
八
 論
文
要
旨
 V
 
 「
宗
教
学
概
論
 
日
 が
論
じ
た
天
空
至
高
神
の
離
 隔
と
そ
の
「
ひ
ま
な
 神
 」
へ
の
変
貌
と
い
う
宗
教
史
的
展
望
は
 
エ
リ
ア
ー
デ
が
 指
 

摘
 し
た
聖
の
両
 価
性
 と
人
間
の
逆
説
性
と
を
内
包
す
る
聖
と
 人
 問
 と
の
両
義
的
関
係
と
緊
密
に
連
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
自
 
身
 が
用
い
た
「
 神
 

学
 」
と
い
う
呼
び
方
を
借
り
れ
ば
「
神
の
離
隔
の
神
学
」
と
も
 捉
え
ら
れ
る
。
 

一
方
、
同
書
で
天
空
至
高
神
の
一
例
と
さ
れ
て
い
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
 
、
宇
宙
と
歴
史
と
を
対
照
的
に
提
示
す
る
「
永
遠
回
帰
の
神
話
 b
 で
は
歴
史
と
 

の
 関
わ
り
に
お
い
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
。
宇
宙
創
成
を
軸
に
連
 関
す
る
宇
宙
論
と
儀
礼
論
と
を
、
循
環
的
回
帰
説
を
踏
ま
え
っ
 っ
 始
源
的
存
在
論
と
 

し
て
論
じ
る
一
方
で
、
同
書
は
循
環
的
回
帰
 説
 を
あ
る
程
度
は
 受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
 教
が
 歴
史
を
神
の
 

意
志
の
顕
わ
れ
と
し
て
意
義
 づ
 げ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
 一
神
教
に
お
け
る
神
へ
の
信
仰
と
い
う
新
た
な
宗
教
経
験
の
発
 見
に
着
目
す
る
。
 こ
 

の
点
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
巡
る
エ
リ
ア
ー
デ
の
第
二
の
「
神
学
」
を
 見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

さ
ら
に
、
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
背
景
に
「
聖
と
 俗
日
で
 
「
宇
宙
 
的
 宗
教
」
を
論
じ
た
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
歴
史
の
聖
化
と
い
う
点
で
 特
筆
さ
れ
た
 キ
 

リ
ス
ト
教
に
お
け
る
宇
宙
的
宗
教
の
統
合
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
郷
村
 地
域
に
見
出
し
、
「
神
話
と
現
実
 
b
 で
は
そ
れ
を
宇
宙
的
キ
リ
ス
 ト
教
 と
呼
ん
だ
。
 

宇
宙
と
歴
史
と
が
統
合
さ
れ
る
こ
の
新
た
な
宗
教
的
創
造
物
を
 エ
リ
ア
 l
 デ
は
「
民
衆
の
神
学
」
と
捉
え
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
あ
る
 種
の
民
間
伝
承
と
 

と
も
に
、
「
歴
史
の
恐
怖
」
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
役
割
を
委
ね
 
て
い
る
。
こ
の
 ニ
 リ
ア
ー
デ
に
お
け
る
第
三
の
神
学
、
民
衆
の
 神
学
が
や
が
て
、
 

よ
り
普
遍
的
な
 ョ
 l
p
 ッ
パ
 の
民
衆
宗
教
史
の
考
察
へ
と
彼
を
 導
い
て
ゆ
く
。
 

八
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 エ
リ
ア
ー
デ
、
ひ
ま
な
 神
 、
始
源
的
存
在
 論
、
 ヤ
ハ
ウ
ェ
、
宇
宙
的
宗
教
、
ル
 l
 マ
ニ
ア
、
民
衆
宗
教
 

エ
リ
ア
ー
デ
「
神
学
」
の
行
方
 

｜
 宇宙
的
キ
リ
ス
ト
教
の
示
唆
 
｜
 

奥
山
 
倫
明
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し 
ノ " ノ " 
""" 

0
 世
を
退
く
神
に
向
か
う
跳
躍
と
い
う
 隠
楡
は
 、
「
宗
教
 学
 概
論
 ト
 の
執
筆
と
重
な
る
時
期
の
日
記
の
次
の
よ
 う
 な
 記
述
を
も
思
 い
起
 

さ
せ
る
。
 

要
す
る
に
、
始
源
的
な
世
界
に
お
い
て
も
、
人
ほ
絶
望
を
 通
し
て
し
か
神
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
ア
ブ
ラ
 ハ
 ふ
め
 絶
対
神
を
頼
り
 

と
し
た
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
絶
望
と
比
較
し
て
、
聖
の
す
 べ
て
の
戸
口
を
叩
い
た
後
で
救
い
の
最
後
の
機
会
と
し
 て
、
 （
そ
の
時
ま
で
 

は
 記
憶
も
瀧
げ
だ
っ
た
）
至
高
者
へ
と
向
か
い
行
く
 ア
フ
 

 
 

レ
ギ
 １
千
・
オ
ル
セ
ン
と
の
婚
約
を
破
棄
し
た
 キ
エ
 ル
 ケ
 。
コ
ー
ル
が
、
息
子
イ
サ
ク
の
供
犠
を
も
辞
さ
な
い
 

ア
ブ
 -
 
フ
 ハ
ム
の
信
仰
に
 託
 

て
い
る
 心
 青
を
、
お
そ
ら
く
は
念
頭
に
お
い
て
い
る
 ェ
リ
 ア
ー
デ
の
「
神
学
」
は
 、
 彼
が
手
に
し
て
も
い
た
「
 め
示
 
教
学
概
論
 ト
に
 提
示
 

（
 
l
 ）
 

さ
れ
た
孤
児
の
絶
望
的
な
仕
草
を
思
わ
せ
る
。
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著
者
に
従
っ
て
事
と
人
間
と
の
離
隔
を
振
り
返
っ
て
み
る
 と
 、
天
空
至
高
神
へ
の
信
仰
を
オ
セ
ア
ニ
ア
、
ア
ジ
ア
 

 
 

ギ
と
 人
間
と
の
関
係
の
両
義
性
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
 人
間
の
聖
か
ら
の
離
隔
と
は
、
す
で
に
本
論
に
お
い
て
 論
じ
ら
れ
て
い
た
わ
げ
で
あ
 

   
 

 
  

 

ァ
る
 。 

 
 

何
の
に
覆
い
尽
さ
れ
る
こ
と
な
く
確
保
す
る
こ
と
で
あ
 

る
と
説
明
し
た
上
で
、
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
読
者
の
記
憶
を
 ゆ
 起
す
る
の
は
、
「
宗
教
の
 

（
 
5
-
 

 
 

最
古
の
段
階
に
お
い
て
さ
え
、
生
の
価
値
が
重
視
さ
れ
て
 い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
こ
で
、
同
書
 第
二
章
二
六
節
以
下
の
 

 
 

人
間
が
二
重
性
を
帯
び
る
聖
に
対
し
て
逆
説
的
な
態
度
 を
と
る
こ
と
に
示
さ
れ
る
 聖
 

 
 

こ
の
「
自
然
な
反
応
」
を
、
概
略
の
と
こ
ろ
、
歴
史
の
な
 か
に
お
け
る
人
間
生
活
の
価
値
を
重
視
し
、
俗
人
と
し
 て
の
生
活
を
聖
な
る
も
 

@
4
-
 

間
 が
示
す
自
然
な
反
応
と
し
て
も
説
明
さ
れ
る
。
 

さ
れ
る
 聖
 概
念
を
次
の
よ
う
に
振
り
返
れ
ば
、
そ
の
 宗
 教
学
の
体
系
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
 
っ
 た
こ
と
が
わ
か
る
。
 

日
 告
示
教
学
概
論
し
（
一
九
四
九
）
に
お
い
て
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
 
聖
 概
念
を
ま
と
め
て
提
示
し
て
い
る
第
一
章
「
聖
の
構
 造
と
 形
態
学
」
に
よ
る
 

 
 

と
 、
そ
の
一
節
に
小
見
出
し
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
よ
 う
 に
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
聖
は
両
 価
 
的
な
も
の
と
さ
 

加
 ，
え
て
 
ヱ
 

リ
ア
ー
デ
は
、
そ
の
よ
う
な
聖
に
対
す
る
人
間
の
矛
盾
し
 た
 傾
向
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
 人
 間
は
聖
 と
の
接
触
に
よ
 

っ
て
自
己
の
実
在
性
を
確
保
し
増
大
し
ょ
う
と
試
み
な
が
 も
ち
、
 俗
 な
る
状
態
ょ
り
優
越
す
る
存
在
論
的
平
面
へ
 の
 統
合
に
よ
っ
て
自
己
 

の
 実
在
性
を
喪
失
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
聖
が
帯
び
る
市
価
性
か
ら
帰
結
す
る
 心
 理
 的
な
二
重
性
の
み
な
 

ら
ず
、
人
間
の
逆
説
性
自
体
に
も
注
意
を
向
け
て
い
る
。
 

だ
か
ら
こ
そ
、
同
書
の
結
論
部
に
お
い
て
次
の
よ
 
う
 に
 記
し
て
も
い
た
の
で
 

あ
る
。
 

魅
了
す
る
と
と
も
に
拒
絶
し
、
恩
恵
と
と
も
に
危
険
を
も
 も
た
ら
す
聖
に
対
し
人
間
が
と
る
市
価
的
な
態
度
は
 、
 聖
 そ
れ
自
体
の
両
 価
 

的
 構
造
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
激
し
 さ
で
魅
了
す
る
と
と
も
に
畏
怖
さ
せ
る
、
こ
の
超
越
的
 実
在
を
前
に
し
て
 人
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値
 に
対
し
て
天
空
の
価
値
が
新
た
な
現
実
性
を
帯
び
る
 状
 況
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
 

凍
結
さ
れ
、
大
衆
の
宗
教
経
験
に
お
い
て
は
よ
り
具
体
的
 で
よ
り
 力
 動
的
な
姿
の
神
々
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
 た
 、
以
前
の
天
空
至
高
 

神
の
再
活
性
化
の
一
例
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
 う
し
 て
ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
バ
ア
ル
に
対
す
る
相
剋
 の
う
ち
に
、
地
上
の
価
 

（
 
7
@
 

と
 絶
望
を
経
た
回
復
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
 

モ
ー
セ
と
預
言
者
た
ち
の
、
彼
の
言
う
「
宗
教
改
革
」
 

は
 、
ひ
ま
な
神
と
し
て
 

族
誌
 に
求
め
た
上
で
、
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
記
す
の
ほ
そ
の
 亡
 心
却
 で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
天
空
の
超
越
性
と
人
間
の
具
 
体
性
へ
の
渇
望
に
よ
っ
 

テ
 ウ
ス
・
オ
テ
イ
オ
 

@
 ス
ス
 

て
 、
一
方
で
天
空
押
 は
 忘
却
さ
れ
て
「
ひ
ま
な
 神
 」
 と
な
り
、
他
方
で
そ
れ
に
代
わ
る
ょ
り
専
門
的
な
神
々
が
 現
れ
る
こ
と
を
 彼
は
 

@
6
@
 

論
じ
て
い
る
。
聖
と
人
間
と
の
両
義
的
関
係
か
ら
帰
結
す
 る
 、
人
間
の
聖
か
ら
の
離
隔
を
見
据
え
て
い
る
 ヱ
 リ
ア
 ｜
デ
の
 宗
教
観
に
お
い
 

て
 、
人
間
か
ら
遠
ざ
か
り
ゆ
く
運
命
を
こ
の
天
空
至
高
神
 が
 担
っ
て
い
る
。
冒
頭
の
日
記
の
断
片
に
お
い
て
 
眩
 か
れ
て
い
た
彼
の
「
 神
 

学
 」
と
ほ
、
天
空
至
高
神
の
隠
遁
と
ひ
ま
な
神
へ
の
変
貌
 を
 巡
る
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
宗
教
史
へ
の
展
望
の
こ
と
に
ほ
 か
な
ら
ず
、
こ
の
「
 神
 

の
 離
隔
の
神
学
」
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
宗
教
史
観
は
 、
 ヱ
 リ
ア
 l
 デ
宗
教
学
の
体
系
の
一
角
を
占
め
る
彼
の
聖
 概
念
と
緊
密
に
結
び
あ
 

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
円
宗
教
学
概
論
 b
 に
お
い
て
、
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
 
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
天
空
至
高
神
と
し
て
の
特
質
を
指
摘
す
る
 の
も
、
同
じ
く
忘
却
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述
 し
ょ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
 



こ
れ
 

論
じ
て
 

れ
る
に
 

る
 の
ほ
 

ろ
 。
 

と
こ
 

モ
デ
ル
 ら

の
概
念
が
民
衆
の
集
合
的
記
憶
に
お
い
て
果
た
す
役
割
 に
も
注
意
を
向
け
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
は
「
歴
史
の
神
話
 化
」
に
つ
い
て
 

（
 
比
 @
 

い
る
。
す
な
わ
ち
始
源
的
存
在
論
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
 出
来
事
は
そ
の
ま
ま
で
は
占
め
る
位
置
を
持
た
ず
、
 そ
 れ
ら
が
記
憶
さ
 

ほ
 、
始
源
型
に
則
っ
て
神
話
的
な
出
来
事
と
し
て
の
 範
晴
 を
 付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
人
物
が
民
 衆
 に
記
憶
さ
れ
 

神
話
化
を
経
た
上
で
の
こ
と
と
な
り
、
歴
史
が
始
源
型
を
 介
し
て
神
話
化
さ
れ
る
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
事
例
 
に
よ
り
示
さ
れ
 

ろ
で
ヱ
リ
 7
,
 
１
 デ
 に
と
っ
て
神
話
は
、
宇
宙
創
成
と
い
う
 彼
の
 い
う
 聖
な
る
歴
史
を
伝
え
る
言
説
で
あ
る
。
し
た
 が
っ
て
神
話
に
 

を
 持
つ
始
源
型
に
即
し
た
行
為
と
し
て
の
儀
礼
を
反
復
す
 る
こ
と
は
、
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
空
間
を
神
話
的
な
 空
間
、
す
な
わ
 

=
 ス
モ
コ
 =
 

宇
宙
創
成
を
軸
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
宇
宙
論
と
儀
礼
 論
 で
あ
る
。
 

=
 ス
モ
ス
 

（
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 @
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
 は
 カ
オ
ス
か
ら
宇
宙
創
成
 に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宇
宙
創
成
に
 よ
っ
て
出
現
し
た
 コ
 

ス
モ
ス
に
お
い
て
、
こ
の
地
上
世
界
 は
 天
上
世
界
を
 モ
デ
 ル
 と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
宇
宙
創
成
の
場
は
、
天
上
・
 地
上
・
地
下
と
い
う
 宇
 

越
 的
な
実
在
と
の
関
連
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、
「
事
物
や
 

宙
 の
 三
 領
域
を
連
結
す
る
「
世
界
の
中
心
」
の
位
置
を
占
 

た
 
円
宗
教
学
概
論
 ト
 に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
始
源
型
と
い
 

と
を
や
め
る
程
度
に
応
じ
て
、
人
は
自
己
を
実
在
の
も
の
 

お
い
て
超
越
的
な
起
源
を
持
つ
モ
デ
ル
、
あ
る
い
は
規
範
 

 
 

 
 

行
為
は
、
始
源
型
を
模
倣
、
あ
る
い
 は
 反
復
す
る
か
ぎ
 

説
 性
を
指
摘
す
る
の
は
、
始
源
型
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
 

5
 概
念
は
 、
 必
ず
し
も
厳
密
に
定
義
さ
れ
て
い
る
わ
け
 

を
 意
味
し
、
彼
自
身
が
後
に
認
め
て
い
る
 ょ
 5
 に
 

と
 見
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
 ヱ
リ
 

め
て
い
る
。
一
方
、
外
界
の
事
物
や
人
間
の
行
為
の
実
 

Ⅳ
）
 

り
に
お
い
て
の
み
実
在
 

例
的
 モ
デ
 レ
ノ
 

在
性
は
 、
神
話
上
の
超
 

で
は
 な
い
が
、
神
話
に
 

ァ
 ー
 デ
 が
導
入
し
、
 
ま
 

て
 自
己
自
身
で
あ
る
こ
 

型
 ）
」
「
典
型
」
「
原
型
」
と
い
っ
た
術
語
と
互
換
的
に
 用
い
ら
れ
て
い
る
。
始
源
型
に
従
 5
 
こ
と
に
よ
っ
て
 歴
史
的
時
間
は
超
越
さ
 

ね
 、
始
源
型
が
啓
示
さ
れ
た
瞬
間
の
永
遠
の
現
在
を
生
き
 る
 意
識
の
な
か
で
行
為
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
 で
あ
る
。
 

l
 
（
 
4
-
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こ
の
よ
う
な
意
義
が
見
出
さ
れ
る
事
例
と
し
て
 円
 永
遠
回
 帰
の
神
話
 ヒ
 に
お
い
て
エ
リ
ア
ー
デ
が
挙
げ
て
い
た
 諸
 儀
礼
は
 、
 大
き
く
 一
 

目
起
 的
な
も
の
と
周
期
的
な
も
の
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
 き
る
。
前
者
と
し
て
は
、
空
間
の
整
序
に
関
わ
る
 
土
 地
 占
有
儀
礼
と
建
造
 儀
 

礼
 、
ま
た
婚
姻
儀
礼
や
即
位
儀
礼
、
治
癒
儀
礼
な
ど
が
論
 じ
ら
れ
、
後
者
と
し
て
は
、
新
年
儀
礼
や
悪
と
罪
を
毎
 早
追
放
す
る
浄
化
儀
礼
 

な
ど
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
儀
礼
で
 あ
れ
重
要
な
こ
と
ほ
、
そ
れ
ら
が
宇
宙
創
成
的
構
造
を
 持
っ
と
さ
れ
て
い
る
点
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
構
造
が
宇
宙
創
成
的
で
あ
る
と
 ぃ
 う
の
は
、
カ
オ
ス
か
ら
コ
ス
モ
ス
へ
の
創
成
が
反
復
さ
 れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
 

り
 、
こ
れ
ら
の
儀
礼
の
遂
行
に
 よ
 り
実
在
性
が
確
保
さ
れ
 る
と
見
な
さ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
先
の
宇
宙
論
と
同
様
に
儀
礼
論
に
お
い
て
も
ま
 た
 、
宇
宙
創
成
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
 る
が
、
こ
の
よ
う
な
 

儀
礼
理
解
の
背
景
に
ほ
、
廃
絶
の
対
象
と
し
て
歴
史
を
捉
 え
る
い
わ
ば
 
反
 歴
史
的
な
歴
史
意
識
が
存
在
し
て
い
た
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
 

-
 
け
 "
 

ば
 、
未
開
社
会
に
お
い
て
も
神
話
的
時
間
に
満
た
さ
れ
 た
 
「
始
源
型
の
楽
園
」
は
永
遠
で
は
な
い
こ
と
が
気
づ
か
 
れ
て
い
る
と
い
う
。
 
し
 

か
し
な
が
ら
不
可
逆
的
な
 睡
 史
的
時
間
は
、
反
復
さ
れ
な
 い
 持
続
的
時
間
で
あ
る
か
ら
始
源
型
的
な
 モ
ヂ
ル
 を
 持
 つ
こ
と
は
な
く
、
し
た
 

何
 

が
っ
て
実
在
性
を
欠
い
て
い
る
。
歴
史
的
時
間
に
お
 げ
る
人
間
の
実
存
は
、
こ
の
た
め
転
落
沙
 目
と
 捉
え
 ら
れ
、
時
間
自
体
が
廃
絶
の
 

 
 

対
象
に
な
る
。
こ
う
し
て
歴
史
的
時
間
の
廃
絶
に
よ
る
 神
 諾
約
時
間
の
回
復
、
す
な
わ
ち
宇
宙
創
成
の
反
復
に
 ょ
 る
 周
期
的
な
再
生
が
必
 

 
 

げ
る
自
ら
を
歴
史
的
存
在
と
認
め
る
こ
と
に
対
す
る
 拒
 絶
 。
記
憶
に
価
値
を
与
え
る
 

 
 

づ
 

こ
と
に
対
す
る
拒
絶
、
し
た
が
っ
て
事
実
上
具
体
的
 な
 継
続
的
時
間
を
構
成
す
る
異
常
な
出
来
事
（
す
な
わ
 ち
 始
源
型
的
な
モ
デ
ル
を
 欠
 

 
 

@
 
騰
 @
 

 
 

く
 出
来
事
）
に
価
値
を
与
え
る
こ
と
に
対
す
る
拒
絶
」
が
 見
出
さ
れ
る
。
こ
の
周
期
的
再
生
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
 歴
史
の
廃
絶
と
い
う
 問
 

㎝
 

 
 

-
 
は
 @
 

 
 

 
 

題
 こ
そ
、
 円
 永
遠
回
帰
の
神
話
 ヒ
の
 お
が
る
「
最
大
の
関
 心
事
」
だ
と
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
記
し
て
い
る
。
 

ち
 世
界
の
中
心
に
投
影
し
、
そ
の
時
間
を
原
初
の
神
話
的
 な
 時
間
、
す
な
わ
ち
「
か
の
時
に
」
投
影
す
る
こ
と
に
 な
る
。
こ
の
点
で
儀
礼
 

@
 
は
 @
 

と
は
、
宇
宙
創
成
の
反
復
で
あ
り
、
神
話
的
時
間
の
現
出
 ほ
 同
時
に
歴
史
的
時
間
の
廃
絶
を
意
味
す
る
。
 



な
お
こ
う
し
た
周
期
的
再
生
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
根
拠
と
 し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
月
の
秘
説
で
あ
っ
た
。
 

始
 源

型
 と
し
て
の
 月
 

@
 
四
 ）
 

ほ
 生
成
か
ら
死
に
至
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
再
生
へ
 の
 循
環
を
提
示
す
る
と
い
う
点
で
、
「
永
遠
の
回
帰
」
 が
 象
徴
す
る
楽
観
論
の
 

根
拠
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
さ
れ
る
。
 

人
類
の
「
誕
生
」
、
そ
の
成
長
、
老
化
（
摩
滅
）
、
消
失
 
は
 、
 月
の
循
環
と
同
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
同
化
が
重
 要
 た
の
は
、
単
に
普
 

通
約
生
成
が
「
月
の
」
構
造
を
示
す
か
ら
に
げ
で
は
な
く
 、
そ
の
楽
観
的
な
帰
結
の
た
め
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
 は
 必
ず
続
い
て
新
月
 

が
 現
れ
る
た
め
に
、
月
の
消
失
が
決
し
て
最
終
的
で
ほ
 な
 い
の
と
同
様
に
、
人
間
の
消
失
も
ま
た
最
終
的
な
も
の
 で
は
な
い
か
ら
で
あ
 

る
 。
特
に
全
人
類
の
滅
亡
（
大
洪
水
、
氾
濫
、
大
陸
の
沈
 没
な
ど
）
で
さ
え
、
決
し
て
完
全
な
も
の
で
ほ
な
い
。
 新
し
い
人
類
が
一
組
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

の
 夫
婦
か
ら
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
月
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
示
す
循
環
的
回
帰
 説
は
、
再
 生
 へ
と
永
遠
に
回
帰
す
る
と
い
う
点
で
楽
観
的
と
も
 見
 な
さ
れ
る
が
、
再
生
 

の
た
め
に
死
が
前
提
と
さ
れ
る
点
に
関
し
て
ほ
逆
説
的
で
 あ
る
と
も
い
え
よ
 @
,
 

う
 
2
 
 

）
 
。
 た
だ
し
 死
は
 、
こ
こ
で
 は
 再
生
 の
 前
提
と
い
う
積
極
的
 

な
 意
義
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
周
期
的
な
 死
の
必
然
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
 

い
か
な
る
形
の
も
の
も
、
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
持
続
 す
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
事
実
に
よ
っ
て
、
必
然
 的
に
活
力
を
失
い
消
 

託
 す
る
。
活
力
を
回
復
す
る
た
め
に
ほ
、
ほ
ん
の
一
瞬
で
 あ
ろ
う
と
、
 形
 な
き
も
の
へ
と
 再
 吸
収
さ
れ
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
そ
れ
が
 

生
ま
れ
出
て
ぎ
た
原
初
の
統
一
体
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
 な
し
の
で
あ
る
 

、
 
。
 O
@
,
-
2
 

こ
う
し
て
見
る
と
「
始
源
型
と
反
復
」
と
い
う
副
題
が
示
 唆
す
る
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
宇
宙
論
と
儀
礼
論
と
に
お
い
て
 、
 月
の
始
源
型
と
そ
 

れ
が
示
す
永
遠
の
回
帰
を
モ
デ
ル
と
す
る
儀
礼
的
反
復
と
 が
 重
要
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
 わ
ち
月
の
始
源
型
を
根
 

拠
 と
し
て
宇
宙
創
成
を
反
復
す
る
循
環
的
回
帰
説
を
媒
介
 と
し
て
、
 ヱ
 リ
ア
 l
 デ
の
宇
宙
論
と
儀
礼
論
と
は
 連
 結
 さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 ニ
 リ
ア
ー
デ
の
い
う
始
源
的
存
在
論
は
、
こ
の
循
環
 的
 回
帰
説
を
中
核
と
す
る
宇
宙
論
・
儀
礼
論
で
あ
っ
た
 と
い
え
る
。
こ
の
始
源
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ヱ リアーデ「神学」 0 行方 

始
源
的
存
在
論
と
そ
れ
に
照
ら
し
た
場
合
の
歴
史
的
苦
難
 ほ
 つ
い
て
の
叙
述
と
比
べ
る
と
、
ワ
永
遠
回
帰
の
神
話
 

ト
 に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
 

・
キ
リ
ス
ト
教
と
歴
史
と
の
関
係
は
文
字
通
り
特
筆
さ
れ
 て
い
る
。
そ
こ
で
 は
 ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
 の
 論
述
に
お
い
て
、
 
宇
 

（
 
ぴ
 ）
 

宙
と
 対
比
さ
れ
る
歴
史
、
さ
ら
に
は
歴
史
哲
学
と
い
う
 主
 題
 が
大
き
く
浮
上
し
て
い
る
。
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
記
す
と
 こ
ろ
で
は
、
 
ヘ
 プ
ラ
イ
 

人
 に
と
っ
て
歴
史
的
災
厄
ほ
こ
と
ご
と
く
、
過
剰
な
 弄
 へ
 0
 枚
時
を
怒
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
罰
で
 あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
 

い
う
 。
す
な
わ
ち
「
不
条
理
に
思
わ
れ
る
軍
事
的
災
難
も
 な
け
れ
ば
、
無
益
な
苦
難
も
な
い
。
そ
う
し
た
日
出
来
 事
 口
を
越
え
て
、
 
つ
ね
 

9 (213) 

一   一 " 

宇
宙
と
歴
史
（
 
し
 

１
１
円
永
遠
回
帰
の
神
話
 L 
に
お
け
る
神
信
仰
の
析
出
  
 

的
 存
在
論
に
即
し
た
生
の
あ
り
方
こ
そ
、
宇
宙
の
り
 ズ
ム
 と
 調
和
し
た
、
さ
ら
に
は
そ
の
リ
ズ
ム
に
参
入
し
た
も
 の
と
さ
え
、
 
ヱ
 リ
ア
 l
 

（
 
@
 
Ⅱ
 
@
 

デ
が
 呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
始
源
的
存
在
論
に
依
拠
し
て
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
 、
持
続
的
時
間
と
し
て
の
歴
史
は
始
源
型
を
欠
い
た
 意
 味
 の
な
い
も
の
で
あ
 

@
 
あ
 @
 

っ
た
 。
し
た
が
っ
て
エ
リ
ア
ー
デ
に
お
い
て
ほ
本
来
、
苦
 難
 と
歴
史
と
は
等
価
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
 な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
 

歴
史
に
お
け
る
苦
難
 は
 、
そ
の
原
因
や
意
義
が
知
ら
れ
て
 い
る
時
に
限
り
、
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
 れ
る
。
月
の
ド
ラ
マ
 
と
 

類
比
し
て
、
古
代
オ
リ
ニ
ン
ト
の
農
耕
 神
 タ
ン
 ム
ズ
 
（
 ド
 。
ム
ジ
）
の
神
話
を
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
引
用
す
る
の
も
、
 

苦
難
の
正
常
性
を
示
す
 

た
め
で
あ
 
つ
た
 

@
6
@
2
 
 

。
 と
い
う
の
は
タ
ン
 
ム
ズ
 の
神
話
は
 、
死
 が
 最
終
的
な
も
の
で
ほ
な
く
復
活
を
伴
 う
 こ
と
、
苦
難
 が
 救
済
さ
れ
解
放
さ
れ
 

る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
人
々
に
慰
撫
を
与
え
る
も
 の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
原
因
や
意
義
が
認
め
ら
れ
 る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
 

苦
難
 は
 正
常
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 



あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
ヤ
ハ
ウ
ェ
は
至
高
神
と
類
比
さ
れ
る
に
 留
 ま
ら
ず
、
歴
史
の
意
義
 づ
 げ
の
根
拠
と
も
な
る
。
つ
ま
 リ
ュ
 リ
ヤ
か
ら
 
ヱ
レ
 

ミ
ア
 に
至
る
預
言
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の
事
件
は
 否
定
的
な
神
の
顕
わ
れ
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
怒
り
と
し
て
 
解
釈
さ
れ
る
 よ
う
 に
 な
 

り
 、
歴
史
的
出
来
事
 は
 不
変
の
唯
一
神
で
あ
る
ヤ
ハ
ウ
ェ
 の
 意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
 自
体
の
価
値
を
持
つ
も
 

の
と
見
な
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
、
 

ヘ
ブ
 ラ
イ
人
に
よ
っ
て
神
の
顕
わ
れ
と
し
て
の
歴
史
の
意
味
 が
 発
見
さ
れ
る
。
こ
の
 

概
念
が
や
が
て
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
 

歴
 史
 哲
学
と
し
て
敷
桁
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
 ヱ
 リ
ア
ー
 ヂ
 は
 記
し
て
い
る
。
循
環
 

的
 回
帰
説
を
中
心
と
す
る
始
源
的
存
在
論
に
基
づ
い
た
 歴
 史
の
意
義
 づ
 げ
は
、
こ
う
し
て
預
言
者
た
ち
に
よ
り
 克
 服
さ
れ
、
一
方
向
的
な
 

（
 
鴉
 @
 

時
間
と
し
て
歴
史
の
新
た
な
価
値
づ
げ
が
な
さ
れ
る
の
で
 あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
循
環
的
回
帰
 説
 と
対
照
的
に
 
畢
 ホ
 さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
で
ほ
あ
る
が
、
そ
れ
に
 関
す
る
エ
リ
ア
 
一
ヂ
 

の
 議
論
は
、
度
重
な
る
留
保
が
付
さ
れ
錯
綜
し
た
印
象
を
 拭
い
難
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
、
こ
れ
ら
一
神
教
に
 含
意
さ
れ
る
メ
シ
ア
 信
 

仰
と
 終
末
論
の
循
環
的
回
帰
 説
 と
の
類
似
を
 ヱ
 リ
ア
 二
 ァ
が
 指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
 ほ
 そ
の
一
つ
の
 
理
由
が
求
め
ら
れ
る
。
 

す
な
わ
ち
終
末
に
お
け
る
メ
シ
ア
の
到
来
は
、
反
復
さ
れ
 る
 宇
宙
創
成
と
共
通
の
シ
ナ
リ
オ
に
従
う
と
さ
れ
、
 

た
 だ
 一
回
だ
 け
 回
帰
す
る
 

（
㏄
 
@
 

と
い
う
点
に
限
っ
て
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
見
な
さ
 れ
る
の
で
あ
る
。
 

メ
シ
ア
思
想
に
お
い
て
ほ
、
歴
史
は
終
末
論
的
な
機
能
を
 果
た
す
の
で
あ
る
か
ら
耐
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 が
 、
そ
れ
を
耐
え
る
 

こ
と
が
で
き
る
の
 
ほ
 、
た
だ
歴
史
が
い
っ
の
日
に
か
終
焉
 を
 迎
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
こ
う
し
て
 

ノ 「 

  
  
へ 口 

ヘブライの復帰 

与ム 
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ナ ・ Ⅰ 

  
文 - Ⅰ 

と 

Ⅰ も     

ロわ 

れ 
る 
の 

ほ 

10 



こ
こ
で
見
る
か
ぎ
り
、
歴
史
と
の
関
連
で
、
さ
ら
に
は
 

歴
 史
 哲
学
と
し
て
注
目
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
が
 

、
循
環
的
回
帰
 
読
め
 

と
こ
ろ
が
そ
れ
を
 
認
 め
る
と
し
て
も
、
や
は
り
こ
の
二
つ
の
一
神
教
は
 

ェ
リ
 ア
ー
デ
の
議
論
の
中
 

（
㌍
 
-
 

で
、
と
り
わ
け
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
に
つ
い
て
の
彼
の
叙
 

述
 に
お
い
て
、
特
別
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
 

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
も
着
想
を
与
 

え
て
い
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
供
犠
を
、
 
円
 
創
世
記
三
一
二
一
 

章
 に
従
っ
て
縮
約
 
す
 

れ
ば
ほ
ぼ
次
の
通
り
と
な
ろ
 
う
 。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
に
試
 
さ
れ
て
独
り
息
子
イ
サ
ク
を
焼
き
尽
く
す
 

献
げ
 物
と
し
 て
 さ
さ
げ
る
 よ
う
 に
 命
 

じ
ら
れ
る
。
神
へ
の
畏
れ
か
ら
、
息
子
を
さ
さ
げ
る
こ
と
 

を
 惜
し
む
こ
と
な
く
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
イ
サ
ク
を
縛
っ
 

て
 屠
ろ
 う
 と
す
る
。
 そ
 

の
時
、
主
の
使
い
に
よ
り
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
手
を
下
す
こ
と
 

を
 押
し
止
め
ら
れ
、
主
の
祝
福
を
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
 

律
 

形
態
論
的
に
は
古
代
オ
リ
 
ヱ
ン
ト
 に
お
け
る
初
子
 
の
 供
犠
と
い
う
慣
習
と
類
同
の
も
の
と
し
つ
つ
も
、
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
 

こ
の
行
為
に
新
し
い
宗
教
経
験
、
す
な
わ
ち
信
仰
を
榊
ず
と
も
、
そ
れ
を
要
求
す
る
の
が
 

引
 

主
 ヤ
ハ
ウ
ェ
で
あ
 

 
 

 
 

  

 
 

し
 得
る
）
弁
明
な
し
に
、
定
め
、
授
け
、
そ
し
て
求
め
 

る
 、
人
格
的
で
「
全
く
異
な
 

 
 

る
 」
存
在
者
と
し
て
自
ら
を
 
現
 わ
し
、
神
に
と
っ
て
は
す
 
べ
て
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
宗
教
的
次
元
が
 

、
 ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
 11  (215) 

（
Ⅰ
 

@
@
 

と
 ま
さ
し
く
同
類
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

歴
史
は
、
永
遠
の
現
在
に
生
き
る
こ
と
（
始
源
型
が
 蟹
 示
さ
れ
た
非
時
間
的
瞬
間
と
の
一
致
）
を
意
識
す
る
こ
と
 な
く
、
ま
た
周
期
的
 

に
 反
復
さ
れ
る
儀
礼
（
例
え
ば
年
始
の
諸
儀
礼
）
に
 よ
 る
 こ
と
も
な
く
廃
絶
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
未
来
に
 お
い
て
廃
絶
さ
れ
る
 

の
で
あ
る
。
天
地
創
造
の
周
期
的
な
再
現
は
 、
 来
た
る
べ
 き
 か
の
時
に
起
こ
る
一
度
だ
け
の
再
現
に
置
き
換
え
 ろ
 れ
る
。
し
か
し
歴
史
 

を
 最
終
的
に
、
か
つ
決
定
的
に
終
わ
ら
せ
よ
う
と
い
う
 立
 
自
生
 
ぬ
は
 
、
そ
れ
自
体
依
然
と
し
て
 反
 歴
史
的
態
度
で
あ
り
 、
 他
の
伝
統
的
概
念
 



教
 的
な
意
味
に
お
い
て
「
信
仰
」
を
可
能
に
す
る
の
で
 杖
 る
ぎ
 

こ
の
信
仰
と
い
 5
 範
 時
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 ユ
 ダ
 ヤ
 ・
キ
リ
ス
ト
教
は
、
始
源
型
と
反
復
の
地
平
を
乗
り
 越
え
た
と
説
明
さ
れ
 

る
 。
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
ほ
 、
 神
の
国
の
臨
花
と
 、
 悔
い
改
め
に
よ
る
か
の
時
の
現
前
が
示
さ
れ
、
世
界
 0
 周
期
的
再
生
に
代
わ
 

る
 個
人
の
再
生
が
、
信
仰
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
記
さ
 

 
 

し
か
も
こ
の
信
仰
 は
、
 神
に
由
来
す
る
信
仰
者
の
自
由
を
 含
意
す
る
。
同
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
 
三
 「
枯
れ
た
い
ち
 じ
く
の
木
の
教
訓
」
 

を
 引
き
つ
つ
、
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
注
意
を
向
け
る
の
は
、
 も
 し
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
を
「
神
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
 可
能
で
あ
る
」
と
い
う
 

表
現
で
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
 ス
ト
 教
 信
仰
は
人
間
に
と
っ
て
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
 も
 含
意
す
る
こ
と
に
な
 

@
 
師
 @
 

る
と
 Ⅰ
リ
 
ラ
 @
 
Ⅰ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
舌
口
え
ば
、
 

ヱ
 リ
ア
ー
 デ
 に
と
っ
て
、
一
方
で
、
歴
史
と
進
歩
に
取
り
つ
か
れ
 た
 現
代
人
は
始
源
型
 と
 

反
復
の
楽
園
か
ら
転
落
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
、
他
方
で
 、
キ
リ
ス
ト
教
は
始
源
型
と
反
復
の
地
平
を
超
越
し
た
 と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 

始
源
型
と
反
復
を
と
も
に
脱
し
て
い
る
と
い
 5
 点
で
、
 キ
 リ
ス
ト
教
は
「
転
落
し
た
人
間
」
の
宗
教
と
し
て
位
置
 づ
 げ
ら
れ
る
こ
と
に
も
 

な
る
。
 

@
,
 

3
 
@
 
）
 言
 5
 ま
で
も
な
く
こ
れ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
が
現
代
 人

の
宗
教
で
あ
る
と
 ニ
 リ
ア
 一
デ
が
断
 舌
口
し
て
い
る
こ
 
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
 

で
は
あ
る
が
、
そ
の
断
言
が
抱
え
込
ん
で
い
る
倒
錯
し
た
 論
法
 は
 、
キ
リ
ス
ト
教
を
全
面
的
に
肯
定
し
き
れ
な
い
 ヱ
 リ
ア
 I
 デ
の
 濤
 %
 を
 

隠
蔽
し
っ
く
す
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
 

今
は
敢
え
て
エ
リ
ア
ー
デ
の
キ
リ
ス
ト
教
論
自
体
に
踏
み
 む
こ
と
を
せ
ず
、
た
だ
「
永
遠
回
帰
の
神
話
三
の
 ユ
 ダ
 ヤ
 ・
キ
リ
ス
ト
教
に
 

関
す
る
議
論
に
限
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
 う
 に
言
 5
 こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
 ほ
 、
始
源
的
存
在
論
の
 

循
環
的
回
帰
 説
 を
あ
る
程
度
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
を
 認
 め
つ
つ
も
、
一
つ
に
は
歴
史
を
神
の
意
志
の
顕
わ
れ
と
 し
て
意
義
づ
け
た
点
に
 

お
い
て
、
ま
た
一
つ
に
は
信
仰
と
い
 5
 新
た
な
宗
教
経
験
 を
 発
見
し
た
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
一
神
教
の
独
自
性
 を
 明
ら
か
に
し
て
い
た
 

