す
る
 

無
 意
識
的
創
造
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
に
は
、
 

実
社
会
の
現
実
の
連
 

関
か
ら
脱
し
た
非
日
常
的
な
空
間
で
、
追
体
験
の
中
で
対
 

象
 と
神
秘
的
に
交
わ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
体
験
 

に
お
い
て
は
「
美
的
意
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識
 が
真
理
要
式
を
無
刀
化
し
」
、
対
象
は
主
体
の
実
践
に
 

関
 わ
る
こ
と
な
く
、
「
美
的
に
し
か
享
受
さ
れ
な
い
」
。
 

，
 
」
の
芸
術
の
様
式
は
 
、
 

オ
ッ
ト
一
が
属
し
た
一
九
世
紀
の
中
産
市
民
の
覇
権
に
お
 

げ
る
、
教
養
芸
術
の
も
の
と
な
っ
た
。
 

そ
し
て
 ガ
ダ
マ
 ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
共
通
感
覚
が
変
容
 

し
 た
 判
断
力
こ
そ
、
一
九
世
紀
の
精
神
科
学
の
方
法
の
基
 

調
を
規
定
し
た
も
の
 

に
 体
な
ら
な
か
っ
た
。
精
神
科
学
の
認
識
・
方
法
論
上
の
 

中
心
概
念
と
な
っ
た
「
体
験
」
の
語
の
成
立
背
景
に
は
 

、
産
業
革
命
後
の
中
産
 

檸
 
市
民
に
お
け
る
、
共
通
感
覚
に
支
え
ら
れ
た
伝
統
 

か
 ら
の
疎
隔
を
自
覚
す
る
歴
史
意
識
の
発
生
が
あ
る
。
 

そ
 の
 結
果
、
新
た
に
過
去
と
接
 

ぬ
続
 す
る
方
法
に
は
、
個
人
的
内
面
的
な
「
体
験
」
 

が
 用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
「
体
験
か
ら
の
疎
隔
」
と
「
 

体
験
へ
の
飢
餓
」
）
 

0
 こ
の
こ
 

と
は
、
精
神
科
学
が
自
然
科
学
と
同
じ
根
拠
か
ら
出
発
し
た
，
の
得
し
た
よ
 

形
迎
 

う
 に
、
「
精
神
科
学
は
歴
史
的
世
界
に
対
し
て
似
た
 

 
 

 
 

方
 

轄
 
「
芸
術
的
契
機
ヒ
「
感
情
ヒ
日
感
情
移
入
 

b
 と
い
っ
た
 補
助
機
能
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
自
然
科
学
へ
 

  

 
 

 
 

郊
 
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
お
い
て
は
自
他
の
属
 

す
る
社
会
的
歴
史
的
連
関
が
捨
象
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
 

に
よ
っ
て
客
観
性
を
保
持
し
  

 

体
 
よ
う
と
い
う
自
然
科
学
の
理
念
に
従
っ
て
い
る
か
ら
 

で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
精
神
科
学
は
自
然
科
学
に
対
抗
 

し
て
設
立
さ
れ
た
の
だ
が
、
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「
自
然
科
学
的
認
識
以
外
の
理
論
的
認
識
は
信
を
お
か
れ
 
な
か
っ
た
 L
 た
め
に
、
「
自
然
科
学
の
方
法
論
に
依
拠
 

せ
 ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
一
見
対
話
的
原
理
を
方
法
に
取
り
入
れ
た
 ょ
 う
 な
「
感
情
移
入
」
は
、
「
人
間
」
の
共
通
性
を
根
拠
 に
 自
他
の
間
の
感
情
と
 

 
 
 
 
 
 

そ
の
表
出
が
同
型
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
 

個
 人
 と
個
人
の
繋
が
り
を
具
体
的
生
活
世
界
で
は
な
く
、
 

内
面
に
求
め
る
傾
向
を
㏄
 

強
め
た
。
 

英
に
対
す
る
学
的
関
心
も
主
観
主
義
的
な
変
化
を
遂
げ
た
 。
何
か
を
 美
 と
す
る
判
断
は
対
象
の
何
か
を
認
識
す
る
 こ
と
で
は
な
く
、
 
対
 

象
 が
主
観
内
に
生
じ
た
快
感
情
と
ア
プ
リ
オ
リ
に
対
応
す
 る
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
趣
味
の
良
し
悪
し
が
問
題
に
 な
る
の
で
は
な
く
、
 
自
 

分
の
好
み
と
は
無
関
係
に
ま
ず
「
芸
術
」
な
る
 ヵ
テ
ゴ
り
 １
が
く
く
ら
れ
、
芸
術
体
験
、
芸
術
作
品
の
「
内
容
」
 

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
 

他
か
ら
区
別
す
る
芸
術
と
し
て
の
「
 質
 」
が
問
わ
れ
る
 @
 」
と
に
な
る
。
あ
る
現
象
を
「
美
的
」
現
象
と
す
る
と
こ
 ろ
の
美
的
「
価
値
」
が
 、
 

美
の
概
念
そ
の
も
の
に
変
わ
っ
て
探
究
す
べ
き
対
象
と
さ
 れ
た
の
で
あ
る
。
 

ガ
ダ
マ
 ー
は
 ヵ
ソ
ト
 が
共
通
感
覚
を
脱
社
会
化
し
た
，
」
と
 
を
 批
判
し
、
さ
ら
に
そ
の
美
学
が
近
代
に
お
け
る
芸
術
 観
の
変
化
に
連
な
る
 

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
知
念
英
行
は
 ハ
 ソ
ナ
 
・
ア
ー
レ
ン
ト
を
受
け
、
以
下
の
よ
う
に
、
 

カ
ソ
 
ト
の
 美
的
判
断
力
に
限
 

っ
て
 ほ
 、
な
お
具
体
的
共
同
性
を
支
え
る
共
通
感
覚
の
残
 津
 が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
評
価
す
る
。
 

個
人
的
な
嗜
好
を
示
す
 、
 
「
こ
の
 ワ
イ
ソ
 は
お
い
し
 い
 」
と
い
 5
 よ
う
な
私
的
な
感
覚
に
左
右
さ
れ
る
判
断
 と
は
異
な
り
、
「
 こ
 

れ
は
美
し
い
」
と
い
う
美
的
判
断
 は
、
 
同
じ
共
同
体
の
他
 者
に
お
い
て
も
、
同
じ
感
情
が
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
 を
 尋
ね
る
対
話
的
実
践
 

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
美
的
判
断
は
私
的
感
覚
の
報
 告
 で
ほ
な
く
、
「
他
者
の
立
場
に
立
っ
」
と
い
う
公
平
な
 

視
点
の
媒
介
を
経
て
 、
 

 
 

だ
れ
で
も
「
こ
れ
は
美
し
い
」
と
い
う
自
分
の
下
し
た
 判
 断
 に
同
調
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
要
求
な
の
で
あ
り
、
 

そ
れ
が
そ
の
共
同
体
に
 

 
 

お
い
て
妥
当
す
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
こ
の
洞
察
は
 、
 人
間
に
共
通
の
精
神
構
造
に
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
る
の
で
は
 な
く
、
そ
の
共
同
体
の
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共
通
感
覚
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
美
的
判
断
は
共
 同
体
の
成
員
に
の
み
妥
当
し
、
客
観
的
普
遍
的
に
は
 妥
 当
 し
な
い
。
 



 
 

」
れ
は
体
験
の
伝
達
可
能
性
の
原
因
と
し
て
、
（
共
同
体
 
内
外
の
断
絶
で
は
な
く
）
 
内
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
オ
ッ
ト
ー
は
、
精
神
科
学
の
 延
長
線
上
で
宗
教
と
宗
教
学
 

 
  

 

体
 

の
 自
律
性
を
確
保
し
ょ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
宗
教
学
を
 基
礎
 づ
 げ
よ
う
と
し
て
彼
が
求
め
た
体
験
 は
 、
逆
説
的
 に
も
厳
密
性
、
絶
対
性
 

し
し
 

成
く
 、
素
質
の
発
現
と
い
う
生
理
学
的
基
準
に
基
づ
く
 、
 新
た
な
抽
象
的
集
団
に
対
し
て
意
識
さ
れ
始
め
た
こ
 と
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 あ
 

形
 

ゆ
る
社
会
的
共
同
体
の
成
員
に
限
定
さ
れ
て
い
た
体
験
 

判
断
が
、
内
面
的
共
通
性
を
も
つ
宗
教
的
人
間
と
い
 ぅ
 人
類
を
二
分
す
る
集
団
に
 

継承 

こ
れ
に
対
し
、
美
的
判
断
力
も
、
オ
ッ
ト
ー
の
感
情
概
念
 に
 至
る
と
、
こ
の
最
後
に
残
さ
れ
た
具
体
的
共
同
性
と
 の
 繋
が
り
を
も
完
全
 

に
 失
 う
 こ
と
に
な
る
。
す
で
に
見
た
 よ
う
 に
、
感
情
の
源
 泉
は
伝
統
に
媒
介
さ
れ
た
社
会
的
共
同
体
で
は
な
く
、
 類
 と
し
て
の
人
間
す
べ
 

て
に
共
通
の
「
精
神
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
感
情
 概
 念
の
身
体
的
契
機
へ
の
留
意
を
見
せ
な
が
ら
も
、
結
局
 は
 感
情
Ⅱ
体
験
概
念
を
 

精
神
に
帰
属
さ
せ
、
身
体
論
と
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
 な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
 オ
 ，
ト
ー
が
自
明
視
し
た
、
 宗
 教
 と
芸
術
の
間
の
 、
 

「
体
験
」
と
い
う
本
質
的
特
徴
に
依
拠
す
る
超
時
間
的
な
 
類
比
関
係
が
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
。
近
代
に
成
立
し
た
 体
験
概
念
の
代
表
は
 

美
的
体
験
で
あ
る
と
 ガ
ダ
マ
 ー
に
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
一
九
 世
紀
以
降
の
宗
教
的
「
体
験
」
概
念
は
、
宗
教
か
ら
 自
 生
し
た
と
す
る
よ
り
、
 

芸
術
「
体
験
」
概
念
と
と
も
に
広
い
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
の
中
 で
 規
定
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
に
見
え
る
の
で
あ
 る
 。
 

現
在
の
宗
教
学
で
も
、
既
述
の
近
代
の
芸
術
の
変
化
に
 丁
 度
 対
応
す
る
宗
教
形
態
の
変
化
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
 多
い
。
伝
統
的
 宗
 

教
 、
中
で
も
未
開
宗
教
の
特
徴
と
し
て
、
集
団
性
、
社
ム
 
ま
 慣
習
全
体
と
の
相
互
浸
透
性
、
儀
礼
中
心
性
が
指
摘
さ
 ね
 、
対
し
て
近
代
の
宗
 

教
の
特
徴
と
し
て
、
個
人
主
義
、
社
会
に
お
け
る
機
能
 分
 化
に
 よ
 る
純
粋
化
、
心
理
主
義
・
体
験
主
義
化
が
指
摘
 さ
れ
る
こ
と
ほ
一
般
的
 

で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
観
点
か
ら
は
、
オ
ッ
ト
ー
の
 理
 論
の
背
景
と
な
っ
た
体
験
的
宗
教
観
と
し
て
、
天
才
的
 達
人
の
非
日
常
的
神
秘
 

的
 体
験
の
強
調
の
他
に
次
の
点
に
も
注
目
し
た
い
。
そ
れ
 は
 、
宗
教
に
お
い
て
も
、
共
通
性
は
社
会
的
具
体
的
 共
 同
体
に
対
し
て
で
は
な
 



は
 、
ち
ょ
う
ど
美
的
判
断
の
よ
 5
 に
、
あ
る
現
象
や
表
現
 を
 
「
聖
で
あ
る
」
と
価
値
判
断
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

カ
ソ
ト
 美
学
に
お
い
て
 

美
的
価
値
や
形
式
美
が
重
視
さ
れ
た
 よ
う
 に
、
宗
教
に
お
 
げ
る
意
味
、
内
容
的
側
面
よ
り
も
、
「
宗
教
的
で
あ
る
 」
と
い
う
質
の
ほ
う
に
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関
心
が
向
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

三
考
察
オ
ッ
ト
ー
と
現
在
の
宗
教
現
象
学
 
に
お
け
る
理
論
的
枠
組
み
と
そ
の
問
題
点
 

以
上
に
お
い
て
、
 
オ
 ，
ト
ー
に
よ
る
宗
教
「
体
験
」
概
念
 を
 、
「
共
通
感
覚
」
の
近
代
的
変
容
と
し
て
と
ら
え
 直
 し
て
き
た
所
を
ま
と
 

め
 、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
現
在
の
宗
教
学
方
法
論
の
問
題
 占
 ハ
 を
い
く
つ
か
提
起
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
人
文
主
義
的
 伝
統
の
共
通
感
覚
概
念
 

を
 対
極
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
証
主
義
批
判
と
し
て
 立
て
ら
れ
た
 オ
 ，
ト
ー
の
理
論
が
、
内
実
に
お
い
て
は
 批
判
対
象
と
同
じ
枠
組
 

 
 

み
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
、
そ
の
矛
盾
（
論
理
的
一
貫
 性
の
欠
落
）
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
今
日
の
宗
 教
 現
象
学
も
こ
の
図
式
 

か
ら
逃
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
同
時
に
顕
在
化
し
て
 く
る
。
そ
の
後
で
、
共
通
感
覚
論
自
体
へ
の
吟
味
も
本
 稿
の
考
察
範
囲
で
行
っ
 

て
お
き
た
い
。
 

ま
ず
、
な
ぜ
今
日
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
主
観
的
な
、
体
験
 や
 感
情
が
学
的
方
法
と
し
て
通
用
す
る
と
み
な
さ
れ
た
 の
か
。
少
な
く
と
も
 

当
初
の
理
由
は
 、
 単
に
対
象
（
宗
教
体
験
）
と
方
法
は
同
 類
 で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
 5
 も
の
で
は
な
か
っ
た
 。
 オ
，
 ト
一
が
「
体
験
」
 

と
 同
義
と
し
て
用
い
た
「
感
情
」
「
感
覚
」
は
、
「
共
通
感
 

覚
 」
に
端
を
発
す
る
、
人
文
主
義
的
伝
統
に
お
い
て
 育
 ま
れ
て
き
た
、
理
論
 知
 

あ 泉 
る で ・ 

こ あ 

とる が、 ， 
、 す 

ア ベ 

プ て 
リ の 
才 人 
リ 間 
に L に - 
前 夫 
堤 通 
さ と 

れ さ 

る れ 
に た 

至 精 
つ 神 

憧偶吐坦 た 

そ で 
の あ 
仕 っ 
験 た 
の   
同 こ 

一 れ 
性 に 
を ょ 

跨 っ 
ま て 
， え 自 

た 分 
止 め 
で， 体 
の 験 
  が 

ォ 誰 
ッ の 

ト 体 
@ % 
に と 

よ も 
る 本 
地 質 
宗 的 
教 に 
の 同 
理 一 
解 で 

(208)@ 84 

を
 有
し
た
認
識
で
あ
り
、
自
然
科
学
の
モ
デ
ル
と
同
じ
で
 あ
っ
た
。
そ
し
て
感
情
移
入
の
方
法
を
保
証
し
た
の
は
 、
宗
教
（
体
験
）
の
 源
 



意
味
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
に
関
す
る
知
識
 量
の
拡
大
よ
り
も
、
宗
教
的
価
値
に
つ
い
て
正
し
い
 判
 断
を
他
者
と
確
認
し
て
 

い
く
こ
と
に
、
研
究
の
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
  
 

し
か
し
、
共
通
感
覚
論
に
よ
っ
て
は
判
断
の
妥
当
性
の
拠
 9
 所
と
さ
れ
て
い
た
具
体
的
共
同
体
は
 、
オ
 ，
ト
ー
の
 理
論
か
ら
消
滅
し
 

た
 。
代
わ
り
の
判
断
根
拠
と
し
て
、
 類
 と
し
て
の
人
間
の
 精
神
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
共
通
性
と
い
 5
 、
人
間
学
主
義
 
（
人
間
を
具
体
的
歴
史
 

的
な
社
会
関
係
か
ら
切
り
離
し
、
「
人
間
一
般
」
と
い
う
 生
物
学
的
存
在
と
し
て
考
察
す
る
理
論
的
原
理
）
的
な
 予
断
に
訴
え
る
こ
と
に
 

縮
 
な
っ
た
。
そ
の
た
め
他
者
理
解
の
方
法
は
、
自
己
の
 体
験
の
投
影
で
あ
る
感
情
移
入
と
化
し
、
内
省
と
い
う
 モ
ノ
 n
@
 ク
と
 大
差
な
く
な
 

と
 

成
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
実
質
的
に
は
か
 
つ
て
の
共
通
感
覚
の
よ
う
な
、
対
話
に
よ
っ
て
共
通
の
 判
断
を
他
者
と
共
有
し
て
い
 

形
 

ゆ
く
手
続
き
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
他
者
の
 
体
験
そ
の
も
の
を
自
分
の
内
部
で
再
構
成
す
る
こ
と
で
 あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
彼
は
 

ゆ
 
同
時
代
人
に
比
べ
れ
ば
他
宗
教
に
寛
容
だ
っ
た
と
は
 い
え
、
学
的
方
法
で
は
自
分
と
異
質
な
他
者
の
介
入
を
 原
理
的
に
排
除
し
た
。
 

 
 

域
の
自
律
化
，
体
験
主
義
化
と
平
行
し
た
と
い
う
共
通
 感
覚
論
の
見
解
は
、
オ
ッ
ト
 

艶
｜
や
 宗
教
現
象
学
者
に
お
け
る
、
宗
教
は
本
質
的
に
 、

芸
術
と
同
様
、
自
律
的
で
体
験
が
重
要
性
を
も
つ
と
 い
 う
 常
套
語
に
は
、
近
代
の
 

体
 

特
殊
性
が
隠
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
場
 合
の
体
験
の
不
可
知
性
は
内
面
性
に
 よ
 る
だ
け
で
は
な
 い
 。
体
験
を
指
標
に
す
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0
 対
概
念
と
し
て
の
認
識
の
一
種
、
認
知
に
止
ま
ら
な
い
 他
者
と
共
同
性
を
作
る
実
践
 知
 で
も
あ
っ
た
。
 

こ
の
観
点
か
ら
、
 

円
 聖
な
る
も
の
 ヒ
 に
お
け
る
オ
ッ
ト
 
｜
 自
身
の
判
断
の
表
明
を
 、
ガ
ダ
マ
 
1
 等
が
再
評
価
す
る
 よ
 

実
 認
識
で
は
な
い
実
践
の
形
を
な
お
と
ど
め
た
も
の
と
し
 て
 読
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
「
 !
 と
 
（
例
え
ば
 、
サ
 

-
@
 

Ⅱ
）
 

成
さ
れ
た
段
階
の
聖
な
る
も
の
で
あ
る
と
）
判
断
せ
ね
ば
 な
ら
な
い
」
と
い
う
彼
の
価
値
判
断
は
、
神
学
者
で
あ
 る
か
 

の
 信
念
の
表
明
・
強
要
や
バ
イ
ア
ス
の
か
か
っ
た
事
実
 認
 誠
 で
は
な
く
（
結
果
的
に
は
そ
う
だ
と
し
て
も
）
 

、
 誰
の
 立
場
 

な
 判
断
が
ま
さ
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
他
の
 全
て
の
宗
教
的
人
間
に
向
か
っ
て
の
判
断
の
妥
当
性
の
 呼
び
 う

 な
科
学
的
な
事
 

リ
ス
ト
が
最
も
完
 

ら
な
さ
れ
た
特
定
 

か
ら
も
そ
の
よ
 
う
 

か
げ
を
本
来
な
ら
 



体
験
主
義
的
宗
教
学
者
の
「
自
分
で
一
度
体
験
し
な
く
て
 は
 体
験
は
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
は
 、
 彼
ら
自
身
 が
 根
拠
と
す
る
 よ
う
 

な
 宗
教
体
験
の
神
秘
性
に
帰
属
さ
せ
る
前
に
、
以
上
の
 ょ
 う
な
近
代
的
体
験
主
義
の
諸
前
提
の
上
で
こ
そ
強
調
さ
 れ
 正
当
化
さ
れ
て
い
た
 

こ
と
に
我
々
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
れ
ほ
 ど
ま
で
に
厳
格
な
体
験
主
義
は
、
現
在
は
宗
教
現
象
学
 に
す
ら
み
ら
れ
な
い
。
 

し
か
し
、
体
験
的
方
法
の
問
題
性
は
現
在
の
宗
 

場
 に
立
つ
」
こ
と
の
要
請
と
は
相
反
す
る
と
述
べ
た
。
 

今
 

教
学
に
無
縁
で
ほ
な
い
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
体
験
主
義
 

目
 で
は
こ
の
原
則
は
 、
 逆
に
他
者
の
異
質
性
を
理
解
す
 

の
 理
論
的
枠
組
み
が
今
も
前
提
 

る
 方
に
向
か
っ
て
 い
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

第
一
に
は
、
 
類
 と
し
て
の
人
間
に
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
 の
 宗
教
（
特
に
宗
教
体
験
）
と
い
う
人
間
学
主
義
的
前
 提
 で
あ
る
。
こ
れ
は
 

今
日
で
は
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
し
か
「
宗
教
」
と
み
な
 さ
な
か
っ
た
宗
教
学
前
史
と
の
対
比
に
よ
っ
て
 、
 高
い
 評
価
を
受
け
て
い
る
。
 

し
か
し
、
翻
っ
て
見
れ
ば
こ
の
前
提
は
、
生
物
学
的
類
比
 に
 基
づ
き
、
ま
た
、
伝
統
的
な
社
会
的
共
同
性
に
代
わ
 る
 近
代
人
の
新
し
い
 
帰
 

居
 場
所
と
な
っ
た
、
個
人
の
内
面
を
媒
介
し
て
の
抽
象
的
 普
遍
的
共
同
性
と
し
て
、
や
は
り
歴
史
・
文
化
的
に
限
 定
 さ
れ
た
価
値
観
に
立
 

っ
て
い
る
。
確
か
に
、
観
察
を
経
て
複
数
の
宗
教
現
象
か
 ら
 事
後
的
に
共
通
性
を
引
き
出
す
こ
と
は
可
能
だ
が
、
 

韮
 
別
提
 と
し
て
の
本
質
的
 

共
通
性
の
基
礎
 づ
 げ
は
不
可
能
で
あ
る
。
 

第
二
に
は
、
「
他
者
の
立
場
に
立
つ
」
と
い
う
「
理
解
」
 の
方
法
の
原
則
で
あ
る
。
初
期
の
宗
教
学
の
体
験
主
義
 に
よ
 る
、
自
他
の
本
 

質
的
共
通
性
を
踏
ま
え
た
内
省
と
自
己
投
影
と
し
て
の
感
 情
 移
入
と
い
う
方
法
は
、
本
来
の
意
味
で
の
共
通
感
覚
 に
お
け
る
「
他
者
の
立
 

 
 

る
 。
だ
が
オ
ッ
ト
ー
で
は
、
信
仰
的
関
心
か
ら
と
は
い
 ろ
 

「
他
者
の
立
場
に
立
つ
」
こ
と
は
、
他
者
と
判
断
を
 

共
有
し
て
い
く
実
践
の
 

の こ ろ 

ラ子く と 拐ト 

可 に 他 
如 よ 自勺 

性 っ 共 
め て 国 

根 、 性 
拠 芸 が 
に 術   

加 と 具 
わ 宗 体 
つ 教 的 
た に 社 
の は 会 
で 言 で ， 

あ 語 は 

なく、 る 。 的に伝 

え 人 
ら 類 
れ 全 
な 体 
い に 

「 ま 
固 た 
右 が 
め る 
」 廿 

本術的 質 、 
特 太 
に 間 
体 と 

験 宗 
に 教 
備 的 
わ 人 
る 間 
質 と   
あ ぅ 

6 枠 
と に 
い お 

う い 
考 て 
え 意 
が 識 

さ 

体 れ 
験 る 

(210)  86 



体験的理解 珪の方 

た こ を と 

主 観、 とどい うう 
哲 ま や こ 

学 た っ と 

に あ て で 
発 る 選 あ 
す 集 び る 

る 岡 田   
も 内 せ こ 

の 部 る れ 
で の の は 

あ 当 か   

技術上 批 り、 事者が ）とい 

            う の 

な あ ょ 間 
受 る り 題 

け て 意も（ 味、 あ 
き 理 論 る 
て 解 理 宗 
い に 上 裁 
るう つ の 集 
㌣ い 間 団 

し て 題 の 
か 自 で 中 
し ら あ か   
現 当 意 そ 
象 化 味 の 
学 す 理 宗 
で る 解 散 
は こ の に 

、 と 正 つ   
の 近 の 正 
こ 代 根 し 
の 的 拠 い 

理 科 を 意 
講 学 僧 味 

的 主 人 を 
節 義 の 理 
提 の 内 解 
と 日 面 し 
科 胎 に て 
学 と 求 い 

主 な め る 
義 つ る 人 
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  法の形成と 

担 え 
握 サこ 

はそ 、 れ 
当 は   
に 者 
と 当 
つ 人 
て に 

む ま し   
れ 正 
も し 

な く 

い 理 
事 解 
美 さ 

で れ 

  
あ と 

る す 
集 る 

田 烏、 
で， で 

Ⅰ ヰ Ⅹ 

つ 構 
た 進 
い 的 
ど に 
の は 

人 愛 
の わ 
理 つ 

解 て 
が い 

正 な 
し い 
い   

か だ 

が を 問 、 
だ 題 
れ は 
が ，   

決 体 
定 験 
で や 

  
か め 

 
 

片
鱗
を
窺
わ
せ
る
が
、
ヴ
ァ
ー
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
等
で
は
、
 

当
事
者
の
意
味
す
る
こ
と
の
忠
実
な
記
述
と
な
っ
て
 い
 る
 。
も
ち
ろ
ん
現
在
で
 

は
 、
研
究
者
、
当
事
者
の
歴
史
的
社
会
的
被
拘
束
性
を
考
 慮
し
 、
当
事
者
の
意
味
理
解
と
研
究
者
の
解
釈
と
の
 完
 全
 な
一
致
が
完
全
で
あ
 

る
と
素
朴
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
（
レ
ー
ク
 す
 ら
こ
れ
は
不
可
能
と
し
て
い
た
）
。
ま
た
宗
教
現
象
学
的
 
立
場
の
中
に
は
、
 

こ
 

の
 再
構
成
主
義
を
退
け
、
 
ガ
ダ
マ
 ー
の
ご
と
く
、
研
究
者
 も
 当
事
者
も
解
釈
行
為
の
中
で
相
互
に
変
化
し
つ
つ
 対
 き
を
行
う
と
い
う
存
在
 

論
的
 モ
デ
ル
で
、
他
者
の
契
機
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
 理
 読
 も
あ
る
（
主
に
 シ
ヵ
ゴ
 学
派
）
。
し
か
し
、
現
実
の
現
 
象
 理
解
の
場
面
で
は
、
 

こ
の
理
論
は
 、
ガ
ダ
マ
 
ー
へ
の
批
判
が
問
題
と
し
た
の
と
 同
じ
困
難
に
直
面
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
定
の
現
象
 に
 対
し
て
、
二
人
の
研
 

究
 者
の
解
釈
が
分
か
れ
た
場
合
、
ど
ち
ら
を
妥
当
と
す
る
 か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
研
究
者
の
懇
意
的
解
釈
 で
は
な
く
「
他
者
の
立
 

場
 に
立
つ
」
理
解
を
基
本
と
す
る
以
上
、
や
は
り
当
事
者
 の
 意
味
へ
の
接
近
 度
 に
よ
っ
て
計
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
 る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
 

あ
る
。
だ
が
、
研
究
者
よ
り
も
当
事
者
の
方
が
本
人
の
立
 
思
味
付
 げ
に
関
し
正
し
い
理
解
を
も
つ
と
い
う
考
え
は
 基
 礎
 づ
 け
 可
能
だ
ろ
う
か
。
 

現
在
の
宗
教
現
象
学
は
、
当
事
者
が
自
己
の
宗
教
に
つ
い
 て
 唯
一
正
し
い
意
味
を
理
解
す
る
と
い
う
前
提
を
持
ち
 

つ
て
の
体
験
主
 

義
 的
方
法
論
は
、
体
験
を
得
た
者
が
体
験
に
つ
い
て
唯
一
 正
し
い
理
解
を
す
る
と
い
う
前
提
を
持
っ
て
い
る
。
 

し
 か
し
ど
ち
ら
も
、
研
究
 

爾
 

対
象
を
他
者
の
内
面
に
秘
め
ら
れ
た
主
観
的
な
も
の
 と
み
な
す
点
、
そ
し
て
他
者
の
言
明
を
そ
の
内
面
の
対
 象
の
記
述
と
み
な
す
点
、
 
ゆ
 



0
 通
底
性
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
  

 

さ
ら
に
、
当
事
者
相
互
の
間
と
、
当
事
者
と
研
究
者
の
間
 に
お
け
る
「
意
味
」
解
釈
の
「
一
致
」
と
い
う
前
提
・
 目
標
は
、
認
識
に
お
 

 
 

い
て
蓋
然
性
を
捨
象
 し
 、
対
象
設
定
に
お
い
て
明
確
な
意
 味
 以
外
の
現
象
の
暖
 昧
 と
み
な
さ
れ
た
部
分
を
切
り
捨
 て
る
に
至
っ
た
。
こ
の
は
 

点
で
も
、
宗
教
現
象
学
の
反
科
学
主
義
と
し
て
の
「
他
者
 の
 立
場
に
立
つ
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
人
文
主
義
 的
伝
統
上
の
共
通
感
覚
 

論
 よ
り
も
、
近
代
科
学
の
側
 へ
 一
層
傾
斜
し
て
い
る
の
で
 
あ
る
。
 

第
三
に
は
、
宗
教
、
ま
た
宗
教
研
究
の
方
法
と
芸
術
と
の
 類
比
関
係
が
あ
る
。
宗
教
と
芸
術
の
共
通
性
と
し
て
、
 

非
合
理
な
る
体
験
や
 

所
有
者
の
限
定
さ
れ
る
 セ
ソ
ス
 を
挙
げ
る
の
は
性
急
で
あ
 る
 。
そ
の
 ょ
う
 な
近
代
的
体
験
主
義
的
変
容
を
 、
 特
に
 宗
教
と
芸
術
が
被
っ
た
 

の
は
、
偶
然
的
な
原
因
に
 ょ
 る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
 以
 前
か
ら
両
者
は
何
ら
か
の
平
行
性
を
も
っ
て
い
た
か
ら
 か
と
い
う
問
題
か
ら
 改
 

め
て
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
 他
 の
場
面
で
の
体
験
も
、
固
有
の
質
や
所
有
者
の
共
同
性
 土
 
ゑ
 識
を
獲
得
し
 ぅ
る
 の
 

 
 

に
 
（
 
例
 
@
 ワ
イ
ン
の
味
が
わ
か
る
人
々
の
味
覚
体
験
の
独
 特
な
 質
の
存
在
、
芸
術
の
わ
か
ら
な
い
人
々
に
お
け
る
 共
同
性
意
識
）
、
宗
教
 

と
 芸
術
に
特
に
こ
れ
ら
が
現
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
 5
@
 」
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
方
法
論
上
で
「
科
学
」
的
方
法
 
を
 批
判
し
て
宗
教
学
の
 

固
有
の
方
法
を
規
定
す
る
た
め
に
、
「
芸
術
」
と
い
う
 比
 楡
を
用
い
る
こ
と
も
、
科
学
射
芸
術
の
二
分
法
そ
の
も
 の
が
、
芸
術
を
脱
社
会
 

化
せ
し
め
た
科
学
主
義
成
立
の
基
盤
だ
っ
た
た
め
再
考
を
 迫
ら
れ
る
。
 

 
 

本
稿
に
お
け
る
、
共
通
感
覚
論
と
の
対
比
は
、
体
験
主
義
 的
 宗
教
学
の
理
論
的
枠
組
み
の
理
解
を
深
め
た
。
か
っ
 、
宗
教
学
の
対
象
の
 

問
題
と
し
て
は
、
共
通
感
覚
論
が
扱
っ
た
蓋
然
性
、
特
殊
 性
 、
具
体
性
を
組
み
入
れ
る
こ
と
が
、
今
日
の
宗
教
規
 象
 学
の
枠
組
み
で
は
 困
 

@
 
㏄
）
 

 
 

難
 で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
で
は
 筆
者
は
共
通
感
覚
論
の
問
題
提
起
を
評
価
す
る
。
し
か
 し
 、
宗
教
学
の
方
法
と
 

し
て
共
通
感
覚
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
は
、
筆
者
は
否
定
 的
で
あ
る
。
哲
学
や
社
会
科
学
系
で
の
共
通
感
覚
の
再
 評
価
の
場
合
と
は
異
な
 

り
 、
宗
教
学
で
は
実
践
の
問
題
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
 

現
 在
の
宗
教
者
の
間
で
共
通
感
覚
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
 し
て
も
、
そ
れ
を
回
復
 



体験的理解の 方法の形成と 継承 

;
 
主
 

（
 1
 ）
こ
の
「
感
情
・
体
験
」
概
念
を
ロ
マ
ン
主
義
の
文
脈
で
 

「
感
情
」
と
結
び
付
け
ら
れ
た
「
価
値
」
概
念
を
新
 
ヵ
ン
ト
 派
の
文
脈
で
解
釈
す
る
 

こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
こ
れ
は
オ
ッ
ト
ー
の
思
想
史
的
背
景
 と
し
て
一
般
に
指
摘
き
れ
て
き
た
と
こ
ろ
と
も
適
合
す
る
。
し
か
 し
 、
筆
者
は
も
う
 

一
つ
の
思
想
史
的
背
景
を
と
ら
え
る
た
め
、
他
の
系
譜
を
取
り
上
 
げ
る
。
 

（
 2
 ）
オ
ッ
ト
ー
の
学
説
史
上
の
位
置
付
げ
に
は
議
論
が
あ
り
、
 
現
在
は
宗
教
現
象
学
の
先
駆
者
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
 筆
 者
は
、
オ
ッ
ト
ー
を
 現
 

篆
字
・
 新
 カ
ン
ト
派
の
ど
ち
ら
か
に
振
り
分
け
る
こ
と
よ
り
も
 、
オ
 
ソ
ト
ー
と
宗
教
現
象
学
の
連
続
性
と
不
連
続
性
を
見
極
め
、
 

特
に
主
観
主
義
 対
 

客
観
主
義
と
い
う
従
来
の
指
摘
以
外
の
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
 を
 試
み
た
い
。
 

（
 3
 ）
Ⅰ
の
。
 岸
毛
 -
Q
.
 せ
 い
コ
 Ⅰ
。
 プ
已
 旧
す
㏄
 0
 日
 0
 コ
 P
 
㌧
 き
 Ⅰ
 さ
っ
ま
馬
 
3
 ミ
碍
ぎ
笘
 Q
*
 市
隠
 お
 @
0
 
ま
 ・
）
・
 

n
.
 

ロ
 ・
 ミ
 0
 す
プ
 
～
の
Ⅱ
 

P
m
.
 

㍉
 つ
 つ
 1
1
 ハ
レ
ー
ク
に
よ
れ
ば
 

「
意
味
」
は
、
客
観
的
事
実
と
主
観
の
中
間
に
あ
る
も
の
と
さ
れ
 
、
意
味
連
関
の
理
解
は
事
実
的
・
因
果
的
関
係
の
理
解
と
対
置
 さ
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
 4
 ）
Ⅰ
 ひ
へ
軋
 
：
の
・
べ
べ
㏄
 

 
 

（
 5
 ）
Ⅰ
 す
 Ⅰ
 
毘
 ：
の
・
㍉
Ⅱ
 い
 

 
 

（
 6
 ）
の
 h
.
 づ
リ
コ
 ㏄
 い
し
 
Ⅱ
 り
コ
 
・
 づ
す
 ・
㌧
・
・
。
の
住
の
コ
り
 

0
0
 Ⅱ
 ス
臼
一
 
㎎
 @
o
 
コ
 曲
の
 ド
 の
 ぺ
 の
（
の
 
ヨ
の
臣
 。
 し
ガ
 臼
で
吉
二
の
 
、
 ・
 再
 隠
忠
ぎ
さ
の
 ま
 よ
ま
 ャ
 c
-
 Q
x
 毘
鼠
め
 ～
 
か
 Q
Q
Q
 
～
 お
 ）
・
 

さ
せ
る
権
限
が
宗
教
学
者
に
あ
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
ま
た
、
 研
究
者
が
共
通
感
覚
を
得
る
べ
ぎ
と
い
う
の
な
ら
、
 そ
 れ
が
現
在
は
喪
失
さ
れ
 

た
 生
得
的
資
質
、
身
体
的
感
覚
で
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
は
 、
未
知
の
宗
教
体
験
を
研
究
者
に
要
求
す
る
こ
と
と
 何
 ら
 変
わ
り
な
い
。
生
理
 

的
 能
力
と
結
び
つ
か
な
い
 ガ
ダ
マ
｜
 説
で
の
共
通
感
覚
の
 場
合
で
も
、
共
通
感
覚
に
よ
る
判
断
の
妥
当
性
が
保
証
 さ
れ
る
に
は
、
必
ず
そ
 

れ
が
機
能
し
て
い
る
共
同
体
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
し
ま
 ぅ
 。
そ
れ
は
徐
々
に
理
解
を
深
め
る
解
釈
学
的
循
環
が
 成
立
す
る
以
前
に
設
定
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

よ
っ
て
筆
者
 は
 、
ま
ず
顧
み
る
 べ
き
 こ
と
は
、
共
通
感
覚
 0
 対
象
と
さ
れ
て
い
た
、
 暖
 味
な
現
象
・
当
事
者
間
の
 交
通
に
つ
い
て
、
 そ
 

の
 「
 
暖
昧
 」
と
表
現
さ
れ
た
部
分
に
共
通
感
覚
論
と
は
 異
 な
る
角
度
か
ら
光
を
当
て
、
厳
密
な
理
論
的
認
識
・
 対
 
蓋
然
的
な
共
通
感
覚
 

的
 認
識
の
対
比
自
体
を
問
い
直
す
こ
と
と
み
て
い
る
。
 



の
 仝
・
 す
 せ
円
 オ
 ・
 勺
 ・
 へ
 い
コ
ロ
 レ
レ
ハ
 
の
 コ
ぃ
 二
ロ
 由
 ・
）
・
 

ミ
 ・
ロ
コ
 -
 
Ⅱ
 0
 Ⅱ
 0
.
 （
 力
也
 @
 
雙
 0
 由
 リ
コ
心
力
の
い
㏄
 

0
 目
 ㏄
）
卜
の
Ⅱ
 

旬
 

（
 7
 ）
メ
モ
 り
 が
Ⅰ
年
の
 

コ
ヴ
畦
 
「
 m
.
 

Ⅰ
。
 

，
 
末
の
 
n
 の
 づ
 （
 づ
 下
の
 
コ
串
 
㏄
 目
づ
 ロ
ロ
（
 
い
 す
 の
 （
年
日
 
ゾ
 
0
 （
 オ
 臼
田
 @
o
 
コ
、
 
・
 わ
豊
ぬ
蓮
 
ぎ
ま
き
～
か
め
ま
ミ
合
目
 

わ
 め
 ～
々
 

吋
 @
o
s
,
 

（
 
オ
の
 
-
 
俺
 @
o
 
コ
 

㏄
 

 
 

ゆ
 目
ヰ
 オ
 ㏄
 り
 m
o
 
づ
 日
い
）
田
の
的
 

臣
 e
 ナ
目
 
。
 由
 （
 
0
 戸
ト
の
 ㍉
の
 
，
づ
弓
 ㏄
 印
 
1
 。
ト
 
㏄
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
 8
 ）
Ⅰ
 け
 @
 
田
 ・
・
の
・
 
ム
 の
 

（
 9
 ）
巨
守
タ
 
ロ
 ・
・
 
"
 
巾
オ
の
コ
 

0
 ヨ
 0
 コ
 0
-
0
 

㎎
 せ
 0
 （
勾
当
 笹
 0
 コ
 。
。
目
さ
 
謂
 d
 
～
 
o
 
も
 驚
ぎ
 
Q
 
ヤ
め
 も
～
～
 

ぬ
 ～
 
0
 さ
め
，
ま
り
ま
 
き
ぃ
コ
 
・
 宅
零
 

（
 皿
 ）
Ⅰ
 e
e
 
Ⅰ
 キ
 ・
も
 

p
.
c
 

～
～
・
・
の
・
Ⅱ
Ⅱ
㏄
 

（
 H
 ）
 
き
建
 ・
・
 け
 
～
 お
 １
 %
 
 「
宗
教
学
は
全
人
類
の
宗
教
的
 表
 現
の
記
述
と
分
析
に
よ
っ
て
、
宗
教
体
験
と
表
現
の
本
性
を
 
理
解
し
ょ
う
と
す
る
」
 

（
Ⅰ
 
0
 コ
 四
の
・
 由
 ・
・
 
片
 r
e
 
ア
 比
の
 @
 
り
 コ
店
エ
の
 
「
 ヨ
 の
目
 
り
仁
 
片
田
 
の
 ・
㏄
 @
 
㎏
 ミ
 下
ぃ
 い
 こ
も
ミ
ヤ
 
巾
 0
 （
（
弓
の
の
の
㌧
Ⅱ
 

0
 の
 
m
.
 

）
の
㏄
 

9
 
ロ
・
ム
の
）
。
 

（
は
）
 

自
ぃ
㏄
Ⅱ
宙
の
コ
す
 

ノ
 

由
 Ⅱ
 
的
 ，
 q
 ：
 @
 
づ
す
 
の
 コ
 0
 亡
づ
の
目
 

o
-
o
 

㏄
 ゼ
 。
Ⅱ
 勾
 臼
田
 -
 
0
 目
 や
の
り
 す
 。
 瓦
ニ
 叱
り
ヂ
臼
で
 目
コ
の
 
-
p
 巾
オ
目
 
0
 の
 0
 つ
ゴ
卜
 0
 ～
が
 コ
卜
 「
 叶
弔
 
a
 （
オ
文
 
仔
 @
0
 
コ
の
 目
印
 

オ
 0
 曲
の
。
 

む
ト
白
 
）
 で
七
 
・
 ト
ト
 
0
1
.
 
ト
 

（
 比
 ）
近
年
、
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
か
て
 "
 ハ
 ー
の
「
感
情
」
概
念
に
も
 

同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
 L
.
 

バ
ー
ガ
ー
 

円
 異
端
の
時
代
し
（
 薗
 

出
穂
、
金
井
新
三
証
、
新
 曜
社
 、
昭
和
六
二
年
）
 
注
 
（
 7
 ）
 、
 （
 %
 ）
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
 0
 コ
 0
.
 力
 ・
・
 
ネ
 ロ
ミ
㌻
 い
 か
・
 
下
こ
馬
め
、
め
 

0
 
本
心
力
ミ
 
忘
 ぎ
ま
も
 ミ
 @
 
～
 
っ
め
 
る
ミ
セ
 悪
ま
 
淀
 @
 
む
 *
Q
 ム
お
 き
も
さ
 
臣
 悪
さ
 
幅
蛉
ま
卜
荘
ぎ
づ
下
 n
o
 
ぎ
幡
ぎ
 
・
 円
 む
ま
 コ
 ㎎
の
 
ロ
 ・
 ト
の
 
。
の
。
の
・
 
ん
 ㏄
 

1
.
 
白
 。
切
 0
1
.
0
0
 

。
Ⅱ
 帝
 1
.
 
㏄
㏄
 

（
 巧
 ）
 
0
 年
 0
.
 抽
 ・
 し
 ま
～
 
ギ
ぬ
 
～
～
 
時
 n
,
 

の
。
 

目
り
 ）
 毘
尹
 
け
い
）
㏄
 
ョ
 聖
な
る
も
の
 
日
 （
山
谷
省
吾
 訳
 、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
）
 

一
コ
八
皿
四
頁
。
 

（
 M
 ）
 
き
迂
 ：
 ぴ
の
 0
 １
 %
 
 邦
訳
、
一
 
0
-
 ハ
頁
。
 0
 口
 0
.
 オ
 ・
・
ミ
さ
 
-
 
悪
 「
 播
 れ
 
@
 
め
よ
 
お
き
 勺
 ま
 き
薄
 *
.
-
w
-
@
 

ト
 
@
@
 

で
 ㏄
）
 @ Ⅰ
 
w
 こ
 %
3
 
ゑ
 n
 
ミ
 .
 づ
申
す
ぎ
 
m
-
 

つ
ヰ
，
 
）
 0
0
 
串
 ・
 牡
卜
 ～
 
ミ
 *
 
口
目
汁
 
ま
 

Ⅰ
支
お
 n
-
5
 

匹
 ぎ
ギ
 
（
 
こ
コ
 m
.
 
ヴ
せ
ナ
ト
 ・
 円
プ
 0
 ヨ
の
 
0
 コ
 ㏄
 コ
ヰ
才
 
や
カ
・
 円
 す
 0
 ヨ
の
 
O
P
 之
 e
 圭
ぺ
 O
 「
 k
.
 

）
の
）
 

ひ
 。
つ
つ
・
 
守
 1
 
ド
木
 a
n
-
 

～
 
め
 
c
h
.
 

㍉
 ふ
 ㏄
 り
 ・
 
め
へ
ミ
ぃ
 

・
の
・
 
ネ
ト
 
ー
㎏
 

オ
ッ
ト
ー
は
 
非
 ム
ロ
 
理
 主
義
者
と
し
て
評
価
を
受
け
た
が
、
本
人
 は
 啓
蒙
主
義
の
合
理
性
を
引
き
継
ぎ
つ
っ
、
神
秘
主
義
的
要
素
 を
 取
り
入
れ
る
こ
と
 

キ
リ
ス
ト
教
の
再
活
性
化
を
目
指
し
て
い
た
。
Ⅱ
 
簿
 ～
丹
が
）
㏄
の
・
 ㏄
１
 0
 

（
Ⅳ
）
 0
 口
 0
.
 も
 洩
由
ぎ
 ～
 
薄
タ
 0
.
 
鍵
 ・
邦
訳
、
一
 
0
 八
頁
。
 

（
 憾
 ）
～
 轄
 ～
 
1
,
.
.
s
.
1
6
2
.
 

邦
訳
、
二
 
0
 
二
頁
。
た
だ
し
「
 オ
 0
 日
 。
 Ⅱ
㏄
 
-
@
 

丑
 0
 の
 扁
 」
の
舌
口
業
 肝
肱
 
使
わ
れ
 
イ
 
し
い
な
い
。
 

（
㎎
）
ま
ぎ
・
 ，
四
 
～
 お
，
こ
簿
 ・
邦
訳
、
一
九
七
、
二
二
七
頁
。
 

（
 為
 ）
 
ま
違
 ：
 け
 
）
 0
.
 
驚
 。
）
 
ミ
 ・
邦
訳
、
二
一
、
一
 
0
 八
 、
一
 
九
九
頁
。
 

（
 袖
 ）
 
き
通
 ・
 
，
 w
 
）
 鰐
 。
あ
っ
 
｜
 ～
。
 
ぎ
 ）
１
 9
 品
１
 

%
.
 

邦
訳
、
一
 

二
三
、
二
三
二
ー
 三
 、
二
五
七
１
元
、
二
九
頁
。
ま
た
、
 オ
 
ソ
ト
ー
は
価
値
の
契
機
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9
3
 

「
 ヒ
ソ
 ド
ゥ
ー
 教
 と
仏
教
」
 ほ
、
 言
 う
 ま
で
も
な
く
、
 ウ
 ヱ
 ー
バ
 l
 の
イ
ソ
 ド
 研
究
と
し
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
も
 の
で
あ
る
。
し
か
 

八 八 
キ追 い ド こ で っ 道諦 
l ら 5 」 う 論 っ 清女 

よ ｜   
  

  

@ 司 

    
目リ 

｜ 」 l 

光   
(21% 

責
任
倫
理
と
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
 

ー
「
ヒ
ン
ド
ウ
 ｜
教
 と
仏
教
」
再
考
 



学
問
的
に
肯
定
的
な
も
の
と
と
ら
え
て
行
こ
う
と
す
る
 一
 団
 で
あ
る
。
代
表
者
 は
 、
 W
.
 
ヘ
 ソ
ニ
ー
ス
、
 D
.
J
 

K
.
 ポ
イ
ケ
ル
ト
、
 

(218)  94 

し、 たから ， タ ー して 史像 毘ゅ ゆ山 り、 って ｜ 

考 近 E-, の の を こ " l , し -   
な ゥ で ， 

l 我 

を え 究 で 

  
も べ わたっ 及び とは不 々の 前 にはか 

可 に な て 

  

戚照 ， 

    
ま も 、 うのと 。 梅吉 

食 言 ド 章 、もウ ま と う o@ - 

の 時 え 、     
味 ま l と ド l よ 俊 エ 

カ テ 点 
と ソ で ， テ 
に ブ は ン 

一 ル 儀 ブ 

応 ッ 相 ル 
  

分クを げ、 異ク ・ y 

得シに るュ し 「 て ネ 「中 

で か つ ッ 々 

そ の 化 ヱ 
  
0 陣 論 l 
村 営 的 " 

と 

「 
生   任 見 

、 こ び に 
倫理 は 作品」 カと 解釈政令のと @4@ 

」 

ゥ ろ そ 端 
  、 れ を 
l 少 と 発 
バ 数 結 す 
l 旅 舎 る 
と に し 「 
ニ 甘 た ウ 

l ん 西 ヱ   
の は 代 l 
居 、 い の   
想 る 神 ル 
的 が 義 ネ 
類   " 一 回 - - ㌧ Ⅱも 姪 サ 
緑 衣 と ソ 
性 弟 で ス 
に に も 」 
注 力 言 の 

日 を t)  論 
し 増 べ 客 
" し き た 

し っ 桂 ち は かも、 を共 個 っ ある 格 、   
を 勢 る 論 



責任倫理とカルマヨーガ 

@ ま 居 、 の @  一 そ 

し たたなはて 。 西ぃ ⑥ 永 い しよ 価て の つ む 。 い 、 西想諸 バ人 し 

全 か 

時代、 し 神 、 て、最 。しか洋の同遠の闘 たもの うとす 値的序 ほ キリ こうし それと 澤近代 の専横 諦 稿 、 。二 ｜ として 

、 近 

金 々   
文 あ 
明 る 
な い 0 、こむ 陣営 自らのま 続けて 体、対 合など なども 教の天 界はい 、経 に 史は 、 と進む に そ 、 関係 ヱ たな ウ 

貫 は 
く 諸 
歴 価 
定 植 
の の 、 像 W 
真 菌 迫 昂   と 課 と モ 
つ 実   な 題 野 ム 

っ で 心 ゼ 

のと ナ こ o@ @ 9 界 に は 得 か た は 的 ソ 

西 こ フ な に で、 
洋 ろ 

て 
レ い 取 る 

サ @ -     。 細 る 
お 西 シ こ み   
い 洋 ュ こ 続 ま 

て 近 マ でげ た 
は 代 
  旺 @ 甲 

キ の 

リ み 
ス 見 

  
ト ら 

教 れ 
め る 

存 現 
在 家 しのた内 つ 関 、 靖 
が で 

  ひよ つ係こは " をの " 
そ な た 与 陣 近 

真 しの 牛 とだち 営に 件 、 
相 む に し 属 こ 

な し し 晩 て す の 
ナ， ヒ 年 受 る 陣 

覆ろ 
  

し れ 
営 めウ の 代 力 Ⅰ @ 、、 。 

て こ   l 山 の 表 
バ 之 ウ 者 

ぃ そ つ い 得 ら れ 決 会 か 歩 失 l 内 ヱ の 

95@ (219) 



て
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
 結
果
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
そ
う
な
の
だ
が
「
 結
 果
 に
責
任
を
負
う
」
と
 

い
う
 の
は
、
「
結
果
こ
そ
が
全
て
」
と
す
る
こ
と
と
同
じ
 

で
あ
ろ
 5
 か
 。
ウ
ェ
ー
バ
ー
Ⅱ
ニ
ー
チ
ェ
関
係
に
つ
い
 
て
の
一
連
の
研
究
を
受
 

入
れ
る
限
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
否
」
と
答
え
ざ
る
を
 得
な
い
。
 

実
は
、
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
は
、
「
神
々
の
争
い
」
の
 

認
識
と
共
に
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
「
運
命
」
の
 概
念
を
提
示
し
て
も
 

@
M
"
 

い
る
。
「
神
々
を
支
配
し
、
彼
ら
の
争
に
極
を
つ
け
る
も
 

の
は
運
命
」
で
あ
る
。
人
間
は
不
確
実
で
不
安
定
な
存
在
 で
あ
る
。
に
も
か
か
 

わ
ら
ず
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
に
 

お
い
て
、
同
時
代
人
に
以
下
の
要
求
を
突
き
つ
げ
て
い
る
 。
「
各
人
は
そ
の
 い
 ず
 

れ
が
彼
に
と
っ
て
の
神
で
あ
り
ま
た
そ
の
い
ず
れ
が
彼
に
 
と
っ
 -
 て
 

」
「
職
業
と
し
て
の
 政
 

治
 」
終
結
部
分
で
の
責
任
倫
理
論
は
、
「
職
業
と
し
て
の
 

学
問
」
で
の
こ
の
発
言
と
連
動
し
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
 
る
 。
 

こ
の
発
言
の
真
意
は
、
フ
レ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
提
示
す
る
 二
 l
 チ
ヱ
 の
影
響
下
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
 像
 に
よ
っ
て
明
確
な
 

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
フ
レ
ー
シ
ュ
マ
ン
の
見
る
と
 ナ
 
」
 ろ
 、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
 ニ
 ー
チ
ェ
 

咲
 
「
そ
れ
ま
で
絶
対
 

-
 
は
 @
 

を
神
に
委
ね
る
」
」
。
こ
れ
に
対
し
、
責
任
倫
理
は
、
「
 
人
 は
 
（
予
見
し
 ぅ
る
 ）
結
果
の
責
任
を
負
 う
 べ
 き
 だ
と
す
る
 
」
。
二
つ
の
倫
理
を
隔
 

こ
れ
が
晩
年
の
 
ウ
ヱ
 Ⅰ
 ハ
 ー
の
世
界
認
識
で
あ
る
。
こ
う
 し
た
即
事
象
的
な
（
の
 a
c
 
ォ
コ
 
c
 
ォ
 ）
世
界
認
識
に
立
脚
し
て
 
、
そ
の
即
事
象
化
さ
 

れ
た
世
界
で
の
あ
る
べ
き
倫
理
と
し
て
、
「
職
業
と
し
て
 

の
 政
治
」
で
語
ら
れ
た
「
責
任
倫
理
」
が
登
場
す
る
。
で
 は
 、
こ
の
責
任
倫
理
 

と
は
い
か
な
る
思
想
で
あ
ろ
う
か
。
 

@
 
Ⅱ
 @
 

責
任
倫
理
と
そ
の
 対
 概
念
で
あ
る
信
条
倫
理
に
つ
い
て
 ウ
 ヱ
 ー
バ
 一
は
 、
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
に
お
い
て
以
下
 

の
よ
 5
 に
規
定
し
 

て
い
る
。
信
条
倫
理
は
 、
 Ⅲ
結
果
」
な
ど
お
 ょ
そ
 問

題
に
し
な
い
…
。
宗
教
的
に
舌
ロ
え
ば
「
キ
リ
ス
卜
者
は
 

正
し
き
を
お
こ
な
い
、
結
果
 

-
 ㏄
 @
 

 
  

  
 

依
 属
の
故
に
、
こ
の
宿
命
を
み
る
目
が
眩
ま
さ
れ
て
い
た
 」
 

 
 

 
 

た
 。
「
こ
れ
ま
で
は
、
約
千
年
の
長
き
に
立
っ
て
、
キ
リ
 
ス
ト
 教
 倫
理
の
大
い
な
る
情
熱
に
対
す
る
形
式
上
或
い
は
 表
面
上
専
一
的
な
る
 

96 



責任倫理と 

 
 

果
を
第
一
と
す
る
思
想
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
 に
 注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
む
し
ろ
、
「
闘
 
う
 と
い
う
 事
実
」
、
「
自
己
に
固
有
の
台
価
値
㌣
へ
の
誠
実
さ
で
あ
 る
と
さ
れ
る
。
筆
者
 

は
 、
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
で
展
開
さ
れ
た
責
任
倫
理
 
論
の
理
解
と
し
て
、
基
本
的
に
、
フ
レ
ー
シ
ュ
マ
 
ソ
 の
 整
理
は
妥
当
な
も
の
と
 

考
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
で
は
、
信
条
倫
理
と
の
 区
 別
 が
は
っ
き
り
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
以
下
 の
 質
問
も
予
想
さ
れ
 
97  (22U 
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し 倫 欲 い 呂徳 よ 責 
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、 わ 

稀宅 色チ 

白 気 

な 両 を 真 

の は を こ こ 理     ノ 一 打 つ 

的
で
恒
久
的
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
、
形
而
上
学
的
・
 

道
 徳
的
 ・
あ
る
い
は
宗
教
的
な
（
諸
価
値
）
か
ら
そ
の
す
 

べ
て
の
排
他
性
を
は
ぎ
 

と
る
と
い
う
点
で
、
最
初
に
大
き
な
成
功
を
収
め
た
」
 

@
4
-
-
O
l
 

ニ
 l
 チ
ヱ
 は
、
「
諸
価
値
の
相
対
性
、
懇
意
性
を
 

、
 云
う
 な
ら
ば
虚
偽
性
を
主
 



は
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
 

ウ
ヱ
一
バ
一
 
は
ニ
 l
 チ
ェ
 と
 共
に
、
世
界
の
非
合
理
性
Ⅱ
「
神
々
の
 争
い
」
の
現
実
を
受
 入
 

れ
こ
れ
を
直
視
し
た
。
「
神
々
の
争
い
」
に
結
着
を
与
え
 
る
も
の
は
「
運
命
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
責
任
 倫
 理
家
は
 、
運
命
の
非
 合
 

理
性
に
屈
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
は
 、
 「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
 と
 闘
 う
 」
た
め
に
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
神
の
 力
 能
を
知
り
 尺
 そ
う
と
す
る
。
「
 ウ
ヱ
 

 
 
一
は
 価
値
を
め
ぐ
る
多
元
的
抗
争
を
可
能
な
限
り
の
 亘
 且
 か
さ
に
お
い
て
描
き
だ
し
、
そ
れ
を
論
理
的
に
区
分
す
 る
と
共
に
類
型
化
し
 

@
 
毬
 ）
 

た
 。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
 ウ
ヱ
 一
バ
 一
は
 、
い
わ
ば
「
 神
々
の
闘
争
」
の
見
取
り
図
を
作
り
、
そ
れ
を
パ
ノ
ラ
マ
 化
し
た
の
で
あ
る
。
」
 

こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
非
合
理
性
を
構
成
す
る
諸
価
値
 領
域
の
抗
争
を
即
事
象
的
に
見
通
そ
う
と
す
る
態
度
は
 、
 「
倫
理
的
「
合
理
主
義
 

@
 
㎎
 -
 

者
 」
」
で
あ
り
、
世
界
の
非
合
理
性
を
受
入
れ
得
な
い
 

信
 条
 倫
理
 家
 と
決
定
的
に
異
な
る
点
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
態
度
は
ま
た
、
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
で
 旺
 幅
ら
れ
た
「
 明
蜥
 」
と
関
わ
る
「
学
問
の
最
後
の
仕
事
」
 

に
 通
じ
る
も
の
で
あ
 

る
 。
「
こ
れ
こ
れ
の
実
際
上
の
立
場
は
こ
れ
こ
れ
の
究
極
 の
 世
界
観
上
の
根
本
態
度
…
：
 
ふ
ら
 内
的
整
合
を
以
て
 、
 従
っ
て
ま
た
自
己
欺
 

蝿
 な
し
に
、
そ
の
本
来
の
意
味
を
辿
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
 の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
他
の
こ
れ
こ
れ
の
根
本
態
度
か
 ら
は
導
き
出
さ
れ
な
い
 

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
我
々
は
諸
君
に
言
明
し
う
る
し
、
 

ま
た
舌
口
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
ほ
 

警
楡
 的
に
言
え
ば
こ
 
う
 で
あ
 

る
 。
 汝
 ら
が
こ
の
立
場
を
取
る
べ
く
決
心
す
る
と
 き
 、
 汝
 ら
は
こ
の
神
に
の
み
仕
え
、
他
の
神
に
は
侮
辱
を
与
え
 る
こ
と
に
な
る
。
な
ん
 

と
な
れ
ば
、
 
汝
 ら
が
自
己
に
忠
実
な
る
限
り
、
必
然
に
 汝
 ら
は
意
味
上
こ
れ
こ
れ
の
内
的
整
合
に
到
達
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
 

。
」
（
 

る
 
0
-
@
 
 

つ
ま
り
、
責
任
倫
理
 
家
は
 、
決
断
に
よ
っ
て
自
ら
 0
 行
為
の
方
向
を
選
択
す
る
に
あ
た
り
、
あ
る
 神
 
（
 
価
 値
 ）
を
選
択
し
そ
の
神
 

に
 従
う
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
つ
ま
り
個
々
の
「
自
己
の
 行
為
の
究
極
の
意
味
」
、
 

@
0
 

2
 
 

）
 に
つ
い
て
知
っ
て
お
こ
う
と
す
 る
の
で
あ
る
。
責
任
 倫
 

こす。 とる 

  
  
  

」   
負う とい 

う し ノ べ き 

だと との 

する、 具体 

的 
内 つ 
容 ま 

であ 

  
結 

る 

筆 
異な 

鳩卍 廣け 

者 題 

Wi  98 



責任倫理と力 め   

が た の 

意味 ある 「情 望ま 

ビ - し を 仰 

  
  

し 回 れ 

すⅠ ニ 持 屈 ll に価 た 
チ し " 値 
ミ な 意 （ 

目   
          も よ 

生   
否 要 ま 命 
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理
 家
が
「
結
果
に
責
任
を
持
っ
」
こ
と
の
意
味
は
 、
第
 一
に
、
こ
う
し
た
 明
蜥
 、
あ
る
い
は
事
柄
（
 m
p
 
の
 
ゴ
 の
）
に
 
つ
い
て
の
的
確
な
判
断
 

へ
の
意
志
 と
 関
わ
る
の
だ
と
舌
口
え
よ
 
う
 。
そ
の
上
で
、
 自
 ら
の
価
値
が
選
び
取
ら
れ
そ
れ
へ
の
献
身
が
な
さ
れ
ね
 ば
な
ら
な
い
。
そ
し
 

-
 
答
 "
 

て
 、
「
意
志
決
定
の
瞬
間
お
よ
び
自
己
の
固
有
の
公
価
値
 
￥
を
め
ぐ
る
闘
争
の
瞬
間
に
お
い
て
人
は
絶
対
的
孤
立
の
 中
に
放
置
さ
れ
る
」
。
 

と
こ
ろ
で
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
 義
の
精
神
」
で
論
じ
ら
れ
た
「
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
と
 い
う
、
よ
く
知
ら
れ
 

た
 ウ
ェ
ー
バ
一
の
思
想
も
ま
た
、
「
運
命
」
の
思
想
と
、
 即
ち
人
間
的
生
の
不
確
実
性
の
認
識
と
密
接
に
関
わ
っ
 

 
 

は
 、
主
観
的
に
は
宗
教
的
救
済
を
至
上
の
も
の
と
 す
る
極
め
て
宗
教
的
な
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
ト
 た
ち
が
 、
そ
の
現
世
内
的
禁
欲
に
基
 

ね
柄
 」
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
べ
き
か
は
信
仰
の
問
 

つ
く
行
為
に
よ
っ
て
 、
 自
ら
の
意
図
に
反
し
て
、
世
俗
化
 

額
 で
あ
る
 ピ
 

さ
れ
即
事
象
化
さ
れ
た
近
代
世
界
を
生
み
出
し
て
行
く
 過
程
が
論
証
さ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
責
任
倫
理
に
お
け
る
「
 明
蜥
 」
の
問
題
に
加
え
て
、
 ウ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
う
し
た
思
想
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
 責
 任
 倫
理
を
 、
 何
と
し
て
 

も
 所
期
の
結
果
を
達
成
し
ょ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
、
 結
 異
 に
 臆
 し
て
の
み
行
為
の
価
値
を
判
断
し
ょ
う
と
す
る
 倫
理
と
解
す
る
こ
と
は
 