の
で
あ
る
。
天
空
至
高
神
と
類
比
さ
れ
て
い
た
ヤ
ハ
ウ
ェ
 に
 特
別
な
位
置
を
与
え
、
宇
宙
と
峻
別
さ
れ
る
歴
史
に
 お
 げ
る
新
た
な
宗
教
 経
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メ
シ
ア
を
信
じ
る
預
言
者
た
ち
の
、
歴
史
を
正
視
し
 、
そ
 れ
を
ヤ
ハ
ウ
ェ
と
の
恐
ろ
し
い
対
話
と
し
て
受
け
取
ろ
 ぅ
 と
す
る
不
動
の
意
 

志
 、
軍
事
上
の
敗
北
か
ら
道
徳
的
、
宗
教
的
成
果
を
生
じ
 さ
せ
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
イ
ス
ラ
 ヱ
ル
 の
 民
 と
の
和
解
と
そ
 の
 最
終
的
な
救
済
の
 

た
め
の
必
要
性
か
ら
そ
れ
ら
の
敗
北
に
耐
え
よ
う
と
す
る
 意
志
さ
ら
に
ま
た
、
い
つ
い
か
な
る
瞬
間
を
も
 決
 定
 的
な
瞬
間
と
見
な
 

 
 

げ
よ
う
 と
す
る
意
志
は
、
あ
ま
り
に
も
強
い
宗
教
 的
 緊
張
が
要
求
し
た
た
め
に
 

 
 

ィ
ス
 
シ
ェ
ル
人
の
大
多
数
は
そ
れ
に
従
 う
 こ
と
を
拒
ん
だ
 
。
そ
れ
ほ
ち
ょ
う
ど
大
多
数
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
特
に
 そ
の
民
衆
た
ち
が
、
 

 
 

@
 
却
 @
 

 
 

の
と
同
じ
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

づ
こ
う
し
て
上
り
ア
ー
デ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
 
教
 で
あ
っ
て
も
、
特
に
民
衆
 層
 に
お
い
て
ほ
始
源
的
 存
 在
 論
が
持
続
し
て
い
る
こ
と
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
年
中
行
事
の
基
 盤
が
 、
歴
史
的
な
出
来
事
と
し
て
の
 ィ
ヱ
ス
 の
誕
生
、
 
受
難
と
死
、
復
活
の
 

験
 、
信
仰
を
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
 

に
お
け
る
「
神
学
」
を
「
永
遠
回
帰
 

ア
ー
デ
の
第
二
の
「
神
学
」
を
見
出
 

エ
リ
ア
ー
デ
が
記
し
て
い
た
次
の
よ
 

す
な
わ
ち
 
へ
 ブ
ラ
イ
人
に
お
け
る
 

層
、
特
に
農
耕
社
会
に
お
い
て
ほ
 古
 

 
 

反
復
の
始
源
的
存
在
論
に
従
う
こ
と
 

@
 
㏄
 @
 

よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 

に
 見
出
し
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
神
に
つ
い
て
の
 言
説
と
い
う
そ
の
語
の
最
も
単
純
な
意
味
 

の
神
話
 b
 は
内
包
し
て
い
る
。
つ
ま
り
歴
史
に
お
け
る
 神
 信
仰
の
析
出
に
 、
 ヤ
ハ
ウ
ェ
を
巡
る
 エ
リ
 

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
 な
お
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
ほ
 、
 

う
 な
留
保
で
あ
る
。
 

メ
シ
ア
思
想
が
宗
教
的
 ェ
リ
一
ト
の
 産
物
で
あ
る
こ
と
を
 記
し
た
上
で
、
ニ
リ
ア
 
一
デ
は
 、
民
衆
 

い
 宗
教
観
念
の
方
が
好
ま
れ
、
バ
ア
ル
 神
 、
ア
シ
ュ
タ
 
ル
テ
神
へ
の
回
帰
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
 

徒
に
と
っ
て
も
歴
史
 は
 神
の
頭
わ
れ
と
し
て
意
味
 づ
 げ
ら
 れ
る
も
の
で
ほ
な
く
、
む
し
ろ
始
源
型
 と
 

に
よ
っ
て
 、
 彼
ら
が
歴
史
か
ら
自
ら
を
守
っ
て
き
て
い
る
 こ
と
を
指
摘
し
て
、
ニ
リ
ア
ー
デ
 は
 次
の
 



で は 対 よ 

ヱ
 リ
ア
 一
デ
が
 
「
自
然
の
聖
性
と
宇
宙
的
宗
教
」
と
掲
げ
 

た
 章
に
お
い
て
列
挙
し
て
い
る
、
 

聖
 性
を
顕
現
す
る
 自
 然
の
主
な
例
は
次
の
 

う
 な
も
の
で
あ
っ
た
。
超
越
性
を
示
す
天
空
、
潜
在
性
を
 象
徴
す
る
水
、
母
な
る
大
地
、
再
生
す
る
生
命
と
し
て
 の
 樹
木
と
植
物
、
絶
 

的
 存
在
と
し
て
の
 石
 、
死
と
再
生
を
啓
示
す
る
月
、
そ
し
 て
 自
律
性
、
力
、
至
上
権
、
知
恵
を
示
す
太
陽
。
こ
れ
 ら
の
聖
の
顕
わ
れ
に
 

、
円
宗
教
学
概
論
 ヒ
 に
お
い
て
生
物
学
的
な
聖
の
顕
わ
れ
 と
 呼
ば
れ
て
い
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
 に
 せ
 よ
 そ
れ
ら
が
 す
 

に
 論
じ
ら
れ
て
い
た
題
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
  
 

（
 
2
-
 

ろ
 う
 。
 

ほ ほ 周 期 
次 ヱ 帥 
に り な 

い示 数字 「 見 ア 再 
四 る二 エア 現に 

リ は あ 
ア お っ 

おと と そら ユデ 、 て   に L くそ 、 の 

宙 ト ト 

キ に 徒 
リ お に 

救 民 て 

へ の 宍 倉 

頭 数 意 
芽 の が 
を 同   
指 化 教   
る 問 と 

こ題 ととう い 
が し 人   で て 格 

考 『 き ほ の 
る 意 字 
の 識 宙   で し 的 

を 。 も る 帰 あ て な 
の 

確し 認か 章司 顧望 神 る 。 い た - し生 再 
す し に と 話   で 

る な も 俗 口 ま あ 
こ が 用 口 に 

と ら い 三 % いて 可 は エ り られ 九五 

能 ア て 七 展   
で l い ） 開 の た 
あ デ る に さ 点 、 時 
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エリアーテ・ 

ス ち 

ト 宇 こ 

教 宙 の 
に 的 よ 
統 宗 ぅ 

全 教 に 
さ に 、 

れ っ 一 
て い 方 
い て で 
る 論 ョ 

こ じ l 
と な ロ 

を が ッ 

ヱ ら ，く 

リ 、 の 

  
し 宇 お 
て 宙 い 

  れ 
的 ヲ て 

  
  

  す 
俗 キ な 
ヒ リ わ 

15@ (219) 

「神学」の行方 

教
徒
の
経
験
に
ほ
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
、
 

宇
 宙
的
 構
造
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
 
エ
 Ⅱ
 
ノ
 マ
ノ
 
I
 デ
 は
 、
原
 

切
的
、
非
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
術
語
を
示
し
な
が
 ら
、
 「
 ョ
 l
 ロ
，
 パ
の
 農
民
は
、
キ
リ
ス
ト
教
化
し
な
 が
ら
も
、
自
分
た
ち
の
 

（
 
巧
 @
 

新
し
い
信
仰
の
中
に
、
先
史
時
代
以
来
保
持
し
て
き
た
 宇
 宙
的
 宗
教
を
統
合
し
た
」
と
指
摘
す
る
。
 

に の 意 次   も し ョ l 彼 記 拡 義 の も 

、 キ ち て I 口 ら さ 大 を よ っ 
と
も
円
型
 と
 侮
ヒ
 は
 、
か
つ
て
論
じ
た
対
象
に
新
し
い
 概
 念
を
当
て
ほ
め
た
だ
け
の
著
作
で
ほ
な
い
。
 

ヱ
 リ
ア
ー
 デ
 は
さ
ら
に
、
 

う
な
指
摘
も
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
学
者
に
と
っ
て
 、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
古
典
古
代
の
宗
教
や
東
洋
の
宗
 教
を
研
究
す
る
 

認
め
う
 
つ
 も
、
そ
れ
ら
の
研
究
が
聖
典
あ
る
い
は
文
献
に
 基
づ
い
た
宗
教
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
 、
宗
教
的
視
角
 

-
 
伯
 @
 

に
さ
ら
に
有
益
な
の
は
 ョ
 一
ロ
 ，
パ
の
 諸
民
族
の
民
間
伝
 承
に
親
し
む
こ
と
で
あ
る
と
彼
は
指
摘
す
る
。
そ
の
 理
 由
は
次
の
よ
う
 

れ
る
。
 

の
 信
仰
、
慣
習
、
生
死
に
向
か
う
態
度
に
ほ
 、
 多
く
の
 始
 源
 的
な
「
宗
教
的
状
況
」
を
依
然
と
し
て
認
め
る
こ
と
 が
で
き
る
。
 
ョ
 

ッ
パ
 の
郷
村
社
会
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
新
石
器
時
代
の
 農
民
の
宗
教
的
世
界
を
理
解
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
。
 多
く
の
場
合
、
 

ロ
ッ
パ
の
農
民
の
慣
習
と
信
仰
 は
 、
古
典
ギ
リ
シ
ア
の
神
 き
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
一
層
始
源
的
な
文
 化
の
段
階
を
表
 

-
 
叫
 ）
 

い
る
。
 

ち
 ん
ヱ
リ
ア
 
I
 デ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
郷
村
民
の
大
部
分
 が
 千
年
以
上
前
に
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 触
れ
て
は
い
る
 

リ
ス
ト
教
化
以
前
の
太
古
か
ら
の
宗
教
的
遺
産
の
キ
リ
ス
 ト
 教
へ
の
統
合
に
つ
い
て
も
記
し
て
い
る
。
特
に
彼
が
 注
意
を
向
け
る
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
民
の
宗
教
性
が
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
 諸
形
態
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
 都
 市
の
 キ
リ
ス
ト
 



徳 ロ ろ 

ところ 自身， ら パ南 教 う。 
の 都 会 で 
宇 お は 同 
宙 ょ 干 害 
に び 世 に 

お 南 紀 お 
げ 東 風 ぃ 
る 部 上 て 
主 に に む 
存 お 亙 し 

様 式 いり て、 ろ 興 
の は @ 珠 
た る 宙 深 
め ま 的 い 
に り 宗 の 

、 大 教 は 

  

  
- す む 土 まヱ @ た 

  
っ よ 戦 イ I ミ U 
た る の の   

時 着   

-
 
㎎
）
 

た
と
記
さ
れ
る
 

@
 
何
 ）
 

に
お
い
て
彼
が
原
初
的
、
非
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
と
呼
ぶ
 も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
自
水
遠
回
帰
の
 神
話
 b
 に
つ
い
て
す
で
 

に
 見
た
よ
 う
 に
、
歴
史
の
聖
化
と
い
う
意
義
を
見
出
さ
れ
 て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
こ
こ
で
は
歴
史
と
の
関
係
を
 否
定
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 

に
も
見
え
る
。
「
非
歴
史
的
キ
リ
ス
ト
教
」
に
見
ら
れ
る
 
こ
の
概
念
上
の
不
整
合
の
解
消
は
、
す
な
わ
ち
 ヱ
リ
 ア
 ｜
ヂ
 に
お
け
る
宇
宙
 と
 

歴
史
と
の
統
合
は
、
「
聖
と
 
俗
 b
 以
降
の
著
作
に
 侯
 た
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
 
ほ
ば
 一
九
五
 0
 年
代
後
半
 

以
降
の
、
す
な
わ
ち
 

お
 

お
よ
そ
渡
米
以
後
の
時
期
に
著
さ
れ
た
論
文
を
も
と
に
ま
 と
め
ら
れ
た
神
話
論
 
円
 
神
話
と
現
実
 三
 （
一
九
六
三
）
を
 
振
り
返
れ
ば
、
 ヱ
 リ
ア
 

一
デ
 に
お
け
る
宇
宙
と
歴
史
の
関
係
に
関
す
る
議
論
の
帰
 結
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

「
神
話
と
現
実
 
b
 は
最
終
章
を
「
神
話
の
残
存
と
偽
装
」
 と
 題
し
、
中
世
以
降
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
神
話
を
も
 考
察
の
対
象
と
し
て
 

-
 
仰
 ）
 

い
る
が
、
回
章
の
前
半
部
に
お
い
て
、
 ヱ
リ
 ア
ー
デ
は
 キ
 リ
ス
ト
 教
と
 宇
宙
的
宗
教
と
の
関
係
に
も
注
意
を
向
 け
 て
い
た
。
す
で
に
 ユ
 ダ
 

ヤ
 教
に
お
い
て
、
宇
宙
的
宗
教
の
祭
や
象
徴
が
 、
ィ
ス
ラ
 ヱ
ル
 の
聖
な
る
歴
史
と
結
び
っ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
 よ
 り
 
「
歴
史
化
」
さ
れ
て
 ぃ
 

た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
 ア
ジ
ア
 や
 地
中
海
世
界
の
儀
礼
や
神
話
が
、
聖
書
、
使
 徒
の
伝
道
、
聖
人
の
歴
 

史
 と
結
び
つ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
歴
史
化
さ
れ
た
と
い
 う
 。
さ
ら
に
 ヱ
 リ
ア
 l
 デ
が
論
じ
る
の
 ほ
 、
そ
の
後
の
 中
央
お
よ
び
 西
ョ
 ー
 ロ
 

ソ
パ
 に
お
け
る
、
生
き
て
い
る
民
衆
宗
教
の
キ
リ
ス
ト
教
 化
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
宇
宙
的
宗
教
に
属
 
す
る
「
異
教
的
」
要
素
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
対
し
て
、
教
会
暦
の
祝
祭
日
 、
マ
リ
ヤ
崇
敬
や
聖
人
崇
敬
の
な
か
に
、
偽
装
あ
る
い
 ほ
 変
貌
し
て
生
き
延
び
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紡
 
，
 

こ
の
「
民
衆
の
神
学
」
こ
そ
、
神
の
離
隔
の
神
学
、
 

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
神
学
に
次
い
で
、
エ
リ
ア
 一
デ
が
 着
目
す
 る
 第
三
の
神
学
に
ほ
か
な
ら
 

 
 

よ
、
 

ヰ
ん
 
Ⅰ
 。
 

時
生
」
 

昭
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
に
示
さ
れ
る
民
衆
の
神
学
に
 関
す
る
 
ヱ
リ
 ア
ー
デ
の
説
明
を
さ
ら
に
た
ど
れ
ば
、
 

そ
 れ
は
外
部
か
ら
の
侵
略
に
脅
 

づ
 

か
さ
れ
支
配
者
か
ら
も
搾
取
さ
れ
て
い
る
農
耕
在
ム
 

け
 

郷
愁
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
宇
宙
的
 キ
 ま

 に
と
っ
て
の
理
想
で
あ
る
、
イ
ェ
ス
に
よ
っ
て
聖
化
さ
 

リ
ス
ト
 教
は
 、
「
歴
史
の
悲
劇
と
不
正
に
対
す
る
、
結
局
 

れ
た
自
然
と
い
う
楽
園
へ
の
 

の
と
こ
ろ
、
悪
が
も
 ほ
や
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
7
 

 
 

人
の
選
択
で
ほ
な
く
、
ま
す
ま
す
明
ら
か
な
こ
と
に
、
 

歴
 史
的
世
界
の
超
個
人
的
な
構
築
物
で
あ
る
と
い
う
事
実
 に
 対
す
る
、
受
動
的
な
 

う
し
て
農
民
た
ち
に
と
っ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
宇
宙
的
 宗
教
を
も
内
包
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
 

郷
村
民
に
特
有
の
宗
教
経
験
は
、
「
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
 
」
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
も
の
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
。
 @
 い
 換
え
れ
ば
、
 ョ
一
 

ロ
ッ
パ
の
農
民
 は
 キ
リ
ス
ト
教
を
宇
宙
的
典
礼
と
し
て
 理
 解
し
て
い
た
。
：
・
Ⅱ
中
略
押
 
@
 宇
宙
の
り
 ズ
ム
 へ
の
神
 秘
 的
な
共
感
は
 、
旧
 

約
 聖
書
の
預
言
者
た
ち
に
よ
っ
て
激
し
く
攻
撃
さ
れ
、
 キ
 リ
ス
ト
教
会
に
よ
り
か
ろ
う
じ
て
許
容
さ
れ
た
も
の
で
 あ
っ
た
が
、
特
に
 南
 

（
㎎
 
@
 

東
ョ
 ー
ロ
，
 パ
 に
お
い
て
、
郷
村
民
の
宗
教
の
中
核
を
な
 す
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
記
さ
れ
る
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
ほ
 、
 歴
史
的
な
出
来
事
に
対
し
て
宇
宙
的
な
経
験
と
し
て
の
 土
 
ゑ
 味
が
付
与
さ
れ
て
い
 

く
 。
こ
の
宗
教
経
験
は
、
い
わ
ば
一
度
峻
別
さ
れ
た
宇
宙
 と
 歴
史
と
を
再
び
統
合
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

故
国
ル
ー
マ
ニ
ア
が
位
置
す
る
南
東
 ョ
 ー
 p
,
 パ
 に
お
い
 て
 、
郷
村
民
の
宗
教
経
験
の
中
核
と
も
見
な
さ
れ
た
こ
 の
 変
容
し
た
キ
リ
ス
 

ト
 教
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
「
民
衆
の
神
学
」
と
も
呼
ぶ
 独
 白
の
創
造
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
事
実
役
 は
 、
こ
う
 記
し
て
い
る
。
 

こ
の
「
民
衆
の
神
学
」
の
歴
史
が
、
季
節
の
祭
や
宗
教
的
 な
 民
間
伝
承
に
 跡
づ
 げ
ら
れ
る
証
拠
に
基
づ
い
て
書
か
 れ
る
時
が
く
れ
ば
、
 

「
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
」
が
新
た
な
形
態
の
異
教
で
も
、
 異
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
習
合
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
 る
 だ
ろ
う
。
む
し
ろ
 

@
 
㏄
 "
 

そ
れ
ほ
、
終
末
論
と
救
済
論
と
が
宇
宙
的
次
元
を
与
え
 ろ
 れ
た
独
自
の
宗
教
的
創
造
物
で
あ
る
。
 



が
ら
「
永
遠
回
帰
の
神
話
 三
 に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
 う
 に
 一
方
で
は
「
歴
史
の
恐
怖
」
に
抗
 う
 始
源
的
存
在
論
を
 提
示
し
 

で
は
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
先
に
見
た
 よ
う
 に
幾
分
倒
錯
 し
た
論
理
に
よ
っ
て
、
現
代
人
の
自
由
を
保
証
す
る
 宗
 教
 と
し
 

が
 示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
を
巡
る
神
 学
 で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
神
話
と
現
実
目
に
至
る
と
、
 

宇
宙
的
 

民
衆
の
神
学
と
い
う
概
念
化
が
な
さ
れ
、
歴
史
へ
の
抵
抗
 と
い
う
役
割
は
そ
れ
ら
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

予
想
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
歴
史
の
恐
怖
」
と
 
宇
 自
酌
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
は
 、
ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
 
め
 I
 マ
ニ
 

を
 主
題
と
す
る
研
究
に
お
い
て
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
 

し
か
も
そ
の
民
間
伝
承
研
究
に
お
い
て
、
宇
宙
的
キ
リ
 ス
ト
 教
 

単
 に
関
す
る
議
論
と
と
も
に
、
新
た
な
位
置
を
与
え
ら
れ
 る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
 

つ
つ
も
、
他
方
 

て
ヱ
 リ
ア
 一
 デ
 

キ
リ
ス
ト
教
 と
 

ア
の
 民
間
伝
承
 

は
、
民
衆
の
神
 

に
 対
し
て
絶
望
す
る
こ
と
な
く
、
自
殺
す
る
こ
と
な
く
、
 

つ
ね
に
歴
史
に
つ
い
て
の
相
対
主
義
的
、
虚
無
的
見
解
 を
も
た
ら
す
精
神
的
 乾
 

（
㏄
 
-
 

燥
に
 陥
る
こ
と
な
く
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
は
、
 

始
 源
型
 と
反
復
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
 示
 し
て
い
た
。
し
か
し
な
 

@
 
Ⅱ
 @
 

反
抗
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
 ヱ
 リ
ア
 ｜
デ
は
 、
「
歴
史
の
恐
怖
」
へ
の
一
つ
の
対
応
を
宇
宙
 的
 キ
リ
ス
ト
教
に
求
め
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
も
そ
も
「
永
遠
回
帰
の
神
話
 三
 が
取
り
上
げ
て
い
た
 「
歴
史
の
恐
怖
」
の
問
題
は
、
エ
リ
ア
 一
デ
 に
と
っ
て
は
 南
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
 

歴
史
と
現
状
と
を
念
頭
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
た
。
回
書
 に
お
い
て
彼
は
、
そ
の
地
理
的
な
位
置
が
、
侵
略
的
な
 諸
帝
国
の
通
路
に
当
た
 

っ
て
い
た
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
苦
難
あ
る
い
 は
 絶
滅
を
強
い
ら
れ
、
歴
史
の
上
で
普
遍
的
な
精
神
の
 創
造
物
を
生
み
出
す
こ
 

と
の
で
き
な
か
っ
た
南
東
 ョ
 ー
 p
,
 パ
の
 諸
民
族
を
想
起
 し
て
、
「
何
千
万
と
い
う
人
々
が
、
 何
 世
紀
に
も
 亙
り
 、
 大
き
な
歴
史
的
重
圧
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づ
の
 遺
言
を
 、
羊
 た
ち
と
老
母
に
対
し
て
残
す
だ
け
で
 あ
る
。
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
に
と
っ
て
、
こ
の
バ
ラ
ッ
ド
に
お
い
て
牧
人
 が
 示
し
て
い
る
死
の
受
容
は
、
受
動
性
と
も
諦
念
と
も
 捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
 

1
9
 

 
 

な
い
。
と
い
う
の
は
彼
に
よ
れ
ば
、
民
俗
的
価
値
観
の
世
 界
 に
お
い
て
は
、
牧
人
の
態
度
は
よ
り
深
い
実
存
的
 決
 断
を
表
明
し
て
い
る
か
 

%
 
 で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
牧
人
は
 

、
 他
の
牧
人
に
 
妬
 ま
れ
て
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
雄
子
羊
か
ら
告
げ
ら
れ
 

る
 。
し
か
し
彼
は
、
そ
の
 
警
 

昭
吉
に
も
関
わ
ら
ず
自
ら
死
を
避
け
よ
う
と
は
し
な
い
 

。
彼
は
た
だ
、
死
を
天
国
の
一
隅
に
お
け
る
女
王
と
の
 

結
婚
と
捉
え
る
と
い
う
内
容
 

0 行方 

る り は ヱ 俗 臭 う 

  モ 

五 

  学 

  
か l 
ら 口 
        
ン 史 
へ の 

  
  
  
」   以 

は 
降 

史 
の 

  

れ 
ば 
次 
の 

よ 

ハ @ @ ツ 

な 
内 
容 
を 
謡 
  

て ん 所 
で究 」 

ナ ・ Ⅰ   
も お 「 に て の た と 
の げ キ は 、 良 成 い 



ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
死
が
受
容
さ
れ
る
の
は
そ
れ
に
 新
 た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
 

、
、
 

、
オ
リ
ッ
ツ
 ァ
の
 趣
旨
は
、
エ
リ
ア
 

（
 
防
 @
 

｜
デ
 に
よ
れ
ば
運
命
に
対
す
る
新
た
な
意
味
付
与
に
こ
そ
 見
出
せ
る
。
自
己
を
自
然
の
中
に
投
影
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
牧
人
は
自
ら
の
 

死
 な
 
「
神
秘
的
な
婚
礼
」
と
い
う
宇
宙
的
典
礼
と
見
な
そ
 
ぅ
 と
す
る
。
「
悲
劇
的
な
運
命
の
不
可
解
な
残
忍
さ
」
 

に
 、
ま
た
「
不
条
理
 そ
 

（
㏄
 
@
 

の
も
の
」
に
 、
 新
た
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
運
命
に
打
ち
克
つ
こ
と
も
ま
た
可
能
に
な
る
。
 

ル
 l
 
マ
ニ
ア
人
の
 ミ
オ
ヮ
 

ッ
ツ
ァ
 へ
の
愛
着
は
、
こ
こ
に
お
い
て
牧
人
の
運
命
と
 か
 ｜
 マ
ニ
ア
人
の
運
命
と
の
類
似
性
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
 と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
 

侵
略
の
十
字
路
に
位
置
し
、
列
強
に
隣
接
し
て
い
る
た
め
 に
 、
歴
史
に
 
よ
 り
苦
境
に
陥
れ
ら
れ
る
と
い
う
「
歴
史
 の
 恐
怖
」
に
対
し
て
、
 

（
 
甜
 @
 

ル
ー
マ
ニ
ア
人
は
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
、
あ
る
 い
は
こ
の
 
ミ
 オ
リ
ッ
ツ
 
ァ
 に
よ
っ
て
耐
え
得
た
と
さ
れ
 る
の
で
あ
る
。
 

も
っ
と
も
ミ
オ
 リ
，
ツ
ァ
 
と
「
歴
史
の
恐
怖
」
と
の
関
連
 ほ
ど
に
は
、
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
と
「
歴
史
の
恐
怖
」
 と
の
関
連
は
こ
こ
で
 

は
 明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
エ
リ
ア
ー
デ
自
身
が
認
め
て
 い
る
通
り
、
 
ミ
 オ
リ
ッ
ツ
 
ァ
 に
お
け
る
死
を
巡
る
神
話
 も
 キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
 

@
 
㏄
 @
 

の
と
は
ほ
と
ん
ど
い
え
な
い
。
そ
れ
で
も
エ
リ
ア
ー
デ
は
 、
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
に
見
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
新
 た
な
価
値
づ
げ
が
、
 
他
 

の
 民
俗
的
な
諸
創
造
に
と
っ
て
も
モ
デ
ル
、
あ
る
い
は
 指
 針
 と
し
て
役
に
立
つ
も
の
と
な
っ
て
き
た
と
記
し
て
い
 る
 。
つ
ま
り
 ミ
オ
り
ソ
 

ツ
ァ
 に
お
い
て
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
は
暗
示
的
、
暗
号
的
 に
し
か
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年
、
第
八
章
。
 

（
 
訊
 ）
 
圧
田
 ：
 づ
 ・
 
2
 の
）
・
回
書
一
一
三
三
頁
。
 

（
 
掬
 ）
宇
田
：
 
ロ
 ・
 
0
 簿
 ・
回
書
二
三
四
頁
。
 

（
㏄
）
戸
田
・
・
 毛
 ・
 
0
 ㏄
 ｜
ぃ
丈
 ・
 m
 善
二
三
五
 ｜
 二
三
七
頁
。
 

（
 
辞
 ）
 I
p
 
ぎ
 ：
 毛
 ・
 
釜
。
も
 5
 の
・
司
書
二
三
七
 ｜
 二
三
八
頁
。
 

（
 
駿
 ）
 こ
ぎ
 ：
 P
 ぎ
 ・
斎
藤
正
二
課
目
ザ
ル
 
モ
 ク
シ
ス
か
ら
ジ
ン
 
ギ
ス
カ
ン
ヘ
ル
ー
マ
ニ
ア
民
間
信
仰
史
の
比
較
宗
教
学
的
研
 
究
 

①
 b
 せ
り
か
 書
 

房
 、
昭
和
五
一
年
、
一
一
頁
。
 

（
㏄
）
 宇
巳
 -
 ワ
ぎ
目
 ・
 ロ
ザ
ル
モ
 ク
シ
ス
か
ら
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
 

ヘ
 ② 日
 二
三
八
 ｜
 二
三
九
頁
。
 

（
㏄
）
 由
屈
ぃ
宙
 

e
.
 ヨ
 i
 
コ
る
 p
.
 。
二
 
%
 （
 
0
 「
 
せ
 O
h
 オ
 0
 コ
 
住
 0
 コ
の
ぃ
コ
リ
，
 
憶
 0
 Ⅰ
仁
田
エ
 の
 三
ぎ
「
の
の
：
 

，
出
 ㌻
ぎ
に
 
母
わ
隠
忘
 ぎ
さ
 タ
く
 o
-
.
o
0
.
 

ト
の
 
㏄
 
0
 。
 つ
つ
 
・
ト
ー
㏄
の
。
 

0
 の
Ⅰ
・
Ⅰ
・
 

め
印
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古
式
 

な
二
り
 

ヒ
 キ
ト
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@  れ @  も @. 教 
八 八 

る の と 

っ ど 深   
て と い 

初 し 結 
め て び 

へは配性 

理 と つ 

へ 解 き 、 い て 

  
た ほ 今   
ら 一 更 

  、 の 

可 を な 
能 拒 い 

こと すなも 絶 
め る か 
と 体 も 

な 験 し 
る で れ ，准 り 」 い 「 

。 あ な 
し り か 
か な   

し が 宗 

  言 他   
諸方 をで 超 越 
超 は 者 
え そ と 

た の の   
車 体 関 
柄 鹸 わ 
り、 を壬一セ ま言   
語 語 聖   

  
  
イ 

デ   
  

力 。 

  
の 

4 件 「 
在 
へ 

の 

堤 昆 

い 
」 

と 

神 「 
へ 

の 

問 
い 

」 

谷 

口 

静 

浩 

宗
教
と
言
葉
 



化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
様
々
な
問
題
が
含
ま
 れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
宗
教
と
言
葉
と
の
関
わ
り
の
問
題
は
、
「
言
葉
」
 

そ
 の
も
の
が
哲
学
の
根
本
問
題
と
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
 、
 新
た
な
局
面
を
迎
 

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
 G
.
 

ス
タ
イ
ナ
ー
 

は
 、
十
七
世
紀
以
降
，
特
に
現
代
に
お
い
て
言
語
的
 叙
 述
 が
も
は
や
真
理
を
語
 

リ
ラ
 る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
 @
l
@
 」
の
よ
う
な
「
 @
=
 

ロ
ま
 
叩
の
尊
厳
」
が
失
わ
れ
た
現
代
に
お
い
 
て
は
、
 言
 葉
は
「
 宗
払
秋
 

的
 次
元
（
聖
な
る
も
の
の
次
元
）
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
 る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
言
葉
が
宗
教
的
 次
元
と
関
わ
る
な
ど
と
 

い
う
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
な
「
 問
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
宗
教
と
言
葉
」
 
の
 問
題
は
、
「
宗
教
的
 

次
元
」
に
届
く
、
「
宗
教
的
次
元
」
を
表
現
し
う
る
「
 
@
 ロ
 
葉
 」
の
可
能
性
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

私
は
、
こ
の
 
ょ
う
 な
問
題
を
考
え
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
 
マ
ル
テ
ィ
 ソ
 ・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
l
 
二
八
八
九
 @
 一
九
七
 

六
）
の
思
惟
を
取
り
 

上
げ
、
考
察
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 １
 0
 思
惟
に
お
い
て
ま
さ
に
、
宗
教
的
次
元
に
届
く
舌
口
 

葉
の
可
能
性
が
最
高
の
 

真
剣
さ
で
以
て
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
 ガ
 @
 の
思
惟
は
し
ば
し
ば
「
存
在
の
思
惟
」
と
呼
ば
れ
 る
 。
こ
こ
で
「
存
在
」
 

と
は
差
し
当
っ
て
形
而
上
学
の
根
本
語
と
な
っ
た
「
存
在
 」
を
意
味
す
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 に
と
っ
て
の
関
心
 
は
 、
こ
の
よ
う
な
「
 存
 

在
 」
を
形
而
上
学
の
枠
内
で
問
題
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
 、
そ
も
そ
も
「
存
在
す
る
」
と
い
う
事
態
を
根
底
か
ら
 問
い
直
す
こ
と
に
存
し
 

た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
形
而
上
学
そ
の
も
の
に
対
し
 て
 問
い
が
向
け
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
一
に
よ
る
と
、
 

形
而
上
学
の
根
本
語
と
 

な
っ
た
「
存
在
」
と
は
、
「
存
在
者
の
存
在
」
、
す
な
わ
ち
 

「
存
在
者
」
の
た
め
の
存
在
、
「
存
在
者
」
か
ら
考
え
ら
 

れ
た
存
在
な
の
で
あ
 

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
存
在
」
 

ほ
 
「
存
在
そ
の
も
の
」
で
 は
な
く
、
こ
の
 
ょ
う
 な
「
存
在
」
か
ら
は
存
在
固
有
の
 「
真
理
」
は
抜
 け
 去
っ
 

て
い
る
。
西
洋
の
形
而
上
学
は
、
「
存
在
そ
の
も
の
」
 

娑
 万
祝
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
固
有
の
 
真
理
」
が
抜
 け
 去
っ
た
 

「
存
在
」
が
、
す
な
わ
ち
「
存
在
者
の
存
在
」
が
主
役
を
 
演
じ
、
「
存
在
そ
の
も
の
」
が
思
惟
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
 った
 。
従
っ
て
ハ
イ
デ
 

，
ガ
一
は
 西
洋
の
形
而
上
学
を
「
存
在
忘
却
」
の
歴
史
と
 見
徴
 す
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
形
而
上
学
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
 の
と
呼
応
す
る
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
存
在
の
 真
理
を
護
る
思
惟
」
 

を
 、
形
而
上
学
的
思
惟
と
は
「
別
の
思
惟
」
と
し
て
模
索
 す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
 ぎ
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 に
は
、
 
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
ほ
じ
 

め
と
す
る
詩
人
の
「
詩
作
」
が
自
ら
の
「
思
惟
」
に
近
い
 も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
た
。
「
思
惟
と
詩
作
」
、
こ
れ
は
 

後
期
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
の
 

重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
 
ー
は
言
 う
 、
「
相
等
し
い
も
の
は
相
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
み
 相
等
し
い
の
で
あ
り
、
 

詩
作
と
思
惟
と
は
言
葉
へ
の
細
や
か
な
心
遣
い
と
い
う
 占
 川
 に
お
い
て
最
も
純
粋
に
相
等
し
い
の
で
あ
る
が
故
に
 、
 詩
作
と
思
惟
と
は
八
相
 

等
し
い
の
と
口
同
時
に
そ
の
本
質
に
お
い
て
最
も
遠
く
隔
 て
ら
れ
て
い
る
。
思
惟
す
る
者
は
存
在
を
発
語
 し
、
詩
 人
は
聖
な
る
も
の
を
 名
 

つ
け
る
」
（
旧
ミ
・
ぴ
目
）
。
「
思
惟
」
と
「
詩
作
」
、
こ
の
 両
者
に
つ
い
て
ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
 
ー
は
「
存
在
の
真
理
を
護
る
 」
と
い
う
観
点
に
お
 

い
て
近
い
も
の
と
見
放
し
て
い
る
が
、
そ
の
近
さ
は
、
「
 
一
 
三
口
葉
へ
の
細
や
か
な
心
遣
い
」
と
い
う
点
に
見
ら
れ
て
い
 

る
 。
こ
こ
で
わ
れ
わ
 

れ
は
、
「
存
在
の
真
理
を
護
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
言
葉
 へ
の
細
や
か
な
心
遣
い
」
と
は
実
は
一
つ
の
こ
と
で
あ
 る
 、
と
い
う
事
態
に
注
 

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
言
葉
を
用
い
て
言
 う
と
き
 、
言
わ
 れ
た
も
の
ほ
「
も
の
」
と
し
て
、
「
存
在
者
」
と
し
て
 

一
 
赤
 さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
 

て
し
ま
う
。
存
在
を
、
存
在
者
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
 

存
在
固
有
の
真
理
を
護
る
よ
う
な
仕
方
で
思
惟
す
る
と
 は
 、
ま
さ
に
言
葉
そ
の
 

も
の
に
対
す
る
異
常
な
ま
で
の
心
遣
い
に
他
な
ら
な
い
。
 

そ
し
て
こ
の
言
葉
へ
の
異
常
な
ま
で
の
心
遣
い
と
は
、
 

実
は
詩
人
の
 、
 真
な
る
 

詩
人
の
営
み
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
「
存
在
の
真
理
を
護
 る
 」
営
み
に
お
い
て
「
思
惟
」
と
「
詩
作
」
と
は
近
く
 に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 

そ
し
て
「
思
惟
」
と
「
詩
作
」
と
の
近
さ
に
お
い
て
思
惟
 す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
肝
要
な
事
柄
は
ま
さ
 に
 
「
存
在
（
の
真
理
）
 

と
 言
葉
」
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

催
 す
る
者
は
存
在
を
発
語
 し
 、
詩
人
は
聖
な
る
も
の
を
 名
 づ
け
る
」
と
い
う
発
言
に
 

ぬ
 

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
惟
す
る
者
が
発
 丑
 呵
 す
る
「
存
在
」
、
詩
人
が
名
づ
け
る
「
聖
な
る
も
の
」
 

、
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
両
者
 

"
"
"
 

了
て
 

ン
 

を
 全
く
同
じ
で
は
な
い
が
、
非
常
に
近
い
も
の
と
考
え
て
 い
る
。
「
聖
な
る
も
の
」
は
宗
教
の
本
質
を
表
わ
す
概
念
 
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
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今
世
紀
の
哲
学
者
の
う
ち
、
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
ほ
ど
評
価
の
 極
端
に
分
か
れ
る
人
も
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
 ，
 ガ
 ー
を
二
十
世
紀
最
 

（
 
り
 
3
 -
 

大
の
哲
学
者
と
断
定
す
る
人
た
ち
が
い
る
一
方
、
彼
を
ほ
 と
ん
ど
無
視
す
べ
 き
 だ
と
 見
徴
 す
人
た
ち
も
い
る
。
 ま
 た
 彼
に
対
す
る
最
近
の
 

議
論
 は
 主
に
、
ナ
チ
時
代
の
政
治
参
加
の
問
題
に
対
し
て
 な
さ
れ
て
い
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
の
小
論
 で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
 

す
る
１
１
 が
 、
哲
学
的
著
作
の
枠
内
の
限
っ
て
も
、
「
 
神
 秘
 主
義
だ
」
、
「
哲
学
的
議
論
の
可
能
性
を
破
壊
す
る
も
 の
だ
」
と
い
っ
た
批
判
 

が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 同
語
反
復
な
ど
を
用
い
て
論
証
不
可
能
な
こ
と
を
言
い
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
た
 

か
も
自
ら
の
思
索
が
哲
学
の
議
論
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
 周
到
に
避
け
て
い
る
か
の
 よ
う
 で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 傾
向
は
晩
年
に
な
る
ほ
 

ど
 強
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 １
 0
 思
惟
を
冗
舌
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
 見
徴
 せ
る
か
ど
 ぅ
 か
は
、
大
い
に
疑
問
 

の
 余
地
が
あ
る
と
思
う
。
私
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
対
す
 る
こ
の
 ょ
う
 な
批
判
が
 、
 彼
の
思
惟
 は
 そ
の
根
底
に
「
 神
へ
の
問
い
」
を
含
む
 

も
の
だ
と
い
う
点
が
熟
慮
さ
れ
て
も
 尚
 維
持
さ
れ
う
る
も
 の
か
ど
う
か
は
、
問
い
と
し
て
残
る
と
思
う
。
ハ
イ
デ
ッ
 
ガ
 l
 の
思
惟
は
、
「
 
神
 

へ
の
問
い
」
の
故
に
、
「
舌
口
薬
」
に
対
し
て
異
常
な
ま
で
 

に
 関
心
が
払
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
言
葉
そ
の
も
の
が
「
 問
 い
 」
と
な
る
 処
 ま
で
 

一
 
思
惟
の
道
と
「
神
へ
の
問
い
」
 

，
ィ
デ
ッ
ヵ
 ー
の
考
え
る
「
存
在
」
が
宗
教
的
な
色
彩
を
 帯
び
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
 

 
 

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 の
思
惟
に
お
い
て
、
 
宗
教
的
次
元
に
届
く
言
葉
の
可
能
性
が
問
わ
れ
て
い
る
 こ
と
、
さ
ら
に
そ
こ
 

か
ら
、
宗
教
と
言
葉
に
関
し
て
何
ら
か
の
教
示
を
見
出
す
 こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

わ
れ
わ
れ
は
以
下
で
、
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
に
お
け
る
「
神
へ
の
問
い
」
 

、
 さ
ら
に
彼
の
へ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 解
釈
、
さ
ら
に
言
葉
そ
の
 も
の
に
対
す
る
問
 い
 

を
 考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
言
葉
の
問
題
を
い
 さ
さ
か
な
り
と
も
考
え
て
み
た
い
。
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宗教と言葉 

な
ど
と
い
っ
た
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
他
方
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 一
は
 、
「
神
へ
の
問
い
」
に
 
正
 面
か
ら
取
り
組
ん
だ
著
作
を
残
し
て
い
な
い
。
彼
は
「
 神
 」
あ
る
い
は
「
 宗
 

教
 」
に
関
し
て
語
る
こ
と
は
非
常
に
少
な
く
、
ま
た
語
る
 場
合
で
も
き
わ
め
て
慎
重
な
語
り
方
を
し
て
い
る
。
 

例
 え
ば
彼
の
前
期
の
主
著
 

円
 存
在
と
時
間
口
で
は
、
そ
の
思
惟
の
展
開
を
丹
念
に
 辿
 る
と
き
根
底
に
深
い
宗
教
的
モ
チ
 一
フ
が
 潜
ん
で
い
る
 こ
と
が
看
取
さ
れ
る
 

が
 、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
や
宗
教
に
つ
い
て
直
接
 的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
「
無
神
論
的
 」
と
い
う
烙
印
が
押
さ
 

れ
た
。
ま
た
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 解
釈
に
お
い
て
神
に
つ
い
て
 の
 舌
口
 
及
 が
な
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
の
言
及
は
へ
 ル
ダ
 l
 リ
ソ
 の
詩
句
と
の
 連
 

関
 で
、
ヘ
ル
ダ
 
一
リ
ソ
 の
考
え
と
区
別
で
き
な
い
よ
う
な
 仕
方
で
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
近
出
版
さ
れ
た
 円
 
哲
学
へ
の
寄
与
し
に
し
 

て
も
、
た
し
か
に
そ
こ
で
は
「
最
後
の
神
（
 串
 
e
 「
）
の
（
 

N
 （
 
e
 G
o
 
し
 」
と
い
う
概
念
が
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
 概
 念
は
著
作
全
体
に
と
っ
 

 
 
 
 

て
 決
定
的
に
重
要
な
も
の
と
は
 @
 え
ず
、
ま
た
こ
の
著
作
 は
神
や
宗
教
を
主
題
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

で
は
い
っ
た
い
、
「
神
へ
の
問
い
」
が
深
く
溶
け
込
み
な
 
が
ら
も
、
「
 神
 」
に
つ
い
て
主
題
と
し
て
論
じ
る
こ
と
を
 避
け
る
思
惟
と
は
 如
 

 
 

何
な
 ヱ
 り
も
の
な
の
で
あ
 て
 リ
 
ラ
 人
円
。
ハ
々
 主
 
フ
ッ
ガ
ー
ド
 怯
 ㍉
 
同
一
性
と
差
異
性
 ロ
 二
九
五
七
年
）
の
な
か
で
、
明
ら
か
 に
 自
ら
の
思
惟
に
つ
い
 

 
 

 
 

 
 

突
き
詰
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
の
道
に
は
「
神
へ
の
問
い
（
の
。
 

ま
 e
 
の
め
「
 

a
g
 

の
）
」
が
深
く
溶
け
込
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
は
 

彼
 が
 生
い
立
っ
た
宗
教
 

的
な
家
庭
環
境
か
ら
も
、
（
 

4
@
 
 

ま
た
司
祭
に
な
る
こ
と
を
目
指
 

し
た
青
年
時
代
の
勉
学
か
ら
も
十
分
窺
え
る
し
、
彼
自
 

@
5
@
 

身
 「
神
学
の
出
身
と
い
 

ぅ
 こ
の
由
来
が
な
け
れ
ば
、
私
は
決
し
て
思
惟
の
道
に
至
 

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
由
来
は
将
来
で
 
あ
り
続
け
る
」
日
の
・
の
 

ま
 ）
と
述
べ
、
神
学
研
究
へ
の
志
し
が
彼
の
思
惟
行
路
を
 

決
定
づ
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
 

ハ
 イ
デ
ッ
ガ
 @
 研
究
者
 



て
解
説
す
る
 
よ
う
 に
、
「
神
学
を
・
 
，
 ・
そ
れ
が
 生
ぃ
立
 
っ
た
 由
来
か
ら
経
験
し
た
人
は
、
今
日
思
惟
の
領
域
で
ほ
 神
に
つ
い
て
沈
黙
す
 

る
こ
と
を
好
む
」
 
台
 0
.
 