難
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
「
職
業
と
し
て
の
政
治
 
」
の
次
の
一
節
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
 よ
う
 に
思
わ
 れ
る
。
「
政
治
行
為
の
 

最
終
結
果
が
 、
 往
々
に
し
て
、
い
や
決
ま
っ
て
、
当
初
の
 意
図
と
ひ
ど
く
喰
い
違
い
、
し
ば
し
ば
正
反
対
な
も
の
 に
な
る
、
と
い
う
の
は
 

ま
っ
た
く
真
実
で
…
…
一
切
の
歴
史
の
根
本
的
事
実
で
あ
 る
 。
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
行
為
に
と
っ
て
 内
的
な
支
柱
が
必
要
で
 

ガ
 
あ
る
以
上
、
こ
の
本
来
の
意
図
、
つ
ま
り
あ
る
事
柄
 へ
の
奉
仕
な
ぞ
な
く
て
よ
い
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
 な
い
。
と
こ
ろ
で
…
…
「
 事
 

 
 

-
 
㌍
 @
 



責
任
倫
理
は
こ
う
し
た
内
容
を
持
っ
倫
理
で
あ
る
と
思
わ
 れ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
さ
し
あ
た
り
定
義
し
て
み
る
 と
す
れ
ば
、
「
即
事
 

豪
 的
な
世
界
認
識
に
立
脚
し
て
意
図
の
実
現
の
た
め
に
 情
 熱
 的
に
献
身
し
つ
つ
も
、
運
命
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
必
ず
し
も
結
果
 

に
と
ら
わ
れ
ぬ
品
位
あ
る
倫
理
的
態
度
」
と
で
も
呼
び
 得
 る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
倫
理
的
到
達
 煮
 た
る
責
任
倫
理
は
 、
 ウ
ェ
ー
バ
一
に
と
り
「
騎
士
的
」
な
も
の
あ
る
い
は
 

一
種
の
「
騎
士
道
 精
 

@
 
お
 @
 

神
 」
と
見
放
さ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
 と
 共
に
 、
ウ
ヱ
｜
 ハ
 ー
が
定
位
し
た
こ
の
騎
士
道
精
神
の
範
型
 は
 、
先
述
 0
 宿
命
信
仰
を
奉
ず
る
 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
軍
事
貴
族
層
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
 宿
 命
 信
仰
は
軍
事
貴
族
 層
 に
最
も
適
合
的
な
世
界
観
で
あ
 っ
た
 。
し
か
し
、
こ
れ
 

ら
ほ
 つ
い
て
の
論
証
は
、
こ
れ
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
 た
 
@
 
 

山
之
内
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
い
 

O
@
9
-
2
 
・
 

こ
こ
で
は
、
も
う
一
つ
、
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
 、
ソ
 ク
ラ
テ
 @
0
-
 

穏
 4 
１
 
キ
リ
 ス

ト
教
へ
と
至
る
世
 

異
観
の
合
理
化
の
潮
流
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
宿
命
信
仰
Ⅱ
 騎
士
道
精
神
は
、
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
ズ
 ム
 に
 よ
っ
て
即
事
象
化
さ
れ
 

た
 世
界
に
甦
る
。
そ
の
際
、
そ
れ
ほ
、
ま
さ
に
、
世
界
観
 の
 宗
教
的
ム
ロ
理
化
の
後
に
、
あ
る
い
は
、
近
代
個
人
主
 
義
を
経
て
誕
生
し
た
こ
 

と
に
よ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
強
調
さ
れ
な
か
っ
た
 一
 神
 教
的
側
面
、
即
ち
 、
 「
（
一
人
の
）
神
の
選
択
」
の
 
裏
 求
を
備
え
る
に
至
っ
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
「
ギ
リ
シ
ャ
の
多
神
教
 
は
 …
…
神
々
 同
 士
 が
よ
く
争
っ
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
」
が
「
ア
フ
 ロ
デ
ィ
テ
に
も
へ
 ラ
 

し
 、
不
確
実
な
運
命
性
に
あ
え
て
直
面
す
る
と
い
う
精
神
 の
 高
貴
さ
（
あ
る
い
は
品
位
意
識
 -
 筆
者
）
を
備
え
て
 い
 な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

@
 
あ
 ）
 

ぃ
 。
」
「
宗
教
社
会
学
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
宿
命
 

信
 仰
 
@
6
-
2
 
 

」
は
こ
う
し
た
態
度
と
関
わ
る
こ
 

邑
 

、
。
 う
 見
て
来
る
と
、
 

 
 

 
 

5
 如
く
、
責
任
倫
理
家
に
と
り
、
闘
争
あ
る
い
は
「
理
念
 を
 実
現
し
ょ
う
と
欲
す
る
…
…
具
体
的
行
動
」
こ
そ
が
 何
よ
り
も
重
要
で
あ
㎝
 

 
 

り
 、
そ
の
限
り
、
結
果
は
二
の
次
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
 結
 果
 は
あ
く
ま
で
重
要
性
を
失
わ
な
い
。
責
任
倫
理
 家
は
 あ
く
ま
で
意
図
の
「
 実
 

現
 」
を
「
目
指
す
」
 、
い
 や
、
意
図
の
実
現
に
「
情
熱
的
 に
 献
身
す
る
」
 

-
7
@
2
 
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
即
事
象
的
な
世
 界
 認
識
を
持
つ
彼
は
 、
 

信
条
倫
理
 家
 と
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
、
意
図
の
実
現
に
 近
い
位
置
に
立
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
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シャ ま堂 「キ 合 り シ 幸 （浩 ll   
大 で 理 ス ル 宗 芸 ヱ 

と 

サ @ Ⅰ 

し 

よ 

  あノ 。 

イ 

/ 

  @ 
め の 

ム 

（ 

@ 
び 社 ノ l 

と 

ヨ 
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（
㌍
 
-
 

れ
に
基
づ
い
て
、
「
 ヒ
ソ
 
ド
ゥ
ー
 教
 と
仏
教
」
に
描
か
れ
 た
 
「
歴
史
的
な
 ヒ
ソ
 
ド
ゥ
ー
教
の
イ
ソ
 
ド
 」
の
騎
士
階
級
 0
 世
界
を
垣
間
見
る
 

る
 責
任
倫
理
と
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
対
比
と
関
連
す
る
。
 

は
上
 我
々
は
、
晩
年
の
ウ
ェ
ー
バ
 一
 思
想
の
鍵
と
も
 言
，
 
ぇ
る
 
「
神
々
の
争
い
」
と
「
責
任
倫
理
」
の
内
容
を
吟
味
 
し
て
来
た
。
次
に
こ
 

（
 
卸
 @
 

に
 ち
 、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
も
ア
ポ
ロ
ン
に
も
、
同
じ
よ
 う
 に
供
物
を
捧
げ
た
」
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
神
の
選
択
 

」
を
主
張
す
る
「
職
業
 

と
し
て
の
学
問
」
、
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
に
お
け
る
「
 

神
々
の
争
い
」
と
い
う
ウ
ェ
 一
 バ
ー
の
地
楡
 は
、
 
確
か
 に
、
 
「
（
 
範
型
 と
し
て
の
 

@
 
㌍
 @
 

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
。
筆
者
）
多
神
教
的
世
界
と
一
神
教
的
 世
界
を
右
往
左
往
し
て
い
る
 よ
う
 に
み
え
る
」
。
こ
の
点
 も
 、
次
節
で
行
わ
れ
 



と
仏
教
」
「
神
々
の
争
い
」
即
ち
、
「
価
値
諸
領
域
と
生
の
諸
秩
序
 
内
部
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
騎
士
的
コ
ー
ト
ス
の
側
面
 

に
 
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
ヒ
ン
ド
ク
ー
 

教
 

  

 
 

あ
る
。
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
た
口
バ
ガ
 

ザ
ア
 
ッ
ド
・
ギ
ー
 

タ
 
l
L
 
（
以
下
ロ
ギ
ー
タ
ー
 

L
 
）
の
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
思
想
 

は
 
、
ヒ
ソ
ド
ク
ー
教
の
 

る
 
。
以
下
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
理
解
の
検
 

討
を
通
し
て
、
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
」
の
従
来
あ
ま
 

り
 
問
題
と
さ
れ
て
来
な
 

か
っ
た
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 

@
 
鍋
 
@
 

さ
て
、
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
 

、
 
我
々
は
 

、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
と
 

ゥ
ヱ
 
一
バ
一
に
目
さ
れ
て
い
 

た
 イ
ン
ド
の
騎
士
 

階
 

級
 ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
概
観
し
て
お
 

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
。
 

ハ
 
１
 0
 
見
る
と
こ
ろ
、
 

っ
た
 
。
そ
れ
は
ま
た
諸
宗
教
に
と
っ
て
の
課
題
で
も
あ
っ
 

た
 
0
 ハ
ラ
 
モ
イ
 
教
 
ヒ
ソ
ド
ゥ
ー
教
へ
と
至
る
イ
ソ
 

ド
 
宗
教
の
正
統
派
は
 

、
 

こ
の
問
題
の
解
決
を
、
美
神
議
論
 

と
 カ
ー
ス
ト
制
度
の
結
 

合
 に
よ
っ
て
な
し
と
げ
た
。
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
の
 

一
節
を
引
こ
 

う
 
。
「
 
宗
 

教
 
倫
理
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
法
則
に
 

従
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
生
活
秩
序
の
中
に
は
め
こ
ま
れ
て
 

い
る
と
い
う
事
実
を
 

、
 

い
ろ
い
ろ
と
理
屈
 

づ
 
げ
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ャ
の
多
神
教
は
 

ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
に
も
へ
う
に
も
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
 

も
 ア
ポ
ロ
ン
に
も
、
 

同
 

じ
ょ
ら
に
供
物
を
捧
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
神
々
同
士
が
 

ょ
 

  

教
の
生
活
秩
序
で
は
 

一
 

つ
 一
つ
の
職
業
が
法
（
ダ
ル
マ
）
と
い
う
特
別
な
倫
理
的
 

な
 
捉
の
対
象
と
な
り
、
も
ろ
も
ろ
の
職
業
が
カ
ー
ス
ト
 

に
 
従
っ
て
永
遠
に
遮
断
 

さ
れ
る
と
と
も
に
、
全
体
が
厳
格
な
上
下
関
係
い
っ
 

た
ん
そ
こ
へ
生
ま
れ
た
者
は
、
来
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
 

は
外
 
逃
れ
よ
う
が
な
い
 

世 場 
界 詣 し   
の 宗 
一 致 
つ 対 
ヒ 騎 
ソ 士 

ド 的 
ウ ニ " 
I@ 1 
教 ト 

の ス 

内、 の 
部 、 関 
ナこ、 係 

  
ウ -- 

ヱ 般 
l 的 

Ⅰ へ ケ @ 甲 

l は 
ほ 以 
騎 士 
士 の 
的 よ 

耳 う 

@  ト整町 ャ @ 
ス 理 
の し 
一 得 
形 よ 

  
見 し 

出 か 

  
い こ 

る こ 
  で ・ 

そ 興 
れ 味 
が 深 

最 い 

  
的 に 的 
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ガ
を
及
 ば
す
と
い
 5
 こ
と
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

「
（
イ
ン
ド
の
叙
事
詩
同
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
 

L
 に
は
）
 ヴ
 ヱ
 ー
 ダ
 の
神
々
が
全
員
見
 
ろ
 

@
 
ぬ
 @
 

 
 

れ
ら
を
恐
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
決
し
て
彼
を
助
け
る
こ
 

と
が
出
来
」
な
い
。
そ
れ
で
 

-
 
㏄
 "
 

か
も
「
 死
 と
人
間
的
運
命
の
さ
ま
ざ
ま
な
非
合
理
を
内
 

面
的
に
耐
え
抜
く
の
が
当
り
ま
え
の
こ
と
」
と
す
る
 

品
 位
 意
識
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
 
軍
 

%
 
 事
 貴
族
と
共
有
さ
れ
て
い
た
。
ホ
プ
キ
 
ソ
ズ
円
イ
 ソ
 

 
 

  

輔
た
 側
面
を
表
現
し
て
い
る
。
「
こ
の
聖
な
る
秘
密
を
 

吾
は
汝
に
告
げ
る
。
人
間
で
あ
る
こ
と
以
上
に
高
貴
な
 

@
 
し
と
は
な
い
。
」
 

貴
 

以
上
、
円
 
ギ
 ー
タ
ー
ヒ
の
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
思
想
の
担
い
 

手
 た
る
ク
シ
ャ
ト
 
リ
 ヤ
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
 
，
 
」
れ
を
踏
ま
え
、
 
次
 

103 ㏄ 27) 

と
こ
ろ
で
、
バ
ラ
モ
ン
化
さ
れ
る
以
前
の
、
ク
シ
 ャ
ト
リ
 ヤ
 独
自
の
世
界
観
た
る
宿
命
信
仰
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
 の
そ
れ
と
は
若
干
 
様
 

相
を
異
に
し
て
い
た
。
「
価
値
諸
領
域
と
生
の
諸
秩
序
」
 

を
 象
徴
す
る
強
力
な
神
々
が
争
い
、
そ
の
こ
と
が
英
雄
 の
 運
命
に
尽
大
な
影
響
 

代
ギ
リ
シ
ャ
の
そ
れ
と
類
似
す
る
宿
命
信
仰
の
世
界
に
生
シ
ャ
ト
リ
ヤ
も
ま
た
、
美
神
議
論
及
び
そ
れ
と
結
合
し
た
 

-
0
-
4
 

 
 

 
 

よ
う
な
の
中
に
は
め
込
ま
れ
て
い
た
の
で
職
業
に
よ
 っ
て
、
最
高
の
宗
教
的
救
済
と
の
距
離
に
も
当
然
格
差
 が
 生
じ
た
。
こ
う
し
て
 

ヒ
ン
 ド
ゥ
教
の
生
活
秩
序
で
は
、
苦
行
者
や
バ
ラ
 モ
ソ
か
 ら
 、
泥
棒
や
娼
婦
に
 い
 た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
 に
 内
在
す
る
固
有
法
則
 

に
基
づ
い
て
 ヵ
 ー
ス
ト
ご
と
の
法
が
つ
く
ら
れ
…
 ;
 て
い
 

 
 

シ
ャ
の
多
神
教
的
世
 

界
へ
の
言
及
に
続
け
て
、
美
神
議
論
Ⅱ
カ
ー
ス
ト
制
が
 弘
 
調
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 引
用
文
に
示
さ
れ
て
 ぃ
 

る
よ
う
に
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
相
互
に
異
な
 る
だ
け
で
は
な
く
、
実
に
互
い
に
鋭
く
矛
盾
す
る
身
分
 諸
倫
理
の
併
存
も
全
く
 

@
 
㏄
 -
 

問
題
で
は
な
 に
は
「
。
，
 

力
 っ
た
」
舌
口
 

@
7
-
3
 

0
 
 
し
 、
。
。
 

換
え
れ
は
 々
ソ
ト
 

普
遍
倫
理
も
自
然
法
も
欠
如
し
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
 形
 で
、
「
神
々
の
争
い
」
 

の
 問
題
を
解
決
し
た
の
は
、
イ
ン
ド
の
祭
司
階
級
た
る
。
 
ハ
 ラ
モ
ン
で
あ
っ
た
。
 

@
 
㏄
 @
 

こ
れ
に
対
し
、
バ
ラ
 モ
ソ
と
 、
イ
ン
ド
の
い
わ
ば
精
神
的
 覇
権
を
争
っ
て
い
た
イ
ソ
 ド
 の
騎
士
階
級
ク
シ
ャ
ト
 リ
 ヤ
は
 、
は
じ
め
、
 古
 



タ つ と マ 済 仏 れ な 響 れ ら ャ ひ @ 甲 
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責任倫理と カルマヨーガ 

何 ら     
か い ゥ と て る で 捨 力 わ い よ 量 れ す を た よ 

マ で ヱ 関 い 」 は て か な な っ に る る 確 ご ろ 
ム 

「   際に 力 極 一 一 一 特に 責務 @ 、 えに 行為 る、 る こ 
" 」   

」 倫   
ら ト 

ゆ議 するさ、 あ 定によに り参 
る 務 な 。 れ 人 工 加 
憂 の わ 古 る は し し 

    し 性 リ 故 に 現 で 
自   ほ ほ 我 ス な 封 世 い 

0 ％ 用 「 至 ら 
そ " 対々 応が教 ト らすに " る おこ る   と ねたげ 、す して、「日々 -0-5 徒が 「 欲 この 一切の げる百 

の 正 望 顧 分 な   な 行   要しが 慮自わ 
て ・ ダ い 結 氷 く ま な 身 ち 

りかえ精雄 、 もて 神ダ こ と緒あ か 、 果 」 行 さ し の あ 
ク し い で か を 呆 る マ そ に と っ に に 待 た 
シ れ る あ っ 我 は 。 を 
ャ た の る の 々 神 と 結 し関呼て て すぶ " 現行にも " " 為 か 
ト い だ 。 倫 は の こ 果 
    。 と と 理 既 裁 ろ へ   
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的
に
方
向
を
異
に
す
る
も
の
の
、
具
体
的
局
面
に
お
け
る
 世
界
へ
の
個
々
人
の
内
的
構
え
に
お
い
 

と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

あ
る
人
物
が
 、
 自
ら
の
人
格
か
ら
見
て
（
一
見
）
不
合
理
 な
 苦
難
に
陥
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
 

場
合
、
彼
は
そ
の
苦
難
に
、
品
位
意
識
に
よ
っ
て
耐
え
抜
 く
 。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
人
物
が
 、
業
 

か
 。
こ
の
場
合
、
そ
の
不
合
理
と
見
え
る
苦
難
も
 、
 実
は
 自
ら
の
前
世
で
の
行
為
の
結
果
な
の
だ
 

の
場
合
も
、
や
は
り
現
世
に
お
い
て
は
そ
の
苦
難
に
耐
え
 る
し
か
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
違
い
ほ
 

@
 
㏄
 -
 

合
 、
「
魂
は
そ
の
固
有
の
運
命
の
唯
一
の
鍛
冶
工
で
あ
る
 
」
。
こ
こ
で
も
、
宿
命
信
仰
の
場
合
と
同
 

向
い
合
わ
な
け
れ
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
た
と
 え
ば
、
超
越
的
人
格
神
の
よ
う
な
外
な
 て

は
、
存
外
近
い
も
の
を
も
た
ら
す
こ
 

み
よ
う
。
宿
命
信
仰
を
奉
ず
る
騎
士
の
 

神
議
論
の
影
響
下
に
あ
る
 場
ム
ロ
 
は
ど
う
 

と
合
理
的
に
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
 

 
 

様
 、
人
は
た
だ
一
人
、
自
ら
の
運
命
に
 

る
 力
に
は
頼
れ
な
い
の
で
あ
る
。
宿
命
 

し
 、
宿
命
信
仰
は
、
世
界
の
非
ム
ロ
理
性
を
そ
の
ま
ま
愛
人
 

れ
る
と
い
う
差
異
に
着
目
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

し
 か
し
、
他
方
、
 
ウ
ヱ
｜
 

｜
は
 、
両
者
の
類
似
点
に
も
注
目
し
て
い
る
よ
 う
 に
 思
わ
れ
る
。
た
と
え
。
は
 、
 「
す
で
に
運
命
に
よ
っ
て
（
 
正
 統
派
 

即
ち
 バ
う
そ
 

（
㏄
 
@
 

ソ
 @
 筆
者
の
観
念
で
は
、
結
局
 業 に
よ
っ
て
）
神
秘
 的
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
現
わ
れ
」
る
と
す
る
両
者
の
圭
 

@
 い
換
え
が
見
ら
れ
る
 

し
、
も
 5
 
一
つ
「
前
世
に
行
っ
た
行
為
で
あ
る
業
だ
け
が
 一
義
的
に
宿
命
を
決
定
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
々
 に
も
人
間
に
も
妥
当
す
 

@
 
㏄
 "
 

る
 」
と
す
る
発
言
も
見
出
せ
る
。
宿
命
信
仰
と
葉
 神
義
ぬ
 柵
は
 、
世
界
観
の
合
理
化
の
有
無
と
い
う
形
而
上
学
的
 盗
 冗
 に
お
い
て
は
、
決
定
 

@
 
目
 @
 

な
 遊
戯
に
対
す
る
信
仰
」
で
あ
る
と
す
る
。
業
の
教
 説
が
 、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
背
後
に
合
理
的
に
解
釈
さ
れ
た
 原
 囚
を
見
出
す
の
に
 対
 

ヤ
の
 カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
が
問
題
と
な
る
。
 

ま
ず
、
こ
の
救
済
方
法
の
下
に
救
済
を
求
め
る
戦
士
た
ち
 の
 実
像
を
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
 い
た
か
を
吟
味
し
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
、
宿
命
信
仰
 と
 美
神
議
論
の
関
係
を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
 で
へ
 

辛
ん
 
Ⅹ
。
 

Ⅰ
 

ウ
ェ
ー
バ
 一
は
 
一
方
で
、
「
宿
命
」
に
対
す
る
信
仰
は
 
、
 「
 
業
 の
 教
説
 と
は
ほ
と
ん
ど
両
立
し
な
い
よ
う
な
、
運
命
 0
 人
間
と
の
 
懇
 意
 的
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ヤ
が
 戦
士
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
の
こ
と
も
 あ
っ
て
、
彼
等
に
ほ
な
お
 宿
 

か
命
 信
仰
が
保
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
業
の
教
 説
と
 宿
命
信
仰
に
は
先
述
し
た
よ
う
な
類
似
点
が
あ
り
、
 ク
 シ
ャ
ト
リ
ヤ
に
は
、
ク
シ
ャ
 

理
ト
リ
 ヤ
に
生
れ
た
事
実
も
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
 カ
 ｜
 ス
ト
・
ダ
ル
マ
も
、
矛
盾
を
感
じ
ず
に
、
業
の
教
 説
と
 宿
命
信
仰
と
に
よ
っ
て
両
様
 

 
 

｜
ガ
 の
道
を
歩
も
う
と
す
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
に
、
ク
シ
ャ
 ト
 リ
ヤ
の
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
 

責
 

マ
が
 戦
闘
を
要
式
す
る
時
、
宿
命
信
仰
は
、
い
わ
ば
、
 ヵ
 ｜
 ス
ト
・
ダ
ル
マ
に
組
込
ま
れ
る
か
っ
こ
う
に
な
る
こ
 と
に
気
が
つ
く
。
こ
の
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つ
い
て
 
同
ギ
 ー
タ
ー
ヒ
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
 。
「
勇
敢
・
精
力
・
堅
忍
・
熟
練
な
ら
び
に
戦
闘
に
お
い
 
て
 退
却
せ
ざ
る
こ
と
、
 

-
 
㎝
 @
 

ガ
 

布
施
お
よ
び
支
配
者
の
性
格
は
 、
 n
 そ
の
 日
 特
性
よ
 り
 生
ず
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
行
作
な
り
。
」
 

 
 

れ
る
こ
と
は
、
業
の
結
果
で
も
あ
り
、
「
 

神
 的
な
宿
命
」
 

@
,
@
6
 

に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
 

は
 、
そ
れ
ら
の
も
の
に
 

よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
「
ル
土
地
本
 

の
 
@
3
"
G
 
 

」
 も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
 
こ
こ
で
は
、
 
相
 争
う
神
々
の
中
か
ら
の
神
の
選
択
は
 

、
 生
れ
な
が
ら
に
、
自
ら
 

の
 意
志
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
 
業
 あ
る
い
は
宿
命
に
よ
っ
 
て
 行
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
ク
シ
ャ
ト
 

リ
 ヤ
の
 カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
に
 

 
 
 
 

そ
れ
と
 

ル
ち
 
と
告
白
 
か
か
わ
し
て
い
 

ト
 
サ
ろ
 

に
 
ん
 
生
 
ソ
 



 
 

、
こ
の
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
は
、
「
「
職
業
の
」
遂
行
を
極
 

め
て
首
尾
一
貫
し
て
 
要
 

求
 」
す
る
。
そ
し
て
先
述
の
よ
う
に
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
 

カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
に
は
宿
命
信
仰
が
組
込
ま
れ
て
い
 

る
 0
 さ
ら
に
ク
シ
ャ
ト
 

リ
 ヤ
は
、
「
結
果
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
憂
い
な
し
に
」
 

行
 為
す
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
救
済
が
可
能
と
な
る
か
ら
だ
 

が
 、
そ
れ
は
同
時
に
 
、
 

「
 
死
 と
人
間
的
運
命
の
さ
ま
ざ
ま
な
 

非
 ム
ロ
理
を
内
面
的
に
 

耐
え
抜
く
の
が
当
り
 
帝
 
@
8
@
 

」
と
す
る
宿
命
信
仰
と
の
関
連
を
 

も
う
か
が
わ
せ
る
。
 

我
々
 は
 、
こ
こ
で
、
責
任
倫
理
に
つ
い
て
の
我
々
の
定
義
 

を
 想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
即
事
象
的
 

な
 世
界
認
識
に
立
脚
し
 

「
戦
争
目
的
（
勝
利
と
い
う
意
図
の
実
現
 

@
 筆
者
）
か
ら
 見
て
 

s
a
c
 

ゴ
コ
 
の
す
に
必
要
な
」
と
い
う
部
分
に
注
意
し
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「
仕
事
口
を
な
 せ
 」
。
つ
ま
り
「
ギ
ー
タ
ー
ヒ
で
 
は
、
 そ
 う
 す
る
こ
と
が
宗
教
的
救
済
の
妨
げ
に
な
ら
ず
、
 

役
 立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
 

-
 
㏄
 @
 

た
の
で
あ
る
。
」
 

卜
 
し
か
り
発
言
 

ロ
 
と
あ
わ
せ
て
、
カ
ル
マ
 
ョ
 1
 心
刀
 
に
つ
 卜
 
い
て
 か
 
り
 以
 下
の
発
言
を
参
照
す
れ
ば
、
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
道
に
 

ょ
 っ
て
救
済
を
求
め
る
 
戦
 

士
 た
ち
の
姿
が
、
ウ
ェ
ー
バ
 
l
 に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
 
映
 じ
て
い
た
か
が
 
よ
 り
鮮
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
「
必
要
 

な
 １
１
 す
 な
 ね
 ち
、
 戦
 

士
 カ
ー
ス
ト
の
ダ
ル
マ
 
と
 所
属
カ
ー
ス
ト
の
規
則
に
基
づ
 
い
て
義
務
づ
げ
ら
れ
、
戦
争
目
的
か
ら
見
て
客
観
的
 
に
 （
の
 

a
c
 

牙
 
由
 
わ
 
け
）
必
要
な
 

こ
と
ほ
 、
 他
の
カ
ー
ス
ト
の
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
に
は
 成
 立
し
に
く
い
。
同
じ
く
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
道
を
歩
む
と
 は
 ミ
 
@
@
 
っ
て
も
、
そ
の
者
 

 
 
 
 
 
 

の
 内
面
は
、
カ
ー
ス
ト
ご
と
に
分
け
て
考
え
た
け
れ
ば
な
 ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、
我
々
は
、
ク
シ
ャ
 ト
 リ
ヤ
の
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
責
任
倫
理
的
側
面
を
論
証
 

  

ま
ず
、
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
 I
 に
お
い
て
 、
 決
し
て
伝
統
主
義
と
結
び
つ
く
不
合
理
性
に
お
い
て
 の
み
と
ら
え
ら
れ
て
 

い
る
の
で
ほ
な
い
。
そ
れ
は
既
に
見
た
よ
 う
 に
、
「
価
値
 諸
領
域
と
生
の
諸
秩
序
の
相
対
的
自
律
性
」
に
関
わ
る
 一
定
の
ム
ロ
理
化
の
産
物
 

と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
倫
理
が
 こ
の
よ
う
に
分
化
し
て
い
た
た
め
、
イ
ン
ド
の
倫
理
で
 は
 、
政
治
の
固
有
法
則
 

に
も
っ
ぱ
ら
従
 う
 ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
と
こ
と
ん
ま
で
 強
 
謝
 し
た
ま
っ
た
く
仮
借
な
い
統
治
技
術
の
見
 方
が
可
能
と
な
 っ
た
 

@
5
@
6
 

。
」
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マヨ - 

 
 

等
に
は
承
認
さ
れ
な
い
バ
ク
テ
ィ
の
思
想
が
誕
生
す
る
。
 カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
に
従
っ
た
行
為
の
救
済
価
値
は
こ
 の
 バ
ク
テ
ィ
の
興
隆
に
 

一ガ 

（
 Ⅱ
 
@
 @
 

ア
 イ
シ
ャ
）
階
級
に
適
合
的
な
も
の
と
 見
徴
 さ
れ
て
い
る
 
が
 、
こ
こ
か
ら
は
、
後
に
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
品
位
 意
 誠
 に
反
し
、
そ
れ
 
故
彼
 

 
 

が
あ
っ
た
。
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
は
そ
れ
ら
と
の
関
連
に
お
い
 て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
 は
、
カ
 ｜
 ス
ト
義
務
の
遂
行
に
 

救
済
価
値
を
認
め
る
こ
と
で
、
世
界
史
上
最
強
の
有
機
体
 

 
 

カ
ー
ス
ト
感
情
、
 カ
｜
 

@
 
㌍
 -
 

ス
ト
慣
習
の
永
続
化
の
た
め
の
強
力
な
道
具
」
で
あ
っ
た
 。
ま
た
そ
れ
は
、
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
基
礎
を
な
す
美
神
 議
論
と
矛
盾
す
る
に
も
 

か
か
わ
ら
ず
、
人
格
神
へ
の
信
仰
と
結
合
し
て
い
た
。
 円
 ギ
 ー
タ
ー
 b
 の
中
の
こ
の
要
素
 
@
,
@
7
 

も
 
ま
、
 ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
 て
 、
本
来
、
市
民
（
 ヴ
 

て
 意
図
の
実
現
の
た
め
に
情
熱
的
に
献
身
し
つ
つ
も
、
 

運
 命
の
 

理
 的
態
度
」
で
あ
る
。
こ
の
定
義
と
ウ
ェ
ー
バ
一
の
力
 め
 
マ
ヨ
 

ち
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
救
済
（
解
脱
）
が
追
求
さ
れ
る
と
い
 う
こ
 

ら
 、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
り
、
グ
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
カ
ル
マ
 ョ
 １
ガ
 

的
 対
応
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
 ゥ
 
ヱ
 l
l
 

か
、
ウ
ヱ
 
一
バ
一
の
叙
述
自
体
は
、
責
任
倫
理
と
カ
ル
マ
 ヨ
 J
J
 

さ
て
、
ウ
ェ
ー
バ
 
l
 の
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
論
は
、
以
上
に
 尺
 ぎ
 

注
目
し
た
思
想
に
は
、
以
上
に
論
じ
て
来
た
宿
命
信
仰
、
 

力
 め
 意

味
を
知
る
こ
と
に
よ
り
、
必
ず
し
も
結
果
に
と
ら
わ
れ
 ぬ
 品
位
あ
る
 倫
 

｜
ガ
論
 と
を
対
比
す
る
時
、
以
下
の
こ
と
ほ
明
ら
か
で
あ
 ろ
 う
 。
す
な
わ
 

と
も
あ
り
、
一
見
信
条
倫
理
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
 う
で
あ
り
な
が
 

は
 、
同
時
に
 、
 自
ら
の
倫
理
的
立
場
て
あ
る
責
任
倫
理
の
 ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
 

｜
も
 、
そ
の
こ
と
は
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
 ど
う
い
う
 訳
 

ガ
 0
 対
応
に
関
し
、
多
少
不
明
瞭
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
  
 

る
 訳
で
ほ
な
い
。
先
述
の
如
く
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
 円
ギ
｜
 タ
ー
 b
 の
中
で
 

 
 

体
的
 社
会
倫
理
 



「
ヒ
ン
 ド
ヴ
一
 教
と
仏
教
」
の
主
人
公
は
 、
 長
ら
く
祭
司
 階
級
バ
ラ
 
モ
ソ
と
 理
解
さ
れ
て
来
た
。
 

@
 
㏄
 -
 

こ
の
バ
ラ
モ
ン
と
長
き
に
わ
た
り
覇
を
競
い
や
が
て
破
れ
 て
 行
っ
た
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
へ
の
 ウ
ヱ
｜
 

見
落
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
論
じ
た
問
題
 ほ
 と
ど
ま
ら
ず
、
ウ
ェ
ー
バ
 

l
 に
よ
る
 

敦
史
へ
の
位
置
付
も
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
へ
の
関
心
と
結
び
 つ
い
て
い
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
は
一
応
正
し
い
と
言
え
よ
う
が
、
 

。
ハ
ー
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
も
我
々
は
 

原
始
仏
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
イ
ソ
 ド
宗
 

現
代
版
騎
士
道
精
神
た
る
責
任
倫
理
を
 

お
わ
り
に
 

Ⅰ
 ガ
｜
上
 信
仰
の
宗
教
類
型
 ｜
 
Ⅰ
有
機
体
的
社
会
倫
理
の
 頓
 に
取
り
上
げ
吟
味
す
る
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
 際
 、
前
三
者
の
お
の
お
 

@
 
ぴ
 @
 

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
理
念
型
と
し
て
提
示
さ
れ
て
 い
る
。
以
上
に
見
て
来
た
よ
 う
 に
、
独
立
し
た
理
念
型
 と
し
て
の
カ
ル
マ
 
ョ
｜
 

ガ
は
 、
人
格
神
と
結
合
さ
せ
ら
れ
て
ほ
い
な
い
。
つ
ま
 り
そ
れ
は
、
ロ
ギ
ー
タ
ー
 
b
 に
お
い
て
現
実
に
は
カ
ル
マ
 

ヨ
 ー
ガ
が
そ
れ
と
結
合
 

し
て
い
る
信
仰
の
宗
教
類
型
と
は
論
理
的
に
異
質
な
も
の
 と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
最
後
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
 

本
稿
の
主
題
で
あ
る
 ヵ
 

@
 
沌
 "
 

ル
 マ
ヨ
ー
ガ
が
、
こ
う
し
た
理
念
型
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
 論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
 意
味
を
考
え
な
が
ら
、
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
 
円
ギ
 ー
タ
ー
ロ
論
の
構
成
を
吟
味
し
直
せ
 ば
 、
以
下
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
。
即
ち
 
、
ゥ
 
エ
 ー
バ
ー
の
ロ
ギ
ー
 
タ
 

一
 b
 論
は
、
宿
命
信
仰
に
つ
い
て
の
舌
口
及
の
後
、
ま
ず
、
 

理
念
型
的
処
理
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
イ
ン
ド
に
お
け
 る
 責
任
倫
理
の
対
応
物
 

を
 提
示
し
、
次
に
 、
 「
ギ
ー
タ
ー
ヒ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
 
現
実
の
カ
ル
マ
ヨ
ー
ガ
の
、
現
代
の
責
任
倫
理
と
の
 差
 異
 あ
る
い
 は
 そ
れ
と
 対
 

比
し
た
時
の
制
約
（
信
仰
の
宗
教
類
型
・
有
機
体
的
 社
ム
 耳
 倫
理
と
の
 結
 ム
ロ
）
を
提
示
す
る
体
裁
ど
な
っ
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
 

ほ
 な
く
 ウ
ヱ
 一
バ
 一
は
、
 「
ヒ
ン
 ド
ヴ
一
 教
と
仏
教
」
 
第
 三
部
に
お
い
て
、
バ
ク
テ
ィ
の
隆
盛
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
 の
 侵
入
を
一
因
と
す
る
 

ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
没
落
と
に
よ
る
、
イ
ン
ド
か
ら
の
責
任
 倫
理
的
思
想
の
消
失
過
程
を
も
跡
付
け
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
 

(234) 110 



責任倫理     カルマヨーガ 

  
  （ り乙 （注 1 " 
    

ロ @@ " ト """ 

一 @  l 

アツ 月目 

本 

舌ニ 
モ ・ 論 
の に @ 

    
Ill (235) 

主
張
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
手
に
な
る
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
 と
 仏
教
」
は
、
そ
の
全
体
が
、
一
種
の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
 階
 級
へ
の
レ
ク
イ
 ヱ
ふ
 と
 

な
っ
て
い
る
 よ
う
 に
さ
え
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
理
念
型
 的
 処
理
を
通
し
て
、
 
ウ
ヱ
一
 バ
ー
が
「
歴
史
的
な
 ヒ
ン
 ド
ゥ
ー
教
の
イ
ソ
 
ド
し
 

-
 
臼
 -
 

に
、
 種
々
の
制
約
を
伴
っ
た
形
で
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
 「
騎
士
的
即
事
象
性
」
と
し
て
の
責
任
倫
理
の
対
応
物
 
を
見
出
し
そ
の
消
失
 過
 

程
を
跡
付
け
て
い
る
こ
と
に
は
何
よ
り
も
注
目
し
な
け
れ
 ば
な
る
ま
い
。
そ
の
こ
と
の
真
の
狙
い
は
、
あ
る
い
は
 、
 「
ヒ
ン
ド
ゥ
 l
 教
 と
 

仏
教
」
全
体
の
詳
細
な
検
討
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
 に
し
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
 、
 ウ
ニ
ー
バ
ー
の
イ
ン
 

ド
史
像
 、
ひ
い
て
は
世
界
史
像
の
枠
組
に
つ
い
て
の
 従
来
の
理
解
に
大
き
な
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
る
よ
 う
 に
 思
わ
れ
る
。
 

最
後
に
一
ミ
ロ
 つ
 げ
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

っ
 ま
り
、
「
理
念
型
的
処
理
を
通
し
て
」
責
任
倫
理
の
対
 麻物
と
し
て
の
 
力
ル
 

マ
ヨ
ー
ガ
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
、
イ
ン
ド
 思
 想
 史
に
お
い
て
現
実
的
な
力
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
、
 

必
ず
し
も
意
味
し
な
 

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
の
継
承
に
お
い
て
、
そ
の
 思
想
の
一
側
面
の
み
が
取
り
出
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
そ
 れ
が
純
化
発
展
さ
せ
ら
 

れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
り
格
別
目
新
し
い
こ
と
 で
ま
な
 

f
 
 し
 
@
2
@
8
 

、
 。
 



（
 
皿
 ）
の
 盤
ぎ
コ
岸
コ
 
峻
の
陰
圧
 
下
 
こ
こ
で
は
山
之
内
の
訳
語
に
従
う
 。
同
社
会
科
学
の
現
在
 
b
 一
 
圭
一
 0
 ｜
 
一
頁
参
照
。
 

（
は
）
㌧
の
。
の
の
の
）
 
｜
が
 
八
九
頁
。
 

（
は
）
 毛
 「
・
の
・
の
 
0
 下
 
，
五
五
頁
。
 

（
Ⅱ
）
フ
レ
ー
シ
ュ
マ
ン
、
「
ウ
ェ
 

l
 ハ
 l
 か
ら
 
二
 l
 チ
ヱ
ヘ
 」
 、
 二
四
頁
。
 

（
 
巧
 ）
同
上
、
七
頁
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
 エ
 ハ
頁
。
こ
れ
は
ジ
ン
メ
ル
「
 
シ
 。
 ｜
 ペ
ン
ハ
 

ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
 
ヒ
 か
ら
の
一
節
で
あ
る
。
 

（
Ⅳ
）
同
上
、
二
九
 ｜
三
 0
 頁
 。
 

（
 
略
 ）
山
之
内
「
歴
史
学
的
形
象
の
呪
力
剥
奪
」
、
三
六
頁
。
 な
 お
 、
「
職
業
と
し
て
の
学
問
」
に
お
け
る
「
気
を
つ
げ
ろ
、
悪
魔
 は
 年
取
っ
て
い
る
、
 

だ
か
ら
悪
魔
を
理
解
す
る
に
は
お
前
も
年
取
っ
て
い
な
く
て
は
 な
ら
ぬ
」
と
い
う
同
フ
ァ
ウ
ス
ト
 L
 の
一
節
へ
の
ウ
ェ
 
@
 バ
 J
 の
 解
釈
を
参
照
。
 

甘
戸
 -
s
.
 の
 
0
0
.
 
上
 
八
四
頁
。
 

（
㎎
）
㌧
 

0
.
 

が
の
㏄
。
九
二
頁
。
 

      ） 0 l.l     ） ム u 
Ⅰ 目 先 は 

- 肋 

  
ブ 七 銭 

西 村 

（ 薄 マ鳶 一 

六頁。下臣至りのの ｜ 

以下、（ 円 む け 訳 ） -0   
Ⅰ nD O% 
の ダ 
ヘ ト 

l. も つ oc 
ジ e 古坤 岸コ 、             

  
に下   ェ い も 

按じ 
邦， 
訳 P 

  卜臣 五一一 

頁 七乞笘 0 白下１ 

掲 9 

    
事 こ 

職 ㍉ 
  

下コ " -.  益 信 こ末 臼 "- 9 『 

業 毛 三 所で 来 
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責任倫理とカルマヨーガ 

（
 却
 ）
メ
 タ
 「 
L
.
 

の
・
の
 

つ
 の
・
 山
 八
一
一
頁
。
 

（
 担
 ）
フ
レ
 一
 シ
ュ
マ
ン
、
前
掲
論
文
、
一
七
頁
。
 

（
 羽
 ）
山
之
内
、
前
掲
論
文
、
三
一
頁
。
 

（
 お
 ）
㌧
 0
,
 け
賈
 Ⅰ
 ・
 S
 
八
二
見
。
 

（
 袖
 ）
～
 す
ド
 
9
5
6
0
 ，
 
一
 0
 五
頁
。
 

（
 お
 ）
山
之
内
、
前
掲
論
文
、
一
二
一
頁
。
 

（
 お
 ）
 
巨
ぃ
パ
毛
の
ヴ
 の
「
・
 薫
 @
 
ャ
 ～
 
め
 （
悪
さ
 
ヤ
 ～
ま
 き
匡
 Q
 ま
め
幸
め
 
（
ヰ
束
～
 
-
 ト
申
 

コ
 （
（
 

0
.
1
 

の
 ヰ
 巨
の
Ⅰ
（
の
片
岸
 コ
 p
R
 

の
（
円
な
 

ヴ
ぎ
 の
の
 
コ
 ・
）
の
～
 
め
 ）
（
以
下
目
 の

 ）
・
 

P
N
 

⑬
。
邦
訳
 

円
ゐ
 
本
数
社
会
学
 b
 
（
武
藤
一
雄
也
 訳
 ）
、
 創
 支
社
、
一
九
八
二
年
、
 

五
 0
 頁
 。
以
下
、
旧
 Q
0
 
ぺ
 l
 ジ
の
後
に
直
接
邦
訳
の
頁
を
掲
 げ

る
。
 

（
 符
 ）
弓
の
・
 
い
白
お
 。
七
七
頁
。
 

（
 為
 ）
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
に
頻
出
す
る
「
騎
士
道
精
神
」
 と

い
う
言
葉
に
注
目
。
 

（
 恭
 ）
山
之
内
 情
 、
「
 ウ
ヱ
 
一
バ
一
と
ニ
ー
チ
ェ
」
、
円
社
会
科
学
 

の
 現
在
 L
 、
未
来
社
、
一
九
八
六
年
。
・
初
出
は
、
 

弓
 歴
史
と
社
会
 ヒ

 
第
五
号
、
一
九
八
 

四
年
。
 

（
㏄
）
 
圭
鮫
 
が
の
ま
・
三
八
頁
参
照
。
 

（
 綴
 ）
㌧
の
，
四
白
 鰹
 。
九
四
頁
。
 

（
 絨
 ）
長
尾
龍
一
、
「
ケ
ル
ゼ
ン
の
周
辺
 L
 、
木
鐸
 社
 、
一
九
八
 0

 年
 、
二
三
二
頁
。
一
人
の
人
間
が
、
複
数
の
神
に
仕
え
ざ
る
を
 得

な
い
と
い
う
状
況
 

も
ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
「
教
室
で
は
 、

預
言
者
や
扇
動
家
と
し
て
の
自
己
は
黙
し
、
こ
れ
に
代
っ
 て

 教
師
と
し
て
の
 

自
己
が
語
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
 キ
且
ぴ
 0
0
 
が
 
五
 0
 頁
 ）
。
 

（
㏄
）
ま
 い
パ
 毛
ま
 の
グ
 の
め
り
Ⅰ
ま
ま
 
い
 ～
 
-
e
 ト
養
 む
 守
も
め
ま
 で
わ
 随
時
～
 も

さ
め
か
っ
 

か
 ～
 
っ
 ～
 轄
 ～
 め
目
 
（
 
臼
 口
ヴ
 ぎ
の
 の
 コ
 ・
）
の
の
の
）
（
以
下
 オ
 の
目
）
・
の
 

の
 ③
。
邦
訳
 
ヨ
ヒ
ン
ド
 

ク
一
 
教
と
仏
教
 b
 
（
深
沢
 宏
訳
 ）
、
日
貿
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
 

四
五
三
頁
 0
 以
下
、
抽
の
ま
の
ぺ
 
ー
 ジ
の
後
に
直
接
邦
訳
の
頁
 を

 掲
げ
る
。
 

（
 舘
 ）
メ
 タ
 「・
の
り
 
す
 -
 
亡
り
オ
づ
 

e
r
.
"
 
ミ
 a
 Ⅹ
 %
@
 
の
 す
 の
Ⅰ
の
力
色
相
 一
 
0
 コ
 の
の
。
 
囲
 0
-
 

O
m
@
 
の
 ，
，
 芯
む
 -
 
さ
 n
s
 い
 心
安
 め
ぃ
キ
 
「
 転
 ～
 ト
蓮
 
*
 
㏄
 o
N
 
ぎ
 ～
ら
 
め
 ～
も
悪
さ
 匡
め
寓
 @
 Q

@
 
や
め
 
ヒ
ハ
き
 
Q
-
 
も
ト
 
@
 
ぬ
 ・
㏄
 0
,
 

   
 

の
 ・
㏄
 窩
萌
｜
 ㍉
 

ト
の
 
㏄
 串
 。
 い
 ・
 

 
 
 
 
 
 

（
㏄
）
 
ウ
ヱ
 
一
バ
 
一
 は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
本
稿
で
は
、
 

そ
の
こ
と
の
妥
当
性
に
関
す
る
イ
ン
ド
掌
上
の
議
論
に
は
立
入
 ら

な
い
。
 

 
 

 
 

（
㏄
）
巾
の
・
 
9
%
 
宝
 １
 9
 
 九
四
 ｜
 五
頁
。
 

 
 

（
 釘
 ）
勾
の
ロ
ー
・
 
中
 
）
肚
が
一
八
四
 ｜
 五
頁
。
 

  



（
 
鵠
 ）
き
に
：
 
s
.
1
4
 

の
。
一
八
七
頁
。
 

 
 

 
 

（
 
舘
 ）
 
日
 ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
 
ヒ
 第
一
巻
 一
 三
章
「
ヴ
ァ
 
シ
 シ
ュ
タ
 と
 ヴ
ィ
 
シ
ス
 
ヴ
ァ
ー
ミ
ト
ラ
の
争
い
」
参
照
 0 

 
 

 
 

（
 
如
 ）
 
メ
ォ
あ
 
・
叩
き
の
・
一
四
 
0
 頁
 。
 

 
 
 
 

（
 
蛆
 ）
こ
の
点
ウ
ェ
ー
・
ハ
ー
 
は
、
ロ
 ・
 
ミ
・
 

ノ
 
由
 。
 芙
ぎ
ダ
 
づ
き
ぬ
た
 隠
 忘
ぎ
注
 め
母
㌔
 ぉ
毘
 
㍗
（
 い
 。
 
簗
 o
 尹
 
C
.
o
.
 

や
：
の
 

コ
ら
 Ⅰ
。
 
コ
宙
 
0
 三
の
 三
コ
 
漆
の
。
日
で
 
ぃ
コ
ぜ
，
 ㏄
 

田
器
）
に
依
拠
し
て
い
る
。
 

（
 
蛇
 ）
匁
の
（
（
・
の
）
 
き
 。
二
四
四
頁
。
辻
直
四
郎
日
イ
ン
ド
 文
 明
 の
 略
 b
 
（
岩
波
新
書
、
一
九
七
一
年
）
に
よ
る
と
、
 

ヴ
ヱ
一
ダ
 
に
お
い
て
、
「
諸
神
は
 

一
般
に
和
合
し
て
争
わ
」
な
か
っ
た
（
四
一
頁
）
。
個
々
に
は
神
 
と
 神
の
争
い
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
 神
 と
 悪
魔
の
争
い
 

が
 普
通
で
あ
っ
た
（
一
四
七
頁
）
。
 

（
㎎
）
甘
 う
 ・
が
め
の
の
。
一
一
三
頁
。
 

（
 
雑
 ）
 
注
蛆
 参
照
。
 

（
 
巧
 ）
由
の
（
（
・
の
）
 
ま
 ，
二
瓦
一
頁
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
の
 騎
 士
 的
世
界
解
釈
に
お
い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ウ
ェ
ー
バ
 l
 の
 同
時
代
と
は
異
な
っ
 

て
 、
も
と
も
と
「
神
々
の
争
い
」
と
「
宿
命
信
仰
」
と
は
一
体
 と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
が
、
バ
ラ
モ
ン
 0
 案
Ⅱ
カ
ー
ス
 

ト
神
 議
論
の
影
響
下
に
入
っ
た
時
、
彼
等
の
宿
命
信
仰
は
 、
後
 に
 見
る
 よ
う
 に
、
 業
神
 議
論
と
は
論
理
的
に
相
容
れ
な
い
面
を
持
 つ
に
も
か
か
わ
 

ら
ず
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
カ
ー
ス
ト
・
ダ
ル
マ
の
中
に
組
込
ま
 れ
る
に
至
る
。
か
く
し
て
、
「
神
々
の
争
い
」
（
の
解
決
と
し
て
の
 

業
 Ⅱ
カ
ー
ス
ト
 

制
 ）
と
宿
命
信
仰
と
は
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
に
お
い
て
、
古
代
 ギ
 リ
シ
ャ
や
現
代
社
会
と
は
全
く
異
な
っ
た
様
相
の
下
に
結
 4
 ロ
 す
 る
の
で
あ
る
。
 

（
 
蝸
 ）
 
ウ
 
=
 ー
バ
ー
は
 
円
ギ
 ー
タ
ー
 b
 
一
一
 ｜
三
 二
、
三
三
の
 
参
照
を
求
め
て
い
る
。
 

（
 
仰
 ）
 
オ
の
目
 
（
 
，
 P
 
）
の
 
脾
 

二
四
二
頁
。
 

（
 
毬
 ）
 
き
ま
 ：
が
 
ト
き
 ，
二
四
四
頁
。
 

（
㎎
）
 
円
ギ
 ー
タ
ー
 b
 二
 １
匹
 セ
 参
照
。
 

（
㏄
）
 
ョ
ギ
 ー
タ
ー
ト
一
八
 
｜
 四
七
歩
・
 照
 。
 

（
 
引
 ）
 
オ
の
 Ⅰ
 
ロ
 
・
 ぴ
 
）
 ま
｜
 ナ
二
四
 セ
頁
 。
 

（
 
乾
 ）
し
ま
：
の
・
ひ
き
。
四
五
 
0
 頁
 。
 

（
 
穏
 ）
た
だ
し
責
任
倫
理
と
信
条
倫
理
の
「
統
一
」
が
語
ら
れ
 
た
 箇
所
（
㌧
 0
.
 

中
の
の
 

9
 。
 
一
 0
 
三
頁
）
で
は
、
信
条
倫
理
の
内
容
 は
こ
の
地
楡
 
と
 対
応
 

し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
中
間
考
察
」
で
も
こ
の
 比
 瞼
 と
の
関
連
で
ョ
ギ
ー
タ
ー
ロ
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 
ヲ
 ミ
 
リ
 パ
 ム
ミ
 
の
す
 
0
 「
 
，
 



責任倫理   とカ ル " 

G
e
 
め
 
Ⅰ
 き
ま
斗
は
 も
ふ
 
め
 ぬ
～
 

z
e
2
 

ま
 「
め
心
安
心
～
 

Q
 さ
め
 
か
 
0
2
@
0
 

ぎ
 ㎏
 ぎ
 Ⅱ
（
 円
 申
す
 
@
 
コ
 の
の
 
コ
 ・
 乙
 6
3
 
）
 ，
 
卯
の
お
，
邦
訳
円
宗
教
社
会
学
論
選
ヒ
（
 
大
 塚
 
・
 生
松
訳
 ）
 、
 

み
 す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
、
一
二
八
頁
。
 

（
 駿
 ）
 
オ
 S
I
I
,
 

の
・
 

1
8
9
 

。
一
一
四
二
言
 

貝
 。
 

（
 鵠
 ）
～
 け
 ～
 
d
 ：
 縛
い
 っ
 0
 。
二
五
四
頁
。
 

（
㏄
）
 さ
こ
 ：
 押
 
㏄
 甜
 。
四
五
四
頁
。
 
ロ
 ナ
ラ
正
物
語
 
ヒ
 申
の
 ダ
 マ
サ
 ン
デ
ィ
ー
の
言
葉
を
参
照
。
「
あ
あ
、
わ
た
く
し
の
上
に
 

、
 運
命
は
な
ん
と
苛
酷
 

に
 荒
れ
狂
う
の
。
…
…
き
っ
と
、
前
の
世
で
犯
し
た
 人
 ぎ
な
 悪
 業
の
罰
が
当
た
っ
た
ん
だ
ね
。
」
 

鎧
淳
訳
 、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
 九
年
、
八
九
頁
。
 

（
 辞
 ）
「
 ヒ
ソ
 ド
ク
ー
教
徒
や
仏
教
徒
の
場
合
…
・
・
・
自
ら
の
 苦
 難
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
当
然
 受
 け
る
も
の
と
さ
れ
る
 」
（
毛
の
・
の
・
㏄
 

0
 ～
 ，
一
 

四
五
頁
）
。
 

（
㎎
）
技
の
Ⅰ
（
，
 
m
.
 

～
の
べ
，
一
一
五
 

0
 頁
 。
 

（
㏄
）
 メ
オ
 
「
 
G
.
 

の
・
 

o
o
p
 

。
一
四
四
頁
。
 

（
㏄
）
あ
る
い
は
、
そ
の
点
で
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
は
、
美
神
議
論
 を
 受
入
れ
る
素
地
を
持
っ
て
い
た
と
 ウ
 t
l
 バ
 l
 は
考
え
て
い
る
 
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

（
㎝
）
 オ
の
 （
 
ロ
 
・
の
）
 き
 ・
二
四
四
頁
。
 

（
㏄
）
 き
 @
@
 い
 
こ
ろ
１
 %
 
一
一
四
ロ
こ
 

%
 。
 

（
㏄
）
と
こ
：
の
・
）
 ま
 。
二
五
七
頁
。
 

（
 桝
 ）
一
八
 ｜
 四
三
。
辻
直
四
郎
訳
、
講
談
社
、
一
九
八
五
年
  
 

（
㏄
）
巾
の
 ，
の
 ・
 5
 の
の
。
九
五
頁
。
こ
こ
で
は
 
円
 ア
ル
タ
シ
ャ
ー
 
ス
ト
ラ
（
実
利
論
）
 ヒ
が
 念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
 

（
㏄
）
 き
こ
 ：
の
の
 鰍
 ・
九
五
頁
。
一
部
改
訳
。
 

ガ
 

 
 

（
 飽
 ）
巾
の
（
 

1
.
 

の
・
 

窪
 . 四
五
 0
 頁
 。
 

 
 

，
 

（
 収
叩
 
）
 
メ
プ
あ
 
・
の
 
め
 の
の
。
一
一
二
二
白
貝
。
 

（
㏄
）
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
も
、
以
下
の
よ
う
な
注
目
す
べ
 き
 発
 @
 を
 行
っ
て
い
る
。
「
イ
ン
ド
の
英
雄
が
そ
れ
を
帯
し
て
必
要
な
仕
 事
を
成
就
す
る
内
面
 

的
 距
離
１
１
そ
こ
に
あ
る
生
活
感
情
（
Ⅰ
の
す
 
目
 お
の
Ⅱ
 
む
 三
）
が
 表
 現
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
は
、
 彼
 
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
 
-
 筆
者
）
 自
 身
の
生
活
感
情
の
 

 
 

と
 親
和
性
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
」
 

ミ
 ・
の
り
日
二
八
二
（
の
（
 

先
主
 
ト
 
。
二
才
 
仁
り
 
オ
コ
的
の
の
㊦
Ⅰ
 

-
O
 
㏄
 /
 コ
㏄
㏄
の
計
Ⅱ
の
 

す
 の
 コ
目
コ
年
 0
 Ⅱ
如
い
 
コ
 -
 
の
の
 
ア
 の
の
 o
N
@
 

い
 -
0
%
 

キ
ト
 

@
 
丑
ハ
 

（
）
す
 

め
 「
 -
 
の
 ㎎
目
の
 

@
u
n
N
N
U
 

宇
ざ
 

@
 ミ
Ⅰ
 

ノ
 い
す
 
e
w
 

「
の
 

ヒ
 
Ⅰ
 コ
主
せ
 
・
 
S
@
e
n
@
@
@
u
r
@
@
@
@
p
 

一
 
@
w
 

り
す
 
の
 コ
本
 三
ぎ
 ヌ
 の
 @
@
0
 
コ
の
コ
，
 
（
注
 2
 に
掲
げ
た
シ
ュ
ル
フ
タ
ー
 編
の
論
文
集
に
所
 

騰
 

 
 

収
ド
 
の
お
・
（
 巾
 3
-
 
の
ひ
 幸
 0
 。
七
八
頁
参
照
。
）
し
か
し
、
進
化
 

論
的
 ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
の
立
場
を
と
り
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
 る
 騎
士
的
エ
ー
ト
 



 
 

 
 

 
 

（
 い
し
 
）
 

（
・
 
，
 
）
 

オ
の
コ
 
・
 0
.
 
ト
め
 
0
 
。
一
山
八
七
頁
。
 

ぬ
之
 内
、
「
社
会
科
学
の
現
在
ヒ
、
二
一
頁
。
 

 
 

 
 

歴 「 
史 
学 
  

形象 

  
呪 

（
 
n
 
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
 

3
 
の
前
川
論
文
参
照
。
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0
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用
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③
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げ
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す
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目
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目
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目
 し
 
u
c
 

オ
由
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「
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す
 
・
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㏄
の
）
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（
円
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注
托
 
奉
詔
 

ぺ
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 オ
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Ⅰ
～
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0
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）
の
の
・
一
一
五
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：
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巳
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・
二
五
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頁
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托
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五
頁
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宮
家
 
準
著
 

円
宗
教
民
俗
学
 口
 東

京
大
学
出
版
会
一
九
八
九
年
九
月
 

A
5
 版
四
四
八
頁
四
六
三
五
円
 

池
上
良
工
 

本
書
の
目
的
と
課
題
は
、
冒
頭
の
「
 序
 」
に
お
い
て
著
者
自
身
 の
 言
葉
 

で
 簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
近
年
の
民
俗
宗
教
へ
の
 関
心
の
 一
 
@
m
 

ま
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
宗
教
学
の
立
場
に
立
っ
体
系
的
な
め
 
示
教
民
俗
 

学
の
概
説
書
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
」
こ
と
、
そ
こ
で
本
書
 は
 
「
宗
教
 民
 

俗
学
の
体
系
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
 め
 
ホ
数
民
俗
 

学
の
具
体
的
研
究
対
象
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
「
本
書
で
は
こ
 の
う
ち
 特
 

に
 民
俗
宗
教
の
形
態
、
構
造
、
世
界
観
に
焦
点
を
置
く
」
と
さ
 れ
る
。
 方
 

法
 と
し
て
は
「
宗
教
現
象
を
象
徴
と
し
て
捉
え
、
そ
の
意
味
を
 解
読
し
 、
 

構
造
、
さ
ら
に
は
世
界
観
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
法
に
立
つ
こ
 と
が
望
ま
 

し
い
」
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
主
と
し
て
日
本
の
民
 俗
 宗
教
の
 

調
査
研
究
に
あ
た
っ
て
著
者
が
と
っ
て
い
る
方
法
を
具
体
例
に
 即
し
て
論
 

じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
「
日
本
の
民
俗
宗
教
の
形
態
、
構
造
、
 

め
 
本
数
的
世
 

界
 観
を
提
示
す
る
こ
と
」
が
、
本
書
の
中
心
課
題
と
さ
れ
る
の
 
で
あ
る
 

（
引
用
は
い
ず
れ
も
 
i
 頁
）
。
 

本
論
は
 
一
 
@
 
一
 0 章
 、
及
び
「
 結
 」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

，
 
」
の
種
 

書
評
と
紹
介
 

0
 題
名
の
本
に
あ
り
が
ち
な
個
別
論
文
の
寄
せ
集
め
で
は
な
く
 、
 「
 
@
@
W
 

Ⅱ
」
 
@
 
は
 
ト
 

掲
げ
ら
れ
た
「
体
系
化
」
と
い
う
課
題
に
ふ
さ
わ
し
い
、
重
厚
 で
 均
整
の
 

と
れ
た
 童
 立
て
と
叙
述
が
貫
か
れ
て
い
る
。
語
り
口
は
平
明
で
 、
引
用
事
 

例
も
豊
富
で
、
先
学
に
 よ
 る
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
の
総
覧
と
し
 て
 読
む
こ
 

と
も
で
き
る
。
 

第
一
章
は
「
民
俗
宗
教
の
性
格
」
と
題
し
て
、
民
俗
宗
教
の
領
 域
 の
 確
 

定
 、
及
び
研
究
史
の
回
顧
が
柱
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
が
宗
教
 民
俗
学
の
 

「
体
系
化
」
を
 標
傍
 し
て
い
る
だ
げ
に
、
著
者
が
「
民
俗
宗
教
」
 

を
ど
の
 

よ
う
な
も
の
と
し
て
規
定
し
、
概
念
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
 を
 明
ら
か
 

に
し
た
本
章
の
前
半
部
は
、
と
く
に
慎
重
な
熟
読
を
必
要
と
す
 る
た
 ろ
 

ダ
い
 

ノ
 
0
 

著
者
は
こ
こ
で
「
民
俗
宗
教
」
の
理
念
的
な
モ
デ
ル
を
「
普
遍
 め
本
 
%
@
 
」
 

と
の
対
比
に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
。
発
生
に
つ
い
て
見
る
と
 

「
民
俗
 

宗
教
が
家
、
親
族
、
地
域
な
ど
の
生
活
の
中
か
ら
自
然
発
生
的
 に
 生
じ
る
 

の
に
対
し
て
、
普
遍
宗
教
は
…
地
縁
、
血
縁
の
繋
縛
を
断
っ
た
 占
 
示
教
者
が
 

個
人
的
に
深
い
宗
教
体
験
を
え
て
、
そ
の
啓
示
に
も
と
づ
い
て
 創
唱
し
て
 

い
る
」
（
七
頁
）
と
い
う
。
両
者
は
さ
ら
に
主
体
と
な
る
集
団
、
 

聖
な
る
も
 

の
の
性
格
、
救
済
面
等
に
お
い
て
、
対
比
的
な
理
念
型
と
し
て
 捉
え
ら
れ
 

て
い
る
。
 

一
方
、
現
実
の
宗
教
形
態
に
あ
っ
て
は
両
者
は
混
清
し
て
い
る
 
と
さ
 

れ
 ，
モ
デ
ル
と
し
て
の
民
俗
宗
教
は
「
狭
義
の
民
俗
宗
教
」
と
よ
 
ば
れ
る
。
 

)
 

 
 

そ
し
て
こ
の
狭
義
の
も
の
と
、
民
間
信
仰
、
習
合
宗
教
の
三
者
 を
 包
摂
し
㏄
 

 
 

た
も
の
が
「
広
義
の
民
俗
宗
教
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
 る
 。
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
民
俗
宗
教
は
、
「
日
本
 民
 族
 の
み
 



に
 限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
地
域
、
文
化
、
民
族
の
違
い
を
こ
 え
て
人
間
 

が
 自
己
の
生
命
を
維
持
し
共
同
生
活
を
営
む
中
で
、
自
然
に
生
 み
 出
し
た
 

宗
教
の
モ
デ
ル
を
さ
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
「
換
言
す
れ
ば
民
俗
 
宗
教
は
 、
 

人
類
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
が
風
土
、
生
業
、
 社
会
形
態
 

な
ど
に
よ
っ
て
違
っ
た
表
現
形
態
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
 」
（
九
頁
）
 