の
 ，
芭
 と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
 「
神
学
が
生
い
立
っ
た
由
来
」
と
は
、
こ
の
著
作
の
連
関
 
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 

の
 
「
 神
 」
が
哲
学
の
内
に
入
り
込
ん
で
 神
｜
 「
 学
 」
と
し
 て
 主
題
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
 
概
念
が
哲
学
（
形
而
上
 

学
 ）
に
お
い
て
存
在
者
の
全
体
を
基
礎
づ
け
る
「
最
高
 存
 在
者
 」
と
 見
徴
 さ
れ
る
、
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
た
と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
し
 

か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
自
ら
に
関
し
て
「
神
学
を
そ
の
 由
 来
か
ら
経
験
し
た
」
と
言
 う
と
き
 、
そ
こ
で
言
お
と
し
 て
い
る
の
は
こ
の
よ
 う
 

な
神
 ｜
 「
 学
 」
の
学
問
的
な
由
来
以
上
の
こ
と
で
あ
る
と
 思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
自
 ら
の
思
惟
に
対
す
る
 神
 

学
か
ら
の
由
来
を
認
め
、
さ
ら
に
一
九
二
一
年
の
 K
.
 レ
 ｜
 ヴ
ィ
ッ
 ト
 宛
の
手
紙
の
な
か
で
は
、
「
私
は
哲
学
者
 

で
は
な
い
。
・
・
・
 キ
 

 
 

@
8
@
 

リ
ス
ト
 教
 神
学
者
だ
」
と
さ
え
発
言
し
て
い
る
。
そ
の
よ
 う
 な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
そ
の
後
神
学
を
「
実
証
科
学
 
」
（
㌧
 

H
.
 

の
・
 

し
 ）
と
具
 倣
 

し
 神
学
と
決
別
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
神
学
と
 の
こ
の
よ
う
な
 ア
ノ
ビ
 ヴ
ァ
レ
ソ
ト
 
社
 関
わ
り
を
理
解
 す
る
た
め
に
は
、
ハ
イ
 

デ
ッ
ガ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
の
「
 神
 」
に
対
し
て
、
さ
ら
に
 そ
も
そ
も
「
 神
 」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
 考
え
を
掘
り
下
げ
て
 考
 

察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
、
 

ハ
 イ
デ
ッ
ガ
 
｜
 自
身
の
発
言
を
手
掛
り
に
し
た
い
。
 

ィ
デ
 ，
ガ
ー
は
言
 う
、
 「
す
べ
て
の
現
前
す
る
も
の
が
 
原
因
 ｜
 作
用
 ｜
 連
関
の
元
の
な
か
で
自
ら
を
現
示
す
る
と
 こ
ろ
で
は
、
 
ハ
 そ
の
 

現
前
す
る
も
の
は
表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
ら
を
示
し
 て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
 し
 表
象
に
と
っ
て
 
は
神
さ
え
も
、
 
n
 自
ら
 

に
 属
し
て
い
る
 口
 す
べ
て
の
聖
な
る
も
の
、
高
み
、
 そ
 の
 秘
密
に
満
ち
た
深
遠
さ
を
喪
失
す
る
の
で
あ
る
」
（
 円
ダ
 の
ま
）
。
さ
ら
に
 

只
 自
己
原
因
（
の
曲
 仁
団
ひ
 三
）
。
と
し
て
の
 し
 神
に
対
し
て
 は
 、
人
間
は
祈
る
こ
と
も
供
具
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
 。
自
己
原
因
 ハ
 と
し
て
 

の
神
口
の
前
で
は
、
人
間
は
畏
敬
の
念
か
ら
 膝
ま
 づ
く
，
 」
と
も
で
き
な
い
し
、
こ
の
神
の
前
で
は
楽
を
奏
で
る
こ
 と
も
踊
る
こ
と
も
で
き
 

な
い
」
（
（
 
し
 ・
り
宮
）
。
こ
こ
で
「
原
因
 
｜
 作
用
 ｜
 連
関
」
 、
「
表
象
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
哲
学
独
特
の
思
惟
 
方
 法
 で
あ
り
、
そ
の
 
ょ
ぅ
 

な
 哲
学
の
な
か
に
入
り
込
ん
だ
「
 神
 」
は
 、
 例
え
ば
 
ス
ピ
 ノ
ザ
 哲
学
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
自
己
原
因
（
 n
 ：
 田
 
の
 
日
 ）
」
と
し
て
の
神
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宗教と言葉 

て一 l ぽ 早 

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
神
へ
の
問
い
」
を
含
む
 

思
惟
は
、
本
来
の
「
 
神
 」
を
 索
 め
る
た
め
に
哲
学
概
念
 
と
し
て
の
神
を
断
念
 

す
る
「
 神
 な
き
思
惟
」
で
あ
り
、
 
さ
う
 に
そ
の
た
め
に
 
哲
 学
 で
あ
る
こ
と
す
ら
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
 

い
 よ
う
な
 思
 惟
 と
な
る
。
し
か
し
 
ョ
 

｜
 ロ
ッ
パ
の
言
語
を
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
を
用
い
た
 

思
 惟
 に
お
い
て
、
「
哲
学
的
」
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
と
 

い
っ
た
こ
と
が
果
た
し
 

円
能
 で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
舌
口
語
に
よ
る
思
惟
は
 

、
 「
原
因
 
｜
 作
用
 ｜
 連
関
」
で
代
表
さ
れ
る
論
理
的
思
考
 

法
 に
よ
っ
て
成
り
立
 

て
お
り
、
そ
の
根
底
に
至
る
ま
で
深
く
哲
学
的
刻
印
を
帯
 

び
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
l
 は
自
ら
の
思
惟
の
「
哲
学
 
性
 」
の
根
深
さ
を
 
自
 

し
つ
つ
、
も
は
や
哲
学
的
で
な
い
思
惟
の
可
能
性
を
へ
 

ル
 。
 
タ
一
 リ
ン
の
「
詩
作
」
の
中
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
 

し
か
し
何
故
ヘ
ル
 
ダ
 

リ
ソ
 な
の
か
 0
 ヘ
ル
ダ
 
l
 リ
 ソ
 は
 、
へ
 l
 ゲ
ル
 や
 シ
ェ
リ
 ン
グ
 と
の
親
交
か
ら
も
窺
え
る
よ
 
う
 に
、
む
し
ろ
「
 
哲
 学
的
」
 な
 詩
人
で
は
 

33 1237 Ⅰ 

で
あ
る
。
そ
の
 ょ
う
 な
「
哲
学
者
の
神
」
に
対
し
て
 

も
の
、
高
み
、
秘
密
に
満
ち
た
深
遠
さ
」
を
具
え
て
 

こ
と
も
、
畏
敬
の
念
か
ら
藤
ま
づ
く
こ
と
も
そ
の
 前
 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
「
 神
 的
な
神
」
は
お
そ
ら
く
は
 

吸
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 神
 

に
 対
し
ど
こ
ま
で
も
「
思
惟
」
に
 よ
 る
接
近
を
試
み
 

の
も
の
が
哲
学
的
で
あ
る
こ
と
を
断
念
し
な
け
れ
ば
 

学
 ）
で
あ
る
こ
と
を
断
念
す
る
思
惟
、
「
沈
黙
す
る
，
 

原
因
と
し
て
の
神
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 よ
 

に
お
そ
ら
く
よ
り
近
い
の
で
あ
ろ
う
」
（
 
し
 ，
 挨
 6
5
 

）
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
 自
ら
が
思
い
抱
く
「
 神
 」
本
来
の
 在
り
方
と
し
て
、
「
聖
な
る
 

い
 る
よ
う
な
、
さ
ら
に
そ
の
 ょ
う
 な
神
に
対
し
て
人
間
が
 「
祈
る
こ
と
も
供
具
す
る
 

で
 楽
を
奏
で
る
こ
と
も
踊
る
こ
と
も
」
で
き
る
よ
う
な
 神
 を
 イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
 

信
仰
に
よ
っ
て
の
み
 近
 づ
き
う
る
も
の
で
あ
り
、
「
 神
 」
 概
念
と
し
て
哲
学
の
内
に
 

単
 に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 ア
ソ
ビ
 ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
 関
わ
り
は
、
「
 
神
 的
な
神
」
 

る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
接
近
を
あ
く
ま
で
 も
 貫
く
と
き
、
「
思
惟
」
 
そ
 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 の
思
惟
は
そ
の
た
 め
 ま
さ
に
哲
学
（
形
而
上
 

し
 と
を
好
む
」
思
惟
と
な
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
言
う
。
 「
哲
学
の
神
す
な
わ
ち
自
己
 

う
 な
 神
 な
き
思
惟
（
 守
 "
 の
 
0
 
笘
 ，
 
-
0
 

：
 0
 空
木
 
宰
 ）
が
、
神
的
 な
 神
 
官
 。
「
的
 

む
 
（
 
曲
ざ
ゴ
 
。
の
 
0
 
（
（
）
 



ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
は
一
九
三
四
 / 三
五
年
の
初
め
て
 の
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
講
義
以
降
、
「
詩
作
」
と
の
、
と
り
わ
 げ
へ
 ル
ダ
 I
 リ
 ソ
 

の
 詩
作
と
の
強
い
親
縁
性
の
も
と
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
 な
る
。
ヘ
ル
ダ
 I
 リ
 ソ
 に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
l
 の
 基
 本
 的
な
態
度
ほ
、
目
許
 

作
の
本
質
を
示
す
と
い
う
意
図
に
対
し
て
ロ
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
が
 選
ば
れ
た
の
は
、
た
だ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ の
 詩
作
が
、
詩
作
の
本
 

質
を
殊
更
に
詩
作
す
る
と
い
う
詩
人
の
使
命
に
よ
っ
て
 担
 わ
れ
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 は
卓
越
し
 た
 意
味
に
お
い
て
詩
人
 

 
 

の
 詩
人
で
あ
る
」
（
の
 ヱ
 ・
の
㌍
）
と
い
う
発
言
に
見
て
取
ら
 

れ
る
。
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
に
よ
る
と
 
へ
 ル
ダ
 l
 リ
ソ
 は
、
「
詩
作
の
木
 

質
 」
そ
の
も
の
を
「
 詩
 」
に
お
い
て
思
索
し
表
現
し
た
 詩
 大
 な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
詩
作
の
本
質
」
の
 
な
か
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 

は
、
 自
ら
の
思
惟
「
神
へ
の
問
い
」
が
根
底
に
存
す
 る
よ
う
な
仕
方
で
「
存
在
」
を
問
う
思
惟
に
よ
っ
 て
 追
究
し
ょ
う
と
し
た
 

二
 

「
神
へ
の
問
い
」
と
言
葉
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
 ， 
/
 

な
い
の
か
。
し
か
し
こ
こ
で
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 で
あ
る
こ
と
 が
 決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ハ
 イ
デ
ッ
 ガ
 ー
が
 索
 め
た
「
も
は
 

や
 哲
学
的
で
な
い
思
惟
」
と
は
、
け
っ
し
て
哲
学
的
で
あ
 る
こ
と
か
ら
脱
却
し
た
哲
学
と
は
別
の
思
惟
で
は
な
く
 、
 言
わ
ば
哲
学
の
根
底
 

へ
 帰
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
を
内
在
的
に
超
え
る
よ
 う
 な
思
惟
な
の
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
史
に
 お
い
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
 

の
 宗
教
的
世
界
か
ら
哲
学
的
思
惟
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
 が
 、
こ
の
思
惟
は
、
哲
学
の
元
初
に
戻
る
よ
う
な
仕
方
 で
、
哲
学
と
宗
教
と
が
 

分
離
す
る
以
前
の
、
両
者
の
根
源
に
触
れ
る
よ
う
な
思
惟
 で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 は
 、
こ
の
哲
学
と
宗
教
と
 の
 根
源
、
思
惟
と
詩
作
 

と
が
一
つ
で
あ
る
よ
う
な
処
で
、
思
惟
に
 よ
 る
「
 神
 的
な
 神
 」
へ
の
接
近
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
ヘ
ル
ダ
 I
 リ
ソ
 の
詩
作
は
ま
さ
に
 

こ
の
よ
う
な
処
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
 て
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
 I
 リ
 ソ
 の
詩
作
の
な
か
 に
 「
 
神
 的
な
神
」
 へ
按
 

遍
 す
る
思
惟
の
可
能
性
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
 る
 。
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を
 取
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

で
は
へ
 ル
ダ
 一
 リ
ン
の
詩
作
が
追
究
し
た
「
詩
作
の
本
質
 」
と
ほ
如
何
な
る
こ
と
な
の
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 理
 解
に
よ
 る
と
、
そ
れ
 

憶
 「
詩
人
は
聖
な
る
も
の
を
名
づ
け
る
」
（
 
%
 ま
・
 

0
.
 

臼
 ）
 、
「
詩
作
と
ほ
、
根
源
的
に
神
々
を
名
づ
け
る
こ
と
で
 あ
る
」
（
③
 ェ
 ・
 
0
.
 希
 ）
 、
 

「
詩
作
と
ほ
、
存
在
と
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
質
と
を
建
立
し
 
つ
つ
 名
 づ
け
る
こ
と
で
あ
る
」
（
 臣
 ・
の
 邑
 、
「
詩
作
 

  

を
 建
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
㊥
甲
の
 亡
 ）
と
い
っ
た
こ
 
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
 l
 リ
 ン
 に
お
け
る
詩
作
の
本
 

質
を
、
「
存
在
」
，
「
聖
な
る
も
の
」
・
「
神
々
」
と
い
っ
た
 根
源
的
な
も
の
を
命
名
す
る
こ
と
に
、
さ
ら
に
こ
の
 
よ
う
な
命
名
に
よ
っ
て
 

「
存
在
」
，
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
本
質
」
を
建
立
す
る
こ
と
 

「
存
在
者
」
を
「
存
在
せ
し
め
る
」
こ
と
の
 
内
に
見
て
取
る
。
そ
し
 

て
こ
の
「
根
源
的
な
も
の
の
命
名
」
に
関
わ
る
「
根
源
的
 な
言
葉
」
が
、
ま
さ
に
詩
作
の
本
質
と
密
接
に
関
わ
る
 の
で
あ
る
。
 

で
ほ
こ
の
「
根
源
的
な
も
の
（
聖
な
る
も
の
）
」
を
名
づ
 

げ
る
言
葉
と
は
如
何
な
る
言
葉
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
 デ
ッ
ガ
ー
は
舌
ロ
 う
、
 

「
詩
作
と
ほ
神
々
を
根
源
的
に
名
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
 

し
か
し
神
々
自
身
が
わ
れ
わ
れ
を
言
葉
へ
と
も
た
ら
し
た
 と
き
に
初
め
て
、
 
詩
 

 
 

人
の
言
に
命
名
す
る
力
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
㊥
 ヱ
 ・
 
0
.
 邑
 。
す
な
わ
ち
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
に
よ
る
と
、
詩
人
 が
 行
な
 う
 根
源
的
な
 命
 

名
は
 、
詩
人
の
音
生
心
に
よ
っ
て
 懇
 意
的
に
行
な
わ
れ
る
と
 い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
神
々
が
詩
人
に
命
名
す
る
 カ
 を
 賦
与
し
、
神
々
が
 詩
 

人
 を
し
て
語
ら
せ
る
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
。
し
か
し
 神
々
は
如
何
に
し
て
詩
人
を
し
て
語
ら
せ
る
の
か
。
 ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
 発
 

言
 に
続
い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
「
ル
ソ
 

l
 」
の
な
か
の
 
詩
句
「
 ，
 ・
，
そ
し
て
目
配
せ
 
は
ノ
 古
来
神
々
の
こ
と
 ぱ
 で
あ
る
。
」
を
引
用
す
 

譲
る
。
こ
の
詩
句
に
つ
い
て
ほ
、
一
九
三
四
二
二
五
 

年
の
講
義
の
中
で
、
詩
作
と
ほ
何
人
間
の
口
言
葉
の
な
か
 に
 包
ま
れ
た
 
日
 神
々
の
口
目
 

（
 
皿
 @
 

ぬ
 

配
せ
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
 、
 神
々
が
詩
人
を
し
て
語
ら
せ
る
と
は
、
ま
ず
神
々
が
 自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
で
あ
 

古
本
 

る
こ
と
ば
目
配
せ
を
詩
人
に
与
え
、
詩
人
が
そ
 れ
に
応
答
す
る
と
い
う
仕
方
で
詩
作
す
る
こ
と
で
あ
ろ
 う
 。
詩
人
の
こ
の
よ
う
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事
柄
と
の
類
似
性
を
洞
察
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
イ
ム
 
ァ
 ，
ガ
ー
の
「
神
へ
の
問
い
」
を
含
む
思
惟
 は
 、
ヘ
ル
 ダ
 ｜
リ
ソ
 と
の
共
同
歩
調
 



な
 
「
応
答
」
こ
そ
が
「
聖
な
る
も
の
の
命
名
」
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
の
 
ょ
う
 な
「
応
答
」
は
如
何
な
る
仕
方
で
な
 さ
れ
る
の
か
。
 

こ
の
「
神
々
の
 
目
 配
せ
」
に
対
す
る
詩
人
の
「
応
答
」
に
 関
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 詩
 
「
 あ
 た
か
も
祭
り
の
日
の
 

の
 解
釈
に
お
い
て
、
「
 
元
 初
に
お
け
る
聖
な
る
 も
の
の
自
己
開
示
」
と
い
う
連
関
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
 

 
 

「
聖
な
る
も
の
」
を
そ
の
魂
の
う
ち
に
懐
い
た
詩
人
は
 
、
 「
聖
な
る
も
の
自
ら
に
よ
っ
て
放
た
れ
る
閃
光
」
に
撃
た
 れ
る
と
き
、
そ
の
 灼
 

熱
 の
な
か
へ
、
あ
た
か
も
狂
気
に
お
け
る
が
如
く
身
を
引
 き
 裂
か
れ
て
し
ま
う
の
で
ほ
な
く
、
聖
な
る
も
の
の
方
 へ
と
向
き
直
る
。
こ
の
 

と
き
詩
人
の
魂
 は
 打
ち
 標
 え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
か
つ
て
 生
起
し
た
こ
と
の
記
憶
に
、
よ
り
精
確
に
舌
口
 
ぅ
と
、
か
 
つ
て
生
起
し
た
こ
と
が
 

再
び
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
に
戦
標
し
て
い
 る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
か
つ
て
生
起
し
た
こ
と
と
は
「
 聖
な
る
も
の
の
自
己
 開
 

示
 」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 ょ
う
 な
 戦
懐
が
 沈
黙
を
打
ち
 破り
、
「
言
が
生
じ
る
」
，
と
は
「
詩
作
」
の
成
立
を
 

ハ
 イ

デ
ッ
ガ
ー
 
は
 こ
の
よ
 

@
 
は
 @
 

う
に
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
「
聖
な
る
も
の
自
ら
に
よ
っ
 て
 放
た
れ
る
閃
光
」
と
は
、
先
の
「
神
々
の
 目
 配
せ
」
 
に
 対
応
す
る
。
そ
し
て
 

そ
の
 日
 配
せ
に
対
す
る
「
応
答
」
は
、
そ
の
 ょ
う
 な
「
 閃
 光
 」
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
生
起
し
た
「
聖
な
る
も
の
の
 自
己
開
示
」
の
記
憶
が
 

呼
び
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
再
び
起
こ
る
こ
と
に
対
す
る
期
待
 に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
で
は
こ
の
「
か
つ
て
 
生
起
し
た
こ
と
 

聖
 

な
る
も
の
の
自
己
開
示
」
と
は
如
何
な
る
事
態
で
あ
ろ
う
 か
 。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 は
 、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 の
言
葉
を
借
 
り
つ
つ
、
「
聖
な
る
も
 

の
 」
を
、
「
諸
々
の
時
間
よ
り
も
古
く
」
か
つ
「
神
々
を
 
超
え
た
」
も
の
で
あ
っ
て
 、
 「
か
つ
て
在
り
し
も
の
（
 
d
a
 
の
四
コ
の
 
（
挿
の
）
」
・
「
 

元
初
 

的
な
る
も
の
 

盆
舘
ト
コ
 h
w
,
 

粍
臼
 。
）
」
・
「
留
ま
る
も
の
 宮
 舘
困
 の
ぎ
の
 
コ
ロ
 
の
）
」
③
 
円
四
お
 ）
 と
見
徴
 し
、
さ
ら
に
そ
 
の
 
「
留
ま
る
も
の
」
の
 

「
留
ま
り
」
を
「
永
遠
な
る
も
の
の
永
遠
性
」
 

守
 ・
 
p
.
o
.
 

）
 と
 考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
「
か
つ
て
生
起
し
た
こ
と
 

聖
な
る
も
の
の
自
己
 

開
示
」
と
ほ
 、
 諸
々
の
時
間
よ
り
も
古
い
、
無
限
の
過
 去
に
お
け
る
真
理
（
聖
な
る
も
の
）
の
開
示
で
あ
る
が
、
 こ
の
真
理
は
、
永
遠
に
 

同
一
に
留
ま
り
つ
つ
、
そ
れ
が
開
示
さ
れ
る
 度
 ご
と
に
 新
 た
な
歴
史
の
始
ま
り
と
な
る
よ
う
な
「
 元
 切
的
な
る
も
 の
 」
で
あ
る
。
そ
し
て
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 
、
 「
か
つ
て
生
起
し
た
」
聖
な
る
も
の
 

の
 自
己
開
示
と
し
て
、
具
体
的
に
ほ
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
 代
 １
１
自
然
（
神
々
 、
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聖
な
る
も
の
）
と
人
間
と
が
一
体
で
あ
っ
た
時
代
を
 考
え
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
自
然
（
之
の
巨
 

こ
 」
と
訳
さ
れ
る
ギ
リ
シ
 

ャ
語
 ピ
ュ
シ
ス
の
本
質
が
「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
 

を
 見
抜
き
、
こ
の
ピ
ュ
シ
ス
こ
そ
が
「
西
洋
的
思
惟
の
 

一
 
万
 初
に
お
け
る
思
索
者
 

の
 根
本
語
」
㊥
甲
の
ざ
）
で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
 

。
す
な
わ
ち
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
存
在
・
聖
な
る
 

も
 ハ
 
ツ
と
 
Ⅰ
リ
 
ラ
言
ロ
 
葉
に
よ
 

っ
て
名
づ
け
ら
れ
る
以
前
の
「
根
源
的
な
も
の
」
が
「
 

ピ
 ュ
 シ
ス
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
こ
の
根
本
語
が
パ
ル
メ
ニ
 

ス
、
 へ
 う
 ク
レ
イ
ト
ス
 

と
い
っ
た
元
利
的
思
索
者
た
ち
に
よ
っ
て
「
存
在
」
を
 

名
 づ
け
る
根
本
語
と
し
て
使
わ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
西
洋
 

哲
学
（
形
而
上
学
）
の
始
ま
り
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
 

彼
 は
 、
こ
の
ピ
ュ
シ
ス
が
本
来
 
冬
 づ
け
て
い
た
根
源
的
な
 
も
の
が
、
ピ
ュ
シ
ス
 
と
 

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
そ
の
翻
訳
語
で
あ
る
「
 

自
然
（
之
の
（
 

由
 
～
）
」
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
な
く
な
る
と
い
 

ぅ
 と
こ
ろ
に
、
西
洋
 
形
 

面
上
学
の
歴
史
を
買
 
く
 「
存
在
忘
却
」
を
見
て
取
る
。
 

そ
 し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 の
詩
の
「
 
自
 殊
ビ
と
 Ⅰ
リ
 
ラ
 舌
口
七
 

%
 不
に
 
、
 

「
ピ
ュ
シ
ス
」
本
来
の
内
容
が
回
復
さ
れ
て
い
る
の
を
 

看
 取
 す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
お
い
て
詩
人
に
よ
っ
て
聖
な
る
も
の
が
名
づ
け
ら
 

れ
る
と
い
う
詩
作
の
「
と
ぎ
」
は
、
歴
史
の
始
ま
る
「
 

と
ぎ
」
で
あ
る
こ
と
 

が
 理
解
さ
れ
る
 
よ
う
 に
な
る
。
す
な
わ
ち
詩
人
と
は
、
「
 

其
 の
」
詩
人
と
は
、
歴
史
を
始
め
る
人
の
謂
い
な
の
で
 

あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
l
 

は
へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
作
の
本
質
を
考
え
る
際
に
 

、
 「
 
あ
 た
か
も
祭
り
の
日
の
・
の
な
か
の
詩
句
、
「
 し か
し
今
こ
そ
夜
が
明
け
 

る
 。
私
は
待
ち
こ
が
れ
、
そ
れ
の
到
来
を
見
た
 

、
 /
 そ
し
 て
 私
が
見
た
も
の
、
聖
な
る
も
の
こ
そ
私
の
言
葉
で
あ
 

ね
 」
を
何
度
も
繰
り
返
 

し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
今
こ
そ
夜
が
明
け
る
 

」
と
い
う
詩
句
の
「
 
，
」
（
 

杏
 
3
-
t
 
 

が
、
す
な
わ
ち
詩
作
の
「
 
と
 き
 」
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
I
 

に
と
っ
て
の
関
心
の
的
に
な
る
。
こ
こ
で
「
夜
が
明
け
る
 

」
と
は
、
聖
な
る
も
の
の
到
来
が
意
味
さ
れ
て
い
る
が
 

'
@
 
」
の
「
 
今
 」
は
 、
年
 

譲
 
代
を
計
算
す
る
と
い
う
仕
方
で
決
定
さ
れ
る
と
い
っ
 

た
 性
格
の
も
の
 で
よ
よ
、
 

@
 ヵ
Ⅰ
（
 

4
-
@
 
 

。
 そ
う
で
は
な
く
て
こ
の
「
 
今
 」
は
 、
 聖
な
る
も
の
の
 
到
 

宗
 
ぬ
 
こ
の
 
来
が
詩
に
詠
ま
れ
る
「
と
ぎ
」
、
詩
に
詠
ま
れ
る
 

ょ
う
 な
仕
方
で
新
た
な
る
時
代
が
始
ま
る
。
 

@
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な
も
の
（
聖
な
る
も
の
）
が
如
何
な
る
言
葉
で
語
ら
れ
る
 か
 」
と
い
う
そ
の
時
代
の
核
心
に
関
わ
る
事
柄
を
定
め
 る
 人
の
こ
と
で
あ
り
、
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

こ
の
よ
う
な
詩
人
は
将
来
と
い
う
と
き
に
属
す
る
詩
人
だ
 と
さ
れ
る
。
で
は
い
っ
た
い
へ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
将
来
 ほ
 つ
い
て
ど
の
よ
う
な
 

決
定
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
 考
，
 
え
る
た
め
に
ま
ず
、
ヘ
ル
ダ
 
l
 リ
 ソ
 は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
 よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
の
 

 
 

最
も
偉
大
な
詩
人
」
（
の
 ヒ
ひ
 8
0
.
 
の
）
 と
見
徴
 さ
れ
て
い
 る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
 ち
へ
 
ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 は
 、
 

「
将
来
的
な
る
詩
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
わ
れ
わ
れ
の
 
」
詩
人
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
属
す
る
詩
人
と
考
え
ら
れ
 て
い
る
。
そ
し
て
わ
 

れ
わ
れ
の
時
代
と
は
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
に
よ
る
と
、
 
下
 過
ぎ
 去
っ
た
神
々
と
来
る
べ
き
神
と
の
 n
 間
の
日
時
代
」
①
 口
 ・
 
m
.
 ミ
 ）
、
そ
し
て
そ
 

@
 
け
 @
 

れ
 故
に
「
乏
し
き
時
代
」
 
締
 ・
 
p
.
o
.
 

）
で
あ
る
。
し
か
し
 ハ
 イ
デ
ッ
ガ
 l
 に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
 神
 な
き
時
代
 

」
と
は
神
的
な
る
も
の
 

が
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
時
代
で
は
な
く
、
こ
の
 よ
う
な
時
代
に
お
い
て
は
、
「
 
神
 な
き
」
状
態
に
耐
え
 る
と
い
う
仕
方
で
、
 
す
 

-
 
ぬ
 @
 

な
わ
ち
古
き
神
々
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
き
神
々
 が
 持
っ
て
い
た
神
性
を
心
の
な
か
に
懐
き
続
け
る
こ
と
 が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
へ
ル
ダ
ー
リ
ン
こ
そ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
 神
 な
ぎ
 」
状
態
に
耐
え
つ
つ
、
「
神
々
の
 
目
 配
せ
」
に
よ
っ
て
 
「
根
源
的
な
も
の
」
を
 

名
 づ
け
る
「
言
葉
」
に
恵
ま
れ
た
詩
人
で
あ
る
。
す
な
わ
 ち
へ
 ル
ダ
 一
 リ
ン
は
、
「
神
が
な
い
と
い
う
外
観
に
対
 し
て
恐
れ
を
抱
く
こ
と
 

な
く
神
の
欠
如
の
近
く
に
留
ま
り
、
欠
如
し
た
神
の
近
 み
 か
ら
、
 高
 ぎ
も
の
を
名
づ
け
る
 元
 初
の
言
葉
が
授
げ
ら
 れ
る
ま
で
、
欠
如
を
覚
 

倍
 し
て
 近
 み
に
お
い
て
待
ち
続
 け
 」
㊥
 午
ぴ
お
 ）
 た
詩
 大
 な
の
で
あ
る
。
 

（
 
M
@
 

詩
人
（
の
 A
.
 婁
 。
 四
 4
0
 
）
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
将
来
的
な
 
る
 詩
人
」
と
は
、
将
来
に
つ
い
て
決
定
を
行
な
 う
 詩
人
 、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
 l
 リ
 ソ
 こ
そ
が
新
た
 な
る
歴
史
を
始
め
る
こ
と
の
で
き
る
詩
人
、
す
な
わ
ち
 「
最
も
将
来
的
な
る
 

か ぅ 甲 

ほほへ 、 o 9 

新 そ の 
た し で 

な て る 
る ハ る 

時 イ   
代 デ ち 
の ッ よ 

始 ガ ラ 

ま @  と ・   
可 ヘ ヱ 

能 ル シ 
性 ダ ス 

を l 」 

見 り と 

て ン い 
取 の う 

っ 語 根 
て の 本 
い な 語 

る か に 
。 に よ 

  

  
而 もの」 形 （ 

  
れ れ 
て る 
い 時 
る 代 
彼 が 

の 始 
詰 ま 
イ年 つ 

の た 
な ょ 
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以
上
の
こ
と
か
ら
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
が
行
な
っ
た
「
将
来
に
 つ
い
て
の
決
定
」
と
は
、
古
き
神
々
に
代
わ
る
「
来
た
 る
べ
き
神
々
」
に
 
関
 

し
て
だ
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
は
 、
「
来
た
る
べ
き
神
々
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
 詩
を
詠
ん
だ
と
い
う
の
 

か
 。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 解
釈
は
、
ヘ
ル
 
ダ
 ｜
 リ
ン
の
後
期
の
「
賛
歌
」
に
集
中
す
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
 リ
ソ
 は
「
賛
歌
」
に
お
 

い
て
、
例
え
ば
「
平
和
の
祝
い
」
（
Ⅱ
（
 @
 
の
 
Ⅰ
の
 
已
式
簗
 ）
に
 見
 ら
れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
に
関
わ
る
よ
う
 な
 、
し
か
し
そ
こ
に
 ギ
 

リ
シ
ャ
の
神
々
の
雰
囲
気
も
漂
わ
せ
た
よ
う
な
「
神
の
事
 柄
 」
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
 う
 よ
う
に
、
古
き
神
々
の
 

神
性
を
詩
作
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
 こ
の
「
賛
歌
」
が
「
来
た
る
べ
 

き
 神
々
」
に
つ
い
て
 決
 定
を
与
え
る
も
の
だ
と
 

指
摘
し
な
が
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
で
は
ど
の
よ
う
な
 
決
定
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
説
明
を
し
て
い
な
い
。
も
 ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、
 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
根
本
語
と
も
言
う
べ
 

き
 
「
自
然
」
が
 、
 ギ
リ
シ
ャ
の
根
本
語
「
ピ
ュ
シ
ス
」
の
隠
れ
た
真
理
を
 表
現
す
る
も
の
だ
と
い
 

う
 指
摘
か
ら
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
 へ
 ル
ダ
 l
 リ
 ソ
 の
詩
の
 な
か
に
読
み
取
っ
た
将
来
の
神
（
々
）
 

と
ほ
 、
古
代
 ギ
 リ
シ
ャ
の
 、
 神
々
と
人
 

々
と
が
一
体
で
あ
っ
た
よ
う
な
神
々
と
同
質
の
も
の
で
あ
 ろ
う
と
解
す
る
こ
と
は
一
応
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
 ハ
 イ
デ
 ，
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
 

ダ
ー
リ
ン
解
釈
か
ら
「
来
た
る
べ
き
神
々
」
に
対
す
る
 決
 定
を
読
み
取
る
よ
り
も
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
は
 、
 「
詩
作
の
本
質
を
殊
更
 

に
 詩
作
し
た
も
の
だ
」
と
い
う
視
点
に
固
執
し
、
そ
の
 視
 点
か
ら
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
作
を
自
ら
の
「
存
在
の
思
 惟
 」
の
枠
内
で
解
釈
し
 

た
 。
こ
れ
は
彼
の
へ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 そ
の
も
の
の
解
釈
の
不
 徹
底
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
 せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
意
図
は
、
「
神
へ
の
問
い
」
を
ど
こ
ま
 

で
も
「
問
い
」
の
ま
ま
に
し
て
お
ぎ
た
い
、
と
い
う
こ
と
 で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
 

る
 。
そ
の
た
め
、
た
と
え
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
中
か
ら
 で
も
、
「
 神
 」
に
つ
い
て
の
断
定
的
な
結
論
を
引
き
出
す
 こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
 

訟
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
「
神
へ
の
問
い
」
は
 、
 「
 問
い
」
に
留
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
存
在
へ
の
問
い
」
を
 衝
き
動
か
し
て
い
く
。
 そ
 

卸
 

の
た
め
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 を
理
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
 の
 宗
教
の
中
に
哲
学
（
形
而
上
学
）
の
 元
 初
を
見
出
し
 た
 ハ
イ
デ
，
ガ
ー
は
 
、
 神
の
 

"
"
"
 

て
 
ス
 
Ⅰ
 

問
題
が
入
り
込
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
（
形
而
上
学
）
 

を
 
「
存
在
 ｜
神
｜
論
 
（
 
0
 耳
 。
 古
汀
 0
.
-
0
 

の
⑤
」
と
 見
徴
 し
、
 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
に
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こ
の
 

る
が
、
 

キ
よ
、
ヘ
 

サ
 

あ
る
。
 

ル
ダ
ー
 

デ
ッ
ガ
 

性
 そ
の
 

で
は
 よ

う
に
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
 な
か
に
宗
教
的
次
元
に
届
く
「
言
葉
」
の
可
能
性
を
見
 出
し
た
の
で
あ
 

こ
の
可
能
性
を
理
解
へ
と
も
た
ら
す
努
力
の
過
程
で
、
 

か
 え
っ
て
「
言
葉
」
そ
の
も
の
の
謎
が
深
ま
っ
て
い
っ
 
た
 。
と
い
う
の
 

ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
の
言
葉
は
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
も
の
 で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
ま
で
も
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
 い
な
い
か
ら
で
 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
言
葉
を
聴
き
 ぅ
 る
た
め
に
は
、
長
い
道
 程
を
必
要
と
す
る
。
後
期
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
の
思
惟
の
努
 力
 は
ま
さ
に
 
へ
 

リ
ン
の
詩
句
を
真
に
聴
く
と
い
う
こ
と
へ
向
け
て
な
さ
れ
 た
 、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
 為
 に
 晩
年
の
ハ
イ
 

I
 の
思
惟
は
、
「
言
葉
」
そ
の
も
の
を
問
 
う
 よ
う
な
、
 そ
 の
た
め
思
惟
そ
れ
は
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
 る
の
可
能
 

も
の
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
 る
 。
 

「
言
葉
」
と
い
う
自
ら
の
可
能
性
を
問
う
思
惟
に
と
っ
て
 
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
の
「
言
葉
と
の
関
わ
り
」
が
可
能
 な
の
で
あ
ろ
 

一   一 ' 

宗
教
と
言
葉
 

対
す
る
存
在
史
的
解
釈
へ
と
 向
ぅ
 こ
と
に
な
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 詩
 
-
 の
 解
釈
を
通
し
て
、
「
聖
な
る
も
の
」
の
命
名
が
歴
史
 の
 始
ま
り
と
な
る
こ
 

と
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
西
洋
の
（
哲
学
，
宗
教
の
）
歴
史
 ほ
 、
「
聖
な
る
も
の
」
が
「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
名
づ
げ
ら
 れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 始
 

ま
っ
た
と
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
 ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
そ
こ
に
お
い
て
「
聖
な
る
も
の
 」
が
名
づ
げ
ら
れ
語
り
 

出
さ
れ
て
い
る
の
な
か
に
「
宗
教
的
次
元
」
に
届
く
 言
葉
の
可
能
性
を
見
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
 で
 「
宗
教
的
次
元
」
に
 

届
く
言
葉
の
問
題
が
解
決
し
た
わ
げ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
 ヘ
ル
ダ
 l
 リ
ン
の
詩
作
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
「
言
葉
 」
な
の
か
、
と
い
う
こ
 

と
が
先
鋭
化
し
た
形
で
問
題
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
後
期
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
は
「
言
葉
」
そ
の
も
の
を
問
題
 と
す
る
 よ
う
 に
な
る
。
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う
か
。
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
は
そ
の
可
能
性
を
「
言
葉
に
関
し
 て
 経
験
を
す
る
（
 ヨ
ぎ
片
 「
の
 
づ
 「
 
a
c
 
す
 の
の
ぎ
の
Ⅱ
「
 

f
a
 

す
目
漏
ヨ
 
ヰ
り
ゴ
 

の
 
目
 
）
」
（
 

C
 の
・
の
・
 

p
 
臼
つ
 
）
 

と
い
う
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 は
 「
或
る
こ
と
に
関
し
て
経
験
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
 
を
 、
「
或
る
こ
と
が
わ
 

れ
わ
れ
に
降
り
懸
か
っ
て
来
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
或
る
 @
 
」
と
が
わ
れ
わ
れ
に
出
会
わ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
に
 
や
っ
て
来
て
、
わ
れ
わ
 

れ
を
転
倒
さ
せ
、
わ
れ
わ
れ
を
す
っ
か
り
変
え
て
し
ま
う
 こ
と
」
 守
 ・
 
p
.
o
.
 