と
い
う
。
こ
の
民
俗
宗
教
の
「
普
遍
的
」
性
格
と
、
「
普
遍
宗
教
 
」
の
「
ぬ
田
 

通
 性
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
と
く
に
著
者
自
身
の
言
及
は
な
 い
 。
し
か
 

し
な
が
ら
、
こ
の
 
一
 ち
の
「
普
遍
」
は
同
一
次
元
に
仕
置
づ
け
 う
る
も
の
 

な
の
か
、
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
も
の
な
の
か
、
異
な
る
と
す
れ
 ば
 各
々
を
 

支
え
る
普
遍
性
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
 
た
 疑
問
 

が
、
 少
な
く
と
も
「
宗
教
学
の
立
場
」
か
ら
は
提
起
さ
れ
る
で
 あ
ろ
う
。
 

こ
れ
ら
は
本
書
の
主
題
で
あ
る
「
宗
教
学
の
立
場
に
立
つ
体
系
 的
な
宗
教
 

民
俗
学
」
の
ま
さ
に
根
幹
に
関
わ
る
問
題
だ
け
に
、
さ
ら
に
 踏
 み
 込
ん
だ
 

説
明
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
 

第
二
章
「
宗
教
的
象
徴
と
そ
の
解
説
」
、
第
三
章
「
宗
教
的
象
徴
 

分
類
」
、
 

第
四
章
「
宗
教
的
象
徴
体
系
」
の
三
草
は
、
宗
教
的
象
徴
体
系
 の
 解
読
に
 

む
 げ
て
、
本
書
で
採
用
さ
れ
る
基
本
的
な
方
法
論
の
吟
味
に
あ
 て
ら
れ
て
 

い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
構
造
主
義
、
認
識
人
類
学
、
象
徴
 人
 類
 学
、
記
 

号
 学
な
ど
と
し
て
概
括
さ
れ
る
分
野
に
お
け
る
、
内
外
の
著
名
 な
 研
究
者
 

の
方
法
と
成
果
が
紹
介
さ
れ
、
さ
ら
に
著
者
自
身
の
分
析
方
法
 が
 提
起
さ
 

れ
て
い
る
。
 

五
 
・
六
・
七
章
は
、
宗
教
的
世
界
観
を
あ
ら
れ
す
象
徴
体
系
の
 な
か
で
 

も
 、
著
者
が
と
く
に
重
視
す
る
儀
礼
、
物
語
、
美
術
が
、
そ
れ
 ぞ
れ
取
り
 

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
五
章
は
「
宗
教
儀
礼
」
、
第
六
 

章
は
 
「
 ロ
 

承
 文
芸
」
、
第
七
章
は
「
宗
教
美
術
」
で
あ
る
。
こ
の
二
章
は
い
 ず
れ
も
 

   
 

四
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
 

一
 は
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
 l
 
マ
の
概
説
 、
 二
で
は
 

皿
 

構
造
分
析
に
関
す
る
先
学
の
者
理
論
が
紹
介
さ
れ
、
三
で
は
そ
 れ
ら
に
も
の
 

と
づ
い
 
て
著
者
の
構
造
分
析
の
方
法
が
提
示
さ
れ
、
四
で
そ
の
 方
法
を
用
 

佗
 

い
た
具
体
的
な
分
析
 何
 が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

八
・
九
章
で
は
、
現
実
の
社
会
生
活
の
な
か
で
の
、
い
わ
ば
 民
 俗
 宗
教
 

の
 動
態
的
局
面
が
論
じ
ら
れ
、
日
常
的
な
生
活
場
面
や
社
会
構
 造
 に
浸
透
 

し
て
い
る
宗
教
的
世
界
観
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
る
。
第
八
章
 は
 
「
民
俗
 

宗
教
と
生
活
」
と
し
て
、
生
業
や
衣
食
住
と
の
関
連
が
扱
わ
れ
 る
 。
第
九
 

章
は
 
「
民
俗
宗
教
と
社
会
」
と
し
て
、
原
風
景
、
口
承
文
芸
、
 

儀
礼
、
 世
 

界
 観
な
ど
の
テ
ー
マ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
共
同
体
の
問
題
と
し
て
論
 じ
ら
れ
て
 

い
る
。
 

第
一
 0
 章
 
「
民
俗
宗
教
の
宗
教
的
世
界
観
」
は
、
前
章
ま
で
の
 

考
察
を
 

ふ
ま
え
、
わ
が
国
の
民
俗
宗
教
の
中
核
を
な
す
宗
教
的
世
界
観
 の
 全
体
像
 

が
 検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
他
界
観
、
人
間
観
、
神
 観
念
、
災
 

国
論
、
宇
宙
観
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
 る
 。
 

な
お
末
尾
の
短
い
「
 結
 」
で
は
、
民
俗
宗
教
の
変
化
と
い
う
 問
 題
 に
関
 

し
て
、
著
者
の
見
通
し
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

著
者
の
「
構
造
」
や
「
世
界
観
」
へ
の
強
い
関
心
に
対
応
し
て
 、
本
書
 

に
は
多
く
の
図
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
表
は
一
一
葉
だ
が
、
 

図
は
五
六
 

葉
 も
あ
り
、
先
行
研
究
か
ら
の
転
載
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
 大
 半
は
著
者
 

の
手
が
加
わ
っ
た
、
あ
る
い
は
完
全
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
図
表
で
 あ
る
。
も
 

と
よ
り
本
書
の
叙
述
の
す
べ
て
が
こ
う
し
た
図
表
化
を
究
極
の
 
目
的
と
 

し
 、
そ
れ
に
終
始
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
 、
本
書
で
 



@ 介 書評と紹 

びあ の 明
ら
か
に
さ
れ
る
民
俗
宗
教
の
「
構
造
」
や
「
世
界
観
」
な
る
 も
の
の
 多
 

く
は
、
こ
れ
ら
の
図
表
に
よ
る
モ
デ
ル
化
を
重
要
な
表
現
手
段
 と
し
て
 提
 

示
さ
れ
て
い
る
。
 

様
々
な
要
因
が
複
雑
か
つ
動
態
的
に
絡
み
ム
ロ
 

っ
た
 現
実
の
事
象
 
（
現
実
 

の
事
象
と
は
、
す
べ
て
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
が
）
を
、
簡
潔
 な
類
型
 や
 

理
念
型
に
よ
っ
て
航
介
げ
し
整
理
す
る
こ
と
は
、
「
研
究
」
と
 い
う
営
為
 

に
 不
可
欠
な
基
本
的
作
業
で
あ
ろ
う
が
、
安
易
な
図
式
化
や
類
 理
化
が
複
 

雑
 な
事
象
の
理
解
を
歪
め
た
り
、
よ
り
深
い
次
元
へ
の
問
い
か
 け
を
阻
止
 

し
て
し
ま
う
危
険
性
を
伴
 う
 こ
と
は
、
一
般
論
と
し
て
指
摘
で
 ぎ
る
だ
 る
 

ぅ
 。
本
書
に
お
い
て
も
、
広
汎
な
学
識
と
鋭
敏
な
感
性
に
裏
打
 ち
さ
れ
た
 

著
者
の
モ
デ
ル
化
の
 オ
 に
感
服
す
る
一
万
で
、
図
式
化
・
モ
デ
 ル
化
 そ
の
 

も
の
に
付
随
す
る
疑
念
を
禁
じ
た
な
い
部
分
も
い
く
 っ
か
 見
出
 

さ
れ
た
。
 

第
一
の
、
そ
し
て
最
大
の
疑
念
は
、
欧
米
の
グ
ラ
ン
ド
・
 セ
オ
 リ
ー
 や
 

先
行
研
究
の
「
 総
 ム
ロ
化
」
に
伴
 う
 も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 
第
四
章
で
 

は
 、
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
、
 

レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
 
p
l
 

ス
、
 

ヮ
 ー
 チ
 な
ど
 
の
 理
論
や
 

方
法
が
紹
介
さ
れ
た
 ぅ
 え
で
、
著
者
自
身
の
象
徴
体
系
の
構
造
 や
そ
の
分
 

析
 方
法
が
述
べ
ら
れ
、
 
図
お
 
「
宗
教
的
象
徴
体
系
の
構
造
」
と
 

い
っ
た
か
 

た
ち
の
モ
デ
ル
化
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
次
の
第
五
章
 で
 も
、
タ
｜
 

ナ
 @
 、
リ
ー
チ
、
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
そ
の
他
の
儀
礼
論
が
紹
 介
さ
れ
、
 

そ
れ
ら
を
土
台
と
し
て
、
た
と
え
ば
 図
目
 
「
民
俗
宗
教
の
儀
礼
 
の
 構
造
」
 

と
い
っ
た
著
者
自
身
の
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
各
々
 の
 大
理
論
 

紹
介
は
簡
潔
で
要
を
得
て
お
り
、
初
学
者
の
教
科
書
と
し
て
は
 最
適
で
 

る
 。
し
か
し
、
個
々
の
大
理
論
と
著
者
自
身
の
理
論
が
ど
の
よ
 う
 に
績
 

つ
い
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
切
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
 肝
 心
の
点
 

ほ
 つ
い
て
ほ
、
明
快
さ
を
欠
く
部
分
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
 た
 。
欧
米
 

で
 注
目
さ
れ
た
単
一
の
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
を
安
易
に
「
 輸
 
入
 」
「
 利
 

用
 」
す
る
こ
と
へ
の
批
判
は
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
が
、
問
題
関
 心
も
対
象
 

も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
種
々
の
大
理
論
の
「
 総
 ム
ロ
」
的
な
活
用
 を
 企
図
す
 

る
と
な
れ
ば
、
 
自
 t
o
 
の
 テ
 一
マ
 や
 方
法
を
支
え
る
問
題
意
識
に
 対
す
る
、
 

一
層
の
批
判
的
自
覚
が
必
要
と
な
ろ
 

う
 。
し
か
も
本
書
で
は
、
 

提
 起
さ
れ
 

た
 分
析
方
法
が
一
地
域
の
個
別
的
対
象
に
適
用
さ
れ
る
だ
け
で
 な
く
、
 民
 

俗
 宗
教
に
関
す
る
先
学
に
 よ
 る
す
ぐ
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
包
括
 し
う
る
よ
 

9
 な
 総
 ム
コ
 
的
 体
系
化
も
志
向
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
著
者
の
 広
い
学
識
 

と
 、
先
行
研
究
へ
の
入
念
な
目
配
り
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
の
 分
 だ
け
、
 

総
合
化
に
付
随
す
る
同
種
の
危
険
性
が
つ
ぎ
ま
と
っ
て
く
る
。
 た
と
え
ば
 

図
蝸
 
「
他
界
の
空
間
的
位
置
」
な
ど
の
モ
デ
ル
は
、
た
し
か
に
 従
来
の
諸
 

研
究
を
「
総
合
」
し
た
包
括
的
 モ
ヂ
ル
 で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
 れ
る
も
の
 

の
、
 逆
に
あ
ま
り
に
包
括
的
す
ぎ
て
、
著
者
が
力
説
す
る
構
造
 
分
析
の
 

「
面
白
さ
」
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
著
者
 は
 
「
 庸
り
 
」
 

0
 本
書
の
目
的
を
説
明
す
る
箇
所
で
、
あ
え
て
「
私
な
り
に
、
 民
俗
宗
教
 

の
 構
造
、
世
界
観
を
解
明
す
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
 も
 
と
よ
り
こ
 

れ
は
「
総
合
化
」
に
伴
 う
 恐
竜
性
の
危
険
を
十
分
に
察
知
さ
れ
 た
ぅ
え
 で
 

の
 街
 発
言
で
あ
ろ
う
と
 思
 5
 。
 

い
ず
れ
に
せ
 
よ
 、
本
書
の
モ
デ
ル
化
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
 先
 行
の
グ
 

ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
 
l
 の
「
私
な
り
」
の
「
総
合
」
と
、
民
俗
家
 教
 を
め
ぐ
 

)
 

 
 

る
 従
来
の
諸
研
究
の
成
果
の
「
総
合
」
と
い
う
、
い
わ
ば
二
重
 の
 「
 
総
 ム
ロ
」
②
 

を
 企
図
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
個
別
モ
デ
ル
 の
 意
義
と
㎎
 

 
 

有
効
性
に
関
し
て
は
、
な
お
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
 ょ
 
う
に
 思
 



ら
ノ
り
 

対
象
へ
の
理
解
を
深
め
る
 ぅ
 え
で
、
本
書
で
提
示
さ
れ
る
よ
う
 な
 
「
 構
 

追
分
析
」
が
本
当
に
必
要
不
可
欠
な
方
法
な
の
か
、
と
い
 5
 車
 純
 な
疑
念
 

も
 感
じ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
第
六
章
の
「
も
の
ぐ
さ
太
郎
 譚
 」
 0
 分
析
で
 

は
 、
従
来
の
諸
説
の
批
判
的
検
討
を
ふ
ま
え
た
 う
 た
で
、
太
郎
 の
 性
格
に
 

関
し
て
、
「
山
や
岩
の
上
を
歩
き
、
山
野
に
伏
す
な
ど
、
修
験
 的
な
修
行
 

な
し
て
、
山
伏
的
な
霊
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
 」
 公
 -
 一
 

口
頁
 ）
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
評
者
に
判
 定
の
資
格
 

は
な
い
が
、
「
も
の
ぐ
さ
太
郎
」
の
修
験
的
性
格
と
い
う
指
摘
 は
 、
注
目
 

に
値
す
る
見
解
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
 う
し
 
た
 卓
見
を
 

生
み
出
す
 ぅ
 え
で
、
は
た
し
て
表
 9
 
「
も
の
ぐ
さ
太
郎
 譚
 の
 構
 せ
炬
 
し
に
一
小
 

さ
れ
た
よ
う
な
、
バ
ル
ト
、
リ
ー
チ
、
 

レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
 
、
デ
ュ
 
メ
 

ジ
か
 な
ど
の
大
理
論
を
べ
 
@
 ス
に
し
た
手
の
込
ん
だ
「
構
造
 分
 析
 」
が
 必
 

要
 だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
れ
は
著
者
の
多
年
に
及
ぶ
 修
験
道
 研
 

究
の
蓄
積
に
も
と
づ
く
洞
察
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
 、
評
者
の
 

如
 き
 浅
学
で
あ
っ
て
も
信
頼
を
お
 き
 、
納
得
の
い
く
学
説
と
な
 り
う
る
の
 

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
 

図
式
化
や
類
型
化
が
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
だ
問
題
へ
の
取
り
組
 み
を
 阻
 

害
す
る
何
と
し
て
は
、
 

表
 H
 
「
生
霊
・
死
霊
・
神
霊
の
病
因
の
 

比
較
」
を
 

あ
げ
た
い
。
生
霊
は
「
 
糧
ぎ
 」
、
神
霊
は
「
 集
 る
」
と
い
っ
た
 
一
 般
 均
分
類
 

に
、
 何
の
根
拠
も
意
義
も
な
い
な
ど
と
主
張
す
る
 り
 も
り
は
な
 い
が
、
 少
 

な
く
と
も
わ
が
国
の
民
間
 巫
 者
や
祈
 禧
 者
の
具
体
的
活
動
に
お
 
い
て
、
 

「
死
霊
が
 遇
 い
て
い
る
時
は
追
い
出
し
、
 

集
 っ
て
い
る
時
は
ま
 
つ
 り
あ
げ
 

て
い
る
」
（
三
九
八
頁
）
な
ど
と
い
う
単
純
な
類
型
論
が
妥
当
し
 

な
い
こ
と
 

は
 明
ら
か
で
あ
る
し
、
何
よ
れ
も
こ
う
し
た
典
型
化
は
、
民
俗
 め
 木
教
 の
 救
 

済
 論
の
豊
か
な
内
実
、
す
な
わ
ち
「
祈
り
」
 

一
 
呪
い
」
「
供
養
」
「
 祓
 い
 」
「
 修
 

㎝
 

行
 」
な
ど
が
複
雑
に
絡
み
ム
ロ
っ
た
呪
術
宗
教
的
な
ダ
 

イ
ナ
ペ
ク
 
ス
 へ
の
 間
 

)
 

 
 

い
か
げ
を
、
は
じ
め
か
ら
放
棄
し
 、
 押
し
と
ど
め
て
し
ま
う
 危
 陰
性
を
 字
 

㏄
 

ん
て
い
る
。
 
図
 的
の
「
病
因
の
記
号
的
構
造
」
に
い
た
っ
て
は
 、
民
俗
 宗
 

教
 の
 災
 国
論
と
い
う
興
味
深
い
テ
 l
 マ
を
「
宗
教
学
の
立
場
」
 

か
ら
理
解
 

す
る
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
化
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
 も
ち
 う
る
 

の
か
、
評
者
に
は
ほ
と
ん
ど
理
解
で
ぎ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
 @
 」
う
し
た
 

無
理
解
は
、
評
者
自
身
の
学
問
的
未
熟
さ
と
問
題
意
識
の
狭
さ
 を
 露
呈
 し
 

た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

宗
教
民
俗
学
の
体
系
化
を
め
ざ
す
と
い
う
本
書
の
野
心
的
意
図
 が
 高
く
 

評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
著
者
が
そ
う
し
た
課
題
 を
 担
 う
に
 

ふ
さ
わ
し
い
一
級
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
 述
 べ
る
ま
で
 

も
な
い
。
本
書
で
提
示
さ
れ
た
種
々
の
理
論
や
方
法
は
 、
 同
じ
 -
 
ア
ー
マ
に
 

関
心
を
も
つ
後
学
の
徒
に
大
き
な
知
的
刺
激
を
与
え
る
と
同
時
 に
 、
各
自
 

の
 学
問
的
反
省
の
契
機
と
も
な
り
 5
 る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
 個
々
の
 会
 

析
 モ
デ
ル
の
意
義
や
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
で
 具
体
的
 事
 

例
 と
格
闘
し
て
い
る
若
手
の
研
究
者
た
ち
か
ら
、
さ
ら
に
活
発
 な
 議
論
が
 

噴
出
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
実
り
あ
る
論
争
へ
と
展
開
す
 る
こ
と
を
 

期
待
し
た
い
。
 



書評と紹介 

川
村
邦
北
署
 

円
 幻
視
す
る
近
代
空
間
 L
 

青
戸
桂
一
九
九
 0
 年
三
月
 

四
二
八
 判
二
 一
四
頁
 
二
 、
 0
 二
八
 
0
 円
 

岩
井
 
澤
 

「
近
代
」
と
名
づ
げ
ら
れ
た
怪
物
が
吐
き
出
し
て
き
た
モ
ノ
を
 、
わ
れ
 

わ
れ
は
ど
れ
ほ
ど
き
れ
い
に
片
づ
け
て
ぎ
た
と
い
え
る
の
か
。
 ま
た
、
 
こ
 

の
 怪
物
の
生
態
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
れ
く
ら
い
の
こ
と
 を
 知
っ
て
 

い
る
の
か
。
「
近
代
」
そ
れ
自
体
を
単
純
に
「
モ
ダ
ン
」
と
 
等
置
 す
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
十
分
な
解
剖
な
し
に
、
「
 今
ま
で
と
 

は
 何
か
違
う
」
と
い
う
 暖
妹
 な
感
触
が
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
 名
 づ
け
ら
 

れ
て
、
い
ま
一
人
歩
き
し
は
じ
め
て
い
る
。
い
わ
ば
「
近
代
」
 は
 、
麻
酔
 

を
か
け
ら
れ
て
手
術
台
の
上
に
長
い
間
放
置
さ
れ
た
怪
物
だ
。
 ，
 
」
の
怪
物
 

を
 、
か
わ
い
た
手
っ
ぎ
で
姉
分
げ
し
ょ
う
と
し
た
の
が
本
書
で
 あ
る
。
 

著
者
の
持
つ
メ
ス
は
、
明
治
期
を
中
心
と
す
る
「
民
衆
の
姿
 
心
性
、
 

民
衆
の
培
っ
た
歴
史
の
記
憶
」
へ
と
 向
 げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
 こ
に
、
 わ
 

れ
わ
れ
の
「
現
在
」
を
根
底
か
ら
規
定
し
て
い
て
、
し
か
も
わ
 
れ
わ
れ
 

が
 、
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
と
し
て
疑
わ
な
い
様
々
な
事
柄
が
 生
成
す
る
 

場
を
見
せ
く
れ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
目
次
と
は
別
に
、
本
書
を
三
つ
の
位
相
か
ら
読
み
 直
し
て
 

い
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
本
書
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
 て
い
る
。
 

@
 
 へ
 迷
信
）
と
感
情
教
育
 

1
 
 「
血
税
一
 
挨
 」
の
民
俗
的
心
性
 

2
 
 ト
ラ
ホ
ー
ム
と
感
情
教
育
 

Ⅱ
 
狐
想
 き
か
ら
「
脳
病
」
「
神
経
痛
」
 へ
 

1
 
 狐
想
 き
の
民
俗
 

2
 
 精
神
医
学
の
狐
 避
 き
へ
の
視
線
 

3
 
 「
脳
病
」
「
神
経
痛
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 

Ⅲ
座
敷
牢
と
幻
視
す
る
霊
魂
 

1
 
 座
敷
牢
の
生
産
 

2
 
 狐
偲
 き
か
ら
妄
想
へ
 

3
 
 出
口
な
お
の
近
代
 ノ
 日
常
性
批
判
 

w
W
 
 

近
代
日
本
と
霊
魂
の
行
方
 

1
 
 位
牌
の
漂
泊
 

2
 
 霊
魂
の
近
代
 

1
 
 民
衆
の
心
性
と
（
民
俗
の
知
Ⅴ
 

「
 1
 （
迷
信
）
と
感
情
教
育
」
に
お
い
て
、
ま
ず
明
治
初
期
に
各
 
地
 で
起
 

こ
っ
た
「
血
税
一
 %
 」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
当
時
の
流
言
に
 、
「
西
洋
 

人
 、
小
児
の
生
血
を
取
り
て
、
薬
を
練
る
と
い
い
、
あ
る
い
 は
 苧
婦
 
（
 
よ
 

う
ふ
 ）
の
鮮
血
を
絞
り
て
、
薬
に
和
し
て
 罷
 む
と
い
い
、
ま
た
 肢
骨
 @
 の
 

女
子
の
血
を
以
て
電
線
に
塗
る
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
つ
た
。
 ，
 」
 う
 ，
い
っ
 

た
 流
言
を
媒
介
と
し
て
、
徴
兵
制
導
入
を
告
げ
る
「
徴
兵
 
告
 諭
 」
中
の
 

「
血
税
」
の
二
字
を
民
衆
が
誤
解
し
た
た
め
に
一
挺
が
起
こ
っ
た
 と
す
る
 

説
 が
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
反
対
す
る
。
「
地
取
り
」
 め
そ
テ
 

イ
 @
 フ
 は
既
に
幕
末
に
流
布
し
て
お
り
、
「
 曲
 取
り
」
の
流
 @
 
ロ
 は
 一
投
 を
 
121@ (245) 



勃
発
さ
せ
る
デ
マ
ゴ
ギ
ー
で
も
な
く
、
体
制
の
言
説
 ｜
 実
践
に
 
対
抗
す
る
 

民
衆
の
 
メ
 "
 セ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
だ
と
。
 

体
制
の
言
説
 ｜
 実
践
と
し
て
の
「
文
明
開
化
」
の
波
に
の
っ
て
 、
い
 や
 

お
 う
 な
く
押
し
寄
せ
る
 ヘ
 異
人
）
や
入
異
物
）
は
、
そ
れ
ま
で
 日
常
世
界
 

を
 支
え
て
い
た
リ
ア
リ
テ
ィ
を
根
底
か
ら
揺
る
が
し
、
そ
の
あ
 わ
い
か
ら
 

（
民
俗
の
知
）
知
識
や
行
動
様
式
、
伝
統
的
な
文
化
的
 
コ
一
  
 

顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
「
人
買
い
」
や
「
 

入
 さ
ら
い
」
と
い
っ
た
 、
説
話
を
 

通
し
て
民
衆
の
中
に
集
積
さ
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
と
「
 山
 取
り
」
「
 膏
 取
り
」
 

と
い
っ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
が
響
 き
 合
い
、
キ
リ
シ
タ
ン
・
西
洋
人
 
電
柱
な
 

ど
の
、
そ
れ
自
体
と
る
に
足
ら
な
い
断
片
的
な
フ
ァ
ク
ト
の
数
 々
が
 、
異
 

人
 
・
異
物
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
意
味
を
付
与
さ
れ
、
民
衆
 の
 不
安
 

恐
怖
を
裏
付
け
る
神
話
（
Ⅱ
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
）
を
生
ん
で
い
く
  
 

こ
 う
 い
っ
た
（
西
洋
の
）
異
人
・
異
物
に
対
す
る
恐
怖
 ｜
 排
除
 
の
 心
性
 

は
 、
中
国
・
朝
鮮
出
兵
を
機
に
、
野
蛮
Ⅰ
文
明
と
い
う
構
図
を
 媒
介
と
し
 

て
、
 （
中
国
・
朝
鮮
Ⅱ
ア
ジ
ア
の
）
異
人
・
異
物
に
対
す
る
 

蔑
別
 ｜
 侵
略
の
 

心
性
へ
と
転
換
す
る
。
こ
の
構
図
は
、
日
本
が
中
国
・
朝
鮮
 ひ
 い
て
は
 ア
 

ジ
ア
 を
見
る
パ
 
l
 ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
原
型
と
な
っ
た
。
 

著
者
は
さ
ら
に
、
（
民
俗
の
丸
 
ノ
 が
い
か
に
再
編
成
さ
れ
る
か
 
を
、
国
 

家
に
よ
る
（
迷
信
 ノ
の
 あ
ぶ
り
だ
し
を
中
心
に
論
じ
る
。
「
 

血
取
 り
 」
「
 膏
 

取
り
」
と
い
っ
た
（
迷
信
）
を
妄
信
す
る
「
愚
民
」
を
、
心
身
 の
 訓
練
 ｜
 

教
育
に
よ
っ
て
開
化
 ｜
 啓
蒙
し
よ
う
と
考
え
た
国
家
は
 、
 （
 迷
 信
 ）
を
 単
 

純
 に
抑
圧
，
禁
止
す
る
の
で
は
な
く
、
一
度
異
化
（
Ⅱ
 

ク
 p
 一
ズ
 ア
ッ
プ
）
 

し
 、
そ
れ
を
西
洋
の
事
物
と
対
比
さ
せ
、
そ
の
奇
異
 さ
 、
旧
弊
 さ
を
 廟
笑
 

す
る
手
法
を
と
っ
た
。
 

た
と
え
ば
、
巫
女
や
祈
 禧
 師
な
ど
の
民
間
宗
教
者
や
新
宗
教
の
 
活
動
 

は
 、
し
ば
し
ば
病
気
直
し
な
ど
の
医
療
の
領
域
を
含
ん
で
お
り
 、
西
洋
医
は
 
2
 

学
の
導
入
と
と
も
に
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
、
医
療
妨
害
の
名
の
 
も
と
に
の
 

 
 

「
淫
祠
邪
教
」
ま
た
は
（
迷
信
）
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と
 

に
な
る
。
㏄
 

つ
ま
り
、
（
迷
信
）
を
西
洋
医
学
の
対
極
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
 
よ
っ
て
 、
 

い
わ
ば
へ
迷
信
）
の
 
担
造
 に
よ
っ
て
、
西
洋
医
学
は
「
真
理
」
 

の
 体
系
と
 

し
て
排
他
的
に
医
療
の
領
域
を
独
占
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 そ
 こ
で
は
、
 

さ
ま
ざ
ま
な
民
間
療
法
は
医
療
の
領
域
か
ら
排
除
さ
れ
、
多
様
 な
 医
療
 領
 

域
を
温
存
し
っ
 
っ
 も
、
西
洋
医
学
を
頂
点
と
す
る
医
療
 ヒ
ヱ
ラ
 
ル
キ
ー
が
 

構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。
 

ま
た
、
眼
病
で
あ
る
 ト
ラ
ホ
 一
ム
 は
 修
身
教
科
書
な
ど
を
通
し
 て
ク
ロ
 

｜
 ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
（
迷
信
）
に
よ
る
民
間
治
療
と
西
洋
医
学
に
 お け
る
 

治
療
が
対
比
さ
れ
、
（
迷
信
）
Ⅱ
失
明
Ⅰ
近
代
医
学
Ⅱ
回
復
と
い
 

ぅ
 構
図
を
 

見
せ
つ
げ
る
こ
と
で
、
民
衆
の
世
界
観
を
改
変
し
て
い
っ
た
。
 

一
度
西
洋
医
学
が
、
公
認
さ
れ
た
「
真
理
」
の
体
系
、
あ
る
い
 は
へ
制
 

度
 の
 知
ノ
 と
し
て
成
立
し
て
し
ま
え
 ぱ
 、
心
身
に
対
す
る
配
慮
 は
 公
的
 領
 

域
 へ
と
移
行
し
、
家
族
・
個
々
人
の
「
養
生
」
に
か
わ
っ
て
 、
 警
察
１
国
 

家
を
背
景
と
し
た
「
衛
生
」
が
地
域
社
会
の
病
気
 ｜
 身
体
を
管
 理
す
る
 ょ
 

う
に
な
る
。
 

さ
て
、
著
者
に
従
っ
て
こ
こ
ま
で
「
民
衆
」
や
「
民
俗
」
と
い
 5
 言
葉
 

を
 使
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
含
意
を
吟
味
せ
ず
使
っ
て
し
ま
 
う
こ
と
 

は
 、
宗
教
研
究
者
が
し
ば
し
ば
犯
し
て
し
ま
う
過
失
の
ひ
と
つ
 で
あ
る
。
 

確
か
に
「
民
衆
」
や
「
民
俗
」
と
い
 5
 語
は
便
利
で
あ
り
、
 
ぼ
 ん
や
り
と
 

し
て
ほ
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
 さ
せ
て
く
 



れ
る
。
だ
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
自
体
、
「
近
代
」
が
作
り
上
げ
た
 も
の
で
あ
 

り
 、
「
近
代
」
を
解
剖
す
る
の
な
ら
、
「
民
衆
」
や
「
民
俗
」
と
 

い
う
語
 自
 

体
 を
一
度
解
体
し
て
み
る
べ
ぎ
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
そ
 こ
ま
で
 要
 

ま
 す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
 酷
 な
話
で
あ
る
し
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
 は
 カ
ッ
コ
 

に
入
れ
て
話
を
進
め
よ
う
。
 

2
 
 「
真
理
」
の
生
産
と
心
身
統
治
Ⅰ
管
理
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
 

本
書
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
が
西
洋
医
学
を
は
 じ
め
と
 

す
る
 
八
 制
度
の
知
 ノ
 に
よ
っ
て
、
「
真
理
」
を
生
産
し
、
あ
る
 

情
 報
 
や
も
 

の
の
見
方
・
考
え
方
が
「
正
し
い
」
と
感
じ
さ
せ
る
言
説
１
案
 践
が
 再
生
 

産
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
心
身
が
統
治
Ⅰ
管
理
さ
れ
、
国
家
 が
 作
り
 田
 

す
 野
蛮
Ⅰ
文
明
、
（
迷
信
）
Ⅰ
西
洋
医
学
と
い
っ
た
図
式
を
通
し
 

て
 
人
民
俗
 

の
知
 ）
が
排
除
・
改
変
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
構
図
で
あ
る
。
 

こ
の
構
図
が
最
も
力
強
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
Ⅱ
 

狐
想
 き
か
 9
 ョ
 脳
 

病
 ヒ
ヨ
神
経
痛
 ヒ
ヘ
 」
と
「
 n
v
 
近
代
日
本
と
霊
魂
の
行
方
」
で
あ
 ろ
 う
 。
 

Ⅱ
に
お
い
て
は
、
 
八
 制
度
の
丸
 ノ
 と
し
て
の
近
代
西
洋
医
学
が
 、
民
衆
の
 

中
に
あ
っ
た
「
 狐
 傾
き
」
と
い
う
観
念
を
再
定
義
し
て
い
く
 過
 程
 が
描
か
 

れ
て
い
る
。
 

近
代
西
洋
医
学
の
登
場
以
前
は
、
 

狐
恐
 き
と
い
う
現
象
が
 、
日
 学
的
状
 

態
か
ら
逸
脱
し
た
不
可
解
な
説
明
不
能
の
状
態
や
振
舞
い
を
 納
 得
さ
せ
る
 

介
 

説
明
原
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
近
代
西
洋
医
学
は
、
そ
れ
 を
 
「
脳
病
」
 や
 

蠕
 

「
神
経
痛
」
と
し
て
再
定
義
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
な
 る
と
、
 
狐
恩
き
 

舘
が
 気
の
病
と
い
っ
た
心
身
相
関
的
・
全
体
論
的
な
病
気
の
 概
念
か
ら
、
 
心
 

身
 の
一
定
の
徴
候
・
症
状
が
脳
や
神
経
と
い
っ
た
特
定
の
器
官
 の
 病
気
と
 

し
て
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
病
の
「
局
在
化
 論
 」
は
 、
 

以
前
は
治
癒
可
能
だ
っ
た
も
の
も
治
癒
不
可
能
な
も
の
と
し
て
 
定
位
 す
 

る
 。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
度
は
治
癒
可
能
だ
と
す
る
売
薬
広
告
 が
 流
布
す
 

る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
た
と
え
ば
、
 円
脳
 
 
 

告
な
ど
は
、
少
年
が
頭
を
か
か
え
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
お
り
 、
売
薬
 店
 

告
 と
い
う
イ
コ
ン
を
通
し
て
、
つ
ま
り
視
覚
を
通
じ
て
、
人
々
 は
 胴
や
 神
 

経
を
病
む
こ
と
を
身
体
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 て
 、
病
気
 

に
 対
す
る
新
し
い
名
づ
げ
は
、
人
々
の
も
の
の
感
じ
方
・
見
方
 を
も
規
制
 

す
る
よ
う
に
な
る
。
 

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
「
精
神
病
者
」
が
産
業
１
国
家
と
の
 関
連
で
 

問
題
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
産
が
至
上
の
価
値
 と
さ
れ
、
 

労
働
能
力
の
有
無
が
「
精
神
病
者
」
の
指
標
と
し
て
浮
上
し
、
 そ
の
裏
に
 

は
 、
近
代
の
合
理
化
過
程
が
潜
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
  
 

こ
う
い
っ
た
病
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
 

m
 座
敷
牢
と
幻
視
す
 る
霊
 

魂
 」
に
描
か
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
「
精
神
病
者
」
に
対
す
る
 学
 校
｜
 医
療
 

｜
 警
察
シ
ス
テ
ム
さ
ら
に
刑
罰
 ｜
 統
治
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
 包
 囲
 網
を
生
 

み
、
座
敷
牢
や
精
神
病
院
の
登
場
に
よ
っ
て
、
「
精
神
病
者
」
 の
 隔
離
 ｜
 

監
禁
と
い
分
か
た
ち
で
そ
れ
は
完
成
す
る
。
 

著
者
は
さ
ら
に
、
脳
や
神
経
の
解
剖
学
的
な
イ
コ
ン
の
一
般
的
 な
流
布
 

が
 、
霊
魂
に
も
解
剖
学
的
な
視
線
を
向
け
さ
せ
る
よ
さ
に
な
り
 、
そ
れ
が
 

「
千
の
霊
魂
を
一
元
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
ひ
と
つ
の
精
神
へ
と
 
収
   

   
 

霊
魂
を
解
体
 ｜
 再
編
し
て
い
く
基
盤
が
形
成
さ
れ
て
い
く
」
と
 い
も
，
。
 

具
体
的
に
は
、
学
校
・
軍
隊
に
お
け
る
政
治
的
な
宗
教
・
思
想
 
 
 

通
し
て
、
先
祖
祭
祀
と
忠
魂
祭
祀
は
、
と
も
に
 ィ
エ
 ー
ム
ラ
ー
 左
ノ
二
 



ス
モ
ス
と
連
結
し
、
近
代
国
民
国
家
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
儀
礼
 １
国
民
 儀
 

礼
 と
し
て
普
及
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
現
人
神
（
 天
 照
 大
神
 

皇
祖
皇
宗
）
を
中
心
と
す
る
天
皇
 教
 、
忠
魂
（
英
霊
）
を
中
心
 と
す
る
 靖
 

国
教
、
そ
し
て
先
祖
（
祖
霊
）
を
中
心
と
す
る
祖
先
 教
 と
い
う
 
ヒ
ヱ
ラ
ル
 

キ
ー
の
成
立
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
民
衆
の
間
で
慣
れ
親
し
ん
 で
き
た
 祖
 

先
に
対
す
る
身
振
り
が
、
い
っ
し
か
天
皇
 教
 に
対
す
る
身
振
り
 
と
す
り
 替
 

わ
り
、
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
 り
 、
国
家
 

に
よ
る
霊
魂
の
管
理
で
あ
る
。
 

著
者
は
最
後
に
言
う
。
「
霊
魂
は
世
相
を
映
す
鏡
で
あ
り
、
 霊
 魂
 の
 行
 

方
は
近
代
日
本
の
行
末
を
照
射
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
霊
魂
の
 行
方
が
い
 

ま
だ
定
ま
ら
ぬ
今
日
も
な
お
、
そ
れ
は
再
考
に
値
す
る
問
題
と
 し
て
あ
り
 

続
け
て
い
る
」
と
。
 

こ
の
よ
う
に
、
著
者
が
「
近
代
」
を
解
剖
す
る
 手
 つ
き
は
・
 
-
 
、
、
 
ッ
シ
ヱ
 

ル
，
フ
一
 
コ
ー
が
西
洋
近
代
を
解
剖
し
た
そ
れ
に
限
り
無
く
似
 て
い
る
。
 

し
か
し
、
日
本
人
で
あ
る
著
者
が
、
自
国
の
「
近
代
」
を
解
剖
 す
る
こ
と
 

に
 果
敢
に
挑
ん
だ
こ
と
は
評
価
す
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
れ
を
何
ら
 か
の
か
た
 

ち
で
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
 

3
 
 モ
ノ
・
身
体
・
表
象
１
１
民
俗
学
の
認
識
論
 

こ
こ
ま
で
、
「
民
衆
の
心
性
と
へ
民
俗
の
知
 

マ
 」
「
 円
 真
理
 b
 の
 生
 産
 と
心
 

身
 統
治
 /
 管
理
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
 一
 」
と
い
う
一
一
つ
の
観
点
か
ら
 
本
書
の
内
 

容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
最
後
に
本
書
の
方
法
論
上
の
「
お
も
 し
ろ
み
し
 

に
つ
い
て
述
べ
て
お
ぎ
た
い
。
 

本
書
を
社
会
史
あ
る
い
は
歴
史
社
会
学
の
作
品
と
し
て
読
む
こ
 と
は
も
 

ち
ろ
ん
可
能
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
今
後
の
民
俗
学
に
新
し
い
 方
 向
性
を
示
 

 
 

唆
し
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
あ
え
て
民
俗
学
の
作
品
と
し
 て
 読
ん
で
は
 

お
き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
本
書
が
あ
く
ま
で
も
評
者
の
 

「
 丑
眈
み
 」
③
 

 
 
 
 

に
す
ぎ
な
い
が
モ
ノ
・
身
体
・
表
象
の
総
体
的
な
連
関
を
 

明
ら
か
に
 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
そ
れ
は
「
Ⅱ
 狐
恐
 き
か
ら
㍉
脳
病
 
呂
 神
経
痛
 ヒ
ヘ
 」
に
お
 

い
て
、
最
も
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
 狐
隈
ぎ
 」
が
疾
病
 と
し
て
 新
 

た
に
定
義
さ
れ
、
「
脳
病
」
「
神
経
痛
」
と
し
て
定
位
さ
れ
る
。
 

そ
し
て
 名
 

前
の
変
更
は
事
態
そ
の
も
の
の
変
貌
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
に
 新
 し
い
表
象
 

（
Ⅱ
 イ
メ
一
ジ
 
）
が
付
着
す
る
。
心
身
相
関
論
・
全
体
論
的
か
ら
 
局
在
論
 

へ
、
治
癒
可
能
か
ら
治
癒
不
可
能
へ
の
身
体
観
の
変
遷
は
・
 

言
 葉
 が
も
の
 

の
 感
じ
方
や
見
方
、
さ
ら
に
は
身
体
性
１
１
生
理
・
心
理
・
 社
 全
的
な
 身
 

体
 の
あ
り
方
を
も
組
織
化
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
 

。
ま
た
、
 

「
脳
病
」
「
神
経
痛
」
薬
の
発
売
と
い
 
5
 
モ
ノ
の
 動
 ぎ
と
、
そ
の
 
士
 冗
 葉
広
告
 

に
 見
ら
れ
る
イ
コ
ン
も
、
表
象
や
身
体
の
あ
り
方
を
規
制
し
て
 Ⅰ
 <
O
 

こ
の
よ
う
に
、
モ
ノ
・
身
体
・
表
象
が
連
動
す
る
こ
と
で
ひ
と
 つ
の
事
 

態
を
作
り
上
げ
て
い
く
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
 実
 は
 「
 
@
 ぬ
俗
」
 

な
ど
と
い
う
 暖
味
 な
言
葉
に
切
り
込
ん
で
い
く
ひ
と
っ
の
手
上
 て
 で
は
な
 

い
 だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
民
俗
学
の
新
し
い
 方
向
性
で
 

あ
ろ
う
。
 

本
書
は
、
「
近
代
」
と
い
う
怪
物
に
挑
ん
だ
力
作
で
あ
る
と
い
，
 

え
る
。
 

そ
の
直
接
的
な
対
象
が
明
治
期
に
あ
る
と
は
い
え
、
近
代
の
存
 立
 構
造
を
 

見
据
え
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
「
現
在
」
を
見
つ
め
直
す
こ
と
 に
も
な
る
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
現
に
わ
れ
わ
れ
の
「
精
神
病
」
観
、
祖
先
 観
 、
天
皇
 親
 



と
い
っ
た
も
の
を
、
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
の
は
近
代
だ
と
い
 え
る
し
、
 

本
書
は
そ
の
意
味
で
、
「
現
在
」
わ
れ
わ
れ
の
足
元
や
周
辺
 
で
 生
起
す
 

る
 事
柄
に
対
し
て
、
あ
ら
た
め
て
疑
い
の
目
を
向
け
る
と
 
い
う
 -
 
、
い
 

わ
ば
「
日
常
生
活
批
判
」
の
契
機
を
与
え
て
く
れ
る
。
し
た
が
 っ
て
 、
本
 

書
は
 
「
「
近
代
日
の
解
剖
 
書
 」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
日
常
生
活
 
批
判
の
す
 

す
め
」
で
も
あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
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日
本
の
宗
教
学
は
、
こ
れ
ま
で
二
つ
の
課
題
を
か
か
え
な
が
ら
 発
展
し
 

て
 き
 た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

一
 つ
は
 、
教
義
や
神
学
の
発
達
し
て
い
な
い
日
本
の
宗
教
に
か
 
わ
っ
 

て
 、
そ
の
世
界
の
論
理
と
構
造
を
言
語
化
す
る
と
い
う
課
題
で
 あ
っ
た
。
 

民
俗
宗
教
や
新
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
こ
の
課
題
を
追
求
 し
た
試
み
 

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
の
宗
教
学
は
、
い
わ
ば
も
 の
 言
わ
ぬ
 

日
本
宗
教
の
「
語
り
部
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
ぎ
た
の
 で
あ
る
。
 

も
う
一
つ
の
課
題
は
、
欧
米
で
確
立
さ
れ
た
宗
教
に
関
す
る
 理
 論
が
、
 

文
化
的
な
背
景
の
異
な
る
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
適
用
で
 き
な
い
点
 

を
 強
調
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
こ
れ
は
岸
本
 英
夫
の
場
 

島 

田 

裕 

巳 

山
本
書
店
、
昭
和
六
二
年
一
一
月
刊
 

三
一
二
頁
、
三
八
 0
0
 円
 

円
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
目
 

田
丸
 徳
善
著
 

合
 に
お
い
て
著
し
か
っ
た
。
彼
は
、
欧
米
の
宗
教
学
者
が
キ
リ
 ス
ト
 教
的
 

な
神
 観
念
か
ら
脱
し
え
て
い
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
し
、
 そ
れ
に
か
 

わ
る
新
た
な
宗
教
理
解
の
枠
組
を
築
き
上
げ
る
こ
と
を
目
指
し
 た
 。
岸
本
 

以
降
に
お
い
て
も
、
近
年
の
世
俗
化
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
の
中
 に
 、
同
様
 

の
 主
張
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

本
書
「
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
ヒ
 

は
 、
後
者
の
課
題
に
応
え
よ
 ぅ
と
す
 

る
 試
み
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
欧
米
の
宗
教
学
者
の
学
説
に
 検
討
を
加
 

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
論
を
規
定
す
る
宗
教
観
を
あ
ぶ
 り
だ
し
、
 

そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
点
で
著
者
の
問
題
意
 識
は
 
一
貫
 

し
て
い
る
。
そ
う
い
い
っ
た
観
点
に
も
と
づ
い
て
、
本
書
の
前
 半
部
 
（
 
1
 

な
ら
び
に
Ⅱ
）
に
お
い
て
は
、
宗
教
学
に
お
け
る
方
法
論
の
展
 開
 過
程
が
 

学
説
史
的
に
跡
付
げ
ら
れ
、
後
半
部
（
Ⅲ
）
に
お
い
て
は
、
 主
 に
 宗
教
規
 

家
学
の
系
譜
に
属
す
る
学
者
の
業
績
が
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
 て
い
る
。
 

こ
こ
で
は
個
々
の
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
 る
こ
と
も
 

不
可
能
な
の
で
、
著
者
が
欧
米
の
宗
教
学
の
理
論
を
ど
の
よ
う
に
 
理
解
し
、
 

さ
ら
に
は
批
判
し
て
い
る
か
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
。
 

著
者
は
、
近
代
宗
教
学
の
出
発
点
を
一
八
七
 0
 年
の
マ
ッ
ク
ス
 
 
 

ラ
ー
に
 よ
 る
「
宗
教
学
入
門
」
と
題
さ
れ
た
一
連
の
講
演
に
求
 め
る
が
、
 

そ
の
前
史
と
し
て
、
古
代
に
お
け
る
宗
教
批
判
に
見
ら
れ
る
 宗
 数
 に
っ
 い
 

て
の
自
由
な
省
察
を
取
り
上
げ
る
。
し
か
し
、
「
そ
の
後
、
近
 代
の
初
頭
 

に
い
た
る
ま
で
の
相
当
な
が
い
あ
い
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
意
味
で
 の
 古
木
教
学
）
 

 
 

に
 近
い
も
の
は
、
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、
殆
ど
み
ら
れ
 な
し
と
し
㏄
 

 
 

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
本
書
、
四
三
 

｜
 四
四
頁
）
  

 

て
 、
古
代
と
近
代
と
の
間
に
大
き
な
断
絶
か
あ
っ
た
こ
と
を
 指
 摘
 す
る
。
 



そ
の
原
因
は
、
中
世
期
に
お
い
て
強
固
な
キ
リ
ス
ト
教
文
化
が
 確
立
さ
 

ね
 、
著
者
自
身
が
宗
教
学
成
立
の
主
観
的
な
前
提
条
件
と
し
て
 
あ
げ
る
 

「
自
己
の
宗
教
伝
統
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
」
（
四
四
頁
）
が
 

果
 た
さ
れ
な
 

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
 

著
者
が
、
中
世
期
を
宗
教
学
の
前
史
に
お
け
る
い
わ
ば
「
空
白
の
 
時
代
」
 

と
し
て
と
ら
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
 文
化
と
が
 

本
来
 相
 入
れ
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
 す
る
の
で
 

は
な
い
か
。
実
際
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
の
中
で
行
な
わ
 れ
る
宗
教
 

比
較
は
 、
 「
せ
い
ぜ
い
神
学
的
・
護
教
論
的
な
」
（
四
四
頁
）
 

そ
 れ
に
過
ぎ
 

ず
 、
他
宗
教
は
「
異
教
」
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
 指
摘
し
て
 

い
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
近
代
の
宗
教
学
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
 キ
 リ
ス
ト
 

教
 文
化
の
伝
統
か
ら
の
独
立
を
必
須
の
条
件
と
す
る
。
し
か
し
 問
題
は
 、
 

そ
の
条
件
が
容
易
に
は
満
た
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
 著
 者
は
、
 近
 

代
 に
お
け
る
宗
教
学
説
の
展
開
を
追
っ
て
い
く
際
に
 
、
 個
々
 の
 研
究
者
 

が
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
的
な
伝
統
か
ら
独
立
を
果
た
し
て
い
 る
か
ど
う
 

か
を
評
価
の
た
め
の
第
一
の
基
準
と
し
て
用
い
て
い
る
。
 

比
較
の
概
念
が
問
わ
れ
る
際
に
も
、
こ
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
 。
宗
教
 

学
は
比
較
宗
教
学
と
し
て
始
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
よ
う
 に
 、
諸
宗
 

教
の
比
較
に
関
心
を
寄
せ
て
ぎ
た
が
、
諸
宗
教
は
同
等
の
価
値
 を
 持
つ
も
 

の
と
し
て
単
純
に
比
較
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
わ
げ
で
は
な
い
 0
 マ
ッ
ク
 

ス
 ，
ミ
ュ
ラ
一
 や
ヱ
ド
 
プ
ー
ド
・
タ
イ
ラ
ー
と
い
つ
た
十
九
世
 紀
 に
活
躍
 

し
た
宗
教
の
研
究
者
た
ち
に
は
、
宗
教
は
単
純
な
形
態
か
ら
 複
 雑
 な
形
態
 

へ
と
発
展
し
て
い
く
と
い
う
「
進
化
論
」
的
な
発
想
が
あ
っ
た
 
。
し
か
 

も
 、
諸
宗
教
の
「
相
対
的
優
劣
」
と
い
う
観
点
を
と
っ
て
 、
キ
 リ
ス
ト
 教
 

を
 優
位
な
宗
教
と
す
る
間
接
的
な
価
値
判
断
を
行
な
っ
て
い
た
 。
著
者
は
 

は
 、
こ
う
い
っ
た
形
で
欧
米
の
宗
教
学
者
の
宗
教
理
論
の
背
後
 に
 潜
む
 キ
 

の
 

リ
ス
ト
 教
 中
心
主
義
的
な
観
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
宗
教
学
の
 原
理
原
則
は
 

た
る
価
値
中
立
に
反
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
く
。
 

そ
の
後
、
学
説
史
の
上
で
は
こ
う
い
っ
た
「
ナ
イ
 l
 ブ
な
進
化
 ぬ
 珊
 」
（
 
レ
 

一
 マ
ン
）
は
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
が
、
著
者
は
そ
れ
が
 新
た
な
 問
 

題
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
研
究
の
対
象
と
す
る
時
 代
や
地
域
 

が
 限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
実
証
主
義
の
姿
勢
は
強
ま
っ
 て
い
っ
た
 

も
の
の
、
極
端
に
専
門
化
し
た
結
果
、
宗
教
学
が
本
来
指
向
 す
 る
 比
較
の
 

視
点
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 著
者
が
関
 

心
を
寄
せ
る
の
は
、
「
ナ
イ
ー
ブ
な
進
化
論
」
を
脱
し
つ
つ
も
 、
比
較
の
 

視
点
を
欠
落
し
て
い
な
い
よ
う
な
学
問
的
な
動
向
で
あ
る
。
 p
 。
 ハ
 l
 ト
 

，
へ
 
ラ
ー
の
論
文
「
宗
教
の
進
化
」
に
見
ら
れ
る
進
化
論
の
復
権
 や
 、
 梅
模
 

忠
夫
、
鈴
木
秀
夫
ら
の
宗
教
生
態
学
の
試
み
に
注
目
す
る
の
も
 、
著
者
が
 

そ
こ
に
人
類
史
的
な
立
場
に
立
っ
壮
大
な
比
較
の
試
み
を
見
出
 し
た
か
ら
 

で
あ
ろ
 5
 。
 

た
だ
し
、
こ
う
い
っ
た
動
向
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
突
っ
込
ん
 だ
 分
析
 

は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
著
者
が
比
較
の
観
点
を
堅
 持
す
る
 学
 

問
 的
な
立
場
と
し
て
着
目
す
る
の
が
宗
教
現
象
学
で
あ
る
。
 
シ
ヱ
 ー
 ラ
 

｜
 、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ク
、
オ
ッ
ト
 l
 、
メ
ン
シ
ン
グ
に
 お
 げ
る
 宗
 

教
 現
象
学
の
方
法
論
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
こ
に
 宗
 教
 現
象
 一
 

般
を
理
解
す
る
た
め
の
方
法
論
を
探
ろ
 う
 と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
 う
，
 
0
 
 
（
 カ
 

ン
ト
 に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
カ
ン
ト
が
 、
 キ
け
ス
 

  



ト
 教
の
神
学
的
な
立
場
か
ら
い
か
に
し
て
思
想
的
に
独
立
を
果
 た
そ
う
と
 

し
た
か
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
）
 

著
者
は
、
こ
の
宗
教
現
象
学
全
般
に
見
ら
れ
る
方
法
論
上
の
特
 質
 に
つ
 

い
て
二
つ
の
点
を
指
摘
す
る
。
一
つ
は
比
較
を
指
向
す
る
点
に
 
あ
り
、
 

「
宗
教
現
象
学
の
最
も
主
要
な
任
務
は
、
諸
宗
教
に
わ
た
っ
て
 
見
 ら
れ
る
 

類
似
の
現
象
を
あ
つ
め
、
整
理
・
分
類
し
て
体
系
化
す
る
こ
と
 で
あ
り
、
 

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
 

通
 宗
教
的
な
い
く
 っ
か
 の
 ヵ
 テ
ゴ
リ
 l
 を
設
定
 

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
 

二
 二
一
八
頁
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 
そ
 し
て
、
 現
 

家
学
に
お
い
て
、
初
期
の
比
較
宗
教
学
と
は
異
な
り
、
評
価
的
 な
 比
較
を
 

し
り
 ぞ
げ
よ
う
 と
す
る
姿
勢
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
点
が
強
調
 さ
れ
る
。
 

宗
教
現
象
学
の
第
二
の
特
質
は
、
そ
れ
が
宗
教
の
「
理
解
」
を
 強
調
す
 

る
 点
に
求
め
ら
れ
る
。
宗
教
現
象
学
は
、
「
実
質
的
に
宗
教
的
 生
の
解
釈
 

学
 」
（
二
三
 0
 頁
 ）
で
あ
り
、
そ
の
立
場
の
明
確
な
表
現
が
 

、
シ
 
ニ
 ラ
イ
 エ
 

ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
宗
教
は
そ
れ
自
身
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
 ぅ
る
 」
と
い
う
 

原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
を
他
の
現
象
に
還
元
不
可
能
な
 固
有
な
領
 

域
 と
し
、
そ
の
「
独
自
性
」
を
強
調
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
 

し
か
し
、
著
者
の
宗
教
現
象
学
に
対
す
る
評
価
の
特
徴
は
 、
比
 駁
さ
指
 

同
 し
、
宗
教
の
独
自
性
を
強
調
す
る
宗
教
現
象
学
が
、
結
局
の
 と
こ
ろ
は
 

キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
し
た
宗
教
の
理
解
に
帰
着
し
、
キ
リ
ス
 ト
 和
 
w
 い
か
り
古
木
 

教
 伝
統
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
を
果
た
し
え
て
い
な
い
点
を
指
 摘
 す
る
と
 

こ
ろ
に
あ
る
。
個
人
の
場
合
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
 

シ
ヱ
 @
 
フ
 ー
に
 関
 

し
て
は
、
「
一
方
で
「
自
然
的
宗
教
」
に
も
と
づ
く
宗
教
の
本
 質
 認
識
を
 

標
傍
 し
つ
つ
、
他
方
で
は
…
事
実
上
カ
ト
リ
ッ
ク
 的
 色
彩
の
つ
 
よ
い
キ
リ
 

ス
ト
教
の
弁
証
を
も
意
図
し
て
い
る
」
（
 

二
 二
一
頁
）
点
で
矛
盾
 
が
あ
る
と
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
レ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
 &
 示
教
現
象
 

学
 が
神
学
と
異
な
っ
て
「
何
ら
規
範
的
な
性
格
を
持
た
な
い
」
 と
さ
れ
て
 

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
か
れ
の
現
象
学
の
背
後
に
は
や
は
り
 
ひ
 ろ
い
 意
 

味
の
 キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
様
式
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
え
な
 
い
 」
（
一
一
 

二
 二
頁
）
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ッ
ト
一
の
場
合
 に
は
、
 キ
 

リ
ス
ト
教
の
優
越
を
弁
証
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
取
り
、
宗
教
 学
を
神
学
 

の
 補
助
 字
 と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

っ
 ま
り
は
、
 

「
欧
米
の
宗
教
学
に
関
す
る
限
り
、
メ
タ
理
論
と
し
て
の
「
 神
 」
中
心
的
 

な
 宗
教
観
が
い
か
に
根
づ
 よ
 い
か
」
（
一
六
四
頁
）
が
証
明
さ
れ
 
る
の
で
あ
 

る
 。
 

私
た
ち
は
、
こ
う
い
っ
た
形
で
の
問
題
点
の
指
摘
の
仕
方
に
岸
 木
 英
夫
 

か
ら
の
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
岸
本
は
、
欧
米
の
宗
 教
 心
理
学
 

者
た
ち
が
神
を
中
心
と
し
て
理
論
を
組
み
立
て
て
い
る
点
を
指
 摘
し
、
彼
 

も
 が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
観
念
か
ら
脱
し
て
い
な
い
こ
と
を
 批
 制
 し
て
い
 

た
 。
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
自
己
の
死
を
見
つ
め
る
 ｜
 岸
本
案
 

教
学
の
誕
生
」
 
ワ
イ
 一
ル
 ド
 と
し
て
の
宗
教
体
験
 ヒ
 （
法
蔵
 館
 刊
 ）
所
収
 

を
 参
考
に
し
て
い
た
だ
 け
ね
ば
 幸
い
で
あ
る
）
し
か
し
、
岸
本
 や
 著
者
の
 

こ
 5
 
い
っ
た
形
で
の
批
判
は
徹
底
さ
を
欠
い
た
も
の
と
言
わ
ざ
 る
を
え
な
 

い
 。
と
い
う
の
も
、
な
ぜ
ゆ
え
に
欧
米
の
宗
教
学
者
が
自
己
の
 々
 示
教
伝
統
 

か
ら
の
独
立
を
果
た
し
え
な
か
っ
た
か
の
原
因
が
明
か
に
さ
れ
 て
い
な
い
 

か
ら
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

宗
教
現
象
学
の
立
場
を
と
る
学
者
に
つ
い
て
言
行
な
ら
ば
、
 彼
 ら
は
 諸
 

㏄
 

宗
教
の
比
較
を
行
な
 う
 際
に
、
「
判
断
停
止
」
に
よ
り
、
あ
る
 
特
 定
の
規
範
 
却
 

 
 

に
も
と
づ
い
て
の
評
価
を
し
り
 ぞ
 げ
る
こ
と
を
志
向
し
た
。
 

と
 @
 
」
ろ
が
、
 



規
範
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
批
判
的
な
考
察
を
 行
 な
 う
た
 

め
の
根
拠
を
見
失
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
現
象
学
 に
よ
る
白
下
 

教
の
記
述
に
は
、
批
判
的
な
姿
勢
そ
の
も
の
が
欠
如
し
て
い
る
 。
そ
の
 結
 

果
 、
逆
説
的
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
自
己
の
持
つ
規
範
に
対
し
 て
 、
そ
れ
 

を
 自
覚
で
ぎ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
の
姿
勢
は
無
批
判
な
も
の
 と
な
っ
て
 

し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

宗
教
現
象
学
に
本
質
的
な
こ
の
逆
説
的
な
構
造
が
論
じ
ら
れ
て
 、
 
@
 
Ⅴ
 @
 
4
@
 

ん
 
よ
、
 
：
 
レ
 

が
た
め
に
、
著
者
の
主
張
に
不
鮮
明
な
部
分
が
残
さ
れ
る
こ
と
 
と
な
っ
 

た
 。
そ
の
問
題
点
は
、
メ
ン
シ
ン
グ
に
対
す
る
著
者
の
評
価
に
 端
的
に
現
 

わ
れ
て
い
る
 
0
 メ
ン
シ
ン
グ
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ハ
ー
 か
 ら
 オ
ッ
ト
 

｜
 へ
と
引
き
継
が
れ
た
、
宗
教
の
独
自
性
を
強
調
す
る
「
理
解
の
 

宗
教
学
」
 

の
 系
譜
に
属
し
、
「
 生
 
（
レ
ー
ベ
ン
）
」
の
概
念
を
重
視
す
る
と
 
@
 」
ろ
で
も
 

宗
教
現
象
学
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
 
が
 、
著
者
 

は
、
 「
メ
ン
シ
ン
グ
の
学
問
的
生
涯
は
」
、
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
 

を
 絶
対
化
 

す
る
ド
イ
ッ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
対
抗
し
て
、
「
諸
宗
教
を
す
 べ
 て
ら
 不
 

教
の
正
当
な
形
態
と
し
て
認
め
、
し
た
が
っ
て
、
信
仰
に
も
と
 つ
く
神
学
 

と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
学
問
と
し
て
の
宗
教
学
の
独
立
を
確
保
 す
る
こ
と
 

に
 捧
げ
ら
れ
た
」
（
二
五
九
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

ノ
 ン
 シ
ソ
 

グ
が
 キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
伝
統
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
を
果
た
 し
 、
欧
米
 

の
 一
般
の
宗
教
学
者
に
見
ら
れ
る
 

神
 中
心
的
な
宗
教
観
か
ら
 脱
 し
て
い
る
 

こ
と
を
意
味
す
る
。
 

で
は
、
な
ぜ
ゆ
え
に
 ノ
 ン
シ
ン
グ
に
お
い
て
の
み
、
キ
リ
ス
ト
 脇
ひ
め
 
白
石
 

教
 伝
統
か
ら
の
相
対
的
な
独
立
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
 
か
 。
著
者
 

は
 、
初
期
に
ほ
キ
リ
ス
ト
教
の
優
越
と
い
う
立
場
を
素
朴
に
と
 っ
て
い
た
 

ノ
 ン
シ
ン
グ
が
、
一
九
四
 0
 年
代
以
降
、
そ
れ
を
「
信
仰
判
断
 」
の
問
題
 

   
 

と
し
て
価
値
中
立
的
な
宗
教
学
の
領
域
か
ら
は
っ
き
り
と
切
り
 離
し
た
と
は
 

述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
「
重
点
の
推
移
」
が
い
か
に
し
 て
 起
こ
っ
 

め
 

た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 メ
ソ
シ
ソ
グ
 
の
宗
教
に
 
つ
い
て
の
㏄
 

理
解
が
ど
 う
 変
化
し
た
か
を
説
明
し
て
い
な
い
た
め
に
、
メ
ン
 
シ
ン
グ
 

が
 、
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
の
師
で
あ
る
オ
ッ
ト
ー
の
「
規
範
的
 宗
教
学
」
 

か
ら
脱
却
し
え
た
の
か
が
謎
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
価
値
 中
 

立
を
志
向
し
つ
つ
、
い
か
に
し
て
自
己
の
規
範
性
に
対
し
て
 批
 判
 的
で
あ
 

り
う
る
の
か
。
単
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
 神
 観
念
か
ら
脱
し
て
い
 る
か
否
か
 

を
 指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
「
自
己
の
宗
教
伝
統
か
ら
の
 相
 射
的
な
独
 

立
 」
を
可
能
に
す
る
条
件
な
り
根
拠
な
り
を
示
す
必
要
が
あ
っ
 た
の
で
は
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
 

著
者
は
、
こ
う
い
っ
た
宗
教
現
象
学
へ
の
批
判
を
行
な
っ
た
 上
 弔
巳
 
、
古
木
 

教
学
の
新
た
な
可
能
性
と
し
て
「
人
間
学
的
宗
教
学
」
を
評
価
 す
る
が
、
 

こ
の
人
間
学
的
宗
教
学
は
、
宗
教
の
独
自
性
を
過
度
に
強
調
す
 る
 宗
教
規
 

家
 学
を
乗
り
越
え
、
「
宗
教
を
人
間
の
営
為
と
し
て
把
握
す
る
 立
場
」
を
 

と
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
す
で
に
岸
本
英
夫
の
所
論
 の
中
に
 萌
 