）
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
或
る
 

こ
と
に
関
し
て
を
経
験
 

す
る
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
 の
で
は
な
く
、
或
る
こ
と
の
ほ
う
が
わ
れ
わ
れ
に
襲
い
 か
か
り
わ
れ
わ
れ
に
 影
 

響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
仕
方
で
な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
「
 壬
一
 

口
薬
に
関
し
て
経
験
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
わ
れ
わ
 れ
が
言
葉
の
呼
び
掛
け
 

口
 
要
求
 口
 に
耳
を
傾
け
そ
れ
に
従
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
 、
自
 ら
 を
そ
の
呼
び
掛
け
 月
 要
求
 口
 に
深
く
関
わ
ら
せ
る
こ
と
 」
 幹
 ・
 
p
.
o
.
 

）
と
考
え
て
 

い
る
。
す
な
わ
ち
自
ら
の
可
能
性
を
問
 う
 思
惟
は
、
「
 
@
 葉
の
呼
び
掛
け
」
に
聴
従
し
そ
れ
に
深
く
関
わ
る
と
い
 う
 仕
方
で
な
さ
れ
る
の
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
「
語
る
こ
と
」
へ
の
問
い
は
、
「
舌
口
薬
 

の
 呼
び
掛
け
」
の
問
題
へ
と
先
鋭
化
す
る
。
 

こ
の
と
き
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
 イ
デ
 ，
ガ
ー
が
言
葉
の
根
源
 を
 考
え
る
際
に
し
ば
し
ば
用
い
る
「
言
葉
が
語
る
（
田
の
 
の
 ㌧
Ⅰ
 
ヰ
い
 
す
 
0
 ㏄
㌧
Ⅰ
 

ず
す
 
（
・
）
」
 

と
い
う
表
現
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
奇
妙
な
同
 圧
 
由
 反
復
を
敢
え
て
使
っ
て
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
わ
れ
 わ
れ
が
語
る
と
は
、
 そ
 

の
 根
源
に
言
葉
そ
れ
自
身
の
語
り
、
「
言
葉
の
呼
び
掛
け
 
」
が
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
 人
 間
は
 、
こ
の
よ
う
な
 言
 

葉
の
語
り
を
聴
き
、
そ
の
「
言
葉
に
呼
応
す
る
と
い
う
 仕
 方
で
の
み
語
る
」
（
 
c
 中
の
お
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 で
は
舌
口
業
は
ど
か
 

つ
 よ
 う
 

卜
卜
圧
 

中
る
 か
 
り
か
。
ハ
 イ
デ
ツ
 ギ
 
刀
 1
@
 
は
 舌
ロ
 
ぅ
 、
「
舌
口
薬
 

、
、
、
、
 

は
 、
 静
 舩
か
 %
 か
 綾
 計
か
 し
 で
 語
か
 （
 
口
 @
 
の
の
っ
「
 

a
 
。
 
す
 の
の
っ
「
 

@
 
。
 
す
 （
 巳
 の
の
の
 
-
W
 
口
 （
宙
の
「
㏄
 

由
 -
 
汀
 ・
）
」
 

（
 
c
o
.
 

の
 芭
 。
こ
こ
で
「
言
葉
は
語
る
」
と
訳
さ
れ
た
 
し
ぽ
苦
宙
簗
 の
 蓮
 Ⅱ
 
ず
田
 ・
は
、
同
語
反
復
を
生
か
し
て
 「
言
葉
は
言
葉
す
る
」
 

   
 
 
 

譲
 
あ
る
い
は
「
言
葉
は
言
葉
に
な
る
」
と
も
訳
さ
れ
 ぅ
 る
の
で
、
こ
の
発
言
は
ま
た
、
「
言
葉
が
生
起
す
る
の
 は
 、
静
寂
の
鳴
り
響
き
と
し
 

 
 
 
 

 
 

て
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
八
宗
と
で
も
言
 

ぬ
 

う
 べ
き
「
静
寂
の
鳴
り
響
き
」
を
見
て
取
 

 
 

源
に
 、
い
わ
ば
「
 京
 言
葉
」
 

 
 



（
 
祷
 @
 

こ
こ
に
お
い
て
「
言
葉
の
語
り
」
の
問
題
は
、
「
静
寂
の
 
鳴
り
響
き
」
へ
と
 収
 飯
す
る
。
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
が
著
作
 
の
な
か
で
「
静
寂
 

（
の
（
 

@
-
-
 

。
）
」
、
「
静
か
な
（
乱
 

し
 」
と
い
う
言
葉
を
使
 5
 場
合
 、
そ
れ
ほ
非
常
に
根
源
的
な
こ
と
「
存
在
の
真
理
 」
や
「
神
々
の
神
性
」
 

に
 関
わ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
連
関
に
お
い
て
で
あ
る
 。
例
え
ば
「
哲
学
の
終
焉
と
思
惟
の
課
題
」
（
一
九
六
四
 

年
 ）
に
お
い
て
バ
ル
メ
 

二
 デ
ス
の
断
片
「
さ
て
汝
は
凡
て
を
、
す
な
わ
ち
一
方
に
 て
は
 き
 ん
ま
る
 き
円
 真
理
 b
 （
ア
レ
ー
テ
イ
ア
）
の
 揺
 が
 ざ
る
心
を
・
 

（
山
本
光
雄
訳
）
を
解
釈
し
つ
つ
、
「
ま
ん
ま
る
 き
円
 真
理
 b
 の
揺
が
ざ
る
 
心
 」
と
は
「
そ
の
最
も
固
有
な
意
味
に
 お
け
る
非
覆
蔵
性
Ⅱ
 ァ
 

レ
ー
テ
ィ
ア
 ロ
 そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
静
寂
の
場
所
」
（
 

お
 口
・
の
・
 

ぷ
 ）
が
意
味
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
静
寂
の
場
所
 が
 
「
初
め
て
非
覆
蔵
性
 

を
 授
け
る
」
 
守
 ・
 
p
.
o
 

し
と
考
え
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 は
 
「
真
理
」
と
訳
さ
れ
る
「
ア
レ
ー
テ
ィ
ア
」
の
 
固
 有
の
意
味
を
「
非
覆
蔵
 

性
 」
（
 c
 コ
き
巨
 。
 
お
紺
ォ
の
 
@
 
（
）
」
あ
る
い
は
「
Ⅱ
森
の
な
か
の
 空
地
の
如
き
口
明
け
開
け
（
 コ
 。
 
ォ
 （
 
仁
コ
の
 

）
」
と
理
解
す
る
が
 

こ
の
よ
う
な
ア
レ
 
@
 

テ
ィ
 ァ
 を
思
慮
す
る
人
揺
る
が
ざ
る
心
を
も
っ
た
 人
 1
@
 は
 
「
静
寂
の
場
所
」
に
居
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
 

実
は
こ
の
「
静
寂
の
場
 

所
 」
に
よ
っ
て
初
め
て
ア
レ
ー
テ
イ
ア
が
授
け
ら
れ
る
、
 

と
 考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 は
 、
固
 有
の
意
味
に
お
け
る
 真
 

理
 

そ
れ
は
「
存
在
の
真
理
」
と
呼
ば
れ
る
が
 与
 え
ら
れ
る
場
所
の
在
り
方
を
「
静
寂
」
と
考
え
て
い
 
る
 。
さ
ら
に
「
静
寂
」
 

は
 、
宗
教
的
連
関
で
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
は
 
同
根
拠
 律
 b
 の
な
か
で
、
 
ア
ソ
 ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ジ
 
ウ
ス
 の
詩
句
「
根
底
に
 

お
い
て
、
神
の
欲
す
る
ま
ま
に
、
神
に
向
 ぅ
 静
か
な
心
、
 
/
 そ
の
よ
う
な
心
は
好
ん
で
神
に
よ
っ
て
揺
れ
動
か
 

さ
れ
る
こ
れ
が
 神
 

0
%
 

奏
で
あ
る
。
」
（
の
 

G
.
 
の
・
 
ロ
の
 ）
を
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
 音
楽
の
精
髄
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
 こ
こ
で
「
根
底
に
お
い
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

て
 神
に
向
 ぅ
 静
か
な
 心
 」
の
な
か
に
神
と
人
間
と
の
最
も
 深
い
結
び
つ
き
が
見
ら
れ
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
 ，
ガ
｜
 の
 著
作
に
お
い
て
も
、
 

「
静
か
な
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
 
神
 
（
 
と
 名
づ
け
る
べ
 
き
 も
 の
 ）
」
と
の
根
源
的
な
関
わ
り
が
問
題
と
な
る
と
き
、
 

あ
 る
い
は
「
来
た
る
べ
 

@
 
盟
 "
 

き
神
 
（
々
）
」
が
予
感
さ
れ
る
場
面
な
ど
で
し
ば
し
ば
 
使
 わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

で
は
こ
の
よ
う
な
根
源
的
の
も
の
が
恵
ま
れ
る
場
所
、
神
 的
な
も
の
と
関
わ
る
場
所
の
「
静
寂
」
が
「
鳴
り
響
く
 」
と
は
、
ど
の
よ
 う
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教
 

士
小
 

一
差
 

一
 
一
 
一
 
口
 

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
小
論
の
 テ
 一
マ
で
あ
る
「
 占
 
示
教
と
言
葉
」
に
つ
い
て
考
え
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 思
 

惟
に
 即
し
た
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
宗
教
の
始
ま
り
、
 宗
教
に
お
け
る
根
源
的
な
出
来
事
は
、
「
聖
な
る
も
の
 

水
遠
 に
同
一
な
 

る
 真
理
が
名
づ
げ
ら
れ
る
（
語
り
出
さ
れ
る
）
 と
い
 ぅ
 と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
 っ
た
 。
し
か
も
こ
の
 命
 

名
 ，
発
語
が
聖
な
る
も
の
の
側
か
ら
の
何
ら
か
の
「
自
酌
 せ
 」
を
受
け
て
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
 宗
 教
 に
共
通
し
て
い
る
。
 

ゴ
ー
タ
マ
・
フ
ッ
 ダ
 の
説
法
、
イ
エ
ス
の
宣
教
、
ム
ハ
 ソ
 

リ
 出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
始
祖
た
ち
の
与
一
 

口
業
 は
、
 語
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
を
始
め
る
 

マ
ド
 に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
神
の
舌
口
業
「
ク
ラ
 
一
ソ
 」
 
、
，
 

形
骸
化
し
無
力
化
し
た
 

」
れ
ら
仏
教
、
キ
リ
ス
 

ト
教
 、
イ
ス
ラ
ム
教
の
元
 初
 と
な
る
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 独
自
の
仕
方
で
「
聖
な
る
も
の
」
を
名
づ
 け
 
「
永
遠
に
 同
一
な
る
真
理
」
を
 語
 

主
日
 文

 化
を
打
ち
破
り
、
新
た
な
る
文
化
を
創
造
す
る
と
 い
う
性
格
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
 た
 歴
史
は
、
始
祖
た
ち
 

の
 言
葉
を
巡
っ
て
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
 ち
 始
祖
た
ち
の
言
葉
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
真
理
と
し
 て
 固
定
化
さ
れ
る
に
 伴
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な
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
存
在
が
 
「
存
在
」
と
名
づ
げ
ら
れ
る
「
以
前
」
、
神
々
が
「
 神
 々
」
と
名
づ
げ
ら
れ
る
 

「
以
前
」
と
で
も
言
 
う
 べ
き
「
根
源
的
な
も
の
」
、
「
聖
な
 
る
も
の
の
次
元
」
（
 
由
ェ
 
・
の
き
が
自
ら
を
覆
蔵
し
た
ま
 
ま
で
告
げ
知
ら
せ
る
、
 

と
で
も
言
 う
 べ
き
事
態
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
静
寂
 」
の
「
鳴
り
響
き
」
は
「
聴
く
耳
を
も
つ
者
」
に
よ
っ
 て
の
み
聴
か
れ
る
 コ
ト
 

で
あ
り
、
「
聴
く
耳
を
も
つ
者
」
と
は
、
長
き
思
惟
に
 
堪
え
る
と
い
う
仕
方
で
存
在
を
保
護
し
た
者
、
古
き
神
 
々
を
断
念
し
 神
 な
き
 状
 

態
 に
堪
え
る
と
い
う
仕
方
で
神
性
を
守
り
、
来
た
る
べ
き
 神
 
（
々
）
を
待
ち
望
ん
で
い
る
者
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 
そ
の
コ
ト
バ
は
沈
黙
で
 

あ
る
た
め
、
そ
の
「
静
寂
の
鳴
り
響
き
」
は
、
「
聴
く
耳
 
を
も
つ
者
」
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
人
間
の
「
 
@
 葉
 」
と
し
て
語
り
出
さ
 

れ
る
応
答
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
 よ
う
な
根
本
語
の
発
語
こ
そ
、
言
葉
の
最
も
根
源
的
な
 生
起
で
あ
り
、
宗
教
の
 

始
ま
り
な
の
で
あ
る
。
 



0
 枠
組
み
を
打
破
す
る
も
の
で
ほ
な
い
と
 見
倣
 さ
ざ
る
を
 え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
 の
 限
田
㍗
は
 
、
先
げ
 
に
指
摘
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
 
へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
の
中
に
予
感
し
た
 「
新
た
な
時
代
」
、
そ
の
「
新
た
な
文
化
」
と
は
、
従
来
 

の
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
 

根
拠
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
 0
 枠
組
み
を
破
る
新
し
い
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
と
 は
 言
え
な
い
。
従
っ
て
 

ル
ダ
ー
リ
 ソ
 解
釈
は
 、
 自
ら
の
「
存
在
の
思
惟
」
の
枠
内
 で
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
存
在
の
思
惟
」
 ほ
 

こ
こ
で
は
そ
の
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
 リ
ン
解
釈
を
通
し
て
、
哲
学
（
形
而
上
学
）
に
刻
印
 づ
 け
ら
れ
た
こ
れ
ま
で
の
 

時
代
を
超
克
す
る
よ
う
な
、
新
た
な
文
化
の
可
能
性
を
一
 

が
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
指
摘
し
た
よ
 う
 に
 

ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
 ー
の
 へ
 

を
 始
め
る
「
始
祖
」
と
 
見
徴
 し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
 
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
考
察
か
ら
、
そ
の
 

ょ
う
 に
言
 う
こ
 と
は
可
能
で
あ
る
と
 
思
 

わ
れ
る
。
晩
年
の
ハ
イ
 
ヂ
ッ
ガ
 ー
 は
 、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 言
葉
に
聴
き
入
る
一
聴
聞
者
に
留
ま
ろ
 

う
 と
し
て
い
る
 

 
 

史
の
始
ま
り
を
見
る
。
そ
し
て
へ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
の
「
 自
然
」
と
い
う
舌
口
薬
の
な
か
に
、
こ
の
「
ピ
ュ
シ
ス
」
が
 

表
現
さ
れ
て
い
る
の
を
 

見
出
し
、
そ
こ
に
新
し
い
時
代
の
始
ま
り
の
可
能
性
を
予
 慰
 し
た
の
で
あ
る
。
で
 は
 ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
 ー
は
 へ
 ル
ダ
ー
 リ
ソ
 を
 、
 新
た
な
時
代
 

ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
一
は
 「
聖
な
る
も
の
」
が
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
 て
 「
ピ
ュ
シ
ス
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
西
洋
の
（
 
古
 
示
教
・
哲
学
の
）
 歴
 

同
一
な
る
真
理
」
を
体
得
し
、
そ
の
真
理
を
理
解
可
能
 な
 
（
そ
の
時
代
に
お
い
て
聴
か
れ
 
ら
る
 ）
言
葉
で
表
現
す
 る
と
い
う
こ
と
に
存
す
 

る
 、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
従
来
の
文
化
を
根
底
 か
ら
打
破
す
る
よ
う
な
、
時
代
を
先
駆
け
る
よ
う
な
 @
=
 

ロ
 
葉
 で
真
理
を
語
る
宗
教
 

若
 こ
そ
が
、
始
祖
と
呼
ば
れ
る
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
た
め
に
必
要
に
応
じ
て
 元
 初
の
言
葉
が
そ
の
時
代
の
 言
葉
に
翻
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
宗
教
者
の
 営
み
と
は
、
「
永
遠
に
 

い 脱 い 

く す 、 
か る そ 
ら も の 

での あ で 言 葉 
る は 力、 

。 な ら   
虫 青 が 

に 葉 抜 
登 が け 
楊 時 落 
す 代 ち 
る と て 
多 英 い 

く の にく 変 。 
聖 化 と 

者 す い 
た る ぅ 

ち ぼ の 

0 通 は 
営 れ 始 
み て 祖 と ナ - Ⅰ 

は 固 ち 
" 定 の 

胎 化 育 
粗 さ 葉 
た れ と 

ちたい の元え 

ども 言葉 初の一 

「人 に再言葉 
び は 間 
真 た の   
回 無 」 
復 意 で 
す 味 あ 
る な る 
努 託 と 

力 骨 ぃ 

で と う 

あ 化 @ 生 

りし 、 てを 格 
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宗教と言葉 

な 問 の 最 
可 い よ 後 
能 」 5 期 
性 を な の 
を 吉 言 語 

模 む 葉 の   索 ハ に な 
す ィ ょ か 
る デ る に 

小 ・ 胆 ガ   新 真 

語 を の 
摯ガた な l 芯聖 「 

c=. 
「 

スヰ 

  一 

普 して 「野の 

も く   
の し 窒   

" 私 

ま、 ヵ｜ 聖る。こと非常 教会 ほ、 ぎを 向 の思惟 も象徴 この道 脇 p 
に 0 ％ 城 の 的 は の の ハ     

キ l   
新 へ て が目 イデッ デッガで はな 教会の 戻る方 教 スト してい （ 目窃 ・ @ しヒ た の そ 

45  (249) 

@
 
コ
 @
 

人
間
と
の
原
初
的
な
関
わ
り
が
素
朴
な
言
葉
で
歌
わ
れ
て
 い
る
に
対
し
積
極
的
な
解
釈
を
行
な
っ
て
い
な
い
 。
し
か
し
筆
者
は
こ
の
 

し
た
へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 そ
の
も
の
の
解
釈
の
不
徹
底
さ
と
 密
 接
 に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 は
 、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
 

ツ
ィ
ン
マ
ー
家
の
一
室
（
塔
の
二
階
の
部
屋
）
に
お
い
て
 行
 な
っ
た
最
後
期
の
詩
作
１
１
そ
こ
で
は
「
 春
 」
・
「
 
ゑ
 .
 
」
な
ど
の
題
で
自
然
と
 



合
引
用
略
記
号
（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
著
作
）
）
 

Q
 下
 ）
 
ひ
 -Q
 の
の
 
ド
ヨ
 （
 
p
E
 
の
的
ド
 

プ
 
の
㏄
 ド
コ
ヰ
 

）
 
ひ
 "
 下
年
の
ヰ
 
の
～
Ⅱ
 
舌
 ド
ア
～
 

年
コ
 
㎎
 ヰ

 
の
の
り
の
 
中
 左
の
臣
の
 

ト
 
の
 ト
つ
 
l
 ト
の
べ
ひ
 

Q
 下
 ㏄
 
o
@
Q
 の
の
 
ド
ヨ
 （
 
p
E
 

の
㎎
㏄
丁
の
㏄
 

ド
コ
ヰ
 

㏄
 
0
 。
 く
 0
 ～
 
-
 
の
の
年
コ
 

幅
 ）
の
㏄
 

ト
 
Ⅰ
㏄
 
印
 @

 目
ぴ
 
圧
の
 ユ
 ぎ
の
 目
 Ⅱ
日
ロ
の
コ
マ
 

Q
 浅
ヨ
曲
コ
ず
 
目
合
 偉
臣
ト
 
マ
り
目
㌧
 ア
の
ぎ
 

戸
 
'
 
。
 

Q
 ト
巾
 ㏄
 @Q
 の
の
 
ド
ヨ
 （
 
p
E
 
の
㎎
㏄
丁
の
㏄
の
 

コ
ヰ
印
ひ
 

。
 く
 。
 
ユ
 の
の
年
中
幅
）
の
ト
 

ド
 @
 宮
 び

 
圧
の
 
ユ
 ぎ
の
 目
 Ⅱ
ヨ
中
の
マ
ロ
 
笛
 
（
二
の
～
 

今
 

Q
 下
の
の
 
@
Q
 ㊤
 ド
 
ヨ
立
年
 の
 
㎎
㏄
丁
の
㏄
 
ド
臣
ヰ
 

0
9
 ㏄
 ゑ
 （
～
 
ル
 的
の
 
N
E
 
～
 づ
巨
 -
0
 
の
 

0
 寸
ア
 
目
 
（
 
づ
 0
 ～
目
口
弓
立
的
中
 

@
 
㏄
）
 

Ⅱ
 雷
 @
 ロ
 ニ
曲
 年
 （
の
～
年
中
的
の
中
 

N
 年
立
 0
-
 
ヰ
目
由
 
二
の
り
ピ
ア
円
仁
 

臣
 ㎎
 巾
 Ⅱ
 
ド
 二
オ
 
下
 

年
円
 
（
㏄
 ヨ
ナ
 自
生
コ
・
 

ト
の
印
 

）
・
（
 
く
 @
 
の
 
Ⅱ
圧
の
下
 
年
臣
 ㏄
的
の
 
ト
 
の
Ⅱ
 
ト
 
）
 

Ⅱ
 り
 @
 し
 の
～
Ⅱ
 
匹
ヰ
 毛
の
 

m
.
 

Ⅱ
Ⅱ
い
中
オ
 

片
 
年
展
 ド
 
ヨ
 
ナ
臣
 
㏄
 P
 
申
 ・
 ト
の
印
 

㏄
（
下
り
 
ア
 （
 
0
%
 年
 
h
-
 
の
滅
の
 
ト
 
の
㏄
 
ひ
 
）
 

の
の
り
の
～
の
い
鯨
 づ
 。
 目
 Q
 ～
 
年
臣
ヰ
づ
 h
E
-
-
 

ぎ
 ㎎
の
 
コ
 
・
哀
切
 べ
 （
 
く
 @
 
の
 
～
（
の
 

下
年
 h
-
 
㏄
的
の
 
ト
 
の
 
べ
ト
 
）
 

（
 
り
 @
 （
 
ヰ
 。
申
文
（
 

W
 （
 年
目
ヰ
 
し
目
 片
 
0
 ～
 
0
 目
Ⅱ
 づ
下
 
年
年
 
ぎ
 ㎎
の
 
コ
 ・
 ト
の
印
べ
 

（
の
の
り
 

す
 ㏄

（
の
 

下
年
 空
中
的
の
 
ト
 
の
 
べ
 ㏄
）
 

亡
 の
 @
 口
口
目
 

e
 Ⅱ
毛
の
的
の
Ⅱ
 

年
円
 
の
 寸
 Ⅱ
㏄
 
リ
 ア
の
 り
片
年
 

-
 
二
口
的
の
 

コ
 ・
 ト
 
の
町
の
（
の
の
り
 

す
 
㏄
圧
の
下
 
年
ニ
 の
的
の
 
ト
 
の
 
べ
 の
）
 

円
丙
 @
 り
ピ
 円
の
り
 

ア
 
三
オ
年
中
ヰ
 ヰ
げ
丙
臼
 ～
の
・
づ
目
 
目
ぎ
 的
の
 
コ
 ・
）
の
ひ
 

い
 （

 
く
宙
 ～
（
の
 

下
 E
h
 
宙
 的
の
）
の
 
べ
 
の
）
 

旧
目
 -
 毛
巳
宙
 （
 目
簿
宅
す
 日
中
ヨ
・
Ⅱ
 
あ
コ
 オ
官
展
 ド
ヨ
ま
 ㏄
 
ぎ
 ・
 こ
 ひ

の
 （
 
由
宙
圧
 

の
下
口
 h
-
 
の
的
の
 
ト
 
の
べ
 
印
 
）
 

い
の
し
 
一
い
年
 
～
の
 

p
n
 

ア
の
ヰ
 の
の
り
の
二
方
の
 

コ
 の
・
 
円
由
匡
臣
 
㎎
の
 
コ
 
・
）
の
の
の
（
 

N
 毛
 の

ぎ
の
 
下
 年
コ
 
ド
 的
の
 ト
 
の
 
べ
 の
）
 

巾
円
 @
 づ
ア
 
曲
目
。
日
の
目
 

0
-
o
m
@
o
 

年
中
ヰ
 
円
ア
の
 
0
-
0
 

㎎
 
ず
 ・
 巾
 Ⅱ
の
目
オ
 

片
年
ユ
 
㏄
 
日
 ま

田
 畢
 
）
の
 
へ
 っ
 

一
証
 

（
 
l
 ）
 
G
.
 

ス
タ
イ
ナ
ー
具
申
 

ま
叩
と
 
沈
黙
 日
 （
上
）
（
下
）
（
由
良
 芳

美
 他
訳
 、
せ
り
か
書
房
）
 、
 特
に
そ
の
な
か
の
目
口
語
か
ら
の
 退

却
」
参
照
。
 

（
 
2
 ）
「
存
在
」
が
西
洋
の
形
而
上
学
の
元
和
で
あ
り
な
が
ら
 形
 面

上
半
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
 よ
う
 に

 、
「
聖
な
る
も
の
」
 

も
 西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
元
和
で
あ
り
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
 お

い
て
忘
却
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 の
 思

惟
の
な
か
に
あ
る
 

と
 推
測
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 イ

デ
ッ
ガ
ー
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
 
｜
 形
而
上
学
的
（
 り
オ
 
～
 
@
 
の
 
（
 
-
@
e
 

ア
 。
（
（
）
の
（
い
口
 

す
 Ⅱ
㏄
 
デ
臼
 @
 
）
 

と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
る
よ
 う
 に
お
 も

わ
れ
る
。
（
 づ
笹
 ・
 Q
 下
日
。
 卯
ひ
 e
 

か
っ
た
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
 
3
 ）
 
G
.
 

ス
タ
イ
ナ
ー
 

は
コ
 
ハ
 イ
ヂ
ガ
 1
 日
（
岩
波
書
店
「
 同
 時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
 

1
2
5
.
 生
松
 敬
三
課
）
の
な
か
で
、
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
 
対
 

す
る
こ
の
 
ょ
 5
 な
評
価
の
相
違
に
つ
い
て
、
非
常
に
適
切
に
「
 ど
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
鋭
敏
か
つ
誠
実
な
証
人
た
ち
が
、
一
方
 で
は
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
 は
 

冗
 舌
な
い
か
さ
ま
師
で
良
識
を
毒
す
る
者
で
あ
る
と
言
い
、
 

他
 方
で
は
こ
れ
に
反
し
、
 

破
 こ
そ
達
識
明
察
の
士
で
あ
り
、
そ
の
 労
作
は
人
間
の
内
的
 

条
件
を
刷
新
す
る
哲
学
の
教
師
で
あ
る
と
言
 う
 、
そ
う
し
た
が
 よ
そ
正
反
対
の
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
 

ソ
 ク
ラ
テ
 

ス
 以
来
の
西
洋
思
想
史
全
般
を
通
じ
て
か
く
も
絶
対
的
に
判
断
 が
 相
異
す
る
 
例
 ほ
ほ
か
に
 
は
 な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
 い
る
。
司
書
五
十
 

四
ぺ
ー
ジ
参
照
。
 

（
 
4
 ）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 父
 フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
 
聖
 マ
ル
テ
ィ
ン
 教
会
の
傭
人
に
し
て
 楠
 職
人
で
あ
り
、
 
母
ョ
ハ
ナ
 
は
カ
ト
リ
ッ
 
ク
 信
仰
の
篤
い
土
地
 ゲ
 

ツ
 ギ
 ソ
 ゲ
ン
の
出
身
で
あ
る
。
 

弟
 フ
リ
ッ
ツ
は
故
郷
の
銀
行
に
 

勤
め
る
傍
ら
 、
 兄
の
原
稿
を
タ
イ
フ
に
打
っ
た
。
ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
｜
 
が
 生
ま
れ
育
っ
た
 

家
庭
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
篤
い
信
仰
に
包
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
 -
 
」
と
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
に
、
生
涯
に
一
日
一
っ
て
影
響
を
及
ば
 
し
た
と
思
わ
れ
る
。
 

（
 
5
 ）
ハ
イ
デ
 
ソ
ガ
 ー
 は
 、
卒
業
後
は
教
会
 職
 に
と
い
う
条
件
 で
 奨
学
金
を
得
て
、
ボ
 l
 デ
ン
湖
畔
の
コ
ソ
 
ス
タ
ソ
ツ
 
の
ハ
イ
 ン
 リ
ヒ
・
ズ
ー
 
ゾ
 
・
 ギ
 

ュ
 ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
入
学
し
た
。
 

（
 
6
 ）
 弔
ひ
む
 

む
の
す
「
・
 

0
 （
（
 

0
 一
も
 巽
も
 め
コ
か
 

さ
ぬ
 
憶
 寒
さ
 ミ
 ぎ
生
 め
ぎ
武
憶
 
e
r
 

田
田
 

円
 
Ⅱ
 
申
 -
 
二
コ
 
む
 
e
 コ
 
・
Ⅱ
 つ
ひ
 
㏄
。
㏄
・
い
 
0
 Ⅱ
 

（
 
7
 ）
Ⅰ
 0
%
 ご
ゴ
 ・
 木
 ㏄
 
呂
 @
 馬
ぬ
 ～
も
 

氏
憶
憶
氏
コ
も
 
心
さ
 
や
壷
 
「
ぎ
も
 憶
 
え
記
憶
 壷
 
「
 い
隠
拝
 G
 び
 （
エ
コ
 

的
 
e
 コ
 ・
 "
 
ト
 
つ
 
0
0
 

。
㏄
・
Ⅱ
 

ぃ
 （
Ⅱ
Ⅱ
㏄
 

コ
オ
 
Ⅱ
 
申
コ
 Ⅰ
 
ヲ
 （
：
・
 
ト
つ
肌
 

㏄
 
）
 

（
 
8
 ）
せ
性
・
 
Q
 ㏄
 隼
 ㏄
 
ヨ
銭
 ，
 由
 ・
 
G
@
 

馬
足
も
め
ぬ
 

め
ぬ
 
「
 
め
 ）
亡
 

@
 憶
ベ
，
円
 
む
ま
 コ
 む
 。
 
コ
 Ⅱ
 
つ
 
㏄
㏄
。
㏄
・
ト
ト
 

い
 

（
 
9
 ）
ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
 
ー
 は
 、
と
り
わ
け
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 解
釈
に
 お
い
て
、
神
の
こ
と
は
を
発
語
す
る
詩
人
の
こ
と
ば
に
対
し
て
 
ほ
圭
 。
 コ
を
 、
そ
し
 

て
 人
間
の
こ
と
ば
 ほ
 対
し
て
ほ
 苦
き
ヰ
 の
を
原
則
と
し
て
用
い
 て
い
る
。
私
は
訳
す
場
合
に
ほ
 圭
 。
 コ
を
 
「
 
言
 
（
こ
と
は
）
」
 
、
 ㏄
屈
曲
 の
プ
ゆ
 
を
「
 @
-
 

ロ
 

葉
 」
と
し
た
が
、
本
文
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
こ
の
 ょ
う
 な
 使
 い
 分
け
せ
し
な
か
っ
た
。
な
お
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 一
白
身
、
二
つ
の
 
廿
 
百
 葉
を
厳
密
に
使
い
 

分
け
て
ほ
な
い
。
 

（
Ⅲ
Ⅲ
）
 
セ
む
 
P
.
 
の
 く
キ
 

・
㏄
 9
 。
 市
平
 
㏄
 ぃ
 

（
Ⅲ
）
 づ
 
m
-
.
 
門
出
・
の
・
 
ト
つ
 

 
 

 
 

 
 

一
一
一
日
 （
 
m
 ）
詩
作
の
「
と
き
」
、
と
り
わ
け
「
 今
 」
の
問
題
に
関
し
て
 は
 、
全
集
五
三
巻
で
 へ
 ル
ダ
 l
 リ
ン
の
 詩
 
「
イ
ス
タ
 
l
 」
の
 冒
頭
の
詩
句
「
今
来
た
㎝
 

と
 

教
 

ね
 、
大
よ
」
の
解
釈
の
際
に
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
 は
 
「
 
今
 」
 ほ
 
「
性
起
（
 芭
こ
 @
 
の
三
 と
を
名
づ
け
る
」
と
言
わ
れ
て
 
い
る
。
全
集
五
三
打
 

土
木
 

巻
 、
と
り
わ
け
五
ぺ
ー
ジ
以
下
参
照
。
 



（
 M
 ）
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
「
と
き
」
の
考
え
の
な
か
に
、
 初
 期
 フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
の
「
カ
イ
ロ
ス
と
し
て
の
時
間
」
と
い
 ぅ
 考
え
が
入
り
込
ん
で
 

 
 

い
る
で
あ
ろ
ら
と
指
摘
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
「
神
へ
の
間
 い
 」
と
い
う
観
点
か
ら
は
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
一
力
 イ
ロ
ス
」
と
は
、
 
量
 

4
 

的
に
測
定
可
能
な
ク
ロ
ノ
ス
と
し
て
の
時
間
と
異
な
り
、
主
の
 来
臨
の
 ょ
 ら
な
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
「
と
ぎ
」
に
対
し
て
用
 い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
 

酸
 

 
 

り
 、
新
約
聖
書
の
な
か
で
も
何
度
も
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
 P
.
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
カ
イ
ロ
ス
に
つ
い
て
「
歴
史
が
 、
目
 （
仲
酌
 

状
況
に
お
い
て
、
 

神
 

の
国
の
中
心
的
顕
示
の
突
入
を
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
ま
 で
 成
熟
し
た
瞬
間
」
（
 
P
.
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 ノ
 土
井
真
 俊
訳
ヨ
組
 織
 神
学
 ヒ
 第
三
巻
、
 

新
教
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、
四
六
四
ぺ
 ー
 ジ
）
と
語
り
、
 
こ
 の
 概
念
を
終
末
論
と
の
連
関
で
彼
の
歴
史
哲
学
の
中
心
概
念
と
 し
て
使
っ
て
い
る
。
 

こ
の
時
間
概
念
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
一
基
 
一
 
0
 イ
一
 
一
年
の
講
義
「
宗
教
現
象
学
入
門
」
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
が
 0
.
 ペ
 ゲ
ラ
 ー
 教
授
 

の
 報
告
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
 

ペ
 ゲ
ラ
 ー
 教
授
に
よ
る
と
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
パ
ウ
ロ
が
主
の
再
来
 は
 つ
い
て
語
っ
た
 
言
 葉
 、
す
な
わ
ち
「
 兄
 

弟
 た
ち
、
そ
の
時
と
時
期
に
つ
い
て
あ
な
た
が
た
に
は
書
 き
記
 す
 必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
盗
人
が
 夜
 や
っ
て
来
る
よ
う
に
、
 

主
 0
 日
は
来
る
と
い
う
 

こ
と
を
、
あ
な
た
が
た
自
身
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
」
（
 
テ
 サ
ロ
 
ニ
ケ
の
信
徒
へ
の
手
紙
・
 

一
 、
 5
.
1
 
１
 2
 、
新
共
同
訓
 ）
の
解
釈
を
通
し
 

て
 、
カ
イ
ロ
ス
論
的
時
間
概
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
の
こ
 と
で
あ
る
（
 0
.
 

中
緒
む
の
 

-
 
の
 グ
前
掲
 書
 
の
の
の
 

h
.
 