芽
 的
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
著
者
は
近
年
欧
米
で
も
 宗
 教
を
文
化
 

の
 問
題
と
し
て
論
じ
る
気
運
が
高
ま
っ
て
ぎ
た
こ
と
を
指
摘
し
 て
い
る
。
 

し
か
し
、
「
宗
教
を
人
間
の
営
為
と
し
て
把
握
す
る
」
と
い
う
こ
 
と
は
、
 

宗
教
を
他
の
社
会
現
象
な
り
心
理
現
象
に
還
元
す
る
こ
と
で
 宗
 教
の
独
自
 

性
の
否
定
に
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
。
著
者
は
、
そ
 う
 い
っ
 た
 批
判
は
 

還
元
と
い
う
操
作
に
対
す
る
「
誤
解
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
 る
と
し
て
 

い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
学
的
宗
教
学
の
立
場
を
正
当
化
 す
る
こ
と
 



は
で
き
な
い
。
や
は
り
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
「
人
間
」
 な
い
か
な
 

る
も
の
と
し
て
捉
え
、
概
念
化
す
る
か
」
（
一
六
七
頁
）
が
 明
 か
に
さ
れ
 

な
け
れ
ば
、
人
間
学
的
宗
教
学
の
実
像
は
見
え
て
こ
な
い
で
あ
 ろ
 う
 。
 そ
 

も
そ
も
特
定
の
文
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
普
遍
的
な
「
 人
 間
 」
と
い
 

う
 存
在
は
成
立
し
 ぅ
 る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
が
解
か
れ
 
な
け
れ
 

ば
 、
人
間
学
的
宗
教
学
の
主
張
も
日
本
的
、
な
い
し
は
東
洋
的
 な
 宗
教
観
 

か
ら
脱
し
え
て
い
な
い
宗
教
理
論
に
陥
る
危
険
性
を
秘
め
て
い
 る
 。
 私
た
 

ち
は
、
著
者
に
よ
る
人
間
学
的
宗
教
学
の
理
論
化
の
作
業
を
待
 望
 す
る
も
 

の
で
あ
る
。
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物
語
の
宗
教
学
は
可
能
か
。
ゆ
た
か
な
示
唆
に
み
ち
た
島
田
裕
 

己
 の
 近
 

著
が
 私
た
ち
に
提
起
す
る
の
は
、
こ
の
問
い
を
問
 

う
 こ
と
で
あ
 
る
と
い
っ
 

て
よ
い
。
 

嚇
す
れ
 到
 能
れ
 肝
鯉
肝
 
踊
れ
 阿
 Ⅱ
 M
M
H
 
も
い
い
 
轄
吐
 何
 %
M
 
 
 

舘
に
 尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
書
は
三
部
か
ら
な
っ
て
 

お
 り
 ，
そ
の
内
 

容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
第
一
部
は
「
物
語
と
し
て
の
 

宗
 教
 」
と
 題
 

竹
沢
尚
一
郎
 

法
蔵
 館
 、
一
九
八
九
年
、
二
一
九
頁
 

ヨ
 フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
の
宗
教
体
験
 b
 

島
田
裕
巳
 著
 

さ
れ
、
物
語
の
宗
教
学
の
確
立
の
た
め
の
問
題
意
識
と
方
法
論
 が
 論
じ
 ろ
 

れ
て
い
る
。
つ
づ
く
第
二
部
は
、
「
宗
教
学
者
は
何
を
体
験
し
 た
か
」
と
 

い
 う
 表
題
を
も
ち
、
岸
本
英
夫
や
柳
川
啓
一
の
宗
教
理
論
の
形
 成
 を
あ
と
 

づ
け
る
一
方
で
、
宗
教
学
に
お
け
る
 々
ニ
 シ
ェ
ー
シ
ョ
ン
経
験
 の
 重
要
性
 

を
 論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
著
者
じ
し
ん
の
 山
 学
会
へ
の
 

入
会
と
そ
れ
か
ら
の
離
脱
の
過
程
を
論
じ
た
第
三
部
、
「
私
じ
し
 ん
の
 物
 

語
 」
が
つ
づ
い
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
内
容
に
沿
っ
て
こ
の
書
を
論
じ
て
い
く
こ
と
も
、
お
 そ
ら
く
 

可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
が
こ
こ
で
と
り
た
い
の
は
、
異
な
 る
 道
で
あ
 

る
 。
こ
の
書
の
提
起
し
て
い
る
中
心
的
な
問
題
（
と
り
わ
け
 第
 
一
部
の
そ
 

れ
 ）
を
明
ら
か
に
示
す
こ
と
、
こ
の
書
に
導
か
れ
な
が
ら
そ
の
 問
題
を
考
 

え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
問
題
に
た
い
し
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
 私
な
り
の
 

考
え
を
幾
分
か
っ
 
げ
 加
え
る
こ
と
。
私
が
こ
こ
で
試
み
た
い
の
 は
 そ
 う
し
 

た
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

物
語
と
は
何
か
。
 

そ
れ
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
架
空
の
話
、
理
性
 小
り
 
@
=
 

日
ま
 
帥
 

以
外
の
舌
口
語
で
紡
が
れ
た
、
想
像
の
語
り
の
こ
と
で
は
な
い
。
 

著
者
は
物
 

語
を
 、
「
世
界
の
中
に
生
起
す
る
現
象
の
説
明
原
理
で
あ
り
、
 

筋
 立
て
を
 

持
つ
説
明
の
体
系
の
こ
と
」
二
三
つ
と
定
義
す
る
。
そ
れ
は
 独
 白
め
 
「
 体
 

系
 化
や
分
類
の
働
ぎ
を
」
も
ち
（
三
四
）
、
「
儀
礼
や
象
徴
の
背
 

後
に
存
在
 

し
 」
 て
 
（
三
三
）
、
「
人
生
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
る
も
の
で
 

あ
る
（
 三
 

六
）
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
宗
教
の
核
心
に
あ
る
の
は
そ
の
 ょ
う
 な
 も
の
と
 

し
て
の
物
語
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
個
人
に
対
し
て
統
一
 的
な
世
界
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観
を
与
え
る
」
一
方
で
（
九
）
、
「
逸
脱
し
た
個
人
を
宗
教
共
同
 

体
へ
再
復
 

帰
さ
せ
る
と
い
う
機
能
も
果
た
す
も
の
」
な
の
で
あ
る
（
三
 
%
  
 

著
者
の
こ
の
よ
う
な
物
語
の
と
ら
え
方
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
 で
 行
な
 

わ
れ
て
い
る
物
語
の
再
評
価
の
動
ぎ
と
期
を
一
に
し
た
も
の
で
 あ
る
こ
と
 

 
 

な
 視
点
を
 

た
ず
さ
え
て
宗
教
現
象
の
分
析
に
切
り
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
る
 が
 、
そ
こ
 

で
の
著
者
の
問
題
意
識
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
 き
る
。
 宗
 

教
 は
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
の
物
語
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
 き
た
か
、
 

そ
し
て
宗
教
は
そ
う
し
た
物
語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
支
え
 も
 れ
 て
 き
た
 

か
 。
ま
ず
は
前
者
の
問
い
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

巻
頭
の
論
文
、
「
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
を
ど
う
救
済
す
る
か
」
 が
 対
象
と
 

す
る
の
は
、
宗
教
的
治
療
で
あ
る
「
宗
教
が
個
人
を
ど
の
 よ
う
 に
し
て
 救
 

っ
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
い
ま
だ
進
展
を
み
せ
て
い
 な
い
、
古
本
 

教
が
 、
か
ら
だ
の
 
痛
 い
と
こ
こ
ろ
の
 
痛
 い
を
癒
し
て
い
く
 力
や
 、
そ
の
 過
 

程
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
、
な
ぜ
、
宗
教
に
よ
 っ
て
病
気
 

が
 治
り
、
悩
み
が
解
決
さ
れ
る
の
か
を
、
具
体
的
に
調
べ
て
い
 く
 必
要
が
 

あ
る
」
（
八
）
。
 

著
者
は
こ
の
観
点
か
ら
、
治
療
者
と
し
て
の
イ
ェ
ス
の
行
為
 や
 、
真
光
 

教
団
の
お
こ
な
う
「
真
光
の
業
」
、
野
口
整
体
の
「
清
元
運
動
」
 

な
ど
の
 例
 

を
と
り
あ
げ
て
 
い
 く
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
れ
ら
の
試
み
の
 根
 底
 に
あ
る
 

の
は
、
差
異
よ
り
も
む
し
ろ
共
通
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
 0
 基
礎
に
 

あ
る
の
は
「
意
識
の
統
御
を
受
げ
な
い
か
ら
だ
自
身
の
自
律
 運
 動
 」
を
 解
 

放
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
治
療
の
真
の
 力
 に
な
る
 
。
と
い
う
 

の
も
、
「
病
気
は
個
々
の
人
間
に
備
わ
っ
た
自
然
治
癒
 
力
 が
働
か
 
な
け
れ
 

ば
 治
ら
ず
、
薬
や
医
学
的
処
置
は
基
本
的
に
生
体
の
も
つ
治
癒
 力
 に
力
を
 

 
  

 
 
 

貸
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
（
九
）
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
こ
ろ
の
 痛
 い
の
救
済
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
 

著
 者
は
こ
め
 

 
 

の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
上
口
白
や
精
神
分
析
 

、
そ
し
て
㏄
 

新
宗
教
の
法
座
を
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
こ
で
も
重
要
な
の
は
 病
 ん
だ
人
間
 

が
み
ず
か
ら
語
る
こ
と
、
「
内
面
に
蓄
積
さ
れ
た
感
情
や
情
動
 を
 、
外
側
 

に
 表
出
し
て
い
く
」
こ
と
で
「
こ
こ
ろ
を
浄
化
す
る
こ
と
」
 な
 の
で
あ
る
 

（
一
九
）
。
 

こ
う
し
て
著
者
は
、
人
間
の
体
と
心
が
本
来
も
っ
て
い
る
「
 自
 律
的
回
 

復
 運
動
」
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
常
で
は
抑
制
さ
れ
て
 い
 る
こ
れ
 

ら
の
運
動
の
表
出
を
可
能
に
す
る
の
が
宗
教
と
い
う
枠
組
み
で
 あ
る
こ
と
 

は
 重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ま
さ
に
宗
教
 の
 物
語
が
 

介
入
す
る
の
は
こ
の
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
真
光
教
団
の
場
合
、
こ
の
種
の
体
の
自
然
な
動
き
は
 霊
 の
 仕
 

業
に
よ
 
る
と
し
て
「
 霊
動
 」
と
 よ
 ば
れ
、
野
口
整
体
で
は
人
間
 に
 備
わ
っ
 

た
 回
復
の
 力
 と
し
て
「
清
元
連
動
」
と
名
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

キ
リ
ス
ト
 

教
の
告
白
も
ま
た
、
が
ん
も
い
仲
間
 う
 ち
で
行
な
わ
れ
た
「
 浄
 化
作
用
を
 

も
つ
治
療
的
な
儀
式
で
あ
っ
た
」
が
、
聖
職
者
に
た
い
し
て
だ
 け
 行
な
わ
 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
信
徒
を
「
原
罪
」
の
物
語
に
組
 み
こ
む
 契
 

機
 と
な
っ
て
い
っ
た
。
か
く
し
て
宗
教
は
、
人
間
の
う
ち
に
 備
 わ
っ
て
 い
 

る
 自
律
回
復
の
運
動
を
解
放
す
る
と
ど
 
う
じ
 
に
、
他
方
で
そ
 れ
を
独
占
 

し
 、
固
有
の
物
語
の
中
に
取
り
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
り
、
こ
の
 作
業
を
 っ
 

う
 じ
て
各
個
人
は
宗
教
共
同
体
へ
と
包
摂
さ
れ
て
い
く
の
で
 
あ
る
（
 二
 

一
一
）
 

つ
 



 
 

こ
の
論
文
が
宗
教
に
 
よ
 る
物
語
の
活
用
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
 と
す
れ
 

ば
、
っ
 づ
く
「
物
語
と
し
て
の
宗
教
」
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
 、
 私
た
ち
 

の
上
が
物
語
の
枠
の
中
で
い
と
な
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
 ゐ
 
示
教
 そ
払
仙
 

自
体
が
こ
れ
ら
の
物
語
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
 る
り
 

「
こ
の
世
界
に
生
ま
れ
落
ち
た
子
供
が
、
言
語
や
感
情
表
現
の
 方
法
、
 

社
会
体
系
や
象
徴
世
界
の
在
り
万
を
学
ぶ
の
は
、
親
、
と
く
に
 母
親
と
の
 

体
面
状
況
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
親
の
子
に
対
す
る
 コ
、
、
、
 

ュ
 ニ
ケ
ー
 

シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
、
物
語
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
行
為
が
実
 

著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
物
語
は
「
世
界
の
成
り
立
ち
を
説
明
す
る
」
 

に
 頻
繁
に
 

だ
け
で
 

行
 な
わ
れ
て
い
る
…
。
親
は
子
供
に
絵
本
を
読
ん
で
や
る
こ
と
 に
よ
っ
 

て
 、
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
事
物
の
間
に
は
相
互
に
関
連
性
が
 あ
り
、
 あ
 

る
 基
準
に
も
と
づ
い
て
分
類
、
体
系
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
 教
，
 え
て
い
く
 

こ
と
に
な
る
。
子
供
は
 、
 自
ら
の
生
活
の
場
面
の
中
で
体
験
す
 る
 以
前
 

に
 、
物
語
の
中
で
様
々
な
社
会
現
象
を
先
取
り
す
る
形
で
体
験
 
し
て
い
 

く
、
 そ
 う
 い
っ
た
物
語
に
 
よ
 る
体
系
化
や
分
類
を
知
ら
ぬ
 け
 れ
 ば
 、
子
供
 

は
 実
際
の
出
来
事
に
遭
遇
し
て
も
そ
れ
を
意
味
あ
る
体
験
と
し
 て
は
と
ら
 

え
き
 れ
な
い
の
で
あ
る
」
（
三
四
）
。
 

な
く
、
悲
し
さ
な
ど
の
情
緒
の
あ
り
方
も
示
し
、
ま
た
伝
記
等
 を
つ
う
じ
 

て
 困
難
の
克
服
と
人
生
に
た
い
す
る
態
度
を
教
示
し
て
い
る
。
 
か
く
し
 

 
 

 
 

翻
 

て
で
あ
る
（
三
九
）
。
と
り
わ
け
著
者
が
重
視
す
る
の
は
、
 

神
話
学
者
ジ
ョ
 

ゼ
フ
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
に
な
ら
っ
て
「
原
質
神
話
」
と
よ
ぶ
 、
出
 離
｜
 冒
険
 

｜
 帰
還
の
筋
を
も
つ
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
話
に
と
ど
ま
ら
 ず
 、
現
代
 

の
 
コ
ン
ピ
ニ
ー
タ
ー
・
ゲ
ー
ム
や
戯
曲
に
も
く
り
か
え
し
見
ら
 れ
る
こ
 

と
 、
そ
し
て
人
間
が
自
発
的
に
そ
う
し
た
物
語
を
形
成
す
る
 傾
 向
 を
も
つ
 

こ
と
を
集
団
心
理
学
の
実
験
を
引
用
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
 い
く
の
で
 

あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
物
語
、
と
り
わ
け
原
質
神
話
の
タ
イ
プ
の
 物
語
を
 

語
り
、
そ
れ
を
つ
う
じ
て
人
び
と
に
共
通
の
認
識
形
式
を
与
え
 る
の
は
、
 

な
が
く
宗
教
の
つ
と
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
で
は
、
 そ
 @
 」
に
決
定
 

的
な
変
化
が
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
。
こ
の
種
の
物
語
が
 、
 戯
曲
や
 
ァ
 

ニ
メ
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
ゲ
ー
ム
な
ど
、
宗
教
か
ら
独
立
し
た
と
 こ
ろ
で
 

語
ら
れ
る
 
よ
う
 に
な
り
、
そ
の
結
果
無
数
の
物
語
が
生
産
さ
れ
 る
 よ
 う
 に
 

な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

私
た
ち
の
経
験
し
て
い
る
物
語
の
こ
う
し
た
変
化
は
、
神
話
の
 世
俗
化
 

と
し
て
解
釈
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
著
者
に
 よ
 れ
 ば
 、
世
俗
 

化
の
概
念
は
社
会
学
で
は
有
効
で
あ
っ
て
も
、
宗
教
学
と
し
て
 は
 適
切
で
 

は
な
い
。
と
い
 
5
 
の
も
、
宗
教
学
の
基
本
が
象
徴
的
世
界
（
 コ
 ス
セ
ス
 ）
 

の
 超
越
性
と
自
立
性
を
強
調
す
る
点
に
あ
る
か
ぎ
り
、
既
成
の
め
 
示
教
 が
有
 

効
な
 象
徴
的
世
界
の
構
築
を
行
な
 う
 こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
 、
個
人
の
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
保
障
 だ
 げ
に
専
念
す
る
状
況
を
さ
し
 て
 世
俗
化
 

と
い
っ
て
も
、
状
況
の
理
解
に
は
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
 。
宗
教
学
 

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
既
成
の
宗
教
が
こ
の
象
徴
的
世
界
を
 構
成
す
る
 

)
 

 
 
 
 

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
「
何
が
」
そ
れ
に
か
わ
っ
て
 こ
の
つ
㏄
 

 
 

と
め
を
果
た
し
て
い
る
か
を
問
 う
 こ
と
な
の
で
あ
る
（
 三
 0
 ）
。
 

 
 

 
 

お
そ
ら
く
私
た
ち
は
問
題
の
視
点
を
移
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 人
 間
 に
と
 



っ
て
基
本
的
に
重
要
な
こ
の
象
徴
的
世
界
を
構
成
す
る
の
は
、
 

神
 話
 あ
る
 

い
は
宗
教
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 い
わ
ば
 人
 

間
 史
的
な
あ
ら
わ
れ
が
、
宗
教
や
神
話
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
 に
す
ぎ
な
 

い
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
宗
教
の
衰
退
し
た
現
代
に
生
き
る
 
私
 た
ち
を
 

支
え
て
い
る
の
が
物
語
」
で
あ
り
（
三
四
）
、
「
私
た
ち
が
宗
教
 

な
し
に
 生
 

き
て
い
け
る
の
は
、
物
語
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
五
二
）
 

と
す
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
今
日
の
宗
教
学
の
課
題
は
、
新
宗
教
や
新
・
新
宗
教
 の
 研
究
に
 

と
ど
ま
ら
ず
、
こ
う
し
た
物
語
の
生
き
ら
れ
る
場
を
対
象
と
し
 て
い
か
な
 

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
五
二
）
。
 

 
 

以
上
が
 、
 私
の
読
み
と
っ
た
 
円
 フ
ィ
ー
 ル
 と
し
て
の
宗
教
体
験
 の
ヒ
 の
 

中
心
的
な
問
題
関
心
で
あ
る
。
物
語
の
概
念
を
て
こ
に
、
現
代
 社
会
さ
ま
 

ぎ
 ま
な
現
象
を
切
り
と
っ
て
い
く
手
際
は
あ
ざ
や
か
で
あ
る
が
 、
そ
れ
 以
 

上
に
私
に
貴
重
に
思
え
る
の
は
、
物
語
概
念
を
通
じ
て
、
宗
教
 研
究
の
基
 

本
 的
な
認
識
形
式
を
組
み
替
え
て
い
こ
 う
 と
す
る
著
者
の
意
気
 込
み
で
あ
 

る
 。
そ
れ
は
最
初
の
論
文
か
ら
、
著
者
じ
し
ん
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
 体
験
を
物
 

語
っ
た
第
三
部
、
「
私
自
身
の
物
ま
叫
し
に
い
た
る
ま
で
、
変
わ
る
 

こ
と
は
 

く
こ
の
書
の
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
で
あ
る
。
 

著
者
の
 
ア
プ
 p
 ー
 チ
は
 、
み
ず
か
ら
繰
り
か
え
し
表
明
し
て
い
 る
 わ
 う
 

に
一
貫
し
て
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
会
読
的
な
）
も
の
で
あ
り
 、
そ
れ
に
 

よ
っ
て
こ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
多
様
な
現
象
が
、
物
語
 と
い
う
 視
 

点
か
ら
総
合
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
 た
 視
点
は
 

と
き
に
は
議
論
の
展
開
を
阻
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
，
 
ぇ
ば
 著
者
 

は
 物
語
を
、
人
間
の
認
識
と
倫
理
、
情
緒
に
形
式
を
課
す
基
本
 形
式
と
し
 

て
と
ら
え
、
そ
の
う
え
で
物
語
の
諸
相
を
論
じ
て
い
る
が
、
 そ
 の
よ
う
に
 

 
 

す
べ
て
を
物
語
の
語
に
委
ね
る
こ
と
は
、
こ
の
語
を
分
析
概
念
 と
し
て
は
 

田
 

 
 

あ
い
ま
い
な
も
の
に
す
る
危
険
が
な
い
が
 る
ぅ
か
 。
 

 
 
 
 

こ
の
本
を
閉
じ
た
今
、
私
の
心
に
浮
か
ぶ
問
い
は
っ
 ぎ
 の
も
の
 
で
あ
㏄
 

る
 。
物
語
に
特
有
な
認
識
の
形
式
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
 
だ
ろ
う
 

か
 。
も
し
存
在
す
る
の
で
あ
れ
は
、
そ
れ
は
そ
れ
以
外
の
認
識
 の
 諸
形
式
 

（
た
と
え
ば
自
然
科
学
的
な
認
識
）
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
 

。
物
語
的
 

認
識
は
何
ゆ
え
に
宗
教
に
適
し
た
も
の
で
あ
り
、
 

何
 ゆ
え
に
 好
 ん
で
用
い
 

ら
れ
る
の
か
。
物
語
は
す
べ
て
同
じ
形
式
を
も
っ
も
の
な
の
か
 、
そ
れ
と
 

も
 ジ
ャ
ン
ル
に
よ
り
そ
の
形
式
は
異
な
る
の
か
り
宗
教
の
場
で
 語
ら
れ
る
 

物
語
が
個
人
を
宗
教
共
同
体
の
中
に
包
摂
す
る
 働
 ぎ
を
も
つ
と
 す
れ
ば
、
 

今
日
無
数
に
生
み
出
さ
れ
る
物
語
は
私
た
ち
を
い
か
な
る
共
同
 体
 に
結
び
 

つ
げ
て
い
る
の
か
。
私
た
ち
は
物
語
の
不
在
を
生
き
て
い
る
の
 か
 、
そ
れ
 

と
も
物
語
の
不
在
と
い
う
こ
と
自
体
が
す
で
に
一
つ
の
物
語
な
 の
、
 
カ
 。
 

物
語
的
認
識
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
興
味
深
い
論
文
が
存
在
す
 る
の
で
 

私
が
こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
 

私
 た

ち
の
 生
 

き
て
い
る
こ
の
社
会
が
い
か
な
る
物
語
の
位
相
を
生
き
て
い
る
 の
か
と
い
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
日
々
無
数
に
生
産
さ
れ
、
消
費
さ
れ
て
い
く
 こ
れ
ら
の
 

物
語
は
 、
 私
た
ち
を
ど
こ
に
運
ん
で
い
る
の
か
。
物
語
が
人
生
 に
 決
定
的
 

な
 影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
 い
か
な
る
 

種
類
の
人
生
を
、
あ
る
い
は
 へ
 私
た
ち
 ノ
 を
作
り
だ
し
て
い
る
の
 力
 0
 

 
 

あ
る
文
芸
批
評
家
の
言
に
 ょ
 れ
ば
、
文
学
作
品
と
は
（
物
語
と
 い
っ
て
 

も
 同
じ
だ
が
）
主
人
公
が
何
か
を
な
す
こ
と
と
定
義
さ
れ
 荻
 。
 ，
 

」
の
こ
と
 



書評と 紹介 

ば
は
自
明
の
真
理
と
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
逆
も
ま
た
 真
実
で
あ
 

る
 。
つ
ま
り
文
学
と
は
（
物
語
と
は
）
 
、
 語
る
こ
と
に
よ
っ
て
 行
 勒
 す
る
 主
 

太
公
を
生
み
た
す
行
為
で
あ
る
と
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
 つ
 ぎ
 の
よ
う
に
 

い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
物
語
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
主
人
 企
む
、
っ
 

ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
一
つ
の
主
観
 を
 ・
も
っ
て
 

-
@
-
 

そ
れ
ら
を
統
合
す
る
 ょ
 5
 な
へ
 私
 ）
を
生
み
た
す
行
為
で
あ
る
 と
っ
 

私
た
ち
は
こ
の
八
社
）
と
い
う
も
の
を
自
明
の
も
の
と
見
な
し
 、
 註
 
W
@
 

を
 始
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
の
前
提
と
考
え
が
ち
で
 あ
る
。
 し
 

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
つ
ね
に
そ
う
で
 あ
っ
た
 ね
 

げ
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
に
お
け
る
（
 私
ノ
の
 観
念
の
 
変
化
に
っ
 

い
て
は
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
い
ら
い
多
く
の
研
究
が
つ
み
 重
 ね
ら
れ
て
 

-
5
-
 

い
る
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
つ
の
変
わ
ら
ぬ
 個
性
を
も
 

ち
 、
み
ず
か
ら
の
行
為
に
た
い
し
て
一
貫
し
た
道
徳
的
責
任
を
 負
う
（
 私
 ）
 

と
い
う
も
の
の
誕
生
は
、
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
新
し
い
も
の
 だ
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
 

し
か
も
と
り
わ
け
宗
教
の
場
に
お
い
て
は
 私
 じ
し
ん
の
出
来
事
 で
あ
っ
 

て
さ
え
、
語
る
の
は
つ
ね
に
祭
司
や
占
者
等
の
他
者
で
あ
っ
て
 、 八
社
マ
ネ
 
し
 

は
な
い
。
宗
教
の
領
域
で
（
 私
 ）
が
語
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
 

島
田
裕
 

己
も
言
明
す
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
告
白
の
行
為
 の
 制
度
化
 

い
ら
い
の
こ
と
で
あ
る
。
精
神
分
析
に
お
け
る
他
者
と
の
共
犯
 関
係
を
生
 

む
 転
移
と
い
う
現
象
は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
 理
 解
さ
れ
る
 

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
今
日
の
新
宗
教
に
お
 け
 る
ハ
私
マ
 

の
 語
り
の
重
視
に
も
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
物
語
と
い
う
こ
の
形
式
で
あ
る
。
 物
語
は
 

す
べ
て
、
始
ま
り
 ｜
 中
間
 ｜
 終
わ
り
と
い
う
形
式
を
も
っ
て
 お
 り
 、
そ
れ
 

ゆ
え
完
結
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
語
を
通
じ
 て
 形
成
さ
 

ね
 、
理
解
さ
れ
る
 へ
私
 ）
と
い
う
も
の
も
、
完
結
的
な
そ
れ
、
 

自
己
調
査
 

的
な
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
 

宗
教
的
な
場
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
で
あ
れ
、
（
 
私
 ）
に
 つ
い
 

て
の
 

無
数
の
語
り
が
存
在
す
る
。
 

八
私
ノ
は
ヘ
私
ノ
 
に
つ
い
て
の
 語
 り
を
終
え
 

た
 。
今
や
へ
 私
マ
は
ヘ
私
ノ
は
 つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
る
。
 

ヘ
 私
 ）
は
 さ
 

ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
経
験
し
た
が
、
そ
れ
す
ら
今
で
は
な
っ
か
 し
い
も
の
 

で
あ
る
。
（
 私
 ）
は
こ
の
上
が
生
き
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 と
を
 知
 

っ
て
い
る
。
 

ヘ
私
ノ
は
 
明
日
も
こ
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
 。
（
 私
 ）
 

の
 語
り
が
も
た
ら
す
こ
の
 ょ
う
 な
認
識
は
、
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
 な
も
の
で
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

（
 私
 ）
が
語
る
こ
と
、
（
 
私
 ）
に
つ
い
て
語
る
こ
と
。
そ
れ
も
 既
 を
の
 白
ホ
 

教
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
、
他
者
に
向
か
っ
て
そ
う
す
る
こ
と
 。
そ
の
 行
 

為
は
 、
た
ん
に
過
去
の
出
来
事
を
理
解
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
 く
、
 
ど
 う
 

じ
に
出
来
事
を
経
験
し
た
（
 私
 ）
と
、
そ
し
て
信
頼
す
べ
 き
 も
 の
と
し
て
 

の
 他
者
を
生
み
出
す
行
為
で
あ
る
。
語
り
を
媒
介
と
し
て
、
（
 私
ノ
が
誕
 

生
し
、
そ
し
て
他
者
と
の
あ
い
だ
に
信
頼
が
、
一
種
の
共
同
性
 が
 成
立
す
 

る
 。
精
神
分
析
に
お
け
る
他
者
と
の
共
犯
関
係
を
生
む
転
移
 と
 い
う
現
象
 

は
 、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
 き
 で
 あ
る
。
 
そ
 

し
て
そ
の
こ
と
は
、
今
日
の
新
宗
教
に
お
け
る
 八
私
ノ
の
 
語
り
 の
 重
視
に
 

)
 

   
 

 
 

も
 深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
物
語
と
い
う
こ
の
形
式
で
あ
る
。
 物
語
は
㌍
 

 
 

す
べ
て
、
始
ま
り
 ｜
 中
間
 ｜
 終
わ
り
と
い
う
形
式
を
も
っ
て
 お
 り
 、
そ
れ
 



ゆ
え
完
結
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
物
語
を
通
じ
 て
 形
式
 さ
 

ね
 、
理
解
さ
れ
る
（
 私
 ）
と
い
う
も
の
も
、
完
結
的
な
そ
れ
、
 

自
己
調
和
 

的
な
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
 

宗
教
的
な
場
で
あ
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
で
あ
れ
、
今
日
（
 私
 ）
 に
つ
い
 

て
の
無
数
の
語
り
が
存
在
す
る
。
私
は
へ
 私
 ）
に
つ
い
て
の
 話
 り
を
終
え
 

た
 。
今
や
私
は
 
ハ
私
ノ
 に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
る
。
 

合
私
マ
 は
さ
ま
ざ
 

ま
な
出
来
事
を
経
験
し
た
が
、
そ
れ
す
ら
今
で
は
な
っ
か
し
い
 も
の
で
あ
 

る
 。
（
 私
 ）
は
こ
の
上
が
生
き
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 知
っ
て
 

い
る
。
（
 
私
 ）
は
明
日
も
こ
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
だ
ろ
う
。
（
 
私
 ）
の
五
 %
 

り
が
も
た
ら
す
こ
の
 ょ
う
 な
認
識
は
、
す
ぐ
れ
て
宗
教
的
な
も
 の
で
あ
ろ
 

う
 。
島
田
の
い
う
よ
 う
 に
、
今
日
の
私
た
ち
を
支
え
て
い
る
の
 は
さ
ま
ざ
 

ま
な
物
語
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
共
同
性
を
阻
害
さ
れ
て
い
 
よ
う
と
 

も
 、
そ
し
て
（
 私
 ）
を
こ
の
世
の
中
に
安
住
さ
せ
る
だ
け
の
 効
 果
し
か
も
 

た
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
物
語
で
あ
る
。
 

注
 

（
 
1
 ）
物
語
論
に
お
け
る
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
の
㍉
 
批
評
の
解
 

刮
し
（
法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
八
 

0
 ）
、
歴
史
学
に
お
け
る
 
へ
 イ
ド
 

ン
 ・
ホ
ワ
イ
ト
の
ド
マ
 Q
 や
 2
 
。
㌔
も
 @
 
め
 
h
o
 
窯
 
*
 ㏄
 -
 円す
 ㊥
 ロ
 。
 
す
コ
ヱ
 0
 づ
村
 
-
@
 
㏄
 

ロ
コ
守
 ・
 巾
 「
の
の
の
，
 

1
0
 
つ
 の
・
さ
ら
に
は
解
釈
学
に
お
け
る
リ
ク
 一 レ
の
 

ノ
 

㍉
時
間
と
物
語
 ヒ
 （
新
 曜
社
 、
一
九
八
七
１
元
 0
 ）
な
ど
を
念
頭
 に
お
 

い
て
い
る
。
 

（
 
2
 ）
 
絃
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Ⅰ
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.
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 木
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ピ
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ヂ
せ
駐
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ぷ
こ
 ぉ
ぬ
 

0
%
 

（
・
 

   
  

 
 