）
。
す
な
わ
ち
 主
の
再
来
と
い
っ
た
 

出
来
事
は
、
「
盗
人
が
 
夜
 や
っ
て
来
る
よ
 ち
 に
」
や
っ
て
来
る
の
 
で
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
年
数
を
計
算
す
る
と
い
っ
た
仕
方
 で
は
対
処
す
る
こ
と
 

が
で
き
ず
、
そ
の
 ょ
 ら
な
出
来
事
に
対
し
て
は
、
自
己
の
生
そ
 の
も
の
を
賭
る
と
い
っ
た
決
断
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
 カ
イ
ロ
ス
論
的
時
間
 

を
 通
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
 神
の
問
題
、
信
仰
の
問
題
が
ど
 こ
ま
で
も
「
自
己
の
生
そ
の
も
の
を
賭
る
問
題
」
で
あ
る
こ
と
、
 す
な
わ
ち
「
 補
 へ
 

0
 間
 い
 」
が
「
自
己
へ
の
問
い
」
で
あ
る
こ
と
を
自
党
す
る
に
 至
っ
た
の
で
あ
る
。
 

（
 巧
 ）
 
日
 哲
学
へ
の
寄
与
 口
 に
お
い
て
「
将
来
的
な
る
者
」
は
「
 最
後
の
神
」
（
由
の
「
 -
 
の
 （
 
N
 （
の
 Q
 。
 コ
 ）
と
の
連
関
で
語
ら
れ
て
い
 る
 。
「
最
後
の
神
」
は
 、
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
神
へ
の
問
い
」
を
考
え
る
場
合
に
重
要
で
 あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
が
 ョ
 哲
学
へ
の
 
寄
 年
ロ
の
な
か
に
し
 

か
 登
場
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
「
著
作
」
に
 対
 し
て
は
立
ち
入
っ
た
考
察
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
鑑
み
、
 ，
 
」
こ
で
は
敢
え
て
 取
 

り
 上
げ
ず
、
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。
 

（
 円
 ）
 
ョ
 哲
学
へ
の
寄
与
 ヒ
 で
は
、
「
 有
 
（
 
ぎ
ゼ
コ
 ）
の
真
理
」
、
 一
 右
の
本
質
現
成
（
 毛
 2
 目
色
」
の
建
立
に
携
わ
る
よ
う
な
稀
な
 人
 に
対
し
て
、
「
将
 来
 

的
な
る
者
（
臼
の
 
N
 ロ
オ
む
コ
Ⅱ
（
 

@
 
の
の
 
コ
 ）
」
と
い
う
一
 
@
 い
方
が
さ
れ
て
 
い
る
。
 

（
Ⅳ
）
 ョ
 哲
学
へ
の
寄
与
 ヒ
 で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
を
、
「
 有
 が
 離
れ
去
っ
て
い
る
（
 ぽ
ゼ
コ
 の
 づ
 の
「
 

-
a
 

の
の
の
 

コ
ゴ
 
の
 @
 
（
）
」
時
代
で
あ
る
 と
 考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

（
㎎
）
 づ
の
 
-
.
Q
 
ト
 ・
㏄
 タ
 
の
の
 印
 

（
㎎
）
 

M
.
 

エ
ン
デ
の
名
作
 

コ
 モ
モ
ヒ
の
中
に
、
「
 星
 降
る
夜
の
 
ま
っ
た
 き
 静
寂
の
な
か
で
微
か
な
し
か
し
力
強
い
（
音
楽
 マ
を
 モ
モ
が
聴
き
、
そ
れ
 



葉
 

の
 
言
葉
そ
の
も
の
が
注
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

   
 

一
一
一
一
Ⅰ
 

 
  

 

と
 

教
 

 
 

 
 

十
本
 

が
彼
 な
の
心
に
し
み
入
っ
た
」
と
い
っ
た
内
容
の
描
写
が
あ
る
 （
Ⅱ
 
コ
ヰ
 
の
・
 
ミ
 ・
 
@
 寒
 っ
ま
 
P
 
い
目
 @
 じ
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
（
 音
楽
）
こ
そ
、
 
静
 

寂
 そ
の
も
の
の
響
き
、
静
寂
そ
の
も
の
の
語
り
掛
け
、
つ
ま
り
 「
静
寂
の
鳴
り
響
き
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
静
寂
の
 

鳴
り
響
き
」
は
 、
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
葉
の
木
質
の
な
か
に
見
る
「
神
々
の
語
り
掛
 
け
 
（
呼
び
求
め
）
」
、
「
存
在
の
語
り
掛
け
（
呼
び
求
め
）
」
と
 同
 質
 の
も
の
で
あ
ろ
 

@
O
 

（
 初
 ）
言
葉
の
根
源
を
表
わ
す
「
静
寂
の
鳴
り
響
き
」
に
関
し
 て
は
、
辻
村
公
一
教
授
の
論
文
「
静
け
さ
の
 響
 」
（
辻
村
公
一
 著
 
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 

思
索
 三
 、
創
立
社
、
一
九
九
一
年
、
所
収
）
か
ら
非
常
に
有
益
な
 教
示
を
得
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
 い
 。
 

（
 担
 ）
 
M
.
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
ヨ
ハ
ネ
第
一
書
第
四
章
第
九
 
節
 に
つ
い
て
の
説
教
」
の
な
か
で
、
「
こ
こ
日
精
神
の
最
も
深
い
 内
奥
し
に
お
い
て
は
 

神
の
奥
底
が
私
の
奥
底
で
あ
り
、
私
の
奥
底
が
神
の
奥
底
で
あ
 る
 。
こ
こ
に
お
い
て
私
は
、
ま
さ
に
神
が
神
 御
 自
身
よ
り
し
て
 生
 き
拾
 う
ご
と
く
 私
 

自
身
よ
り
し
て
生
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
根
底
 
に
お
い
て
神
に
向
 ぅ
 静
か
な
 心
 」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
神
と
人
 間
 と
の
根
底
に
お
 

け
る
関
わ
り
を
人
間
の
側
か
ら
描
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

マ
 イ
ス
タ
 l
 ・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
著
、
相
原
信
仰
 

訳
 
日
神
の
慰
め
の
 書
 L
 講
談
社
学
術
文
 

庫
 六
九
 0
 、
参
照
。
な
お
引
用
は
同
書
 三
 0
 五
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 羽
 ）
「
思
惟
の
経
験
か
ら
 L
 に
お
い
て
、
最
も
根
源
的
に
有
（
 ぎ
ぜ
コ
 ）
こ
れ
は
「
来
た
る
べ
き
 神
 」
に
深
く
関
与
す
る
 

に
 関
わ
る
思
惟
が
 
恵
 

ま
れ
る
場
面
の
叙
景
に
「
静
か
な
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
 そ
の
例
証
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
「
哲
学
へ
の
寄
与
 J
 に
 お
い
て
は
、
「
 
最
 

後
の
神
の
立
ち
寄
り
の
静
寂
」
 

G
 戸
 
ご
 。
 卯
串
 0
 の
）
と
い
う
 表
 現
 が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 恭
 ）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
ら
の
葬
儀
の
際
に
、
自
分
自
身
で
 選
ん
だ
 
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
を
朗
読
し
て
く
れ
る
よ
う
に
「
遺
子
 

一
 
己
 
し
て
い
ろ
 0
 。
い
ま
ま
 

Q
 雨
接
 
い
さ
 
ト
雨
ミ
 
い
さ
 ノ
 
へ
い
 
ド
 ミ
さ
生
ふ
接
心
 
因
雨
 
*
"
 （
の
 
付
い
 
ヰ
叶
 ミ
 。
 襲
杖
 
i
q
 
う
 ず
）
 参
照
。
 

（
 卸
 ）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
全
集
三
九
巻
に
お
い
て
、
ヘ
ル
ダ
 一
 リ
ン
の
最
後
期
の
詩
「
や
さ
し
い
主
日
空
に
（
 
ぎ
 
-
@
 

の
す
 

-
@
 

の
ず
目
口
目
 

申
じ
 」
を
引
用
し
 
、
そ
 

の
中
の
「
功
業
は
多
け
れ
ど
、
詩
人
の
よ
う
に
 /
 人
間
は
こ
の
 
地
上
に
住
む
」
に
注
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
節
は
 、
 「
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
 と
詩
 

作
の
本
質
」
に
お
い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
を
導
く
言
葉
 と
 見
放
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
一
節
 か
 ら
 
「
詩
作
と
は
存
在
 

の
 建
立
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
引
き
出
し
て
お
り
、
こ
の
一
節
 を
 彼
の
「
存
在
へ
の
問
い
」
の
枠
内
で
処
理
し
て
い
る
。
す
な
 わ
ち
最
後
期
の
詩
 



@ て 
マ い ハ 
ソ た ィ 

八 八 

社 骸 デ 
よ 天 ソ   
版 稲 生 
さ 円 誕 " 本 
れ （ 哲 百 
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こ の 当 現人語の さ人の l 
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巡 デ に 
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未ガ に l こ れ 
" 企 ま 

一 集 で 
  

ベ ゲラ 九三六 の第三 

年 部 l 
か 門 に 
わ に よ 
三 尾 つ 
八 す て 
年 る そ 
に 第 の 
か 六 極 
げ 五 々 
て 若 一 

言 己と部 さしだ   鈴 
れてげ た ヴ が 
も ィ 報   木   
あ ォ れ 
る ・ る 

  
0 ク 十こ 

こ 口 密 
関けびほ傾 わて 、 こ 聴を ） 哲 

の ス ま 
草 タ つ 固有地 りにお いる。 そして の二つ 的帰属 
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
日
 哲
学
へ
の
寄
与
 L
 に
 お
 け
る
 
（
時
間
 ｜
 空
間
）
と
（
 神
 ）
 



は
、
 決
し
て
客
観
化
さ
れ
え
な
い
遂
行
と
い
う
意
味
で
の
 歴
史
的
時
間
的
な
事
実
的
生
を
客
観
的
な
内
実
へ
と
 固
 定
し
 、
そ
れ
に
よ
り
 神
 

@
4
-
 

概
念
性
を
、
事
実
性
に
お
け
る
か
か
る
生
を
経
験
す
る
の
 に
 不
充
分
な
も
の
と
 見
徴
 し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
影
面
 王
学
的
神
学
的
概
念
性
 

稿
 に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 の
 思
惟
の
道
程
に
お
い
て
、
或
る
際
立
っ
た
位
置
を
占
め
 て
い
る
。
と
い
う
の
も
 

こ
の
草
稿
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
従
来
公
刊
さ
れ
 た
も
の
の
中
で
は
暗
示
的
に
示
唆
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
 木
 
Ⅲ
 っ
た
，
 
八
神
Ⅴ
と
い
う
 

事
柄
を
、
彼
自
身
の
思
惟
の
事
柄
と
し
て
表
明
的
に
語
っ
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
嘗
て
サ
ル
ト
ル
は
一
九
四
六
年
 に
 公
刊
さ
れ
た
彼
の
著
 

「
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
 
L
 の
中
で
、
 実
 存
 哲
学
を
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 無
神
論
的
方
向
と
有
神
論
的
 キ
 リ
ス
ト
 教
 的
方
向
と
 

に
 分
類
し
、
彼
自
身
と
ハ
イ
デ
 ，
 ガ
一
と
を
前
者
の
方
向
 に
 数
え
入
れ
た
。
 

@
2
@
 
 

こ
の
よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
勝
手
な
解
 釈
 に
基
づ
い
て
、
 或
い
 

は
 ハ
イ
デ
，
ガ
ー
が
一
九
二
九
年
の
講
義
「
形
而
上
学
 と
 は
 何
か
 ヒ
 に
お
い
て
説
い
た
ハ
熊
（
 呂
り
ォ
 
（
の
）
Ⅴ
が
 

、
ハ
 
否
定
的
虚
無
的
な
無
）
 

と
 誤
解
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
 無
 神
 論
者
、
或
い
は
（
 神
 的
な
も
の
へ
の
問
い
）
を
等
閑
視
 す
る
無
関
心
主
義
者
、
 

し
た
が
っ
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
虚
無
主
義
者
と
見
 倣
 さ
れ
非
難
さ
れ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
草
稿
㍉
 哲
 学
へ
の
寄
与
 卜
が
 公
刊
 

さ
れ
た
今
日
で
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
認
識
、
或
い
は
批
判
は
 全
く
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
神
的
な
も
の
へ
の
問
い
は
草
稿
㍉
哲
学
へ
の
 寄
与
 卜
 に
お
い
て
唐
突
に
語
り
出
さ
れ
た
わ
げ
で
は
な
 い
 。
 神
 的
な
も
の
へ
 

0
 間
い
は
、
 実
は
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
を
そ
の
端
緒
 か
 ら
 規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
一
六
年
 の
 教
授
資
格
論
文
日
 ド
 

ゥ
 ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
 範
晴
論
 と
意
味
論
 ロ
の
 結
託
 
叩
の
 
中
で
、
ハ
イ
デ
 ，
ガ
一
は
 己
の
哲
学
理
念
を
「
生
け
る
 精
神
の
、
行
為
に
満
ち
 

た
 愛
の
、
畏
敬
し
っ
 っ
 神
と
密
接
す
る
こ
と
の
、
 

と
 開
陳
し
て
い
る
。
ま
た
、
 べ
 ，
カ
ー
の
筆
記
に
基
づ
 く
 。
 
ヘ
 ゲ
ラ
ー
の
報
土
日
 
に
 

よ
れ
ば
、
一
九
一
九
年
か
ら
二
一
年
に
か
け
て
の
初
期
 フ
 ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
原
始
 キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教
性
 

を
 事
実
的
生
の
経
験
の
規
範
と
し
て
省
察
す
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
、
事
実
的
生
の
構
造
を
 、
 何
ら
か
の
客
観
的
な
内
 実
 、
理
念
、
様
式
、
本
 

質
 へ
と
還
元
さ
れ
 え
 な
 い
 、
歴
史
的
時
間
的
な
遂
行
と
し
 て
 捉
え
て
い
る
。
他
方
、
同
じ
講
義
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 は
 形
而
上
学
的
神
学
的
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"" イ -" アッ ガ   了 哲学への寄与』に   めげる く 時間 一 空間 ) と く 神 ) 

て
 決
断
を
迫
る
時
 

て
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 

え
ら
れ
て
い
て
祝
 

賀
、
秩
序
、
階
層
 と め に 
い て と 

つ 、 つ 

た神て 客と 、 
親 人 か 
的 間 か 
内 と る   
或 互 的 
は の 生 
絶 関 の 
対 わ 遂 
約 9 行 
宝 合 は 
観 い お 

、 な い 

て室 永遠な げ 見出す 

る こ 開 
真 と か 
理 が れ 
と 町 る 

い能 つ と場 （ 

なる 形 所 た ）   
学 あ - 神 
的 る ⑨ の 
神 。 到 
学 そ 来 
的 れ を 

迎え 概念 ゆえ 

性 理 る 

は念た " " め 
そ 様 に 

も そ、 犬子 め 
も 水 盤 
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と
人
間
と
の
歴
史
的
時
間
的
な
生
き
生
き
と
し
た
緊
張
関
 係
を
立
て
塞
い
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
主
張
と
 同
様
な
こ
と
を
、
ハ
イ
 

デ
ッ
ガ
ー
は
六
年
後
の
論
述
 日
 存
在
と
時
間
 L
 に
お
い
て
 次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
諸
々
の
永
遠
な
る
 
真
理
」
と
か
「
 合
 観
念
 

化
さ
れ
た
主
観
ぎ
と
い
っ
た
概
念
は
、
人
間
的
現
存
在
 
の
事
実
性
と
そ
の
事
実
的
真
理
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
 き
な
い
の
で
あ
っ
て
 、
 

@
5
@
 

こ
う
し
た
概
念
は
哲
学
的
問
題
性
の
内
に
い
ま
だ
に
留
ま
 っ
て
い
る
追
放
さ
れ
る
べ
き
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
残
 津
 」
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
具
体
的
に
ほ
如
何
に
理
解
し
 た
ら
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
引
き
と
し
て
ハ
イ
 デ
ッ
ガ
 
l
 ほ
 こ
の
 初
 

期
 フ
ラ
イ
プ
ル
ク
講
義
に
お
い
て
、
主
の
再
来
の
突
如
性
 ほ
 つ
い
て
語
る
使
徒
パ
ウ
ロ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
引
 用
 し
て
い
る
。
そ
の
 
言
 

葉
 と
は
「
主
の
日
 は
 盗
人
が
夜
中
に
来
る
よ
 う
 に
来
る
。
 」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

べ
 "
 ヵ
｜
 筆
記
に
基
づ
く
 ぺ
 ゲ
ラ
 l
 の
報
告
は
頗
る
 

断
片
的
で
あ
り
、
こ
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
ハ
イ
 デ
ッ
ガ
 
l
 の
解
釈
は
明
確
に
ほ
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
 

こ
れ
を
ハ
イ
デ
 
ソ
ガ
 l
 

的
に
解
釈
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
で
あ
 ろ
 う
 。
即
ち
 、
 主
の
再
来
の
時
間
、
そ
の
将
来
的
到
来
 の
時
間
と
は
、
私
が
そ
 

れ
に
従
 う
 の
か
、
或
は
そ
れ
を
拒
む
の
か
と
い
う
 
決
 断
 
（
決
定
 口
 ，
（
の
 

c
 ォ
の
 
@
 
自
，
の
 
）
と
し
て
肉
薄
す
る
 瞬
視
 
（
や
二
の
 

0
 
づ
 す
由
 
c
 
ガ
 ）
で
占
の
り
、
 し
 

か
も
唯
一
無
二
の
征
：
 鰯
 
一
回
的
な
 
谷
 ，
三
 %
 
、
 つ
 ま
り
私
が
そ
れ
を
逸
し
た
な
ら
ば
決
し
て
繰
り
返
さ
 
れ
る
こ
と
の
な
い
、
 

私
 

に
 課
せ
ら
れ
た
反
復
不
可
能
な
時
間
の
時
 熟
 で
あ
る
、
 と
 Ⅱ
 v
 う
 @
 
二
 
@
 と
で
あ
る
。
 

@
 
Ⅰ
 
@
 れ
こ
そ
ハ
イ
デ
 N
@
 
ガ
 l
@
 
Ⅱ
 リ
 @
 
二
口
 
う
 意
味
で
の
 
ハ
 歴
史
的
 

（
の
の
の
 

c
 垂
巨
宰
 ）
 ノ
 と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
 

か
 か
る
突
如
と
し
て
決
断
を
迫
る
歴
史
的
な
時
間
の
時
 熟
 を
 引
き
受
け
遂
行
す
る
 

事
実
的
 生
 と
ほ
、
 既
 在
す
る
神
へ
の
追
想
と
将
来
す
る
 神
へ
の
待
ち
焦
が
れ
と
に
お
い
て
常
に
準
備
し
つ
つ
身
構
 え
な
が
ら
、
突
如
と
し
 

間
の
時
熟
そ
れ
自
身
を
生
き
る
と
こ
ろ
の
既
往
 的
 将
来
的
 な
瞬
 規
約
生
の
遂
行
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
し
 



決
定
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
こ
の
（
場
所
）
が
空
 け
 開
か
れ
 世
界
歴
史
の
内
で
根
拠
 づ
 げ
ら
れ
る
か
否
か
に
懸
か
っ
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 
し
 

か
し
か
か
る
八
場
所
 ノ
 に
関
す
る
こ
の
未
決
定
性
は
 、
西
 洋
的
 ド
イ
ツ
酌
人
間
に
の
み
 関
 わ
る
こ
と
で
は
な
い
で
 あ
ろ
 5
 。
な
ぜ
な
ら
 大
 

ぬ
 に
お
け
る
人
間
の
滞
在
に
対
し
て
そ
の
た
め
の
安
寧
を
 授
け
る
も
の
、
 
こ
 5
 し
た
も
の
と
の
対
話
な
し
に
生
 き
 る
こ
と
ほ
 、
 決
し
て
 人
 

間
 的
な
存
在
の
仕
方
で
ほ
な
い
か
ろ
で
あ
る
。
ヘ
ル
ダ
 一
 リ
ソ
 解
釈
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
し
ば
し
ば
強
調
 す
る
 ょ
 5
 に
、
人
間
は
 

大
地
に
お
い
て
詩
人
 
肘
引
 
住
む
べ
 き
 な
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 は
 上
述
の
よ
 5
 に
標
し
づ
げ
ら
 
れ
る
（
場
所
）
を
、
草
稿
 円
 哲
学
へ
の
寄
与
 b
 に
お
い
 て
ほ
 
八
時
間
 ｜
 空
間
 

（
 
N
 臼
 ・
「
 

瞠
し
 ）
乃
至
（
 瞬
視
 0
 １
座
（
 

P
E
m
 

。
 
コ
す
 
-
@
n
 

オ
の
 
。
の
（
 

曲
 
（
（
 

じ
 ）
と
し
て
思
惟
し
て
い
る
。
八
時
間
 
｜
 空
間
 ノ
と
い
 5
 の
ほ
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 @
 

が
八
 存
在
の
真
理
の
根
本
結
構
（
 0
 巨
已
 ㎎
の
Ⅱ
 

む
港
 ）
）
に
 与
 え
て
い
る
呼
び
名
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
草
稿
に
お
い
て
 
ハ
イ
デ
 
"
 ガ
 ー
 は
、
存
 

在
の
現
成
（
 毛
 。
の
目
下
毛
。
の
。
 

コ
 ）
を
（
固
有
化
（
 申
 。
 
@
 
の
コ
 
@
 
の
 
）
）
と
命
名
し
 、
 更
に
（
固
有
化
）
の
根
本
動
向
を
（
 往
 還
 
（
木
の
 

ゴ
 「
の
）
 

ノ
と
 規
定
 

し
 、
そ
し
て
こ
の
（
往
還
）
を
「
呼
び
掛
け
と
傾
聴
的
 帰
 属
性
と
の
間
の
往
還
」
 
或
 い
ほ
「
人
間
の
傾
聴
的
帰
属
 性
 と
神
の
必
要
と
の
 間
 

の
 往
還
」
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
存
在
ほ
そ
の
現
成
に
 お
い
て
ほ
固
有
化
で
あ
り
、
固
有
化
の
根
本
動
向
 は
往
 還
 で
あ
り
、
こ
の
往
還
 

の
 振
幅
が
時
間
 ｜
 空
間
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
時
間
 ｜
空
 間
 が
存
在
の
真
理
を
嵌
め
合
わ
せ
て
い
る
（
Ⅱ
中
的
 葵
 ）
 の
 で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
 

ほ
 ま
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
批
判
す
る
形
而
上
学
の
神
を
 取
り
上
げ
、
こ
れ
に
よ
り
ハ
イ
デ
 ，
ガ
 一
の
立
場
を
際
 立
て
 
ハ
 
第
一
節
 U
 、
 次
 

@
 
ヶ
 
7
 
）
 

用
語
で
言
 5
 な
ら
ば
、
人
間
的
 現
｜
 存
在
（
 き
ち
 。
 
ぎ
 ）
 の
 現
 
（
 旨
 ）
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
神
的
な
 も
の
に
関
す
る
一
切
の
 

没
 歴
史
的
非
時
間
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
事
実
的
生
の
時
 間
駒
歴
史
的
遂
行
を
看
取
で
ぎ
ず
、
そ
の
結
果
、
神
と
 人
間
と
の
関
わ
り
合
い
 

 
  

 
 
 

の
た
め
の
八
場
所
 ノ
を
 隠
蔽
 し
 、
唯
一
無
二
で
反
復
不
可
 能
 な
一
回
 的
瞬
 規
約
歴
史
的
 決
｜
 定
を
立
て
塞
い
で
し
 ま
 5
 
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

い
ま
、
神
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
初
期
ハ
イ
 ヂ
ッ
ガ
 ー
の
 思
惟
動
向
を
簡
単
に
通
覧
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
決
定
 的
に
重
要
な
も
の
と
は
 

し
て
 見
徴
 さ
れ
る
べ
 き
 こ
と
ほ
、
事
実
的
生
の
時
間
的
 遂
 行
 に
お
い
て
空
 け
 開
か
れ
る
（
場
所
）
で
あ
り
、
数
年
 後
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 



 
 

 
 

 
 

 
 

へ
と
導
い
て
い
 

く
 
。
我
々
は
ま
ず
こ
の
構
造
を
取
り
上
げ
よ
う
。
古
代
 

の
い
わ
ゆ
る
自
然
学
者
た
ち
 

カ
エ
 

 
 

い
て
、
後
に
形
而
上
学
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
 

プ
 
p
 
一
 
テ
 
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
を
 

形
 

成
す
る
二
つ
の
間
Ⅰ
の
方
向
へ
と
吸
飲
さ
れ
て
し
く
お
問
い
と
、
テ
イ
オ
 

く
げ
る
 
ソ
、
 

、
、
 

即
ち
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
 

。
 

 
 

 
 

轄
 存
同
 

お
い
て
表
象
す
 
往
者
の
最
も
亜
 

蜥
 
邪
 
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
 
的
な
諸
特
性
」
と
い
う
観
点
に
お
 

 
 

 
 

か
 学
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
 

ょ
 
る
の
で
は
な
い
 

。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
形
而
上
学
が
存
在
者
を
存
在
者
と
 

し
て
 

置
聞
 

す
る
仕
方
の
内
に
 

 
 

て
露
聞
 

す
る
如
何
な
る
形
而
上
学
的
仕
方
が
、
形
而
上
 

学
へ
の
神
の
来
着
を
要
求
し
 

 
 
 
 

ガ
 正
規
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 
 
 

 
 

ぅ
と
き
 

、
存
在
者
は
そ
の
同
１
存
在
（
 

毛
臣
 

。
 
"
 
臼
 
し
に
お
 

 
 

 
 

第
一
節
形
而
上
学
の
神
 

)
 
Ⅱ
 ノ
 

神
 

に
 固
有
化
と
そ
の
往
還
と
を
論
じ
 
口
 
第
二
節
 U
 、
次
に
 往
 運
と
（
時
間
 ｜
 空
間
）
と
の
連
関
を
分
析
し
 
口
 
第
三
節
日
 
、
そ
し
て
最
後
に
時
間
 

｜
 空
間
と
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
 
口
績
 ま
 
m
U
 
。
 こ
 れ
ら
の
こ
と
を
通
し
て
、
我
々
は
上
述
の
（
場
所
）
 或
い
 は
 （
時
間
 
｜
 空
間
）
を
 

根
拠
づ
け
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
人
間
存
在
に
つ
い
て
 学
び
知
り
た
い
と
思
 う
 。
 



遠
的
な
諸
特
性
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
存
在
 者
の
何
存
在
が
問
わ
れ
る
と
き
、
存
在
者
は
そ
れ
が
そ
 も
そ
も
存
在
す
る
と
 ぃ
 

ぅ
 観
点
に
お
い
て
既
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
 別
 0
 間
 ぃ
が
 生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
一
切
の
存
在
者
の
 も
と
で
、
如
何
な
る
 存
 

在
 者
が
存
在
者
の
何
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
に
 最
 も
 呼
応
す
る
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
存
在
者
の
本
 質
 
（
。
の
の
 

目
 （
 
@
 
。
）
に
最
も
 

呼
応
す
る
存
在
者
が
 、
 真
の
実
在
（
。
 
お
 
@
9
 音
 ）
で
あ
る
 。
形
而
上
学
は
、
充
実
し
た
本
質
存
在
を
も
っ
て
一
切
 の
 存
在
者
を
超
越
す
る
 

こ
の
存
在
者
を
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
第
一
根
拠
と
 い
う
意
味
で
の
神
的
な
存
在
者
の
内
に
見
出
す
。
 

形
而
上
学
が
存
在
を
、
存
在
者
の
方
か
ら
存
在
者
へ
と
 向
 け
て
、
存
在
者
の
存
在
（
存
在
者
が
存
在
す
る
こ
と
）
 と
し
て
思
惟
 し
、
そ
 

し
て
存
在
者
を
、
そ
の
存
在
に
お
け
る
存
在
者
（
存
在
す
 る
 存
在
者
）
と
し
て
思
惟
す
る
限
り
、
形
而
上
学
は
存
 在
 者
を
、
存
在
者
の
存
 

在
の
内
に
根
拠
づ
け
る
存
在
論
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
 、
同
時
に
存
在
を
、
「
存
在
の
充
実
で
合
あ
る
ぎ
と
こ
 ら
め
 「
最
も
多
く
存
在
 

@
 
皿
 @
 

す
る
も
の
（
山
傍
の
曲
。
口
目
の
（
。
）
」
、
そ
れ
ゆ
え
 

神
 的
な
最
高
 の
 存
在
す
る
も
の
の
内
に
基
礎
づ
け
る
神
論
で
あ
ら
ね
ば
 な
ら
な
い
。
形
而
上
 

学
的
に
表
象
さ
れ
 露
閲
 さ
れ
た
存
在
は
、
自
己
原
因
と
し
 て
の
最
高
の
存
在
者
に
よ
る
原
因
づ
け
を
、
そ
れ
自
身
 か
ら
そ
の
本
質
に
従
っ
 

て
 必
要
と
し
 且
 要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
神
は
存
 在
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
最
高
の
存
在
者
、
存
在
者
 の
 第
一
原
因
、
自
己
 原
 

因
 、
無
制
約
者
、
無
限
者
、
絶
対
者
と
し
て
形
而
上
学
 へ
 と
 来
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
標
し
づ
け
ら
れ
る
形
而
上
学
の
 神
 規
定
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
認
め
難
い
も
の
 で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
 

既
に
明
ら
か
な
 よ
う
 に
、
か
か
る
 神
 規
定
は
「
神
の
神
的
 な
も
の
」
か
ら
で
は
な
く
、
「
存
在
者
そ
の
も
の
の
 水
 質
 」
か
ら
発
現
し
た
の
 

@
@
u
 

）
 

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
対
象
と
し
て
の
神
に
帰
属
せ
し
め
ら
 れ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
上
述
の
神
規
定
は
神
 

の
 真
に
神
的
な
も
の
を
名
指
し
て
は
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
 形
而
上
学
は
神
的
な
も
の
を
名
指
し
え
な
い
の
か
。
 な
 ぜ
な
ら
形
而
上
学
に
お
 

い
て
存
在
は
、
存
在
者
の
存
在
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
が
、
 存
在
が
存
在
と
し
て
そ
の
真
理
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
な
 い
 故
に
、
存
在
の
真
理
 

が
 神
的
な
も
の
の
本
領
（
 匝
 。
 
ョ
 。
 
口
 （
）
と
し
て
空
け
開
か
 
れ
ず
、
そ
の
結
果
辛
う
じ
て
、
神
的
な
も
の
は
存
在
者
 
の
 存
在
を
根
拠
づ
け
る
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  は か 的 
在 イ ハ ㊥ 沈 か 帰 ハ 神、 
者 デ ィ 

の ッ デ 固 
の る 属 4 万 
節 三 性 デ 至 

存 ガ ッ 有 

で 、 つと のの ガ ッ神 々 ヒこ ガ｜ イャ 第   固 往 間 l は 
有 還 の は 存 

                      一 節 化の往草花 
意味 眉根 て 稿 同 

  
源 で 哲 
的 の 学 
な " （ 存の へ 

後 花 客 

者 のし と与 口   
意 て が 
味 の 書 還                                   
で 存 か 上 る 問 い う 

の 在 れ 
存 ） ナ - し 

て 

  
わ   

      
あ い 掛 あ 
る る げ ろ 

。 。 と う 

そ 吏 人 か 
こ に 間   

で 彼 の   我 は 傾 
々 " 聴 
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-
 
は
 @
 

な
る
仕
方
で
、
い
ま
一
度
最
も
極
端
な
歴
史
的
逼
迫
と
な
 る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
未
決
定
性
を
示
唆
し
 
て
い
る
。
で
は
か
か
る
 

る て 

ィ
 デ
ッ
ガ
ー
 は
 （
 
神
 
的
な
神
）
を
草
稿
 
円
 哲
学
へ
の
 寄
 与
 b
 
 
に
お
い
て
 八
 
最
後
の
神
（
 ロ
の
 
（
 -
 
の
 
（
 
N
 
（
の
の
っ
（
（
）
 

ノ
と
 命
名
し
 、
 更
に
時
と
 

し
こ
の
神
を
（
神
々
（
の
 
ぴ
 
（
（
の
Ⅱ
）
）
と
い
う
複
数
形
で
呼
ぶ
 

。
こ
の
（
神
々
）
と
い
う
表
現
は
、
多
神
教
的
に
複
数
 の
神
を
定
立
し
て
い
 

の
で
ほ
な
い
。
神
々
と
い
う
舌
ロ
 
い
 方
は
八
最
後
の
神
 ノ
の
 未
決
定
性
を
 、
 即
ち
如
何
な
る
神
が
人
間
の
如
何
な
る
 本
質
に
対
し
て
如
何
 

た
め
に
、
最
も
多
く
存
在
す
る
最
高
の
存
在
者
と
し
て
 定
 正
 さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ハ
イ
デ
ッ
 ガ
 ー
が
思
惟
す
る
「
 神
 

-
 
は
 @
 

的
な
神
」
と
ほ
如
何
な
る
神
で
あ
ろ
う
か
。
 



語
を
用
し
た
 

、
 
O
@
4
@
@
 
 

，
 
（
存
在
）
 と
ほ
 元
々
、
形
而
上
学
の
語
で
 あ
る
。
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
は
「
存
在
者
と
は
何
で
あ
る
か
 （
テ
ィ
・
 ト
 ・
オ
ソ
）
。
」
 

と
い
う
問
い
を
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
形
而
上
学
の
（
 最
 初
の
原
初
（
 驚
 （
の
「
㏄
（
の
 

や
コ
 
守
 男
 ）
）
と
、
そ
の
後
の
形
 
面
上
学
の
歴
史
と
を
 導
 

く
、
 （
形
而
上
学
の
「
主
導
的
問
い
」
）
と
呼
ぶ
。
先
に
述
 

べ
た
よ
 う
 に
、
こ
の
問
い
に
お
い
て
は
、
存
在
者
と
し
 て
 存
在
者
（
 オ
ソ
 
・
 へ
 

オ
ン
）
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
は
、
存
在
 者
の
方
か
ら
存
在
者
へ
と
向
け
て
、
存
在
者
に
お
け
る
 最
も
普
遍
的
な
諸
特
性
 

（
コ
 イ
 ノ
ン
）
、
存
在
者
に
お
い
て
存
続
的
に
現
前
す
る
 

量
 も
 存
在
す
る
も
の
（
 オ
ソ
 ト
一
ス
・
オ
ソ
）
、
存
在
者
か
 
ら
 見
て
そ
の
都
度
 先
 

な
る
も
の
（
プ
ロ
テ
ロ
 

ソ
 ）
、
そ
れ
ゆ
え
存
在
者
を
存
在
 
者
と
し
て
在
ら
し
め
る
（
存
在
者
の
存
在
者
性
（
 ゥ
一
シ
 ァ
 ）
）
と
し
て
表
象
さ
 

れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
存
在
ほ
あ
く
ま
で
も
 存
 往
者
の
規
定
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 

ハ
 イ
デ
ッ
ガ
 
一
は
 
「
如
何
 

 
 

に
厚
存
在
は
現
成
す
る
か
。
」
と
い
う
問
い
を
立
て
、
 

こ
 の
 問
い
を
、
最
初
の
原
初
と
そ
の
歴
史
と
は
異
な
る
（
 別
 の
 原
初
（
 d
 の
「
銭
目
 
の
 
（
 
の
 

@
 
巧
 -
 

日
 守
男
）
）
を
準
備
す
る
「
根
本
の
問
い
」
と
呼
ぶ
。
 

こ
 0
 間
い
は
最
初
の
原
初
に
お
け
る
 よ
う
 に
、
存
在
を
存
在
 者
の
方
か
ら
存
在
者
へ
 

と
 向
け
て
、
存
在
者
の
存
在
と
し
て
問
 う
 の
で
は
な
く
、
 
形
而
上
学
に
よ
っ
て
 伏
 蔵
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
い
る
（
 存
 在
 と
し
て
の
存
在
・
 
存
 

在
 そ
の
も
の
）
を
問
 う
 。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
自
身
の
立
 
息
味
 
（
時
間
）
・
真
理
（
 不
 １
代
 蔵
性
 ）
・
場
所
（
空
 け
開
 き
 ）
に
お
い
て
、
即
ち
 

そ
れ
自
身
の
現
成
（
本
質
）
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
べ
き
 （
 原
 存
在
）
を
問
 う
 の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
八
 
最
初
の
原
初
）
と
は
 異
 

な
る
 
八
 別
の
原
初
）
で
あ
る
 原
 存
在
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 は
 草
稿
同
哲
学
へ
の
寄
与
 ロ
 に
お
い
て
は
殊
更
に
八
国
 有
化
 ）
と
い
う
用
語
の
 

も
と
に
思
惟
す
る
。
 
原
 存
在
ほ
そ
の
現
成
に
お
い
て
は
 固
 有
 化
で
あ
り
、
固
有
化
は
原
存
在
の
現
成
を
名
指
し
て
 い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
ぜ
我
々
 
ほ
 
（
 ロ
 「
の
 

@
g
n
@
s
 

）
を
固
有
化
と
訳
す
の
 

イ
デ
ッ
ガ
 I
 は
講
演
 
同
 同
一
性
の
命
題
 b
 （
一
九
 
五
七
）
の
中
で
合
 ヰ
 ・
 

の
 
一
四
 
コ
 @
 
の
 
）
と
い
う
語
の
語
源
学
的
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
 

そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
こ
の
 話
は
 元
々
「
 戟
 ，
 
w
E
 
習
、
 
即
ち
 観
 る
こ
と
（
の
（
 
ロ
 -
@
c
k
 

の
 
コ
 ）
 、
 

@
 
屋
 @
 

観
る
こ
と
に
お
い
て
 己
 へ
と
呼
び
寄
せ
る
こ
と
（
 

ぎ
目
 c
k
 

の
コ
ミ
 

s
@
c
 

す
ヨ
了
 し
、
我
が
も
の
に
 ｜
 す
る
こ
と
（
 ぃ
 
コ
 ・
 
e
p
g
n
 

目
 ）
」
を
意
味
す
 

る
 。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、
 

令
 「
の
 

@
g
n
@
s
 

）
の
根
源
的
 意
 味
は
 
（
観
る
こ
と
に
お
い
て
 
己
 へ
と
召
喚
 し
 、
か
く
し
 て
 己
に
服
せ
し
め
、
 
己
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先 る あ け 

掲 て で   をこ 、 ろ 

国 遠 び た 有 る た 瞬 で   て な は 
の に 傾 の う 、 時 先 

か 間 に 

か る め 時序 Ⅱ 
" 尾 と 上 暖 熱 論 

視 と 口 
は し に   回 て お 
有 赤 い 

て、 化と 唆し 
回 て 人 
一 % 間 
の い へ 
事 た の 
態 ， 夫 。 反   

フ て   
面 デ 呼 

草 び 仁的の再出 @ Ⅲ御 けは 

稿 等 目 げ 

円哲   
行 ろ （ 学 的 と 人 

へ に は 間 
の 

寄   
与 
匝 @ 目 

在 の る 

十 @ - 
お これの の現成 瞬ぎ） 

い を と 決 
て 名 い 断 
固 指 ぅ 的 
有 
イヒ   が 、 

  
い で 受 

59@ (263) 

に
 固
有
な
も
の
と
す
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 え
我
々
は
（
甲
の
俺
 
乱
り
を
 
「
固
有
化
」
と
訳
す
の
で
あ
 る
 。
 



在
を
、
殊
更
に
（
 現
｜
 存
在
（
 ロ
 ：
。
 
由
 ，
）
）
と
命
名
す
る
 。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
 現
｜
 存
在
㊦
。
・
の
。
 

@
 

の
（
 現
 
（
し
 
り
 ）
）
と
は
、
そ
こ
に
 

@
 
Ⅲ
 -
 

お
い
て
 原
 存
在
が
不
休
戚
な
も
の
と
な
る
（
 原
 存
在
の
現
 Ⅹ
即
ち
木
原
存
在
の
真
理
（
 
ア
 ・
レ
ー
テ
イ
ア
と
し
て
 
0
 本
１
代
 蔵
性
 ）
）
 だ
 

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
初
と
し
て
忘
却
さ
れ
て
 い
る
 原
 存
在
が
 、
 別
の
原
初
と
し
て
現
成
す
る
た
め
に
 は
 、
 原
 存
在
は
原
存
在
 

の
 真
理
を
空
げ
開
き
根
拠
づ
け
る
（
没
落
す
る
者
ど
も
）
 を
 必
要
と
し
、
こ
の
者
ど
も
に
呼
び
掛
け
、
こ
の
者
 ど
 も
を
己
に
固
有
な
も
の
 