 

母
由
 ～め
ぎ
 
ミ
 ・
 円
汀
ロ
 コ
ア
・
 0
 時
壷
ヂ
 n
c
 
コ
の
ぎ
 ㌧
 3
%
 

 
 

（
 3
 ）
フ
ラ
イ
 
ヨ
 批
評
の
解
剖
 L
 
四
七
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

（
 4
 ）
と
は
い
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
物
語
が
主
人
公
を
も
つ
と
 い
 う
わ
 

㏄
 

け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
神
話
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
 

一
 貫
し
 

た
 主
人
公
は
存
在
せ
ず
、
行
為
の
主
体
は
刻
々
と
変
わ
っ
て
 い
 く
の
 

が
 普
通
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
、
神
話
が
そ
れ
を
語
る
 

主
体
 

Ⅱ
作
者
を
持
た
な
い
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

こ
 れ
に
 

た
い
し
、
私
た
ち
の
親
し
ん
で
い
る
今
日
の
物
語
の
形
式
（
 

と
く
 こ
、
 

v
 り
 

説
 ）
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
意
志
と
性
格
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
 

出
来
 

事
 に
た
い
し
て
一
貫
し
た
反
応
を
示
す
主
人
公
が
存
在
す
る
。
 そ
し
 

て
こ
の
こ
と
は
、
語
り
手
Ⅱ
作
者
の
存
在
に
対
応
す
る
こ
と
で
あ
 
る
 。
 

（
 5
 ）
 
鼠
 p
E
 

の
の
・
 

ワ
自
 
・
・
）
の
 
臼
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 ，
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1
 、
序
章
 

 
 蠕

 

序
章
 

ずあ 外的 が ぅ ょ裁 か 
十
枚
 弘
允
 

「
日
本
宗
教
と
日
系
宗
教
の
研
究
 ヒ
 

１
日
本
ブ
ラ
ジ
ル
 ｜
 

力
水
書
房
 
1
9
8
9
 

年
 2
 月
刊
、
 

本
文
 4
8
6
 
頁
 

星
野
英
紀
 

 
 

本
書
は
著
者
中
 牧
 弘
光
 氏
 が
提
出
し
た
何
題
の
博
モ
論
文
に
 、
 い
く
つ
 

の
論
 稿
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
現
在
国
立
民
族
学
 博
 物
館
助
 

授
 で
あ
り
、
宗
教
人
類
学
、
宗
教
社
会
学
的
視
点
か
ら
、
日
本
 宗
教
 お
 

び
 明
治
以
来
の
歴
史
を
持
つ
海
外
へ
進
出
し
た
日
本
宗
教
（
 こ
 こ
で
い
 

日
系
宗
教
）
を
主
な
 フ
 一
ィ
 ル
ド
 と
し
て
い
る
。
 

本
文
約
五
 
0
0
 
頁
に
及
ぶ
大
著
で
あ
り
、
ま
た
後
述
す
る
 よ
 う
 に
 本
書
 

ヵ
 バ
ー
す
る
地
域
と
文
化
が
著
し
く
広
範
囲
な
た
め
、
そ
の
 会
 体
 像
を
 

確
に
紹
介
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
 書
 物
 を
紹
 

す
る
場
合
、
せ
め
て
目
次
だ
け
で
も
列
挙
す
る
こ
と
が
望
ま
し
 い
の
で
 

る
が
、
そ
の
目
次
も
一
三
頁
に
も
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
 取
 り
 敏
え
 

、
目
次
の
各
章
の
内
容
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
、
内
容
理
解
の
 手
立
て
 

2
 、
宗
教
思
想
の
三
極
構
造
 

3
 、
宗
教
組
織
の
成
立
と
展
開
北
海
道
常
呂
町
の
事
例
 

4
 、
宗
教
組
織
と
象
徴
山
形
県
黒
川
の
土
 祇
祭
 

5
 、
宗
教
 儀
 札
の
伝
統
と
変
容
 

第
二
部
ア
メ
リ
カ
の
日
系
宗
教
 

1
 、
序
章
 

2
 、
日
系
人
と
日
系
宗
教
ハ
ワ
イ
の
事
例
 

3
 、
日
系
女
性
霊
能
者
と
民
間
信
仰
ハ
ワ
イ
 州
 オ
ア
フ
島
 
の
事
例
 

4
 、
日
系
人
と
キ
リ
ス
ト
教
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ク
ラ
 

メ
ン
ト
 

の
事
例
 

5
 、
非
日
系
人
と
日
系
宗
教
 

第
三
部
ブ
ラ
ジ
ル
の
日
系
宗
教
 

1
 、
序
章
 

2
 、
日
系
人
と
日
系
宗
教
 

3
 、
非
日
系
人
と
日
系
宗
教
仏
教
と
バ
ー
フ
 ヱ
 ク
ト
リ
。
 ハ
テ
ィ
 

一
 教
団
の
事
例
 

結
論
 

竹
輪
生
活
の
な
か
の
宗
教
１
１
都
市
の
歳
時
記
 

本
書
の
大
部
分
は
、
著
者
自
身
に
 よ
 る
過
去
約
十
数
年
に
及
ぶ
 
北
海
 

島
 、
沖
縄
な
ど
の
日
本
の
各
地
か
ら
ハ
ワ
イ
、
ア
メ
リ
カ
本
土
 の
 カ
リ
フ
 

ォ
 ル
ニ
ア
さ
ら
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
ま
で
お
よ
ぶ
調
査
資
料
の
分
析
 に
 当
て
 も
 

 
 
 
 

れ
て
い
る
。
そ
の
調
査
の
主
な
地
域
を
紹
介
す
れ
 ば
 、
北
海
道
 常
日
付
、
②
 

黒
川
能
で
有
名
な
土
 砥
 祭
の
行
わ
れ
る
山
形
県
黒
川
、
奄
美
 諸
 島
 、
浜
松
 
鍋
 

 
 

市
 、
岡
山
県
美
作
地
方
、
広
島
県
安
芸
地
方
、
さ
ら
に
海
外
へ
 渡
 り
て
 ハ
 



ワ
イ
諸
島
、
力
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
北
部
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
を
中
 心
 に
し
た
 

ブ
ラ
ジ
ル
と
な
る
。
本
書
を
手
に
取
っ
て
ま
ず
誰
も
が
禁
じ
 得
 
な
い
点
 

は
 、
こ
れ
だ
け
の
広
範
囲
な
地
域
の
実
態
調
査
に
注
が
れ
た
 著
 者
の
エ
子
 

ル
ギ
ー
と
努
力
で
あ
る
。
特
に
海
外
調
査
は
、
た
と
え
日
系
 宗
 教
 で
あ
ろ
 

ぅ
 と
も
、
現
地
言
語
の
熟
達
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
件
で
 あ
る
。
 日
 

本
語
の
で
き
な
い
日
系
人
は
増
加
す
る
一
方
で
あ
る
し
、
本
書
 で
も
詳
し
 

く
 論
じ
ら
れ
で
い
る
と
う
に
、
非
日
系
人
を
信
者
母
体
と
す
る
 日
系
宗
教
 

も
 少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
広
範
囲
な
地
域
の
資
料
を
扱
う
書
物
を
評
す
る
 @
 し
と
 自
 

体
 、
極
め
て
難
し
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
ポ
イ
ン
ト
 を
 絞
っ
て
 

本
 評
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

 
 

ま
ず
一
番
読
者
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
 以
下
の
 

点
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
つ
ま
り
、
こ
の
 ょ
う
 な
極
め
て
広
範
 囲
 に
わ
た
 

る
 、
そ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
背
景
を
持
つ
文
化
を
比
較
 す
る
こ
と
 

は
 、
そ
れ
を
宗
教
と
い
う
現
象
に
研
究
対
象
を
絞
っ
た
と
し
て
 も
 容
易
な
 

こ
と
で
は
な
い
。
単
純
な
 "
 無
 歴
史
社
会
 "
 で
は
な
い
日
本
、
 
ア
メ
リ
 

力
 、
ブ
ラ
ジ
ル
と
い
っ
た
文
化
の
場
合
に
は
、
安
易
な
 々

 比
較
 ガ
や
ガ
構
 

追
分
析
 ガ
 で
は
、
問
題
の
複
雑
性
を
捨
象
す
る
だ
け
で
、
イ
ン
 ハ
ク
ト
 の
 

な
い
研
究
に
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
を
著
者
が
 ど
の
よ
う
 

に
 扱
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
 

こ
の
関
連
か
ら
見
る
と
、
本
書
の
序
論
部
分
お
よ
び
第
一
部
の
 序
章
 あ
 

る
い
は
第
二
章
は
 、
 極
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
 る
し
、
 著
 

者
 自
身
も
そ
れ
は
十
分
承
知
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
序
章
の
 内
容
は
次
 

0
 通
り
で
あ
る
。
 1
/
 問
題
の
所
在
日
本
宗
教
、
日
系
 宗
 教
 、
多
国
 

籍
 宗
教
、
 2
 Ⅰ
宗
教
思
想
の
三
類
型
土
着
的
宗
教
、
普
遍
 主
義
的
 宗
穏
 
6
 

教
 、
土
着
主
義
的
宗
教
、
 3
 Ⅰ
宗
教
組
織
の
三
類
型
氏
子
 
組
織
、
檀
の
 

 
 

家
 組
織
、
任
意
帰
属
組
織
、
 4
/
 宗
教
儀
礼
の
伝
統
と
変
容
 

%
 老
 祭
は
 

祀
 、
神
事
芸
能
、
雨
乞
儀
礼
、
 5
/
 近
代
文
明
と
宗
教
 

日
 本
 、
ア
メ
 

リ
カ
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
序
論
部
分
は
、
著
者
の
枠
組
を
知
る
上
で
極
め
て
重
要
な
 位
置
を
 

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
か
い
摘
ん
で
紹
介
し
て
み
よ
う
  
 

明
治
維
新
以
来
の
日
本
宗
教
は
、
外
部
世
界
と
の
接
触
に
よ
り
 、
 大
 き
 

な
 試
練
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
大
別
し
て
二
つ
の
 流
れ
と
な
 

っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
始
め
と
す
る
外
来
宗
教
 の
 流
入
 お
 

よ
 び
に
近
代
化
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
今
一
つ
は
海
外
へ
日
本
 め
 不
教
が
進
 

出
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
に
よ
っ
て
 、
日
本
 宗
 

数
 は
 グ
脱
 
列
島
化
 げ
な
 強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
 、
こ
の
こ
 

と
は
、
日
本
宗
教
に
い
か
な
る
変
容
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
か
 。
ま
た
そ
 

の
 過
程
を
経
て
も
な
お
持
続
さ
れ
て
い
る
側
面
は
な
に
か
。
 こ
 れ
が
本
書
 

の
 統
一
的
テ
ー
マ
と
い
え
る
。
こ
の
統
一
的
テ
 l
 マ
の
も
と
に
 お
い
て
こ
 

そ
 、
著
者
の
地
域
の
半
を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
な
広
い
地
域
に
わ
 た
る
実
態
 

調
査
の
必
然
性
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
香
 宗
 教
 伝
統
を
 

思
想
、
儀
礼
、
組
織
と
い
つ
た
各
要
素
に
 亙
 っ
て
分
析
し
て
い
 く
と
同
時
 

に
 、
著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
日
本
の
各
文
化
の
異
 な
っ
た
 背
 

景
 を
も
考
慮
す
 べ
 ぎ
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
 梅
樟
 忠
夫
氏
の
 比
較
文
明
 

論
 約
分
析
手
法
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

異
文
化
、
異
文
明
と
日
本
宗
教
の
接
触
は
 、
 ホ
リ
ゾ
ン
タ
ル
 な
 同
時
間
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軸
 レ
ベ
ル
の
問
題
と
だ
け
で
は
な
く
、
ヴ
ァ
ー
テ
ィ
カ
 か
 な
 歴
 史
的
時
間
 

軸
 レ
ベ
ル
の
問
題
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
文
化
・
各
文
明
が
 現
在
に
至
 

る
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
し
、
 接
触
そ
の
 

も
の
の
歴
史
も
す
で
に
 1
0
0
 年
ほ
ど
の
時
間
が
経
過
し
て
い
 る
か
ら
で
 

あ
る
。
平
板
で
、
歴
史
を
捨
象
し
た
比
較
検
討
だ
け
で
は
問
題
 の
 深
層
に
 

迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

こ
の
点
で
著
者
が
用
い
る
モ
テ
ル
は
、
対
立
項
の
重
層
的
・
 立
 体
的
シ
 

ス
テ
ム
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
例
え
ば
外
来
宗
教
と
伝
統
 宗
 教
 と
い
 5
 

対
立
 項
 が
あ
る
場
合
、
そ
の
二
者
の
関
係
は
、
相
克
、
対
立
的
 共
存
、
親
 

相
酌
共
存
の
三
つ
の
大
き
な
組
み
合
せ
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
 あ
る
。
 
こ
 

0
 組
み
ム
ロ
せ
は
歴
史
的
時
間
の
経
緯
に
中
で
、
対
立
の
激
化
を
 

生
む
場
合
 

も
あ
れ
ば
、
制
御
装
置
が
作
動
し
て
共
存
へ
と
変
化
す
る
場
合
 も
あ
る
。
 

こ
う
し
た
観
点
は
た
と
え
ば
著
者
が
あ
げ
る
、
土
着
的
宗
教
、
並
 
日
遍
主
 

叢
竹
宗
教
、
土
着
主
義
的
宗
教
と
い
っ
た
宗
教
思
想
の
三
類
型
 の
 関
係
 牲
 

の
な
か
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
類
型
は
平
板
 に
 羅
列
さ
 

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
三
類
型
の
相
互
接
触
と
重
複
に
 よ
り
、
 具
 

体
 的
な
個
々
の
宗
教
伝
統
の
性
格
付
げ
に
応
用
で
き
る
し
、
 ま
 た
 時
間
的
 

な
 経
緯
の
中
で
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
も
適
応
で
き
る
。
 

こ
う
し
た
基
本
的
観
点
か
ら
、
国
内
の
 ル
 移
民
地
 ル
 で
あ
る
 北
 海
道
の
 

常
呂
町
の
歴
史
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
宗
教
組
織
の
 移
入
、
定
 

ハ
着
過
程
を
分
析
す
る
。
ま
た
ハ
ワ
イ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
 
ブ
ラ
ジ
ル
の
 

リ
 
場
合
は
、
そ
の
地
に
お
け
る
移
民
の
定
住
、
世
代
交
代
と
 

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

い
っ
た
新
奇
の
 

一
 
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
る
、
日
本
宗
教
の
変
容
の
問
題
が
 詳
し
く
論
ぜ
 

 
 

本
書
は
近
現
代
に
お
け
る
日
本
宗
教
の
持
続
と
変
容
と
い
う
 極
 め
て
 大
 

き
な
 
テ
ー
マ
の
も
と
に
、
多
種
多
様
な
現
象
を
 グ
 p
@
 バ
ル
 な
 レ
ベ
ル
で
 

検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
極
め
て
意
欲
的
な
書
物
で
あ
る
。
 個
 々

の
実
態
 

調
査
の
分
析
を
一
つ
一
つ
紹
介
す
る
こ
と
か
評
者
に
与
え
ら
れ
 た
 使
命
で
 

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
限
ら
れ
た
紙
数
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
 果
た
す
こ
 

と
は
容
易
で
は
な
い
。
 

実
は
、
評
者
は
、
故
柳
川
啓
一
教
授
を
 リ
一
 ダ
ー
と
す
る
 ハ
ヮ
 イ
と
 カ
 

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
日
系
宗
教
調
査
団
に
、
著
者
と
共
に
、
そ
の
 一
員
と
し
 

て
 参
加
し
た
。
海
外
の
日
系
宗
教
に
は
、
海
外
布
教
と
は
い
 う
 も
の
の
 実
 

は
 移
民
社
会
を
超
越
で
き
・
な
い
宗
教
、
逆
に
非
日
系
社
会
に
教
 

線
を
拡
大
 

し
て
い
く
日
本
宗
教
と
が
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
 ま
 さ
に
そ
こ
 

で
は
日
本
文
化
の
普
遍
性
と
限
界
と
の
実
験
場
の
よ
う
な
様
子
 を
み
せ
て
 

い
る
。
海
外
に
出
て
い
る
日
本
宗
教
の
う
ち
で
は
、
非
日
系
人
 へ
の
教
練
 

拡
大
に
成
功
し
て
い
る
ケ
 l
 
ス
の
方
が
数
は
少
な
い
り
そ
の
 意
 味
 で
、
 著
 

者
の
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
 P
L
 
教
団
の
非
日
系
人
布
教
の
成
功
 
0
 
分
析
 

は
 、
ハ
ワ
イ
、
 
力
 ル
フ
 オ
 ル
ニ
ア
の
調
査
の
延
長
の
中
で
捉
え
 ら
れ
て
い
 

る
こ
と
も
あ
り
、
評
者
に
は
大
変
興
味
深
か
っ
た
。
最
初
は
奇
 跡
 信
仰
を
 

中
心
に
し
た
が
、
そ
の
後
日
常
倫
理
、
職
業
倫
理
、
市
民
倫
理
 を
 布
教
の
 

中
心
と
し
、
使
用
言
語
や
儀
礼
を
ブ
ラ
ジ
ル
化
す
る
こ
と
で
、
 近
代
化
の
 

波
 に
も
ま
れ
る
 
井
 日
系
人
社
会
へ
の
浸
透
を
可
能
し
た
と
い
う
 。
活
動
的
 

信
者
は
最
高
時
で
 3
 万
人
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
う
ち
 卯
老
が
非
 
日
系
人
で
 

あ
る
と
い
う
（
四
一
七
頁
㍉
 

著
者
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
口
の
㏄
老
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
、
 ま
た
 プ
 

137 (261) 



ロ
 ラ
ス
タ
ン
上
木
の
ぺ
ン
テ
コ
ス
テ
派
、
ア
 7
n
.
 ブ
ラ
ジ
ル
系
 0
 イ
布
川
古
木
 

教
の
浸
透
も
目
ざ
ま
し
い
と
い
う
。
そ
の
な
か
で
 P
L
 

教
団
の
 

布
教
は
日
 

常
 倫
理
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
対
決
 を
 避
け
る
 

方
向
で
布
教
を
し
て
ぎ
た
と
い
う
（
三
八
八
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
 

、
 P
L
 の
 

信
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
等
の
宗
教
伝
統
と
重
複
し
て
所
属
す
る
 、
い
 わ
 ゆ
 

る
 複
数
帰
属
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
 こ
 -
 」
で
も
ま
 

た
梅
樟
 忠
夫
氏
の
い
う
「
ユ
ー
ザ
ー
の
論
理
」
が
適
応
で
き
る
 の
で
あ
ろ
 

ぅ
か
 。
こ
う
し
た
点
は
、
ま
た
、
 

P
L
 教
団
の
一
般
会
員
は
「
 流
動
性
が
 

激
し
い
」
（
四
一
七
頁
）
と
い
う
事
実
と
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
 

て
い
る
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
「
ユ
ー
ザ
ー
」
の
日
常
的
な
生
活
史
の
 側
か
ら
、
 

ブ
ラ
ジ
ル
の
諸
宗
教
の
 
ヘ
 共
存
と
相
克
）
の
具
体
面
が
探
れ
る
と
 

土
着
伝
統
と
の
関
係
を
論
ず
る
場
合
、
仏
教
の
伝
来
以
降
の
神
 、

筆
者
が
 

仏
 隔
離
の
 

序
論
で
展
開
す
る
い
さ
さ
か
抽
象
的
な
枠
組
の
検
証
と
も
 相
侯
 
っ
て
 、
問
 

題
意
識
が
 
ょ
 0
 具
体
化
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
 る
 。
 

日
本
宗
教
の
性
格
が
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
他
 @
 を
ま
た
 

な
い
。
た
と
え
 近
 現
代
の
そ
れ
に
焦
点
を
当
て
た
と
し
て
も
、
 

歴
史
的
伝
 

統
 的
な
も
の
が
遺
物
と
し
て
で
は
な
く
現
在
も
日
本
人
の
宗
教
 意
識
や
行
 

動
 の
な
か
に
現
実
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 

外
 来
 宗
教
と
 

意
識
と
行
動
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
 こ
と
で
あ
 

る
 （
三
七
頁
以
降
）
。
た
だ
本
書
を
読
み
通
し
て
み
る
と
、
こ
の
 

よ
う
な
 ゲ
 

-
 
フ
ン
ド
ス
ケ
ー
ル
の
歴
史
的
展
開
の
鳥
 傲
と
 、
他
方
に
お
け
る
 個
別
的
 モ
 

ノ
 グ
ラ
フ
と
の
関
係
が
時
に
 ょ
 れ
ば
。
や
や
平
板
と
い
分
か
 通
 俗
 的
に
流
 

れ
る
 よ
う
 に
感
じ
と
れ
る
点
も
あ
っ
た
。
歴
史
を
無
視
し
た
 実
 態
 は
あ
り
 

，
 
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
ど
の
程
度
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
歴
史
を
 実
態
に
関
 

連
 づ
け
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
著
者
の
基
 本
 的
手
法
 

が
 人
類
学
的
調
査
方
法
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
的
説
明
は
あ
 
 
 

現
在
の
実
態
の
補
助
的
説
明
に
留
ど
め
る
こ
と
が
、
著
者
の
分
 析

の
特
徴
 

り
 

 
 
 
 
 
 

点
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

以
上
内
容
紹
介
と
し
て
は
ま
こ
と
に
不
十
分
な
も
の
と
な
っ
て
 し
ま
っ
 

た
 。
著
者
と
は
本
書
の
中
で
の
調
査
で
寝
食
を
共
に
し
た
こ
と
 も
あ
り
、
 

そ
の
親
近
感
も
あ
っ
て
、
歴
史
的
変
遷
過
程
と
現
状
分
析
と
い
 う
 調
査
の
 

た
び
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
私
自
身
の
問
題
を
、
あ
え
て
取
り
上
 げ
る
こ
と
 

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

実
態
調
査
は
あ
る
意
味
で
か
な
り
 
ガ
運
ガ
 の
よ
う
な
も
の
に
 
左
 右
さ
れ
 

る
 。
海
外
調
査
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
健
康
を
も
損
な
わ
れ
る
 @
 」
と
が
 少
 

な
く
な
い
。
著
者
は
さ
ら
た
る
展
開
を
め
ざ
し
て
実
態
調
査
を
 行
わ
れ
る
 

で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
後
一
層
精
密
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
我
々
に
 提
 供
し
て
く
 

れ
る
も
の
と
思
 う
 。
 



  議 出場国選 O 
席 挙 

有 開 、 題 者 所持 管 
二藤効 右 投右 嘉会 理 委員 田富雄六票、 投票の 無効 白 有効 投 効 投票 無効 投 有効 投 票者総 権者数 結果は 長選挙 伍 雄 、 荒木 本郷 平成 島 美学二会 
植 内裏 票票総票票 数 次第 
出立 訳 の 一 

薗智 十年 
敬老者 

重 O は 数数 逓次 進 、 雄会 、 館月 六 
り 投 釣女七三 

雄毒 次 の   水苔 号 0 
一升 通   
五門 り 十五八九九 二 0 で葉 あ っ票 開   

票富 、 二あ で七七八二一四五四 た 。     
英夫 ろ 。 

投票 

克捷 午 

点 =   率 後   
  

四   、 金 時   / 卜 宮井 

  家親 
仲七 / Ⅹ 準二 

  老 

ム % 

報 

一閑 
一殿 
苗ホ 

  
脇桜 
水井 
千寿 

0
 理
事
会
 

日
時
平
成
二
年
七
月
二
 
0
 

日
午
後
一
時
半
 f 

 
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
八
号
室
 

 
 
 
 

出
席
者
安
斎
 
伸
 、
井
市
富
二
夫
、
植
田
重
雄
、
大
屋
憲
一
 、
岡
田
㏄
 

重
精
 、
金
井
新
三
、
 
補
 

正
弘
、
小
山
雷
丸
、
芹
川
博
通
、
 

1
3
9
 

薗
田
 

稔
 、
田
九
徳
 善
 、
寺
川
俊
昭
、
中
村
慶
治
郎
、
華
 園
 

0
 
 「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
一
九
九
 0
 年
 七
月
一
八
日
（
水
）
一
八
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
 
島
薗
進
 、
田
島
照
久
、
鶴
岡
 賀
雄
 、
星
野
英
紀
 

議
題
 

一
 、「
宗
教
研
究
」
第
六
三
巻
第
四
韻
（
二
八
三
号
）
刊
行
報
告
。
 

一
 、「
宗
教
研
究
」
第
六
四
巻
第
一
報
（
二
八
四
号
）
刊
行
予
定
報
告
。
 生
口
。
 

一
 、「
宗
教
研
究
」
第
六
四
巻
第
二
 

輯
 （
二
八
五
号
）
、
同
第
三
韓
 
（
一
一
 

八
六
号
）
編
集
方
針
。
 

金
 共
新
 三
 

一
一
票
、
 楠
 
正
弘
八
票
、
中
村
康
治
郎
七
 

票
、
石
田
慶
和
六
票
、
藤
大
正
雄
六
票
 

以
下
略
 

こ
の
結
果
、
井
市
富
二
夫
、
上
田
 閑
照
 、
藤
田
富
雄
（
五
十
音
 順
 ）
 の
 

王
 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
五
一
五
名
が
有
権
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
 



0
 学
会
賞
委
員
会
 

日
時
一
九
九
 0
 年
 七
月
二
七
日
（
金
）
一
四
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
蕃
国
 聡
麿
 、
渡
辺
 宝
陽
 

議
題
 

聴
唐
 、
平
井
直
属
、
堀
越
知
己
、
脇
本
甲
 也
 、
武
田
武
 磨
 

議
題
 

一
 、
第
四
九
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
認
 

三
 二
五
名
の
発
表
者
が
承
認
さ
れ
、
 

プ
 p
 グ
ラ
ム
の
原
案
が
検
 

試
 さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
の
承
認
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Responsibility-ethics and Karmayoga 

Terumitsu MAEKAWA 

ABSTRACT: "Responsibility-ethics" discussed in "Politics as a 

vocation" can be said to be Weber's last word. It can also be said to 

be a sort of contemporary chivalry. It can be, indeed, defined as "a 
dignified ethical attitude which is based on the sachlich world view 
and with which one devotes oneself to the realization of his own 
intent, but, is not absolutely attached to the result of his own action 
because of his awareness of the meaning of destiny". Kshatriya's 

karmayoga, discussed in the Bhagavadgita which Weber studied in his 

Hinduism and Buddhism is, according to this new definition, a Hindu 

counterpart of "responsibility-ethics". Knowing that Max Weber had 

found a counterpart of his own ethical position-although in a 

comparatively restricted form-in "historical Hindu India" and 

traced the process of its extinction from India, we cannot help but 
question our former understanding of Hinduism and Buddhism, which 

is Brahmancentered, and even our former understanding of Weberian 
religious sociology as a whole. 



Transition of Experience (Erlebnis) as  a Method: 

Sensus Numinis as Sensus Communis 

Satoko FUJIWARA 

ABSTRACT: The question, "Is it impossible for scholars without 
religious experiences to understand religions?"has been a controversial 
focal point in the methodological discussion of religious studies. It is 
true that a t  present the debate seems to have ended and the question 

is generally answered in the negative. However, this settlement 

holds good only by ignoring issues raised by past experience-oriented 
method. There still remains the dividing line fixed by this method 

between what can be understood exclusively by experiences and what 
can be understood by a positivistic method. It is the reflection on this 

line regarded as self-evident that is now required along with criticism 
on the naive positivistic method. In this article, within the context 

of the experience-oriented methodology centered by R.Otto's thoughts, 

the substance of experience and the reason why experience was needed 
to understand religions are discussed. The concept of 'experience' 
which was replaced by 'feeling' and 'sense' by Otto can be traced 

back to the concept of 'sensus communis'. By comparing his theory 

with the theory of sensus communis in the humanistic tradition, it 
appears that in spite of having1 ost the foundation which had sustain- 
ed the theory of sensus communis, the methods of present phenome- 

nologists as well as of Otto superficially adapted its concepts. This 
resulted in that in their frameworks, the theories of phenomenology 

and Otto involuntarily became similar to the positivism to which 

they had opposed. 



The Kotohira Shrine and the Ujikosai 

Hideo KOMATSU 

ABSTRACT: Many people have paid a visit to the Konpira in the 

Edo period and the Kotohira after the Meiji Restoration. The behavi- 

ors and beliefs of these visitors have been investigated by many stu- 

dents since the Meiji period, but those of the local people who have 

lived in the Kotohira are not yet maid clear. 
So from the sociological perspective, this paper clarifies the social 

history of the Ujikosai that has been held by Kotohira's local people. 

The Ujikosai came into existence in 1873 during the religious change 

vhich is called the separation of Shinto and Buddism(shinbutsubunri) 

in the Meiji Restoration and has become now one of the most impor- 

tant ceremonies in the rite system of the Kotohira Shrine. While the 

Taisai that is called the Otoninsan values the traditional manner of 

Shinto (the Kotohira Shrine) and then separates from the local com- 
munity, the Ujikosai expresses the beliefs and sentiments of the local 

people and is the most important community life. 
I think, to examine and make clear the organization and history of 

the Ujikosai might contribute to the studies that are those on social 

organization of Kotohira and the characteristics of Konpira beliefs 

system. The perspective of this article lies in the local community 

and people, not visitors. 



Dharmakirti's Theory of Scripture 
Argued Linguistic Philosophically 

Toshihiko KIMURA 

ABSTRACT: The great philosophers in the seventh century in India, 

Dharmakirti, argued Brahmanical and Budhhist Scriptures in his 

magnum opus, the Pramanavarttikam. The Brahmanical Scripture 

called "Vedah" had been deemed to be eternal and essential language 

and to be heard by seers (rsayah). Dharmakirti rebuked this idea 
of revelation (Srutih) by reason of the momentariness of language. 

hfimamsakas asserted that the word had original meaning sessentially, 

but Dharmakirti criticised this idea saying that the function of 

language was determined by socialcustoms, thus it was artificial 

(pauruseyah). According to him the value of Scripture is ascribed to 

the author of it. Thus he praised Buddha as Preacher of the Four 

Noble Truths (catvFiryaryasaty?ini) and its 16 aspects such as non- 

self-ness (nairatmyam) etc. This Buddhology and the practical system 
are treated in detail in the Chapter of Religious Philosophy, which 

we researched in our "Studies in the Religious Philosophy of Dharma- 

kirti" in Japanese. Herc we rcported his idea on Scripture (&tram) 

according to the Chapter of Inference (svarthanumanam), which can 

be divided as follows. The verse numbers are taken from D. Malvani- 

ya's edition. 

1 3 Buddhist Canon (vv. 217-226) 
1 3a Criticism on the Theory of Non-artificiality of Language (vv. 

227-252a) 

13b Criticism on the Sphota Theory of Language(w. 252b-272a) 

1 3c Non-eternality of Language(vv. 272b-287a) 

1 3d Artificiality of Vedah (vv. 287b-305a) 

Q 3e Conclusion of the Criticism of the Vedah (vv. 305b-343a) 



La Nature Mkdiatisant la Libertk 
chez Riceur 

Fumiaki IWATA 

ABSTRACT: Le but de notre article est d'eclairer une idee centrale 

de la metaphysique de Ricceur, en la comparant 2 la pensee d'un 

philosophe appartenant & l'ircole du spiritualisme franqais, Ravaisson, 

pour saisir un sens essentiel du concept de Nature, c'est-&-dire ((la 

Nature mediatisant la Liberte)). 

((La Nature mirdiatisant la Libertir)), que Ravaisson a bien expliquke 

par une idee de l'habitude, Ricceur la recherche indirectement en 

tentant une interpritation de la parole sur le mode exploratoire. La 

diff6rence entre Ravaisson et Ricceur n'est pas r6duite 5 un probl6me 

de moyen. Elle tire son origine dans la maniere dont ils reconnaissent 

le problZme de la r6conciliation entre la nature et la liberte. Ricceur 

a approfondi une dualit6 subtile, existentielle, que Ravaisson n'a pas 
bien comprise. Ricceur a remarqu6 que cette dualit6 conduissait & une 

((Faute)) grave. 

Nous esp6rons que leur point de vue sur la ((Nature)) servira de 
modde pour comprendre la ((Nature)) surgissant dans la religion. 