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
原
存
在
に
よ
っ
て
 固
 有
 な
も
の
と
さ
れ
る
没
落
す
る
者
ど
も
は
、
 

原
 存
在
 
へ
 の
己
の
傾
聴
的
帰
属
性
 

を
 遂
行
す
る
た
め
に
、
己
の
現
を
、
 

原
 存
在
が
そ
こ
に
お
 い
 て
空
け
開
か
れ
る
（
 原
 存
在
の
現
）
 、
 即
ち
（
 原
存
 在
の
真
理
）
と
し
て
 根
 

拠
づ
 げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
 の
は
、
「
 原
 存
在
に
よ
る
 現
｜
 存
在
の
固
有
化
と
、
 
現
 ｜
 存
在
に
お
け
る
 原
存
 

在
の
真
理
の
根
拠
づ
 け
 」
と
の
間
の
連
関
で
あ
る
。
こ
れ
 が
 引
用
文
で
言
わ
れ
た
「
 原
 存
在
と
、
 
原
 存
在
へ
と
 固
 有
 化
さ
れ
た
 現
｜
 存
在
 

@
 
穏
 -
 

と
の
往
還
的
な
連
関
」
で
あ
り
、
そ
し
て
か
か
る
往
還
的
 な
 連
関
が
、
「
呼
び
掛
け
と
傾
聴
的
帰
属
性
と
の
間
の
往
 
還
 」
な
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
こ
の
往
還
は
同
時
に
 、
 （
人
間
の
傾
聴
的
帰
属
 性
と
 袖
の
必
要
と
の
間
の
往
還
）
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
 
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
 

見
て
み
よ
う
。
 

田
人
間
の
傾
聴
的
帰
属
性
と
神
の
必
要
と
の
間
の
往
 
坦
 
浬
 

人
間
の
傾
聴
的
帰
属
性
に
つ
い
て
は
い
ま
述
べ
た
。
で
は
 神
の
必
要
と
は
何
を
謂
う
の
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 草
 稿
 
同
哲
学
へ
の
寄
与
 三
 

に
お
い
て
、
こ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
舌
口
っ
て
い
る
。
 

「
し
か
し
お
そ
ら
く
（
神
々
）
は
 原
 存
在
を
必
要
と
し
て
 い
る
。
こ
の
言
葉
に
よ
 

っ
て
既
に
原
存
在
の
現
成
が
思
惟
さ
れ
て
い
る
。
…
失
神
 々
）
が
 原
 存
在
を
必
要
と
す
る
の
は
、
神
々
に
帰
属
す
 る
の
で
は
な
い
 
原
 存
在
 

に
よ
っ
て
 、
 実
に
 己
 自
身
に
帰
属
す
る
た
め
で
あ
る
。
 

原
 存
在
と
は
神
々
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 。
そ
れ
は
神
々
の
必
須
 

（
 
之
 。
し
で
あ
り
、
 原
 存
在
と
い
う
必
須
性
は
原
存
在
の
現
 成
を
、
 即
ち
神
々
に
よ
っ
て
必
須
と
さ
れ
た
も
の
を
、
 し
か
し
決
し
て
原
因
 づ
 

@
 
四
 -
 

け
ら
れ
た
り
制
約
さ
れ
た
り
で
き
な
い
も
の
を
名
指
し
て
 い
る
」
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
神
々
は
 原
 存
在
を
必
要
と
し
、
 
原
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ハイデ " ガ一『哲学へ 

と
こ
ろ
で
、
人
間
の
傾
聴
的
帰
属
性
と
神
の
必
要
と
の
 
間
 の
か
か
る
中
央
と
し
て
の
固
有
化
に
関
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
 

ガ
 ー
は
更
に
次
の
よ
 

う
に
言
っ
て
い
る
。
「
固
有
化
は
、
人
間
を
神
へ
と
奉
納
 
す
る
（
 だ
 。
 @
9
 
お
こ
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 神
を
人
間
へ
と
 委
 議
 す
る
（
目
色
。
 
守
 ：
 ，
 ）
。
 

こ
の
委
譲
す
る
奉
納
が
固
有
化
（
 甲
 。
 @
a
 
目
品
 ）
で
あ
る
・
 

 
 

｜
 存
在
へ
と
呼
び
掛
け
 

   
  
 

 
 

@
 
抑
 @
 

 
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
神
々
が
 
原
 存
在
を
必
要
と
す
る
Ⅴ
 

と
い
う
神
々
の
必
須
（
 z0
 （
）
を
、
人
間
へ
と
委
ね
 渡
 す
こ
と
で
あ
る
。
他
方
 

 
  

 

「
同
約
」
と
ほ
、
 

原
 存
在
が
原
存
在
の
真
理
の
番
人
で
あ
 る
 人
間
を
、
「
神
々
の
必
須
性
の
番
人
」
と
し
て
神
々
 へ
 と
 差
し
出
す
こ
と
で
 

の宅 手上 

の
か
か
る
往
還
的
中
央
、
こ
れ
が
「
人
間
の
傾
聴
的
帰
属
 

性
と
神
の
必
要
と
の
田
の
往
還
」
，
 

R
 
,
 
@
5
 

、
 
2
 
 

）
 と
し
て
の
固
有
化
な
 
の
で
あ
る
。
 

 
 

る
た
め
に
は
、
没
落
す
る
者
ど
も
を
己
の
真
理
の
番
 人
 と
し
て
必
要
と
し
、
己
に
固
有
な
も
の
と
す
る
の
で
 あ
る
。
神
々
と
人
間
と
の
 間
 

: お け るく時間一空間 ) とく 神 ) 

存
在
 は
 
「
神
々
 の
 必
須
性
」
 

、
 @
2
@
2
 
 

と
し
て
現
成
す
る
。
し
か
し
 こ
の
場
合
 原
 存
在
は
、
形
而
上
学
に
お
け
る
存
在
者
の
 存
在
、
例
，
 え
 。
は
 
ェ
，
セ
 

ソ
 テ
ィ
ア
、
エ
ク
シ
ス
テ
 ソ
 テ
ィ
ア
と
は
異
な
り
、
自
己
 原
因
と
し
て
の
神
々
に
よ
っ
て
原
因
 づ
 げ
ら
れ
制
約
さ
 れ
た
、
神
々
の
所
有
で
 

ほ
 な
い
。
先
に
述
べ
た
 よ
う
 に
、
形
而
上
学
に
お
け
る
 神
 は
ェ
，
セ
ソ
 
テ
ィ
ア
の
 会
ぎ
 充
実
で
あ
る
最
高
の
 ェ
ク
 シ
ス
テ
 ソ
 テ
ィ
ア
 と
し
 

て
 、
か
か
る
意
味
で
の
存
在
を
己
の
内
に
基
礎
づ
け
る
。
 こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
神
々
が
 原
存
 在
を
必
要
と
す
る
と
 言
 

わ
れ
る
の
は
、
神
々
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
い
 原
 存
在
に
 よ
っ
て
 、
 神
々
が
日
自
身
に
帰
属
す
る
た
め
で
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
神
々
は
 

己
 自
身
に
帰
属
す
る
た
め
に
、
即
ち
「
神
と
な
る
こ
と
 
（
ハ
 

ル
 
0
 円
円
の
Ⅱ
目
コ
四
）
」
 

@
3
@
2
 
 

の
た
め
に
、
 
原
 存
在
を
必
要
と
す
る
。
 
し
た
が
っ
て
、
 
原
 存
在
 

@
 
撰
 -
 

が
 成
熟
へ
と
至
り
、
そ
の
結
果
 原
 存
在
の
真
理
が
「
神
と
 な
る
こ
と
の
開
 け
 
（
 
守
 。
 0
 曲
葵
 。
 ロ
の
 
Ⅱ
の
 ぴ
 
（
（
 

浅
 目
色
」
と
 し
て
根
拠
 づ
 げ
ら
れ
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
神
々
は
真
に
神
的
な
も
の
と
な
 り
う
る
の
で
あ
る
。
で
は
如
何
な
る
場
合
に
、
 

原
 存
在
 ほ
 そ
の
成
熟
へ
と
至
り
 

そ
の
真
理
は
根
拠
 づ
 げ
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
（
没
落
 

す
る
者
ど
も
）
が
 原
 存
在
に
呼
び
掛
げ
ら
れ
て
神
々
に
 先
ん
じ
て
 原
 存
在
へ
と
 

到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

原
 存
在
へ
と
傾
聴
的
に
帰
属
 し
 、
 原
 存
在
の
真
理
を
根
拠
づ
け
る
場
合
に
お
い
て
の
 み
で
あ
る
。
神
々
は
 己
 

の
 最
高
の
神
性
を
成
就
す
る
た
め
に
は
、
 

原
 存
在
を
必
要
 と
す
る
。
し
か
し
ま
た
 原
 存
在
は
こ
れ
は
こ
れ
で
己
の
 真
理
が
根
拠
 づ
 げ
ら
れ
 



の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
固
有
化
と
し
て
 原
 存
在
 ほ
、
 神
々
と
人
間
と
を
相
互
の
内
へ
と
固
有
化
す
る
と
 共
に
、
両
者
を
そ
れ
が
 

本
来
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
へ
と
、
即
ち
そ
の
固
有
な
も
 の
へ
と
 費
 ら
す
往
還
な
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ま
で
我
々
は
固
有
化
と
そ
の
往
還
と
に
つ
い
て
体
系
 的
に
述
べ
て
き
た
。
次
に
我
々
は
こ
れ
を
、
歴
史
的
な
 場
面
に
置
き
移
し
て
 

具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
拙
論
の
主
題
で
あ
る
（
 時
 間
｜
 空
間
）
へ
と
接
近
し
た
い
と
思
う
。
 

第
 Ⅰ
 箭
 
往
還
と
時
間
 ｜
 空
間
 

け
 

存
在
棄
却
 態
 に
お
け
る
（
自
己
 伏
蔵
 ）
と
し
て
の
 
原
 存
在
の
鳴
り
始
め
 

ハ
イ
デ
，
ガ
ー
の
思
惟
を
規
定
す
る
歴
史
的
根
本
経
験
 は
 原
 存
在
忘
却
で
あ
る
。
 
原
 存
在
忘
却
と
は
最
初
の
原
初
 と
そ
の
後
の
形
而
上
 

学
の
歴
史
と
に
お
い
て
、
存
在
が
存
在
者
の
方
か
ら
存
在
 

デ
 ，
ガ
ー
は
こ
れ
を
、
（
存
在
棄
却
 
態
ぎ
ぎ
 の
 
4
 目
下
の
の
の
 

コ
 

ね
 。
は
、
か
か
る
事
態
は
単
に
人
間
が
原
存
在
を
忘
却
し
て
 

の
 存
在
者
を
棄
却
（
 き
 r
-
a
 

の
の
の
 

コ
 
）
 し
 、
か
く
棄
却
す
る
こ
 

に
お
い
て
殊
更
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
か
く
し
て
忘
却
 と

に
お
い
て
己
の
真
理
の
露
開
を
拒
絶
し
て
い
る
こ
と
）
 

ぽ
 0
 ヰ
（
）
と
呼
ぶ
。
従
来
の
形
而
上
学
の
歴
史
に
お
い
て
 

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
む
し
ろ
、
（
 

考
 へ
と
向
け
て
、
存
在
者
の
存
在
と
し
て
表
象
さ
れ
る
 

へ
と
陥
る
、
と
い
う
事
態
を
謂
う
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ッ
 が

 、
そ
れ
自
身
の
真
理
 

原
 存
在
が
全
体
と
し
て
 

、
こ
の
存
在
棄
却
 態
は
 

ガ
｜
 固
有
の
経
験
に
よ
 

な
の
で
あ
る
。
ハ
 イ
 

原
 存
在
忘
却
に
お
い
て
 伏
 蔵
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
 ら
 、
 原
 存
在
忘
却
の
歴
史
の
只
中
で
存
在
棄
却
 態
 が
存
 在
 棄
却
態
と
し
て
殊
更
 

  
とりか の 、 か 
開 ネ中 ろ 

げ 」の 々「 妻 
と 私 議 

し 須 す 
て 性 る 
根 の 奉 @ 
拠 香 納 ぎ 

づ 人 」 

げ と に 
ら い お 

れ う い 
る 己 て 
こ の 初 
と 固 め 
に 有 て 
よ な 、 

人間 ものり、 
己 を ほ 
の 成 原 
回 勅 存 
有 す 在   
の 地 理 

方、神 に帰属 「押 を 
す 々 と 

ろ は な 
こ 入 る 
と 間 こ 

、 に と 

即 よ の 

ち っ 開 
神 て げ 
と 原 」 
な 存 と 

る 在 し て 根 こと の真 

を 理 拠 
能 が づ 

  
る と こ 
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ハイデ，ガー『哲学への 寄与』 におけ るく時間 一 空間 ) と
 

く神 ) 

に
 経
験
さ
れ
る
と
き
、
存
在
棄
却
 態
 は
そ
の
真
相
に
お
い
 
て
は
、
（
 原
 存
在
が
己
の
真
理
の
露
開
を
拒
絶
す
る
こ
と
 に
お
い
て
、
己
を
伏
 

蔵
し
て
い
る
こ
と
）
と
し
て
鳴
り
始
め
る
の
で
あ
る
。
 だ
 か
ら
ハ
イ
デ
 
ク
ガ
一
は
 言
 う
 。
「
根
本
の
問
い
は
 原
存
 在
の
現
成
の
真
理
を
球
 

@
 
㏄
）
 

め
る
。
そ
の
真
理
と
は
固
有
化
の
目
配
せ
し
つ
つ
 ｜
 鳴
り
 始
め
る
 伏
蔵
 性
で
あ
る
」
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
ほ
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
情
況
の
内
 に
被
投
 さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
情
況
に
お
い
て
、
 

原
存
 在
の
現
成
を
歴
史
的
 

に
 省
察
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
一
の
思
惟
 は
 、
 被
投
性
 に
お
い
 て
 鳴
り
始
め
る
 伏
厳
 と
し
て
の
 原
 存
在
の
真
理
を
 、
現
 ｜
 存
在
へ
の
呼
び
掛
け
 

と
し
て
受
容
し
つ
つ
、
か
か
る
真
理
へ
と
傾
聴
的
に
帰
属
 す
る
と
い
う
仕
方
で
、
こ
の
真
理
を
己
の
「
 現
 と
い
う
 空
 け
 開
 き
 」
に
お
い
て
 

余
技
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
 る
の
は
、
先
に
述
べ
た
 原
 存
在
に
よ
る
呼
び
掛
け
と
 現
 存
在
に
よ
る
傾
聴
的
 帰
 

属
性
と
の
間
の
往
還
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 の
思
惟
 ほ
 か
か
る
往
還
の
遂
行
で
あ
り
、
こ
の
遂
行
に
お
い
て
、
 「
 現
 と
い
う
空
 け
 開
き
 

@
 
綴
 "
 

ほ
 自
己
 伏
 蔵
を
初
め
て
開
き
、
そ
の
よ
う
に
し
て
 原
 存
在
 の
 真
理
そ
れ
自
身
な
の
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
 

、
 （
 原
 存
在
の
自
己
 伏
蔵
 ）
 が
 

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

（
 現
 と
い
う
空
 け
 開
き
）
に
お
い
て
自
己
 伏
厳
 と
し
て
 企
 捜
 さ
れ
る
と
 き
 、
 原
 存
在
の
真
理
 は
 
（
自
己
 伏
蔵
 の
 空
 げ
 開
き
）
と
し
て
根
拠
 

以
上
述
べ
た
 よ
う
 に
、
自
己
 伏
蔵
 の
空
 け
 開
き
ほ
「
呼
び
 掛
 げ
と
傾
聴
的
帰
属
性
と
の
間
の
往
還
」
と
し
て
標
し
 づ
け
ら
れ
る
が
、
 
こ
 

*
 
㌍
 -
 

の
よ
う
な
自
己
 
伏
 蔵
の
空
け
開
き
の
「
根
本
結
構
（
 Q
 ：
 コ
ロ
 
の
の
め
せ
の
の
）
」
を
成
し
て
い
る
の
が
、
八
時
間
 

｜
 空
間
）
で
 
あ
る
。
で
 
は
 次
に
 、
呼
 

び
担
 げ
と
傾
聴
的
帰
属
性
と
の
間
の
往
還
と
い
う
観
点
か
 ら
 時
間
 ｜
 空
間
を
綿
密
に
見
て
み
よ
う
。
 

口
 
（
呼
び
掛
け
と
傾
聴
的
帰
属
性
と
の
間
の
往
還
）
 

と
 し
て
の
時
間
 ｜
 空
間
 

原
 存
在
ほ
（
固
有
化
す
る
原
初
）
と
し
て
根
源
的
な
根
拠
 で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
い
ま
見
た
 よ
う
 に
、
 原
 存
在
 の
 真
理
の
根
本
動
向
 

@
 
㏄
）
 

ほ
 自
己
拒
否
・
自
己
 伏
蔵
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
 
が
っ
て
 原
 存
在
の
現
成
に
は
（
己
を
伏
蔵
す
る
こ
と
）
 

、
 （
根
拠
を
拒
否
す
る
こ
 

 
 

が
 離
脱
し
て
お
り
、
 
原
 存
在
ほ
そ
の
根
拠
に
お
い
て
 は
 
「
 脱
｜
 根
拠
 
父
午
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取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
（
空
虚
）
は
あ
く
ま
で
も
呼
び
掛
 げ
と
傾
聴
的
帰
属
性
と
の
間
の
歴
史
的
な
振
幅
で
あ
る
 。
か
か
る
振
幅
と
し
て
 

@
 
り
 
@
 
）
 

@
 
仰
 "
 

（
空
虚
）
 
は
 現
存
在
を
（
 原
 存
在
の
呼
び
掛
け
へ
の
待
ち
 焦
 が
れ
）
へ
と
「
移
し
出
す
（
の
 
コ
 （
「
 
む
 井
目
）
」
。
ま
た
そ
れ
 と
 共
に
（
空
虚
）
は
 

l
i
 

、
 

@
 
何
 @
 

現
存
在
を
（
 原
 存
在
へ
の
 
閉
 被
さ
れ
て
い
る
傾
聴
的
帰
属
 性
へ
の
追
想
）
へ
と
移
し
出
す
。
か
く
し
て
将
来
と
 

１
１
 

既
 在
 と
へ
の
こ
の
 
ハ
 移
し
 

（
 
巧
 @
 

出
し
）
は
、
「
 対
時
 （
現
在
 0
 轄
 ：
養
ュ
）
」
を
（
 原
 存
在
 に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
へ
の
「
移
し
入
れ
（
 
田
コ
 「
ヰ
り
寸
白
 

コ
の
 
）
」
 L し
し
て
 

開
披
す
る
。
こ
れ
に
 よ
 り
将
来
と
既
往
と
へ
の
移
し
出
し
 は
 
（
 対
時
 
（
現
在
）
）
へ
と
移
し
入
れ
ら
れ
、
（
 
対
時
 
（
現
在
）
）
そ
れ
自
身
は
 

（
 
W
@
 

）
 

-
 
托
 "
 

「
移
し
出
し
の
集
約
」
と
し
て
現
成
す
る
。
そ
し
て
固
有
 
化
の
可
能
性
を
「
追
想
し
っ
 っ
 待
ち
焦
が
れ
る
 対
時
 
（
 
現
 在
 ）
」
と
い
う
（
移
し
 

出
し
の
集
約
）
が
、
固
有
化
が
瞬
く
か
否
か
を
、
そ
の
 歴
 史
的
な
唯
一
無
二
性
に
お
い
て
決
定
へ
と
を
立
て
る
（
 現
 在
 ）
 、
 即
ち
「
 瞬
｜
視
 

@
 
穏
 @
 

戸
口
㎎
の
 
コ
 。
 
ヴ
目
 n
F
 」
（
時
間
）
な
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
将
来
と
既
往
と
現
在
と
へ
と
移
し
出
し
移
し
入
 れ
る
（
移
し
出
し
の
集
約
）
は
、
自
己
 伏
 蔵
の
現
成
と
し
 て
、
ハ
 自
己
伝
蔵
 め
 

@
 
㏄
 "
 

-
 
㎎
）
 

結
構
（
 目
窄
目
 ）
）
を
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
構
 

と
し
て
、
自
己
 伏
蔵
は
時
 熟
の
移
し
出
し
を
嵌
め
 ム
ロ
わ
せ
 イ
人
 

り
 （
の
「
Ⅱ
由
の
の
 

コ
 ）
。
 L
 レ
 亡
ん
 

@
 

-
 
㏄
 "
 

@
 
㏄
）
 

博
 G
n
 
し
 」
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ほ
「
或
る
際
立
っ
た
 仕
方
で
の
開
く
こ
と
」
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
拒
否
 に
お
い
て
「
根
源
的
な
 

（
㌍
）
 

@
W
@
 

）
 

空
虚
（
 d
@
 

の
「
：
 

し
 」
が
開
か
れ
、
「
根
源
的
な
空
 
け
 開
き
 」
が
生
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
自
己
伝
蔵
 が
 空
け
開
く
、
よ
り
正
確
に
言
 ，
 
ぇ
ば
 、
自
己
 伏
厳
 と
し
て
空
 け
 開
く
こ
の
空
虚
は
 、
 先
に
 見
た
よ
う
に
歴
史
的
 

@
 
や
 "
 

に
 言
え
。
 ぽ
、
 
（
存
在
棄
却
 態
 に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
空
虚
 ）
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
こ
れ
は
同
時
に
 
、
 ハ
神
の
到
 
来
 と
不
在
と
に
関
す
る
 

上
仙
）
 

「
未
決
定
性
と
い
う
遠
さ
」
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
空
虚
 
）
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 ハ
 存
在
棄
却
 態
 に
よ
っ
て
 満
 た
さ
れ
た
空
虚
）
 
と
 

は
 、
 八
 遁
走
せ
し
神
々
と
来
る
べ
き
神
と
の
間
の
空
虚
Ⅹ
 即
ち
（
最
早
無
い
と
未
だ
無
い
と
の
二
つ
の
無
い
に
よ
っ
 て
 満
た
さ
れ
た
空
虚
）
 

で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
（
欠
乏
と
待
ち
焦
が
れ
と
に
 

ょ
 
っ
て
満
た
さ
れ
た
空
虚
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
 ム
ロ
 、
自
己
伝
蔵
 が
喬
 ら
す
 

@
n
@
 

）
 

か
か
る
「
欠
乏
と
待
ち
焦
が
れ
と
い
う
空
虚
」
を
 、
 或
る
 
一
定
の
枠
内
で
、
手
元
に
在
る
も
の
が
 欠
 在
し
て
い
る
 、
と
い
う
よ
 う
 に
支
げ
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日
 

（
人
間
の
傾
聴
的
帰
属
性
と
神
の
必
要
と
の
間
の
往
 
還
 ）
と
し
て
の
時
間
 ｜
 空
間
 

 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
固
有
化
に
お
い
て
の
み
初
め
て
経
験
さ
 
れ
ぅ
る
 神
を
、
「
最
後
の
神
」
と
命
名
す
る
。
し
か
し
）
 

」
の
場
合
、
最
後
の
 

 
 
 
 

 
 
 
 

神
に
お
け
る
「
最
後
の
も
の
（
Ⅰ
。
の
「
。
 鮭
 （
。
）
」
と
は
何
を
 
謂
 う
 の
か
。
最
後
の
神
が
そ
 う
 呼
ば
れ
る
の
は
、
最
後
 の
神
に
お
け
る
「
最
後
 

の
も
の
」
は
、
「
神
々
に
関
す
る
決
定
を
神
々
の
も
と
に
 

、
 神
々
の
間
に
最
後
に
 費
 ら
し
、
か
く
し
て
 神
 存
在
の
唯
 一
 無
二
性
と
い
う
本
質
 

を
 最
高
の
も
の
へ
 
と
 高
め
る
」
 

@
,
@
@
 
 

か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
っ
 

て
も
、
最
後
の
神
は
既
在
す
る
神
々
と
は
別
の
在
る
も
 の
と
し
て
、
ど
こ
か
に
 

隠
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
最
後
の
神
に
お
 け
 る
 
「
最
後
の
も
の
」
は
 、
 神
々
の
も
と
に
神
々
に
関
す
 る
 決
定
を
最
後
的
に
 費
 

ら
し
、
 神
 存
在
の
本
質
を
そ
の
最
高
に
し
て
最
後
の
も
の
 へ
と
高
め
る
。
こ
れ
に
よ
り
神
々
 

は
 自
分
た
ち
の
最
高
 に
し
て
最
後
的
な
神
拝
 

在
の
本
質
を
決
定
し
、
 
既
 在
の
神
性
を
脱
し
て
、
そ
の
 歴
 史
的
な
唯
一
無
二
性
に
お
い
て
神
と
な
る
の
で
あ
る
。
 だ
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 

@
 
㏄
）
 

は
 @
 ぅ
 。
「
最
後
の
神
は
お
の
れ
の
現
成
を
 
、
 …
 既
 在
す
 る
 神
々
の
伝
蔵
さ
れ
た
変
貌
の
内
に
持
っ
て
い
る
」
と
。
 こ

れ
が
「
神
と
な
る
 

-
 
@
6
 

。
 

こ
と
」
の
真
相
で
あ
る
。
「
神
と
な
る
こ
と
」
と
は
「
 

神
 々
の
中
の
神
が
神
と
な
る
こ
と
（
 o
G
 

（
（
の
巨
晶
Ⅰ
の
の
 

0
 。
 
笘
 ③
の
Ⅰ
の
 

ぺ
 の
 ぴ
ま
 
の
 
ぺ
 
）
」
な
の
 

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 も
詠
じ
て
い
る
 よ
 う
 に
、
「
天
上
の
者
 と
い
 え
ど
も
、
す
べ
て
を
為
す
 ，
 
」
と
は
で
き
な
い
」
（
 ム
 

不
モ
 シ
ュ
ネ
一
）
。
最
後
の
神
が
神
と
な
り
う
る
た
め
に
 

は
 、
最
後
の
神
は
原
存
在
が
「
神
と
な
る
こ
と
の
開
 け
 」
と
し
て
根
拠
 づ
 げ
ら
 

れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
ま
た
、
 

原
 存
在
が
か
 か
る
 開
 げ
と
し
て
根
拠
 づ
 げ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
 
原
存
 在
は
没
落
す
る
者
ど
も
 

が
 神
々
に
先
ん
じ
て
 原
 存
在
へ
と
到
達
す
る
こ
と
を
必
要
 と
す
る
。
と
い
う
の
も
、
最
後
の
神
が
神
と
な
り
 ぅ
る
 の
は
、
 ハ
 自
己
 伏
 蔵
 め
 

空
 け
 開
き
）
と
し
て
の
 原
 存
在
の
真
理
が
そ
の
極
み
へ
 と
 成
 熱
し
、
か
か
る
伝
蔵
の
極
み
に
お
い
て
、
「
最
後
の
神
 

0
 景
極
端
の
遠
さ
」
が
 

「
最
後
の
神
の
最
大
限
の
近
さ
」
と
し
て
己
を
空
 
け
 開
く
 限
り
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
 原
存
 在
 が
か
か
る
成
熟
へ
と
 

至
り
 ぅ
 る
の
は
、
没
落
す
る
者
ど
も
が
（
自
己
 伏
蔵
 の
 空
 げ
 開
き
）
の
結
構
と
し
て
の
（
時
間
 ｜
 空
間
）
へ
と
 跳
 躍
し
、
 （
 空
 開
の
押
し
 

寄
せ
）
を
押
し
広
げ
、
（
 
時
 熟
の
移
し
出
し
）
を
取
り
集
 め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

原
 存
在
の
真
理
の
結
構
を
嵌
め
 合
わ
せ
、
か
く
し
て
 自
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的
 歴
史
的
な
時
間
構
造
を
取
り
出
し
た
。
次
に
我
々
は
 形
而
上
学
の
神
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
に
よ
り
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 １
 0
 立
場
を
明
ら
か
に
 

し
た
。
次
に
我
々
は
固
有
化
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
 公
 ら
の
往
還
（
次
の
牙
（
の
）
）
と
し
て
展
開
し
た
。
次
に
我
々
 

は
こ
の
往
還
と
時
間
 ｜
 

空
間
と
の
連
関
を
分
析
し
、
そ
し
て
最
後
に
、
現
存
在
が
 根
拠
づ
け
る
（
 瞬
視
 0
 １
座
（
時
間
 ｜
 空
間
）
）
と
、
 人
 
T
 
 
人
 
Ⅲ
 ス
 ㌧
八
座
 
ノ
卜
 
Ⅰ
い
わ
 

け
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己
伏
蔵
 の
空
 け
開
 ぎ
を
「
神
と
な
る
こ
と
の
開
 け
 」
と
し
 て
、
 即
ち
最
後
の
神
の
到
来
の
た
め
の
遥
か
な
る
時
間
 ｜
 空
間
と
し
て
、
根
拠
 

つ
け
る
限
り
に
お
い
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
己
伝
蔵
の
 空
 

の
 振
幅
と
し
て
、
「
 原
 存
在
自
身
の
振
幅
の
震
え
」
で
あ
 る
と
述
べ
た
が
、
し
か
し
こ
の
震
え
は
、
 実
は
 そ
の
 真
 

げ
開
 ぎ
は
最
後
の
神
の
最
極
端
の
遠
さ
で
あ
る
が
、
 

し
 相

 に
お
い
て
は
、
 
原
存
 

か
し
こ
の
遠
さ
は
、
 
伏
 

蔵
の
極
み
に
お
い
て
、
遠
さ
と
し
て
鳴
り
始
め
る
最
後
の
 神
の
最
大
限
の
近
さ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
節
の
 初
め
で
述
べ
た
、
存
在
 

棄
却
 態
 に
お
い
て
 原
 存
在
の
真
理
が
 伏
厳
 と
し
て
鳴
り
始
 め
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
は
（
か
か
る
 伏
蔵
 と
い
 う
 仕
方
で
の
或
る
神
の
 

-
 
㏄
 @
 

@
 
㏄
 "
 

鳴
り
始
め
）
で
あ
り
、
 
原
 存
在
を
必
要
と
す
る
神
々
の
 必
 須
 性
の
呼
び
掛
げ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
 ら
 見
る
な
ら
ば
、
 

先
 

に
 、
自
己
 伏
蔵
 の
空
 け
 開
き
の
結
構
と
し
て
の
（
押
し
寄
 せ
 移
し
出
す
時
間
 ｜
 空
間
）
は
 、
 呼
び
掛
け
と
傾
聴
的
 帰
属
性
と
の
間
の
往
還
 

在
を
必
要
と
す
る
神
々
が
「
神
と
な
る
こ
と
の
震
え
」
で
 あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ハ
イ
デ
 ，
ガ
｜
 言
う
。
「
 原
 存
在
と
ほ
 
神
と
な
る
こ
と
の
 震
 

@
 
㏄
 @
 

え
 
（
神
々
が
自
分
た
ち
の
神
に
関
し
て
決
定
す
る
こ
と
の
 

前
触
れ
の
 
響
 ぎ
の
震
え
）
で
あ
る
」
と
。
没
落
す
る
者
 ど
も
が
こ
の
「
前
触
れ
 

間
｜
 空
間
）
を
「
神
と
な
る
こ
と
の
開
 け
 」
と
し
て
根
拠
 づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 神
々
 ほ
 決
定
へ
と
来
着
し
、
 
自
分
た
ち
の
神
を
 、
即
 

@
 
㏄
 "
 

ち
 神
々
の
中
の
神
を
決
定
へ
と
立
て
る
の
で
あ
る
。
 

結
語
最
後
の
神
の
過
ぎ
去
り
 

拙
論
に
お
い
て
我
々
は
ま
ず
 ハ
 序
論
 ロ
 で
、
主
の
再
来
 の
 突
如
性
に
つ
い
て
語
る
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
葉
を
取
り
上
 げ
 、
そ
こ
か
ら
 瞬
視
 



る
 （
神
々
の
中
の
神
が
神
と
な
る
こ
と
 
ゾ
 と
に
到
達
し
た
 。
こ
れ
に
よ
り
、
 n
 
序
論
 ロ
で
 取
り
出
し
た
 瞬
 規
約
 歴
 史
的
な
時
間
構
造
と
、
 

ハ
 
第
三
節
 ロ
で
 取
り
上
げ
た
往
還
と
は
、
時
間
 ｜
 空
間
に
 お
い
て
歴
史
的
に
具
体
化
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
草
稿
 
円
 哲
学
へ
の
寄
与
 b
 に
お
い
て
、
「
神
々
の
中
の
神
が
神
と
な
る
こ
と
」
を
 
「
最
後
の
神
の
過
ぎ
 

去
り
（
 せ
 0
 
（
 
ヴ
の
 
@
g
a
 

コ
の
 
）
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
最
後
の
神
を
 
、
全
体
と
し
て
の
存
在
者
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る
第
一
 根
拠
と
し
て
定
立
す
る
 

こ
と
も
、
ま
た
か
か
る
究
極
の
根
拠
と
し
て
、
 没
 歴
史
的
 非
時
間
的
な
、
つ
ま
り
歴
史
と
時
間
と
を
超
越
し
た
い
 わ
ゆ
る
永
遠
の
存
在
者
 

で
あ
る
と
表
象
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
固
有
化
に
お
 い
て
の
み
初
め
て
経
験
さ
れ
 ぅ
る
 神
に
は
、
固
有
な
歴
史
 
性
 が
帰
属
し
て
お
り
、
 

か
か
る
神
の
歴
史
性
を
成
す
の
が
（
過
ぎ
去
り
）
な
の
で
 あ
る
。
（
過
ぎ
去
り
）
と
は
神
が
人
間
に
歴
史
的
に
現
前
 
す
る
（
当
毛
。
。
：
）
唯
一
 

無
二
の
父
 臣
 土
色
の
一
回
的
な
（
 ム
コ
ョ
 
"
 
鰍
 ）
仕
方
で
あ
 り
 、
最
後
の
神
に
固
有
の
現
前
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 て
 最
後
の
神
の
現
前
の
 

場
所
た
る
（
時
間
 ｜
 空
間
（
 瞬
視
 0
 １
座
ご
と
は
、
「
 最
 後
の
神
の
過
ぎ
去
り
の
た
め
の
時
間
１
室
田
」
 

尋
ョ
 
@
g
@
 

。
 
（
 
瞬
視
 0
 座
）
な
の
で
あ
る
。
 

我
々
は
こ
こ
で
「
最
後
の
神
の
過
ぎ
去
り
」
に
論
及
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
 、
 我
々
が
 
口
 
序
論
 ロ
で
 取
り
出
し
ハ
本
 請
ロ
 で
 展
開
し
た
 瞬
視
 

的
 歴
史
的
な
時
間
構
造
を
、
最
後
に
こ
の
 ハ
 
結
語
 ロ
 に
お
 い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
一
切
を
踏
ま
え
た
上
で
 、
も
う
一
度
捉
え
直
し
 

て
お
き
た
い
と
思
 う
 。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
他
の
多
く
の
術
語
と
同
様
に
、
こ
の
「
 過
ぎ
去
り
（
 せ
 。
与
田
 
奉
コ
の
 
）
」
と
い
う
術
語
も
 へ
 ル
ダ
 l
 リ
ン
に
由
来
す
る
。
 

ま
ず
、
（
過
ぎ
去
り
 
ゾ
 を
詠
じ
て
い
る
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 詩
 の
一
節
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
 

「
か
く
し
て
天
上
の
も
の
は
疾
く
過
ぎ
去
る
（
 
づ
の
 
（
の
が
 

コ
 
の
 -
@
n
 

ォ
安
 ）
。
し
か
し
そ
れ
は
い
わ
れ
無
き
こ
と
で
は
な
い
。
 
ノ
 つ
ね
に
適
度
を
知
 

り
て
い
た
わ
り
の
手
も
て
 ノ
 人
間
ど
も
の
住
ま
い
を
 ノ
或
 る
 神
は
触
れ
る
、
 唯
 ほ
ん
の
一
瞬
（
 目
ぉ
手
 詩
オ
）
 
ノ
そ
 し
て
彼
ら
は
そ
れ
を
 知
 

ら
ぬ
、
だ
が
久
し
く
 ノ
 彼
ら
は
そ
れ
を
回
想
し
そ
し
て
 問
 う
 、
あ
れ
が
誰
で
あ
っ
た
（
も
も
空
の
口
）
の
か
と
。
 

ノ
し
 か
し
或
る
時
間
が
過
ぎ
 

去
る
（
の
 
@
 
コ
の
い
 
の
 
@
 
（
 づ
 0
 
乙
由
 安
 ）
と
彼
ら
は
そ
れ
を
知
る
」
 （
「
宥
和
す
る
者
 
ょ
 b
 補
遺
）
。
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一
九
三
四
・
五
年
の
冬
学
期
講
義
 

ス
 ゲ
ル
マ
ー
ニ
 

ヱ
ン
 
）
 と
ハ
 
ラ
イ
ン
ピ
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 

へ
ル
ダ
 
l
 リ
ン
の
こ
の
詩
を
 

解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 

へ
 ル
ダ
 
l
 リ
ソ
 
の
い
う
「
せ
の
「
 

s
a
 

邑
 i
c
 

甘
ず
ニ
 
「
 
く
 
0
 
～
 
ヴ
乱
ぢ
 

（
」
を
「
 

せ
 
。
 
～
 
ヴ
 
。
俺
の
訂
 

，
 
」
即
ち
「
 

過
 

@
 
四
 
）
 

ぎ
 去
る
こ
と
」
と
言
い
直
し
、
こ
れ
を
「
 

既
 在
す
る
も
の
 

と
し
て
現
成
し
っ
 

っ
、
 
或
る
来
着
す
る
肉
薄
に
お
い
て
 

現
前
す
る
」
こ
と
と
 

標
 

し
づ
 
げ
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
 

i
 リ
ン
の
詩
に
よ
る
と
、
初
め
 

人
間
ど
も
は
そ
れ
が
誰
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
し
か
 

し
こ
れ
を
久
し
く
追
想
 

し
っ
 
っ
 、
「
或
る
時
間
が
過
ぎ
去
る
」
と
彼
ら
は
そ
れ
を
 

着
 て
取
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
解
釈
に
従
 

え
ば
、
こ
の
場
合
、
追
 

 
 

榊
想
 に
お
い
て
（
 

既
 在
す
る
も
の
と
し
て
現
成
す
る
）
 

の
は
 （
 
既
 在
す
る
神
々
の
神
性
（
の
 

び
 
（
（
 

-
@
"
 

ゴ
 
F
 
。
 
@
 
（
）
）
で
あ
 

り
 、
そ
の
（
遠
き
近
さ
）
で
 

 
 

 
 

 
 

カ
エ
 

珊
 
へ
と
 
瞬
視
 
的
に
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
 

令
 追
想
（
既
存
）
と
準
備
（
将
来
）
」
と
に
基
づ
い
て
規
定
 

さ
れ
る
べ
き
現
前
性
）
が
 

、
 

 
 

る
 神
の
 ハ
 
唯
一
無
二
的
一
回
 

的
瞬
 
現
住
 
ノ
 と
し
て
の
 
ハ
 
過
ぎ
去
り
）
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

は
、
 
神
が
ま
ず
ど
こ
か
に
存
在
者
と
し
て
在
り
、
そ
れ
 

が
 然
る
べ
き
後
に
 

、
 或
る
 
何
 

 
 

 
 

の
時
間
内
に
掠
め
る
よ
 

う
 に
通
り
過
ぎ
る
、
と
い
う
よ
 

う
 な
表
象
を
持
っ
て
は
な
ら
 

杯
 
碍
 1
 
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
神
が
過
ぎ
去
る
 

リ
ソ
 
に
と
っ
て
神
々
 

と
は
 （
時
間
）
に
ほ
か
な
 

7
 

 
 

 
 

略
う
 に
 、
ハ
 
過
ぎ
去
る
 

ノ
 の
は
そ
の
真
相
に
お
い
て
は
 

（
時
間
）
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
（
時
間
と
し
て
神
と
な
る
 

と
こ
ろ
の
神
々
 

ノ
 な
の
で
あ
 

ガ
る
 。
そ
し
て
か
か
る
既
往
 

的
 将
来
的
現
前
と
し
て
 

時
 熟
す
る
神
々
の
時
間
へ
と
饗
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

か
か
る
時
間
を
引
き
受
け
 

担
 

 
 

 
 

お
い
て
根
拠
づ
け
る
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註
ヱ
 の
ぎ
の
㎎
㎎
の
（
の
著
作
の
略
記
Ⅰ
 

万
 り
の
 ヒ
 
の
 呂
 p
 ヨ
 （
 
p
 己
甜
 p
 す
 め
，
 
（
 
し
 -
 左
の
目
由
武
（
二
ロ
 

ヰ
ョ
 （
（
の
（
の
 

む
 N
.
 な
お
負
数
の
み
記
載
の
も
 の
 ほ
の
 レ
 
の
六
五
巻
 

有
 化
と
し
て
己
を
伏
蔵
す
る
の
は
、
最
後
の
神
て
あ
る
」
。
 
O
-
6
"
7
 

 
 

え
 ハ
イ
デ
，
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
舌
口
 

ぅ
 。
「
 
原
 存
在
は
最
 
後
の
神
の
道
 
跡
 （
 
毛
轄
の
ョ
し
 

と
し
て
瞬
く
」
。
 

@
 
。
 
"
7
 
 

「
固
有
 
化
に
お
い
て
、
ま
た
 

固
 

こ
の
よ
う
に
標
し
づ
げ
ら
れ
る
（
過
ぎ
去
り
）
に
つ
い
て
 ハ
イ
デ
，
ガ
 l
 は
更
に
次
の
よ
う
に
舌
口
 う
 。
「
過
ぎ
去
る
 こ
と
は
神
々
の
現
前
 

性
の
仕
方
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
過
ぎ
行
き
の
瞬
間
に
一
切
 の
 至
福
 と
驚
皓
 と
を
示
し
う
る
、
或
る
殆
ど
捉
え
難
 き
 目
 配
せ
の
刹
那
性
で
あ
 

る
 
@
2
@
7
 
 

」
。
 

こ
こ
で
舌
口
わ
れ
て
い
る
 

よ
う
 に
 、
 （
過
ぎ
去
り
）
の
 瞬
視
 
（
刹
那
）
性
に
お
い
て
は
人
間
に
対
し
て
一
切
の
 

至
福
 と
驚
悼
 と
が
贈
遺
 

さ
れ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
、
人
間
と
は
誰
で
も
よ
い
 
任
意
の
人
間
で
は
な
く
、
 

原
 存
在
と
い
う
神
の
必
須
性
 を
 委
譲
さ
れ
、
神
の
必
 

須
 性
の
番
人
と
し
て
神
へ
と
奉
納
さ
れ
る
か
の
役
落
す
る
 者
 ど
も
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
ほ
ま
ず
何
よ
り
も
没
落
 す
る
者
へ
と
変
貌
 し
、
 

か
く
し
て
神
の
過
ぎ
去
り
の
た
め
の
時
間
 ｜
 空
間
を
 、
己
 の
 自
己
性
に
お
い
て
、
 
或
 い
ほ
自
己
性
と
し
て
空
け
開
 ぎ
 根
拠
づ
け
ね
ば
な
ら
 

な
い
。
こ
れ
が
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
の
仕
方
で
あ
る
 

人
間
が
神
の
こ
の
よ
う
な
唯
一
無
二
性
と
一
回
 性
 と
を
贈
与
さ
れ
、
 
こ
 

れ
を
引
き
受
け
担
う
こ
と
ほ
、
命
運
（
の
の
の
。
 ゴ
 @
 
。
 
ォ
 ）
で
あ
 る
と
共
に
決
断
（
決
定
 
口
 ，
 汀
目
 の
 
@
 
目
，
の
）
と
し
て
肉
薄
 す
 る
瞬
 視
を
単
独
で
孤
独
 

に
 引
き
受
け
担
う
こ
と
と
し
て
、
身
の
毛
の
弥
立
つ
喜
び
 で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
実
際
か
か
る
喜
び
が
身
の
毛
 の
 弥
立
つ
ほ
ど
恐
ろ
し
 

@
 
乃
 ）
 

い
も
の
で
あ
る
の
は
、
（
神
々
か
ら
消
化
し
 

き
 れ
ぬ
ほ
ど
 多
く
の
も
の
を
与
え
ら
れ
た
）
が
ゆ
え
に
、
（
命
運
に
よ
 って
打
ち
の
め
さ
れ
）
 、
 

つ
い
に
は
真
昼
の
明
る
み
か
ら
錯
乱
の
闇
へ
と
突
 き
 落
と
 さ
れ
た
詩
人
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 が
証
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
 ッ
ガ
 ー
は
 舌
 ロ
ト
リ
ノ
。
「
由
比
 

り
 

@
 
れ
 ）
 

の
毛
の
弥
立
つ
喜
び
と
は
、
或
る
神
の
死
で
あ
ら
れ
 ば
な
 十
月
 

レ
 
山
片
は
い
」
。
こ
こ
で
 

舌
 ロ
ト
リ
ノ
「
 

死
 」
は
ニ
一
チ
ェ
の
い
た
り
 ノ
 意
味
で
の
八
神
の
死
）
 

で
は
な
い
。
固
有
化
に
お
い
て
の
み
経
験
さ
れ
 
ぅ
る
神
 は
 、
固
有
化
の
豊
 館
 と
横
溢
と
の
内
で
死
ぬ
こ
と
に
よ
 っ
て
 、
 己
の
唯
一
曲
 り
一
 

性
 と
一
回
 性
 と
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
神
の
過
 ぎ
 去
り
の
歴
史
性
で
あ
り
、
神
と
な
る
こ
と
の
 瞬
視
性
 な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
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ハイデッガー『哲学への 寄与 Jl におけるく時間一空間 ) とく 神 ) 

を
 指
す
。
 

（
 1
 ）
 
せ
 。
臣
下
 e
 目
ヨ
 り
 ロ
ロ
は
こ
の
草
稿
の
概
要
を
、
こ
の
草
稿
 の 六
つ
の
結
構
（
臼
の
の
お
 芽
 Ⅱ
む
の
 
由
コ
益
 し
に
従
っ
て
要
領
よ
 
く
ま
と
め
て
い
る
。
 

し
か
し
こ
の
草
稿
の
結
構
そ
れ
自
身
の
内
奥
の
真
理
に
ま
で
 立
 ち
 入
っ
て
い
な
い
。
こ
の
内
奥
の
真
理
と
は
、
こ
の
六
つ
の
 緒
 構
 
（
鳴
り
始
め
・
 投
 

げ
 渡
し
・
跳
躍
・
根
拠
づ
け
・
将
来
的
な
者
ど
も
・
最
後
の
神
 ）
は
思
惟
の
道
と
し
て
 原
 存
在
の
現
成
を
嵌
め
合
わ
せ
る
（
 目
 甲
 し
こ
と
に
よ
っ
 

て
 、
そ
れ
自
身
が
原
存
在
の
真
理
の
結
構
、
即
ち
最
後
の
神
の
 

は
 、
本
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

ヨ
の
 Q
0
 

（
（
の
の
め
「
 

p
n
 

の
手
お
ぎ
 鱒
 過

ぎ
去
り
の
た
め
の
時
間
 ｜
 空
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
 

の
の
 
宰
ざ
ア
曲
ざ
ア
 
の
コ
ロ
の
 
コ
オ
 
の
 臣
 宮
下
由
Ⅰ
し
の
「
の
で
 
E
 「
し
の
の
 
由
 。
 目
 @
 

る
 。
こ
れ
に
関
し
て
 

Q
.
 ㌧
 0
 二
ロ
 
織
 

（
 居
 ・
）
ま
田
 

a
u
-
l
 

ま
 Ⅰ
な
お
草
稿
「
哲
学
へ
の
寄
与
 ロ
の
 結
構
 の
 詳
細
に
関
し
て
は
、
拙
論
コ
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 i
 
「
哲
学
へ
の
寄
与
」
 

の
 結
構
に
つ
い
て
 ロ
 （
国
士
館
大
学
教
養
論
集
三
七
Ⅰ
じ
を
参
照
 
さ
れ
た
い
。
 

（
 2
 ）
 
せ
仁
 ・
Ⅰ
・
の
 

ポ
乙
宙
コ
 
（
 
寸
 -
 
ず
ヨ
 

e
e
 

の
（
 

由
 コ
ア
 由
日
り
 
巳
の
日
の
・
Ⅰ
Ⅱ
 

（
 3
 ）
 
Q
 下
 P
@
P
O
 

（
 4
 ）
㌧
 ぴ
 ㏄
四
の
）
の
こ
し
の
「
し
の
 

コ
オ
 
毛
の
帆
 ツ
巨
ド
ニ
 

@
 
づ
由
 e
 日
の
㏄
四
の
「
の
・
㌧
 

片
岸
 
-
-
@
 

コ
 ㏄
。
 
コ
 ・
Ⅰ
の
の
㏄
。
の
・
㏄
の
 

｜
 ト
銅
 

（
 5
 ）
 
Q
 下
 2
@
 

㏄
。
㏄
 

め
 

（
 6
 ）
こ
れ
性
関
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
九
二
九
年
の
論
文
 
コ
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
口
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
 。
「
現
存
在
を
世
界
 
｜
 

内
｜
 存
在
と
し
て
存
在
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
 神
へ
の
可
能
な
存
在
に
つ
い
て
は
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
 決
 足
 さ
れ
て
い
な
い
。
 

と
は
い
っ
て
も
し
か
し
、
超
越
を
解
明
す
る
こ
と
を
通
し
て
 初
 め
て
、
現
存
在
の
十
分
な
概
念
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 

現
 存
在
と
い
う
存
在
者
 

を
 顧
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま
や
初
め
て
、
神
へ
の
現
存
在
 の
 関
係
に
関
し
て
事
態
は
存
在
論
的
に
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
、
 問
わ
れ
 ぅ
 る
の
で
 

あ
る
」
（
 Q
 下
は
 
Ⅰ
の
 
S
 。
な
お
こ
の
引
用
文
に
関
し
て
は
 Q
 下
の
 ㏄
の
Ⅰ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 7
 ）
㌧
 ぴ
 ㏄
の
の
 
-
 
浅
は
上
掲
箇
所
に
お
い
て
事
実
的
生
 な
 
「
空
 け
 開
き
の
場
所
（
 0
 ユ
ロ
の
「
 ま
 R
 オ
 （
 
由
コ
し
 
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
 

，
 
し
の
用
語
を
ハ
イ
デ
ッ
 

ガ
 ー
が
実
際
に
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
で
使
用
し
た
の
か
ど
 ぅ
 か
は
分
か
ら
な
い
。
 

（
 8
 ）
（
 

D
@
 

の
Ⅰ
（
 9
 ）
 
か
 
り
下
の
 

@
3
 

つ
 ㏄
（
 托 ）
（
し
の
Ⅰ
 

（
Ⅱ
）
 

4
3
 

㏄
（
は
）
（
 ロ
 の
の
（
は
）
 

お
 Ⅱ
 

   
 

（
Ⅱ
）
命
の
せ
姦
は
（
の
の
 ぎ
 ）
よ
り
根
源
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
 で
、
我
々
は
前
者
を
原
存
在
と
訳
す
。
 

 
 
 
 

（
 F
 ）
Ⅱ
㏄
 

 
 

（
 托
 ）
（
し
 い
母
 ・
こ
こ
で
固
有
化
と
い
う
我
々
の
訳
語
に
つ
い
て
 一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
草
稿
 
コ
 哲
学
へ
の
 
寄
与
 ロ
 に
お
い
て
、
 

 
 

ハ
曲
Ⅱ
 
臼
 ㏄
 臣
宙
ノ
 も
こ
八
四
。
 

ァ
 。
Ⅱ
 
臼
帆
コ
 
。
 臣
ノ
 
@
 
 
八
 
Ⅰ
 す
 。
Ⅱ
 
四
 ㏄
 臣
 。
 コ
ノ
 
@
 
 
へ
 
へ
 ヒ
四
 
幅
コ
 
の
コ
ノ
 と
し
て
展
開
し
て
い
る
。
分
ず
 ア の
「
の
斤
目
早
に
つ
い
 て
 言
え
ば
、
 原
 存
在
 



 
 

 
 

 
 

へ
と
移
し
置
か
れ
る
。
か
か
る
人
間
の
変
貌
に
お
い
て
 原
 存
在
 は
 、
 原
 存
在
の
自
己
 吠
 蔵
の
隠
蔽
と
い
う
意
味
で
の
存
在
忘
却
と
 い
 う
 そ
の
非
本
質
㈲
 

（
 
ヒ
コ
 
毛
の
の
の
 

コ
 非
現
成
）
か
ら
、
自
己
 伏
 蔵
の
空
け
開
き
と
い
う
 意
味
で
の
 原
 存
在
の
真
理
の
本
質
（
現
成
）
 、
 即
ち
そ
の
固
有
 な
も
の
へ
と
 商
 ら
さ
 

れ
る
。
 原
 存
在
と
人
間
と
の
か
か
る
往
還
に
お
い
て
、
人
間
的
 現
｜
 存
在
の
本
来
的
自
己
性
、
よ
り
厳
密
に
言
う
と
、
そ
の
木
 来
 的
な
時
間
性
と
世
 

界
性
 と
は
、
 原
 存
在
の
真
理
の
結
構
で
あ
る
時
間
 ｜
 空
間
と
し
 て
 嵌
め
合
わ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
 
原
 存
在
と
現
 ｜
 存
在
と
 は
そ
の
往
還
に
お
い
 

て
 、
相
互
に
国
有
な
も
の
へ
と
 喬
 ら
し
合
 う
 と
と
も
に
、
相
互
 に
 固
有
な
も
の
を
委
ね
合
い
、
か
く
し
て
帰
属
し
合
 
う
 の
で
 あ
る
。
同
じ
こ
と
が
 

含
汀
 3
 冠
 コ
の
コ
 

）
と
（
 2
 
年
の
俺
 
コ
の
コ
 

）
と
に
も
言
え
る
が
、
そ
れ
に
 関
し
て
は
本
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
我
国
に
お
い
て
ほ
 普
 道
八
ロ
 ぉ
 ど
い
 

三
 せ
り
は
 

性
起
と
訳
さ
れ
る
が
、
我
々
ほ
い
ま
述
べ
た
事
柄
の
関
わ
り
 合
 い
を
表
現
す
る
た
め
に
（
㊦
 3
%
 

已
も
を
固
有
化
と
訳
す
。
 

（
 
り
 
Ⅱ
）
Ⅱ
 

（
 
比
 ）
の
 ノ
 の
の
 
@
 
）
 
N
N
 

（
㎎
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
真
理
を
認
識
と
事
象
と
の
一
致
と
い
 う
 意
味
で
の
正
し
さ
と
 は
 解
さ
ず
に
、
通
常
安
生
 
目
の
 @
 
（
（
真
理
 
）
と
訳
さ
れ
る
 ギ
リ
 

シ
ア
 語
ア
 ・
レ
ー
テ
イ
ア
の
根
源
的
な
意
味
に
従
っ
て
 、
不
 １
代
 蔵
性
 
（
目
口
上
空
 

す
 
0
 「
的
の
コ
ア
の
 

一
 
（
）
と
し
て
捉
え
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
｜
に
ょ
 れ
ば
、
 ァ
 

レ
ー
テ
イ
ア
は
忘
却
，
 伏
 蔵
を
意
味
す
る
（
レ
ー
テ
）
と
、
 打
 ち
 消
し
の
 前
 綴
り
（
 ア
 ）
と
の
共
属
か
ら
成
っ
て
い
る
。
 現
｜
 存
在
の
（
 現
 ）
 と
は
 

忘
却
、
伏
蔵
さ
れ
て
い
る
 原
 存
在
が
不
休
戚
と
な
る
領
域
、
即
 ち
本
１
代
 蔵
性
 の
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 
却
 ）
の
～
 い
 

（
 
幻
 ）
 い
 
の
の
（
 牡
 ）
 い
 
の
の
（
㌍
）
 
ド
の
 
の
 

（
 
初
 ）
）
の
（
 乃
 ）
 ミ
 
）
 
ミ
 

（
 
乃
 ）
 ド
の
 
h
.
 
 （
 
抑
 ）
（
 
0
0
 

）
ち
の
の
（
四
）
 

い
の
（
㏄
）
～
の
（
 口
 ）
 ド
 の
の
（
 銘
 ）
の
 0
 

（
㏄
）
 
の
 ～
の
（
 巳
 ）
の
の
 0
 

（
㏄
）
（
㏄
）
の
～
の
（
㌍
）
（
㏄
）
の
 

㏄
 
0
 
 
（
㏄
）
（
 

如
 ）
 

の
の
 
い
 

（
 
姐
 ）
の
の
の
（
 蛇
 ）
（
 
挺
 ）
（
 
魂
 ）
の
の
 ミ
 

（
 
巧
 ）
 の
 
の
の
（
 妨
 ）
の
の
 ミ
 

（
 
蛆
 ）
の
の
の
（
 憾
 ）
の
の
 ミ
 

始
 ）
（
 
駒
 ）
（
 
目
 ）
（
 
乾
 ）
 

（
㏄
）
（
 

騒
 ）
の
の
 ミ
 

（
 
的
 ）
の
の
の
（
㏄
）
（
 駝
 ）
の
～
 ド
 

ぬ
 ）
の
の
～
（
㏄
）
 
ミ
 
）
 
ド
 

（
㏄
）
 ミ
 
）
Ⅰ
 

（
㎝
）
㊦
日
吉
木
 
の
 
（
（
 

縛
ぎ
 舶
は
（
近
さ
と
遠
さ
）
に
関
し
て
、
 或
 い
は
神
と
人
間
と
の
関
係
に
関
し
て
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。
 し
か
し
そ
の
際
彼
は
 、
 

た
だ
単
に
そ
れ
ら
を
図
式
的
悟
性
的
に
処
理
し
て
い
る
に
す
ぎ
 ず
 、
拙
論
に
お
け
る
 よ
う
 に
、
そ
れ
ら
の
内
実
を
解
明
し
て
い
 る
わ
け
で
は
な
い
。
 

二
 %
 江
口
田
の
力
 
ヰ
 
年
日
目
の
「
 
い
 「
 
f
a
 
す
 「
 
年
コ
舶
黛
 
の
 抽
 。
 
ヨ
 的
の
 
コ
ぎ
，
レ
 目
 
Ⅱ
目
の
「
の
 

で
目
 
「
Ⅰ
の
の
 

由
由
 -
 
荷
 。
 
臣
 ，
 
，
の
 ・
 勺 色
丹
 
ヰ
の
 
「
（
 
抽
 m
.
 

）
㏄
ぴ
 

%
 寸
 年
，
ト
 

の
の
 
ト
 

（
㏄
）
 い
 
つ
の
（
㏄
）
 
ミ
 
0
 の
（
㏄
）
 
ミ
 
（
㏄
）
）
）
の
 （
㏄
）
 い
 
の
の
 

f
.
 

（
㏄
）
 

ド
 
の
の
（
㏄
）
 
ド
 
の
の
（
㏄
）
 
ド
 
ち
の
 
（
㏄
）
の
 ノ
 の
 

の
 @
 ））
）
（
 れ
 ）
の
 ノ
 の
の
あ
 
い
 
（
㍗
）
の
 レ
 の
の
ニ
目
 

㌍
）
の
 ノ
 の
の
 
@
 の
 ）
（
 れ
 ）
（
 
乃
 ）
 ド
の
 
0
 

（
㏄
）
 袖
 



八
 論
文
要
旨
 V
 
 イ
ソ
 ド
 仏
教
研
究
に
イ
ス
ラ
 l
 ム
史
料
を
用
 
い
る
試
み
は
、
従
来
殆
ど
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
 、
イ
ン
ド
・
イ
ス
 フ
 

１
ム
史
料
の
中
に
は
、
後
期
か
ら
末
期
に
至
る
イ
ソ
 ド
 仏
教
の
 状
況
に
関
す
る
言
及
が
部
分
的
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
量
存
在
 す
る
。
筆
者
は
こ
の
 

点
 に
注
目
し
、
歴
史
的
な
史
料
が
稀
薄
と
さ
れ
る
後
期
か
ら
 末
 期
 に
か
け
て
の
イ
ソ
 
ド
 仏
教
の
研
究
に
、
イ
ソ
 ド
 
・
イ
ス
ラ
 一
 ム
史
料
の
活
用
を
試
 

み
た
。
 

木
 小
論
は
、
イ
ソ
 
ド
 
・
イ
ス
ラ
一
ム
史
の
基
本
文
献
で
あ
る
 

日
 チ
ャ
 チ
ュ
 
・
ナ
ー
 メ
 b
 と
イ
ソ
 ド
 仏
教
研
究
に
不
可
欠
と
さ
れ
 て
き
た
日
大
唐
 西
 

域
記
 b
 と
の
対
照
研
究
を
通
じ
て
、
主
に
末
期
の
酉
イ
ン
ド
 仏
 教
の
衰
亡
原
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 

玄
 英
三
蔵
が
 
西
イ
 ソ
 ド
 を
訪
れ
た
時
代
の
仏
教
の
中
心
と
み
な
 さ
れ
た
東
イ
ン
ド
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
仏
教
が
盛
ん
で
あ
っ
た
 
西
 イ
ソ
 ド
 地
方
 

の
 仏
教
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
進
攻
を
機
会
に
急
速
に
衰
退
 し
 消
滅
す
る
が
、
そ
の
事
情
の
一
端
が
 円
 チ
ャ
 チ
ュ
 
・
 ナ
一
メ
 b
 の
 記
載
か
ら
明
ら
 

か
に
な
る
。
そ
れ
は
従
来
の
一
般
的
な
認
識
と
は
異
な
り
、
 

仏
 教
徒
自
ら
が
仏
教
を
捨
て
イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
改
宗
し
た
こ
と
が
、
 西
イ
ン
ド
仏
教
 衰
 

亡
 の
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
シ
ョ
ッ
 キ
ソ
 グ
 な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
背
景
に
は
、
末
期
西
イ
ン
ド
 仏
教
を
主
に
支
え
 

て
い
た
民
族
と
 ヒ
ソ
 ド
ゥ
 l
 教
徒
と
の
民
族
的
，
宗
教
的
な
緊
 張
 関
係
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
テ
 l
 マ
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
の
記
 
述
 に
偏
り
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
面
も
あ
る
が
、
少
な
 く
と
も
イ
ン
ド
 
仏
 

 
 
 
 
 
 
 
 

教
 研
究
に
イ
ス
ラ
一
々
史
料
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
 な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 向
 チ
ャ
 チ
ュ
 
・
ナ
 l
 メ
 b
 、
 Ⅰ
大
唐
西
域
記
 b
 、
 ま
京
、
反
ヒ
ン
ド
ク
 一
 勢
力
、
イ
ン
ド
仏
教
の
衰
亡
、
 

杓
 

イ 

ス 

  
ヒ ム 

/ ドゥ 史料 

@  ケア ヒ 

  
  
教 、 ノ 

とその ド仏 

  
の と 

  
  
俊 

の 

考 
司 察 



筆
者
は
先
の
論
文
で
、
イ
ス
ラ
 l
 ム
史
料
 円
 チ
ャ
 チ
 

王
朝
（
四
八
九
 
｜
 六
二
二
 項
 ）
最
後
の
王
サ
ハ
シ
 l
 ・
 ラ
 

央
 ア
ジ
ア
か
ら
 西
 ・
西
北
イ
ン
ド
（
今
日
の
パ
キ
ス
タ
ン
 

ュ
 ・
ナ
ー
 メ
ヒ
 に
登
場
す
る
 
五
｜
 七
世
紀
の
西
イ
ソ
 
ド
一
 帯
を
支
配
し
た
 ラ
 ー
 イ
 

l
 イ
 
（
 
o
p
 
す
 曲
の
Ⅰ
 

オ
里
 -
 
在
位
六
一
 0
 頃
｜
 六
二
二
項
）
二
世
は
 、
五
世
紀
の
後
半
に
中
 

の
 イ
ン
ダ
ス
 中
 ・
下
流
域
）
一
帯
に
侵
入
し
、
定
着
し
た
 
自
 フ
ン
の
 末
蕎
 で
あ
る
 ジ
 

  

「
大
唐
西
域
記
 b
 に
み
る
西
イ
ン
ド
仏
教
の
情
勢
 

筆
者
は
す
で
に
 幾
 っ
か
の
論
文
に
お
い
て
、
豊
富
に
存
在
 す
る
イ
ン
ド
・
 
ィ
 ス
ラ
一
ム
 の
 文
献
を
、
末
期
の
 イ
 ン
 ド
 仏
教
研
究
に
役
立
 

@
l
@
 

て
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
不
十
分
な
が
ら
も
考
察
を
試
み
 て
き
た
。
本
稿
も
、
そ
の
研
究
の
一
環
で
あ
る
。
 

イ
ン
ド
仏
教
の
イ
ン
ド
社
会
か
ら
の
事
実
上
の
消
滅
理
由
 ほ
 つ
い
て
は
、
す
で
に
し
ば
し
ば
指
摘
し
た
よ
ら
に
、
 

ぬ
域
 
・
時
代
・
民
族
 

@
2
@
 

・
階
級
等
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
 
l
 ス
が
あ
り
、
決
し
て
 
一
様
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
仝
回
も
こ
の
前
 提
に
 則
っ
て
、
時
代
を
 

セ
ー
 八
世
紀
、
地
域
を
西
イ
ソ
 ド
 現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
の
 シ
ソ
ド
や
 パ
ン
ジ
ャ
ブ
ニ
市
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
、
 

こ
の
地
の
仏
教
事
情
、
 

特
に
そ
の
支
持
者
層
の
特
定
と
そ
の
社
会
的
な
勢
力
の
盛
 衰
が
 、
イ
ン
ド
の
仏
教
の
衰
亡
と
ど
の
よ
う
な
関
連
が
 あ
っ
た
か
を
、
こ
の
種
 

の
 研
究
で
は
従
来
殆
ど
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
 史
料
を
用
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。
そ
の
際
用
い
る
 中
 心
的
な
史
料
は
 、
イ
 ン
 

ド
 ・
イ
ス
ラ
ー
ム
最
古
の
文
献
の
一
つ
ロ
チ
ャ
 

チ
ュ
 
・
 ナ
 l
 メ
 b
 と
、
ロ
チ
ャ
 チ
ュ
 
・
テ
ー
ヌ
 b
 と
同
時
・
同
地
 域
を
扱
い
従
来
こ
の
時
 

@
3
@
 

代
 
・
地
域
を
研
究
す
る
上
で
最
も
信
頼
さ
れ
て
ぎ
た
漢
文
 史
料
「
大
唐
西
域
記
 b
 で
あ
る
。
 

ま ｜ 

じ 

め 
1 
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地
域
と
比
較
し
て
も
決
し
て
引
げ
を
と
る
も
の
で
な
か
っ
 た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
シ
ン
ド
王
国
の
僧
の
人
数
 が
 、
仏
教
の
中
心
地
と
 

目
さ
れ
た
マ
ガ
ダ
（
 摩
掲
陀
 ）
国
 や
 、
そ
の
他
仏
教
の
隆
 盛
 し
た
地
域
と
比
べ
て
も
遜
色
な
い
規
模
で
あ
っ
た
こ
 と
は
、
大
い
に
注
目
さ
 

-
 
㎎
 @
 

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
西
イ
ン
ド
に
は
千
人
単
位
 の
 僧
が
い
た
地
域
が
五
つ
も
あ
り
、
 

西
イ
 ソ
 ド
 の
仏
教
 社
会
、
つ
ま
り
イ
ン
ダ
 

ス
河
中
 
，
下
流
域
の
仏
教
が
、
ガ
ソ
ジ
ス
河
流
域
の
仏
教
 寺
院
と
僧
侶
の
数
に
お
い
て
は
さ
し
て
引
げ
を
と
る
も
 
の
で
な
か
っ
た
と
が
 

「
大
唐
西
域
記
 ト
の
 記
述
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
  
 

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
「
大
唐
西
域
記
口
伝
え
る
仏
教
 
の
 状
況
で
あ
る
。
こ
の
点
を
日
大
唐
西
域
記
 ト
 で
は
、
 

（
 
信
 皮
目
）
 学
不
 。
 好
 。
 博
 、
深
信
二
仏
法
 ィ
 ・
 

。
玉
成
 陀
羅
種
也
 。
 性
淳
質
 敬
二
仏
法
 円
 ・
 

（
 
鉢
伐
 多
国
）
 

学
芸
 深
博
 邪
正
雄
 信
 。
（
同
点
翅
翼
羅
国
）
兵
俗
 
淳
質
敬
 栄
三
宝
。
・
・
・
・
。
（
 
狼
掲
 羅
国
）
邪
正
 兼
信
 。
 

・
・
堕
涙
外
道
 其
 

@
 
㏄
 "
 

数
種
 衆
 。
（
 費
多
素
 羅
国
）
 不
 。
好
二
 
芸
 学
 -
 
無
知
 -
@
 信
ャ
 （
何
 
%
 茶
国
）
言
辞
林
 質
不
 。
両
手
学
業
 づ
 恭
三
宝
手
心
 淳
 信
 。
 

と
、
 伝
え
る
。
 

は
上
 
「
大
唐
西
域
記
 ト
の
 記
載
を
検
討
す
る
限
り
、
 
西
ィ
 ソ
ド
 に
お
い
て
仏
教
は
 、
 他
の
地
域
と
比
較
し
て
も
 決
 し
て
衰
退
し
て
い
た
 

わ
 げ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
日
大
唐
西
域
記
 ヒ
 か
ら
得
ら
れ
る
 西
 イ
ソ
 ド
 の
仏
教
事
情
で
あ
る
。
 
さ
 て
 、
で
は
こ
の
仏
教
は
 

誰
 に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
 

七
 ｜
 八
世
紀
の
西
 イ
 ソ
 ド
 仏
教
を
支
 ，
え
 
て
い
た
人
々
の
 
民
族
・
階
級
等
の
構
成
 

は
 、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
 、
 こ
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

(280) 

以
上
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
 

西
イ
 ソ
 ド
 に
関
す
る
 
自
大
唐
西
域
記
 ト
 
記
載
の
仏
教
寺
院
の
数
と
僧
侶
の
人
数
 は
 、
同
時
代
の
他
の
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る そ の に 異 々 殺 と さ 

。 の そ 習 赤 な 」 す こ い れ 末 

し え 

Ⅱ 彼 待人 か 

  

  
い ら に 

つ 仏 い れ で 

僧た受 。 羽     種 
  也 

性 
淳 
質 

こ か ド な し   
と か， （の 他購 く く 、 諸 庶 仏 - 

彼 た 
大 麦 法 
敬 忍   」     ら 後 と 云 を   
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一 
一 

仏
教
は
誰
が
支
え
て
い
た
か
 



教
徒
と
し
て
の
生
活
法
を
授
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
 の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
髪
を
剃
り
衣
を
染
め
て
。
 

恭
 ん
で
法
数
（
仏
教
）
を
 

@
 
㏄
 -
 

行
 な
わ
し
め
た
」
と
い
う
記
述
に
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
 

で
は
、
か
つ
て
は
非
常
に
凶
暴
で
牧
畜
を
生
業
（
つ
ま
り
 、
遊
牧
民
的
な
生
活
）
と
し
。
後
に
仏
教
に
改
宗
し
た
 。
つ
ま
り
彼
ら
が
 従
 

来
 持
っ
て
い
た
宗
教
を
含
め
生
活
様
式
を
す
 て
 、
仏
教
 及
 び
 イ
ン
ド
的
な
生
活
様
式
（
未
だ
不
十
分
と
は
い
，
 

乙
 
を
 取
り
入
れ
た
（
つ
ま
 

り
、
イ
 
ソ
 ド
 に
土
着
し
た
）
人
々
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
 よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
同
大
唐
 西
 域
記
ロ
の
 
記
載
を
解
く
 

鍵
は
、
 ロ
チ
ャ
 チ
ュ
 
・
テ
ー
プ
ヒ
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
 

が
で
き
る
。
 

す
で
に
示
し
た
通
り
日
チ
ャ
 チ
ュ
 
・
テ
ー
プ
ヒ
な
ど
 
イ
ス
 ラ
ー
ム
史
料
の
倹
討
か
ら
、
 

五
｜
 七
世
紀
の
間
 西
 イ
ソ
 ド
を
 統
治
し
た
 
ぅ
一
 

@
 
桝
 -
 

イ
 王
朝
は
 、
 白
フ
 ソ
 の
 末
商
 で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
 い
ろ
。
そ
こ
で
は
五
代
の
王
が
君
臨
し
た
が
、
少
な
く
 と
も
そ
の
最
後
の
王
 サ
 

 
 ハ
シ
 ・
ラ
ー
イ
二
世
は
仏
教
徒
で
あ
っ
た
。
こ
の
王
国
で
 は、
 後
に
示
す
 よ
う
 に
、
ま
た
日
大
唐
西
域
記
 三
 に
記
 載
 さ
れ
る
よ
 う
 に
 、
 

仏
教
が
栄
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
王
国
の
 中
心
的
存
在
は
、
ジ
ャ
ッ
 
ト
族
 
（
）
 

キ
こ
 や
ル
 ー
 ハ
ナ
 一
 
（
 
目
ぎ
古
し
族
 と
呼
ば
 

れ
る
異
民
族
で
あ
っ
た
。
（
 

5
 
2
 
 

）
 ま
た
そ
の
 両
 王
国
の
支
配
地
域
 は
 、
今
日
の
北
部
を
の
ぞ
く
パ
キ
ス
タ
 ソ
 全
土
に
匹
敵
 す
る
ほ
ど
の
広
範
な
地
 

域
で
あ
っ
た
。
 

@
6
@
2
 
 

さ
ら
に
こ
の
王
国
は
、
首
都
 ア
 ロ
ル
に
 住
 む
 代
々
の
 
う
 ー
 ィ
 王
に
ょ
り
任
命
さ
れ
た
四
人
の
王
（
 ョ
田
ヨ
）
や
長
官
（
，
 w
 曲
 ）
 

が
 分
割
統
治
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
 国
 
（
言
わ
ば
藩
王
国
）
の
構
成
は
ロ
チ
ャ
 

チ
ュ
 
・
テ
ー
プ
 卜
 に
よ
 た
几
は
 
、
そ
れ
ぞ
 

れ
の
民
族
あ
る
い
は
部
族
を
単
位
と
し
て
い
た
と
考
え
 ろ
 れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
シ
ン
ド
王
国
は
各
民
族
や
部
族
 を
 単
位
と
す
る
緩
や
か
 

な
 連
合
形
体
を
採
用
し
て
い
た
と
、
見
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ふ
ノ
ゥ
 

そ
し
て
、
こ
の
社
会
構
造
は
ジ
ャ
ッ
 ト
 族
の
う
ー
イ
王
朝
 を
 引
き
継
い
だ
 バ
う
そ
ソ
 
出
身
の
チ
ャ
チ
ュ
及
び
そ
の
 後
継
者
達
（
チ
ャ
 
チ
 

@
 
神
 ）
 

ュ
 王
朝
あ
る
い
は
 バ
う
そ
ソ
 
王
朝
）
の
時
代
に
な
っ
て
も
 、
基
本
的
に
変
化
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
 

日
 チャ
 チ
ュ
 
・
テ
ー
プ
ヒ
に
は
、
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程
な
ど
と
い
う
記
述
が
見
い
だ
せ
、
こ
の
地
域
の
社
 

c
 

会
 に
は
ジ
ャ
ッ
 
ト
 や
ル
ハ
ナ
ー
な
ど
と
い
っ
た
部
族
や
民
 

族
 が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
 

過
 

虻
 
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 

 
 

々
が
住
む
地
域
は
 
、
 少
な
く
と
も
首
都
 
プ
 ロ
ル
周
辺
か
 
ら
 ア
ラ
ビ
ア
海
ま
で
の
イ
ソ
 

@
 
㏄
 
@
 

飢
 
ダ
ス
河
の
中
下
流
域
一
帯
に
広
が
っ
て
い
た
。
そ
し
 

て
そ
の
中
に
は
、
イ
ン
ダ
ス
河
を
挟
ん
で
幾
つ
か
の
 

主
 要
 都
市
が
点
在
し
た
。
特
に
 

雛
 
こ
の
地
域
は
、
ペ
ル
シ
ア
か
ら
マ
ク
ラ
ム
を
通
り
 

シ
ン
ド
を
縦
断
し
 
パ
ソ
 ジ
ャ
ブ
に
至
る
、
主
要
幹
線
上
に
 

あ
た
る
。
こ
の
街
道
沿
い
に
 

仏
ド
は
 有
名
な
貿
易
 
港
 で
あ
っ
た
ダ
イ
ブ
ル
（
 
口
 a
@
 

す
仁
 
（
）
 
や
 エ
ー
ル
 ン
 （
 
z
@
 
（
 
岸
 
コ
レ
 

、
そ
 L
 
し
て
 
リ
 
ノ
ラ
フ
マ
ナ
ー
バ
ー
ド
Ⅰ
 

や
プ
 ロ
 か
 な
ど
、
大
き
な
 
都
 

 
 

な
人
口
を
も
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
 
半
 自
治
国
家
的
な
存
在
で
 
あ
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
そ
し
 

糊
て
 前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
構
成
員
の
中
 

に
は
、
ジ
ャ
ト
 
族
 や
ル
ハ
ナ
ー
 
放
 と
い
っ
た
土
着
し
た
 
異
 民
族
集
団
（
つ
ま
り
白
フ
 

%
 
 ソ
 ）
が
含
ま
れ
て
お
り
、
し
か
も
彼
ら
は
か
な
り
 

強
 い
 社
会
的
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
 

は
 単
に
為
政
者
と
し
て
こ
の
 

 
 

賊
地
に
君
臨
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
西
 
ィ
 ソ
ド
 社
会
に
お
い
て
人
口
的
に
も
無
視
す
る
こ
と
の
 
で
き
な
い
勢
力
で
あ
り
、
 
政
 

 
 

力
 で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
、
 

と
思
 
れ
る
。
 し
か
も
こ
の
 
異
 民
族
に
 、
仏
 

わ
 @
2
@
 

3
 

が
 
教
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

力
論
 、
人
口
比
な
ど
細
か
な
こ
と
ほ
 
円
 
チ
ャ
 チ
ュ
 ・
 ナ 
メ
 旺
に
よ
っ
て
も
不
明
な
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
に
一
 

下
す
如
く
少
な
く
と
 79  (283) 

，考察 

は 

  
㏄ @ 
  

@
 
あ
 -
 

ノ
ソ
ド
 の
首
都
（
 宙
巨
 
・
 
ヨ
仁
戸
 
）
 プ
 ロ
 か
 は
 、
ジ
 ヤ
ッ
ト
 族
の
中
心
都
市
・
 

あ
る
い
は
、
 

ル
 ハ
ナ
ー
（
Ⅰ
口
ォ
 
告
 叫
こ
族
の
（
都
市
で
あ
る
）
ブ
ラ
フ
 マ
ナ
Ⅰ
ハ
ー
ド
（
 甲
 半
日
 0
 音
 宙
 e
 
の
 ア
 グ
ハ
ム
（
 レ
幅
岸
す
 

の
ヨ
 
）
 王
 
（
 
ヨ
巴
良
 ）
 

す
 七
体
 
ね
 ち
、
ラ
ー
カ
 
ハ
谷
リ
 オ
ヰ
 
曲
し
族
 と
 て
ッ
 マ
ハ
 
G
 二
ヨ
 
ヨ
 の
し
 族
と
ス
 
ハ
ッ
ト
（
の
 岸
 
了
三
の
こ
族
に
命
令
（
 ヨ
 @
 
。
さ
さ
く
だ
す
 彼
 



ちノ い ソ 
ド
 王
に
よ
っ
て
「
任
命
さ
れ
る
」
（
 

，
 
"
3
 
 

と
い
う
形
式
を
踏
ん
で
 い
た
が
、
そ
の
多
く
は
王
族
あ
る
い
は
族
長
が
任
命
さ
 れ
る
こ
と
に
な
っ
て
 

た
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
地
域
で
は
ジ
ャ
 "
 ト
族
 や
ル
 一
 ハ
ナ
一
族
の
 力
 が
、
政
治
の
う
え
で
も
 小
さ
く
な
か
っ
た
よ
 

で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
を
、
ジ
ャ
 "
 ト
 族
の
強
か
っ
 
た
ア
 ロ
ル
に
み
て
み
よ
う
。
 

「
サ
ハ
シ
ー
・
ラ
 l
 イ
二
世
の
妻
 ス
ハ
ソ
 デ
ー
ヴ
ィ
ー
（
 の
ロ
 
コ
ォ
 
。
コ
ロ
 

@
4
 
ロ
）
が
夫
を
殺
し
、
そ
の
侍
従
（
富
一
山
 
す
 
）
で
あ
 つ
た
 チ
ャ
 チ
ュ
 

を
 夫
に
迎
え
、
国
王
と
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
彼
女
 は
人
々
を
宮
殿
に
あ
つ
め
て
、
そ
の
承
認
を
諮
っ
た
。
 口
 そ
の
時
、
彼
女
 

は
 彼
女
が
信
頼
で
き
、
心
か
ら
信
用
で
き
る
千
人
の
指
 導
者
（
ヨ
お
 注
守
争
 @
 
前
後
関
係
か
ら
部
族
あ
る
い
は
 各
カ
 一
 ス
ト
の
民
衆
の
指
 

@
 
叫
 @
 

や
 長
官
の
多
く
が
、
ジ
ャ
 "
 ト
族
 や
ル
 ー
 ハ
ナ
一
族
で
あ
 
っ
 た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
各
都
 市
 の
王
や
長
官
は
 
、
シ
 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ッ
 ト
族
 や
ル
 ｜
 ハ
ナ
ー
族
が
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
 、
こ
れ
ら
の
都
市
の
王
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さ 似 しもにも た " " 為 
て 不 具 仏 熱 政 

円 
チ   心な この 者、 民族 信 教 

      点、 0 者 仏 つ 
チ を 存 が 教 ま 
    
  民 
亡コ @ の う 。 にとさ 注いれ ト 族 

に - 構 
お 成 
い 

ハ うこと目され やル る 。こ 
て 

る が の ナ 

も、 
べ 類 点 、 l 
き 推 か 族 

    で で も の 

の あ ぎ 判 族 

地 ろ ょ 新 兵 

域 
の   
都 従 ば に 

市 っ て 彼 "  f ま " 
住 
民 、 ら サ 

七 を @ 

氏 O l 具 ハ 

族 八 と シ 

構 杜 仲 l 

成 紀 ぐ 二 

の の - 世 

厳 四 股 や 

密 
イ の フ ・ 

ン ジ ラ 

な 
町 田五口 

ド マ フ 

合 
仏、 ッ マ 

に - 教 ト ナ 

つ 研 族 バ 

い 

て 
究 に - や ル ード 

ャま 

お ハ の 
ア 

明   
瞭 ャま @  / ヘ 

で " 族 ム 
ャま こ の 王 
な の 人 の 

  上 々 よ 

着 に ぅ 



イスラ - ム史 

  

  
し よ を 
て ぅ 披 
そ に 露 
の ア し 
ホ 毒 口   

戊 ル 津 
員 で 目 

を俗 エサ @ ま、 、 
チ し び 
ャ ば る 品   
チュ しば 

王 民 
朝 衆 
持 参 
代 加 
を の 
経 会 

  
で， 開 

も、かれ 
ナ - し 
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@
 
㏄
）
 

導
者
）
や
将
軍
や
部
族
長
（
 o
 
ヨ
 a
 
「
 
ゅ
 
）
に
「
賄
賂
を
送
り
、
 こ
れ
を
懐
柔
し
、
チ
ャ
 チ
ュ
 を
 王
 と
と
す
る
こ
と
を
 認
 め
さ
せ
た
 凹
 （
 
引
 

用
 中
の
「
 
ロ
は
 、
原
典
の
要
約
部
分
を
示
す
。
以
下
同
じ
）
 

こ
の
記
述
は
 、
ラ
 一
イ
王
朝
が
サ
ハ
シ
ー
・
ラ
ー
イ
二
世
 の
妻
の
姦
計
に
よ
り
倒
れ
、
バ
ラ
 モ
ソ
 王
朝
（
チ
ャ
 チ
ュ
 王
朝
）
が
成
立
す
る
 

過
程
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
族
長
（
 0
 
ヨ
曲
 
③
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
 
点
 で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
 、
 

他
の
記
述
か
ら
ジ
ャ
ッ
 ト
 族
の
族
長
の
こ
と
で
あ
る
と
 思
 わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
 ア
ロ
ル
 に
 は
 、
公
会
堂
（
 
す
 
W
 
「
 
砧
ゅ
ゴ
 
）
が
あ
り
、
民
衆
が
こ
 

こ
に
集
ま
り
重
要
な
事
項
は
、
衆
議
で
決
定
さ
れ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 

@
7
@
3
 
 

そ
の
構
成
メ
ン
バ
 l
 は
、
高
貴
な
者
の
み
な
 ら
ず
工
人
（
 

w
p
 

コ
 。
 
W
-
 

じ
 

商
人
 
C
 目
口
）
・
農
民
（
 
N
@
 

「
「
 
W
-
p
 

）
の
各
代
表
者
で
あ
っ
 た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
中
に
ほ
多
く
の
ジ
ャ
ッ
 
ト
族
 や
ル
 ー
 ハ
ナ
ー
族
の
代
 

表
 者
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
地
域
で
は
、
彼
ら
一
般
 民
 衆
 に
も
政
治
に
参
加
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
 で
あ
る
。
し
か
も
、
 こ
 

の
会
議
は
し
ば
し
ば
開
催
さ
れ
た
 よ
う
 で
あ
る
。
 

ラ
 一
イ
王
朝
下
の
首
都
 ア
ロ
ル
 の
例
を
紹
介
す
る
と
、
 

侍
従
 う
 ー
 ム
 （
 
ヴ
 ど
ま
。
 
@
 屈
リ
ヨ
 
）
が
、
サ
 l
 ハ
 シ
ー
，
 ラ
｜
 イ
 王
の
宮
殿
（
 "
W
 
「
 
阿
 
）
で
「
職
人
の
代
表
者
（
 宙
 -
@
 

す
 
。
 
@
 ゴ
 
偉
コ
曲
 

「
 
1
 
日
当
 

e
 
L
 

こ
、
 

雄
弁
 家
 
（
守
也
 
ゴ
 。
 
@
N
 
字
呂
 ）
と
書
記
官
（
 ァ
卸
 
（
 
@
 
す
，
 
@
 菩
 。
 
旧
ヮ
 
き
日
 ）
が
集
ま
り
終
わ
り
ま
し
た
」
と
、
王
に
告
げ
た
 時
の
こ
と
で
あ
る
 

 
 

「
こ
の
時
、
バ
ラ
 モ
ソ
 出
身
の
宰
相
（
 自
奇
 ）
で
あ
り
、
 圭
 
ヌ
 際
の
会
合
を
執
り
仕
切
る
チ
ー
ム
は
、
ま
だ
会
場
に
 
到
着
し
て
い
な
か
 

っ
た
 。
そ
こ
で
、
彼
の
代
理
と
し
て
チ
ャ
 チ
ュ
 が
登
場
す
 る
 。
彼
は
、
ダ
イ
ブ
ル
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
議
題
に
つ
 い
て
適
切
な
判
断
 



す
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
ら
に
、
シ
ン
ド
王
国
の
国
王
 サ
 ｜
ハ
 シ
ー
二
世
は
 、
 白
フ
 ソ
 の
後
 脊
 つ
ま
り
異
民
族
の
 
仏
教
徒
で
あ
っ
た
。
 

ま
た
、
彼
の
従
兄
で
あ
っ
た
ブ
ラ
フ
マ
ナ
ー
バ
ー
ド
の
 王
 ア
 グ
ハ
ム
も
以
下
の
引
用
が
示
す
 よ
う
 に
、
熱
心
な
 
仏
 教
徒
で
あ
っ
た
。
彼
に
 

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
 ェ
ピ
ソ
一
ド
が
 伝
え
ら
れ
て
い
 
る
 。
す
で
に
、
詳
し
い
こ
と
は
、
他
の
機
八
万
に
紹
介
し
 

た
が
、
改
め
て
概
説
す
 

る
と
、
 

（
ブ
ラ
フ
マ
ナ
ー
バ
ー
ド
の
）
 
ア
 グ
ハ
ム
は
、
仏
教
の
苦
 行
者
で
あ
る
僧
侶
（
 ロ
 E
 主
監
 の
 
@
 
ガ
ぎ
ヨ
ぃ
コ
 
Ⅰ
）
で
、
ブ
ッ
 ダ
ラ
ク
 
（
 
す
 E
&
&
p
 

ォ
 

ふ
叶
 ）
と
い
う
名
前
の
友
人
が
い
た
。
（
こ
の
僧
は
）
 

フ
ッ
 

 
 

寺
院
を
持
っ
て
 い
 

 
 

（
中
略
）
。
そ
の
土
地
の
人
々
は
 、
 全
て
彼
に
従
っ
て
い
た
 。
 ア
 グ
ハ
ム
は
 、
 彼
を
信
仰
（
 叶
ガ
ォ
 指
｜
 

）
 し
 、
精
神
的
 
導
 

四
仏
教
徒
と
仏
教
 僧
 

ロ
カ
ー
シ
ム
が
、
ア
ロ
 
ル
 を
陥
落
さ
せ
て
、
其
の
場
内
に
 入
っ
た
 時
 」
ア
ロ
 か
 は
イ
ン
ド
（
 ヨ
コ
ヰ
 
）
の
 寄
都
 で
あ
り
 、
イ
ン
ド
最
大
の
 

@
 
㏄
 @
 

都
市
で
あ
る
。
そ
の
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
工
人
・
商
人
・
 農
民
で
あ
る
。
 

と
、
 記
さ
れ
る
様
に
、
ラ
ー
イ
王
朝
下
で
大
幅
な
変
化
は
 無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
チ
ャ
チ
ュ
王
朝
 干
 に
お
い
て
は
、
 
数
 

@
 
如
 @
 

万
人
規
模
の
バ
ラ
モ
ン
家
族
の
移
民
が
強
行
さ
れ
た
と
さ
 れ
る
）
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
 

こ
の
都
市
（
恐
ら
く
 他
 

の
 都
市
に
お
い
て
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
ろ
う
。
但
し
 、
 ダ
 イ
バ
か
 な
ど
で
は
、
 ル
 ハ
ナ
ー
族
が
主
体
で
あ
っ
た
よ
 

ぅ
 で
あ
る
）
で
は
、
 民
 

衆
の
代
表
者
が
 、
 国
の
政
治
に
直
接
関
わ
る
こ
と
が
で
き
 た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
国
で
は
、
チ
ャ
 チ
ュ
 王
の
治
世
直
前
の
時
点
 

に
お
い
て
は
、
同
大
唐
西
域
記
 
b
 の
記
載
の
と
こ
ろ
で
 
検
 討
 し
た
よ
ら
に
、
ま
た
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
仏
教
 徒
が
 勢
力
を
持
っ
て
 い
 

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
階
級
的
に
は
支
配
者
階
級
か
ら
 一
般
人
に
至
る
ま
で
幅
広
い
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
こ
 の
点
を
考
察
し
ょ
う
。
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向
 カ
ー
シ
ム
が
ニ
ー
ル
ン
城
を
攻
略
の
途
中
、
ム
ジ
ャ
（
 
ヨ
 /
 一
 
ぃ
 ）
と
い
う
都
市
を
攻
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
 都
市
は
、
チ
ャ
 
チ
 

者
（
旧
字
）
と
し
て
い
た
。
 

「
こ
の
都
市
が
、
チ
ャ
チ
ュ
軍
に
攻
め
ら
れ
る
と
、
こ
の
 

僧
は
ア
 
グ
ハ
ム
王
の
要
請
に
よ
り
、
都
市
に
止
ま
り
 戦
 勝
を
祈
願
し
た
。
 

王
 の
み
な
ら
ず
民
衆
も
 、
 彼
の
（
 法
 ）
力
を
信
じ
て
チ
ャ
 チ
ュ
王
に
激
し
く
抵
抗
し
た
。
こ
の
都
城
を
一
年
半
も
 の
 長
い
戦
い
に
 
耐
 

え
た
。
彼
は
魔
法
（
 呂
耳
 ）
と
奇
術
（
 ｜
 
ま
 E
-
F
p
 

臼
 ）
に
長
じ
 

 
 

口
 

こ
の
仏
教
 僧
と
王
と
 庶
民
の
密
接
な
関
係
は
、
当
時
（
 六
 二
五
年
頃
）
の
こ
の
地
域
の
仏
教
事
情
を
端
的
に
示
す
も
 の
で
は
な
い
だ
 る
 

ぅ
か
 。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
仏
へ
の
祈
り
に
よ
っ
て
敵
を
 退
散
さ
せ
よ
う
と
す
る
仏
教
 僧
と
 、
そ
の
力
を
信
じ
て
 敵
と
 戦
う
 王
 以
下
都
城
 

@
 
乾
 @
 

の
 住
民
と
の
間
に
、
社
会
的
に
も
宗
教
的
に
も
強
い
一
体
 感
 と
信
頼
関
係
が
感
じ
ら
れ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
次
に
続
く
チ
ャ
チ
ュ
王
朝
の
約
八
十
年
間
で
 は
 、
為
政
者
の
多
く
が
チ
ャ
チ
ュ
一
族
、
つ
ま
り
 バ
ラ
 
モ
ヱ
 種
 と
な
っ
た
。
 

彼
ら
は
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
保
護
し
 、
仏
教
に
弾
圧
を
加
え
た
。
も
っ
と
も
、
仏
教
と
仏
教
 僧
へ
の
民
衆
の
支
持
は
 

変
化
が
な
か
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
に
示
す
 カ
ー
シ
ム
の
攻
撃
時
の
 
、
僧
と
 民
衆
の
団
結
に
よ
っ
て
 推
 察
 で
き
る
。
こ
の
部
分
 

の
 詳
し
い
原
典
の
部
分
は
他
の
論
文
で
紹
介
し
た
の
で
、
 

本
稿
で
は
簡
単
な
引
用
に
止
め
る
が
、
こ
の
傾
向
が
も
 つ
 と
も
顕
著
で
あ
っ
た
 

@
 
轄
 "
 

の
が
、
今
日
の
ハ
イ
デ
ラ
バ
ー
ド
に
あ
た
り
、
同
大
唐
 
酉
 域
記
ヒ
の
曹
多
緊
 羅
国
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
ニ
ー
ル
ソ
 の
例
で
あ
る
。
 

向
 ニ
ー
ル
ソ
の
長
官
（
せ
り
し
で
仏
教
徒
の
長
老
（
 
ヨ
ぎ
 （
 
ぃ
 「
 ）
は
、
民
衆
を
率
い
て
 ヵ
 @
 シ
ム
軍
に
投
降
し
協
力
を
 誓
 い
 、
そ
の
仏
教
 

寺
院
（
 ヴ
 E
 （
㌫
 日
ヴ
 E
 色
目
互
に
モ
ス
ク
を
建
て
、
長
官
で
 仏
教
 憎
め
バ
ソ
 
ダ
ル
カ
ル
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
礼
拝
 
（
 
す
い
目
 

m
 上
づ
り
 
臣
ヲ
 
叫
い
）
 

を
 イ
マ
ー
ム
の
指
導
の
通
り
行
な
っ
た
 O
U
 

（
イ
ス
ラ
ー
ム
 

教
の
祈
り
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
 基
本
的
立
場
で
は
 

@
 
佃
 "
 

改
宗
を
意
味
す
る
）
。
 

ま
た
、
他
の
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
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す
で
に
、
見
た
 よ
う
 に
、
こ
の
地
域
の
多
数
派
を
形
成
す
 る
 信
仰
は
、
仏
教
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
 し
た
が
っ
て
、
こ
の
 

場
合
も
民
衆
を
代
表
す
る
 僧
達
は
 、
仏
教
 僧
 で
あ
る
と
ほ
 ぼ
 推
断
で
き
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
全
て
が
仏
教
 僧
 で
あ
る
、
と
す
る
 必
 

ュ
 王
の
息
子
 ダ
 ハ
ル
の
従
兄
の
。
 ハ
ジ
 サ
ハ
ラ
（
 捷
 p
@
p
 

ま
 「
 
ひ
 ）
 が
 、
統
治
し
て
い
た
。
町
を
攻
め
ら
れ
た
民
衆
 は
、
苦
 行
者
（
 コ
 仰
の
ま
 
ヨ
 

恐
ら
く
仏
教
 僧
 。
他
の
用
例
で
は
 サ
マ
ニ
一
 （
 
お
日
ひ
日
 
）
、
つ
ま
 
り
サ
ソ
ス
ク
り
ッ
ト
 語
の
案
 ひ
日
ひ
コ
ひ
 

と
す
る
こ
と
が
多
い
）
 を
 代
表
と
し
て
 

た
て
、
王
に
降
参
を
迫
る
。
し
か
し
、
れ
た
が
拒
否
さ
れ
 る
と
、
彼
ら
は
直
接
カ
ー
シ
ム
に
和
睦
を
請
い
に
行
く
 。
そ
の
時
、
彼
ら
 

ほ
 自
ら
を
以
下
の
様
に
紹
介
す
る
。
 

我
々
 は
 、
農
民
や
職
人
や
商
人
で
あ
り
、
と
る
に
足
ら
な
 い
一
般
人
⑧
 手
注
 こ
で
あ
る
云
々
。
こ
の
後
、
民
衆
 
ほ
 カ
ー
シ
ム
 
一
 た
行
 

を
 城
門
を
開
け
て
招
き
い
れ
る
。
そ
し
て
、
王
は
お
ち
の
 び
 て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
寺
の
後
に
モ
ス
ク
を
 建
 て
 、
カ
ー
セ
ム
等
 

@
 
佃
 "
 

と
 共
に
イ
ス
ラ
一
ム
式
の
祈
り
を
受
け
入
れ
た
 ピ
 

と
あ
り
、
僧
が
民
衆
の
信
頼
を
得
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
 れ
る
一
方
で
、
民
衆
と
玉
と
の
一
体
感
を
こ
の
記
述
 か
 ら
 読
み
取
る
こ
と
ほ
 難
 

し
し
 
@
 
。
 
い
 

@
 
O
 

さ
て
、
こ
の
引
用
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
 

僧
達
 が
民
衆
の
 代
表
と
し
て
権
力
者
や
征
・
服
者
と
談
判
し
 
、
 時
に
は
そ
 の
 都
市
の
運
命
を
任
 

さ
れ
る
ほ
ど
の
社
会
的
な
信
頼
を
勝
ち
得
て
い
た
と
い
う
 点
で
あ
る
。
特
に
、
後
者
の
引
用
の
直
前
に
ほ
、
こ
の
 苦
行
者
と
呼
ば
れ
る
 僧
 

が
 、
み
ず
か
ら
の
宗
教
の
こ
と
を
 

、
血
 

私
た
ち
の
宗
教
（
 q
@
 
口
 ）
で
 は
 平
和
（
の
 p
-
w
 

ョ
 ）
を
説
き
、
 我
々
の
教
義
（
 ョ
 a
N
 
ゴ
の
 
じ
で
は
戦
い
や
相
手
を
殺
す
 ナ
 と
 ・
 

 
 

（
 
オ
ア
岸
コ
 

）
を
流
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
し
 

@
,
-
 

い
 。
 

 
 

と
い
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
 僧
達
 が
代
表
す
る
 庶
 民
は
 つ
い
て
「
農
民
や
商
人
や
工
芸
人
」
な
ど
の
一
般
 大
 で
あ
る
と
、
そ
の
 
職
 

業
を
言
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
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は
 上
の
例
を
も
っ
て
も
シ
ン
ド
地
方
の
仏
教
が
、
八
世
紀
 

の
 初
頭
に
お
い
て
も
ま
だ
か
な
り
の
力
が
あ
っ
た
 

、
と
 い
う
こ
と
を
知
る
に
 

%
 
 は
 十
分
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
西
イ
ン
ド
に
お
 

け
 る
 仏
教
は
、
社
会
的
に
も
生
き
た
宗
教
と
し
て
民
衆
に
 

支
持
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
 

軋
教
僧
 

程
 
こ
と
が
言
い
得
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
チ
ャ
チ
ュ
三
過
 

の
数
及
び
、
仏
教
事
情
の
報
告
は
 

、
西
イ
 ソ
 ド
 

 
 

 
 

ゆ
 
し
て
も
「
大
唐
西
域
記
 
ヒ
 と
「
チ
ャ
 チ
ュ
 ・
ナ
ー
 
メ
 ヒ
 0
 対
照
研
究
の
結
果
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
 
七
 ｜
 八
世
紀
の
西
イ
ソ
 
ド
 仏
教
 

お
は
 、
民
衆
宗
教
と
し
て
の
役
割
を
十
分
果
た
し
て
 

ぃ
 た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
勿
論
、
こ
の
地
域
に
ほ
 

ヒ
ソ
ド
ク
 
｜
 教
徒
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の
 

担
 
比
率
に
つ
い
て
は
明
確
で
な
い
）
。
 

仏
 

 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
ラ
 
モ
ソ
 出
身
の
チ
ャ
チ
ュ
王
朝
威
 
立
 に
よ
り
、
仏
教
徒
に
対
す
る
弾
圧
が
厳
し
く
な
る
ま
 

で
は
、
王
族
や
地
方
 

 
 

に
 至
る
ま
で
、
仏
教
が
篤
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
 

明
ら
か
に
な
っ
た
。
だ
か
ら
 

欄
 
こ
そ
、
前
述
の
よ
う
に
 
東
 イ
ソ
 ド
 に
引
け
せ
と
ら
 
な
い
ほ
ど
、
仏
教
寺
院
や
僧
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

従
っ
て
こ
の
時
代
の
仏
教
 

め
は
、
従
来
の
一
般
的
な
理
解
と
は
や
や
異
な
り
、
 
社
 全
的
に
優
勢
状
態
で
あ
っ
た
と
い
う
結
論
に
な
ろ
 

う
 。
 そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
 

料
る
こ
と
ほ
 、
 彼
ら
が
異
民
族
で
 
ヒ
ソ
 ド
ゥ
一
社
会
で
 ほ
 異
端
で
あ
り
、
仮
に
権
力
を
持
っ
て
い
て
も
蔑
視
さ
 

れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
で
 

 
 史

 

一
ム
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l
 イ
 朝
の
後
を
継
い
だ
の
が
、
バ
ラ
 
モ
ソ
 出
身
の
チ
ャ
 チ
ュ
 の
起
こ
し
た
チ
ャ
 
チ
ュ
 

 
 

 
 

王
朝
（
六
三
二
 
｜
 七
一
二
あ
る
い
は
七
二
四
）
あ
る
い
は
 

バ
 -
 
フ
モ
 ソ
 王
朝
で
あ
る
。
こ
の
王
朝
下
で
は
為
政
者
は
、
 

ヒ
 ン
 ド
ゥ
ー
教
を
保
護
 
8
 

い
た
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 非
 ヒ
ソ
 ド
 ゥ
｜
 教
の
僧
（
 臼
ヨ
 p
,
 
ロ
 
）
の
多
く
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
 う
 に
「
大
唐
西
域
記
し
 

@
 
㎎
 -
 

と
「
チ
ャ
 
チ
ュ
 ，
ナ
ー
 メ
ヒ
 の
対
照
研
究
か
ら
仏
教
借
と
 ほ
ぼ
確
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
 

要
 は
な
い
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
危
機
 

的
な
状
況
下
に
お
い
て
、
 
非
 ヒ
ソ
ド
ゥ
ー
教
の
僧
が
重
 
要
 な
役
割
を
果
た
し
て
 



チ
ャ
チ
ュ
王
朝
成
立
後
の
政
策
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
 う
 に
 ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
復
古
主
義
、
あ
る
い
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
 教
 至
上
主
義
で
あ
っ
 

た
 。
そ
の
場
合
、
当
然
異
民
族
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
 ト
族
 や
ル
 ｜
 ハ
ナ
ー
族
は
、
粗
末
な
扱
い
を
 ぅ
 け
た
こ
と
が
推
測
 さ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
ほ
宗
教
的
な
対
立
に
加
 ，
 
え
 て
、
支
配
者
対
 被
 支
配
者
さ
ら
に
は
民
族
の
対
立
な
ど
 、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
 

的
 不
安
要
因
が
顕
在
化
し
、
先
鋭
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
 ろ
 う
か
 。
加
え
て
、
隣
国
の
ぺ
ル
シ
ア
帝
国
が
新
興
の
 イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
 滅
 

@
 
皿
 @
 

ば
さ
れ
る
と
い
う
、
危
機
感
も
そ
の
 ょ
う
 な
社
会
を
さ
 

れ
は
、
こ
の
地
が
彼
に
反
抗
的
な
ジ
ャ
，
 ト
族
 や
ル
ハ
 チ
 

ら
に
不
安
定
に
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
チ
ャ
 チ
ュ
 

｜
 族
の
居
住
地
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
チ
ャ
 

壬
は
 、
以
下
の
よ
う
な
 

チ
ュ
壬
は
ご
彼
ら
 

政
策
を
執
っ
た
。
チ
ャ
チ
ュ
王
が
お
こ
な
っ
た
極
め
て
 厳
 し
い
以
下
の
よ
う
な
 異
 民
族
弾
圧
政
策
（
そ
れ
は
 ィ
コ
 

 
 

多
か
っ
た
仏
教
へ
の
弾
圧
お
も
意
味
し
て
い
た
）
は
 、
仏
 教
 の
 西
 イ
ソ
 ド
 か
ら
の
消
滅
を
考
え
る
の
に
大
き
な
 意
 味
が
あ
る
と
、
思
わ
れ
 

る
 。
こ
の
点
で
円
チ
ャ
 チ
ュ
 ・
ナ
ー
 メ
ヒ
 に
 は
 以
下
の
よ
 う
 な
例
が
み
 ぃ
 だ
せ
る
。
 

ロ
ブ
ラ
フ
マ
ナ
ー
バ
ー
ド
を
攻
略
し
た
チ
ャ
チ
ュ
壬
は
 
、
，
 
」
の
都
市
が
彼
の
支
配
地
と
し
て
安
定
す
る
ま
で
こ
こ
 に
 止
ま
っ
た
。
 そ
 

の
 主
だ
っ
た
長
老
等
（
 巨
ァ
 （
の
「
 

@
 
）
を
捕
ら
え
（
 笘
 ）
 
、
 彼
ら
 を
 ブ
ラ
フ
マ
ナ
ー
バ
 @
 ド
の
要
塞
に
投
獄
（
 ヨ
 の
す
目
色
 
し
 、
 卑
し
め
（
 

z
a
 

ヨ
 ）
 

五
反
 ヒ
ン
ド
ゥ
ー
勢
力
と
し
て
の
仏
教
 

し
 仏
教
を
弾
圧
し
た
。
そ
の
た
め
に
仏
教
の
支
持
者
層
 は
 民
衆
中
心
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
為
政
者
層
中
心
の
宗
教
 で
あ
る
 ヒ
ン
ド
ヴ
 一
毅
 

と
 、
民
衆
中
心
の
宗
教
と
な
っ
た
仏
教
の
対
立
と
い
う
 構
 図
 が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
後
、
 

こ
 の
 地
域
で
は
 
ヒ
ソ
ド
ゥ
 

一
 教
と
仏
教
 は
 、
為
政
者
と
民
衆
の
信
仰
を
代
表
す
る
 め
 
示
教
と
し
て
の
み
な
ら
ず
民
族
、
あ
る
い
は
 ヵ
 ー
ス
ト
な
 ど
の
社
会
的
な
利
害
関
 

@
 
㏄
 @
 

係
 に
お
い
て
も
、
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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-
 
臣
 -
 

た
 。
「
そ
し
て
、
彼
ら
異
民
族
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
弾
圧
を
 
加
え
た
じ
 

ま
た
、
 

「
彼
ら
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
様
々
な
制
約
を
受
 
け
 て
い
た
。
特
に
 、
 罵
に
乗
る
と
き
に
鞍
を
付
け
る
こ
と
 、
 刀
を
身
に
つ
げ
 

る
こ
と
、
靴
を
履
く
こ
と
な
ど
が
禁
止
事
項
に
は
い
っ
て
 い
た
。
ま
た
。
 
U
 盗
み
や
犯
罪
を
行
な
 9
 者
が
あ
る
と
、
 そ
の
家
族
や
親
戚
 

察
 

 
 

考
 

和
と
 、
な
る
。
こ
の
様
な
状
況
下
、
つ
ま
り
 ヒ
ソ
ド
ゥ
 ｜
教
 至
上
主
義
の
チ
ャ
チ
ュ
王
の
政
治
的
・
宗
教
な
 弾
 庄
と
、
異
民
族
と
い
う
 ヒ
ソ
 

棚
 
ド
ク
ー
社
会
で
の
不
遇
な
境
遇
が
、
ジ
ャ
ッ
 ト
族
 や
ル
ハ
ナ
ー
族
に
代
表
さ
れ
る
異
民
族
の
反
ヒ
ソ
ド
ゥ
ー
 教
 ・
 
反
 バ
ラ
 モ
ソ
 政
権
と
い
 

 
 

た
 仏
教
は
い
き
お
い
 反
 ヒ
ソ
ド
ク
ー
宗
教
と
し
て
、
政
治
 的
な
意
義
を
新
た
に
期
待
さ
 

 
 

 
 

  

社
 

卍
 
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
社
会
的
緊
張
関
係
 は
 、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
イ
ソ
 ド
 襲
来
と
い
う
事
態
に
直
 面
し
、
顕
在
化
し
先
鋭
化
し
 

 
 

｜
 政
権
か
ら
の
離
反
、
よ
り
具
体
的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
 教
軍
へ
 降
伏
、
あ
る
い
は
 イ
 

穎
 
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
改
宗
行
動
と
な
っ
て
表
わ
れ
た
の
 で
あ
ろ
う
 

@
 
O
@
5
@
5
 
 

具
体
的
に
は
、
こ
の
現
象
は
次
の
よ
う
に
 行
 な
わ
れ
た
。
そ
の
代
表
的
 

ぬ
な
 例
を
次
に
検
討
し
ょ
う
。
 

 
 
 
 

 
 

史
 

 
 

 
 

大
仏
教
徒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
改
宗
者
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

仏
教
徒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
改
宗
に
つ
い
て
、
㍉
チ
ャ
 チ
ュ
 ・
テ
ー
ヌ
 ヒ
 は
多
く
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
従
来
 の
 イ
ソ
 ド
 仏
教
消
滅
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の
 考
察
で
ほ
、
仏
教
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
の
関
係
は
考
慮
 さ
れ
た
が
、
仏
教
と
イ
ス
ラ
一
ム
 教
 、
特
に
仏
教
徒
の
 イ
ス
ラ
ム
 
l
 ム
教
へ
の
 

改
宗
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

し
 か
し
、
す
で
に
見
た
よ
 う
 に
、
当
時
の
仏
教
徒
の
置
か
 れ
た
状
況
を
考
え
る
な
 

ら
ば
、
仏
教
徒
が
力
 一
 シ
ム
軍
に
降
参
す
る
だ
け
で
な
く
 、
カ
ー
シ
ム
の
宗
教
、
つ
ま
り
征
服
者
の
宗
教
で
あ
る
 イ
ス
ラ
 l
 ム
教
に
積
極
 

的
に
改
宗
す
る
か
、
彼
ら
に
積
極
的
に
協
力
す
る
と
い
う
 事
例
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
 す
で
に
他
の
機
人
口
に
 、
 

仏
教
か
ら
イ
ス
ラ
一
ム
教
へ
積
極
的
に
改
宗
し
た
事
例
と
 し
て
、
ニ
ー
ル
ソ
の
例
を
示
し
た
の
で
そ
の
他
の
例
 と
 し
て
そ
れ
に
 
近
 ぃ
別
の
 

-
 
㏄
）
 

例
の
一
 
つ
を
 紹
介
し
ょ
う
。
 

「
カ
ー
シ
ム
は
、
ニ
ー
ル
 
ン
 
（
こ
の
都
市
は
仏
教
 僧
 が
事
 実
正
統
治
し
、
 
ヵ
 ー
シ
ム
に
全
面
的
に
協
力
し
そ
の
 実
 教
 を
受
け
入
れ
た
 

何
 と
し
て
前
に
紹
介
し
た
）
攻
略
の
の
ち
、
 

ブ
 ，
デ
ィ
 ア
 
（
㌢
 隼
巨
 り
し
を
攻
め
た
。
こ
の
都
市
の
支
配
者
は
 ク
 タ
ク
 
（
オ
ロ
（
 

リ
 ガ
）
 と
 

い
う
仏
教
 僧
 
（
ぎ
土
の
 p
 ョ
 o
 日
）
の
子
で
、
カ
ー
カ
安
洋
 p
 
ゴ
 ）
が
 王
 
（
統
治
し
て
い
た
の
意
味
）
で
あ
っ
た
。
 

こ
 の
 王
は
勇
敢
に
も
 

力
一
 シ
ム
 と
 一
戦
を
交
え
る
が
、
結
局
彼
に
帰
属
す
る
。
 
 
 

（
王
は
次
の
よ
う
に
 力
一
 
シ
ム
へ
の
帰
属
の
理
由
を
説
 明
 す
る
）
仏
教
の
本
（
 ガ
 @
 
（
 
り
す
，
 

@
 汗
 &
p
 
㌫
し
の
中
の
占
星
 術
 
（
 
田
 
リ
ョ
 
ョ
囲
 
）
 の
 

（
本
に
よ
る
）
占
い
の
計
算
（
伍
の
 ゅ
ヴ
 
・
 @
 ヨ
吾
 ョ
 -
 占
 い
の
結
 果
 と
い
う
こ
と
）
は
、
イ
ン
ド
（
 
民
註
口
の
 
（
 
州
口
 
）
 ほ
 、
イ
ス
 ラ
 l
 ム
の
軍
隊
 

 
 

、
舌
口
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
（
あ
な
た
に
）
帰
属
し
、
 

（
あ
な
た
の
申
し
 

@
 
ワ
 @
 

出
を
）
歓
迎
す
る
。
「
こ
の
後
、
彼
ら
は
 

ヵ
 ー
シ
ム
の
 配
 下
 に
は
Ⅱ
 リ
 6 口
 

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
は
ニ
ー
ル
 ン
 の
例
の
よ
う
に
、
 
自
 ら
の
寺
院
の
後
に
 ィ
 ス
ラ
一
ム
寺
院
を
建
て
さ
せ
た
 
、
と
い
う
記
述
は
な
 

い
 。
し
か
し
、
他
の
例
か
ら
推
測
し
て
、
こ
の
町
に
も
 モ
 ス
ク
 が
建
設
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
 

ニ
｜
 ル
ソ
 の
市
民
の
場
合
の
 

よ
 う
 に
 、
 多
く
の
人
々
が
 ィ
 ス
ラ
一
ム
教
に
改
宗
し
た
り
 、
そ
れ
に
興
味
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
初
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
改
宗
政
策
は
 、
 人
々
の
意
志
に
任
さ
れ
て
お
り
強
制
に
よ
る
改
宗
の
無
 理
強
い
で
は
な
か
っ
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イスラーム 史料に す る 末期西インド 仏教社会と その 

と
い
う
の
も
、
初
期
の
イ
ス
ラ
 l
 ム
教
徒
の
目
的
は
 
イ
ス
 ラ
ー
ム
教
の
布
教
よ
り
も
、
領
土
の
獲
得
と
税
金
の
徴
 収
 に
あ
っ
た
か
ら
で
 

あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
多
く
の
改
宗
者
が
出
現
し
た
こ
と
は
 、
前
述
の
よ
う
に
多
く
の
 西
イ
 ソ
 ド
 の
人
々
 、
 特
に
こ
 
の
 地
域
に
多
か
っ
た
 異
 

民
族
集
団
で
実
質
的
に
当
時
の
仏
教
を
支
え
て
い
た
集
団
 、
つ
ま
り
仏
教
徒
が
す
す
ん
で
 ィ
 ス
ラ
一
ム
教
に
改
宗
 し
た
こ
と
を
示
す
の
で
 

は
な
し
だ
ろ
う
 

@
 。
 
@
 
@
 @
0
@
6
 
 

ヵ
 。
 い
ず
れ
に
し
て
も
、
 
セ
 一
二
年
の
力
 ｜
 シ
ム
に
よ
る
征
服
以
来
、
こ
の
地
の
仏
教
ほ
い
つ
の
 ま
に
か
消
滅
し
て
し
ま
 

う
 
（
勿
論
、
ヒ
ソ
ド
ク
ー
教
は
消
滅
し
な
い
）
。
そ
れ
に
 

つ
い
て
、
 

イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
聖
者
は
、
民
衆
を
引
き
付
け
・
 

・
・
。
何
時
の
間
に
か
仏
教
の
聖
者
が
 、
曽
 て
ほ
 果
た
 し
て
い
た
（
そ
の
 

-
@
 

Ⅱ
）
 

役
割
）
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
云
々
。
 

と
 、
九
世
紀
の
西
イ
ソ
 ド
 社
会
の
宗
教
事
情
を
研
究
し
た
 近
年
の
学
者
の
研
究
は
伝
え
る
。
 

こ
の
点
の
詳
し
い
研
究
は
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
と
，
 
」
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
引
用
が
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
 
、
仏
教
の
代
わ
り
に
 

イ
ス
ラ
ー
ム
教
が
九
世
紀
の
西
イ
ソ
 ド
 社
会
に
お
い
て
、
 
か
つ
て
の
仏
教
の
よ
う
に
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
 

と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
 

-
 
㏄
 @
 

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
と
す
れ
ば
、
か
な
り
の
数
の
仏
教
 
徒
が
 、
イ
ス
ラ
一
ム
教
に
改
宗
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
 ら
ノ
 
0
 
）
 

89  (293) 

衰亡過程の考察 

と、 

い な の 

う い 財 
も か 産 
の ら を 
で、 で ， と 

あ あ @ り 

つ る じあ 
た 。 げ 

ナ - Ⅰ 

り、 

  
中 
略   

信 
仰 
  
左 ） - 

ナヰ ｜ ） @ 

を 

禁止 

す 
る 

と 

い 
  

ナ - @ 
迫 
生 
  
        

を 
す 
る 
    

と 

は 
許 
さ 

れ 
て 

い 

ロ
イ
ス
ラ
ー
ム
軍
に
投
降
し
 

金
 
（
 
ド
ョ
 
幸
田
）
を
払
え
ば
 ロ
 

我
々
に
は
、
彼
ら
の
財
産
 

た
り
、
降
参
し
た
も
の
達
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
は
、
 

彼
ら
が
イ
ス
ラ
ー
ム
 軍
 や
そ
の
政
府
に
 、
税
 

中
略
・
 

彼
ら
の
信
仰
（
 丁
乎
 ）
 ほ
 明
確
に
（
 ，
 
a
 ョ
い
 
せ
 
p
 ：
保
障
の
意
 味
か
 ）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

（
 
ヨ
巴
 ）
を
奪
 う
 こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
 ジ
ソ
 ミ
一
 
（
出
ヨ
 
由
 -
 
定
め
ら
れ
た
税
金
を
払
っ
た
異
教
徒
）
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以
上
の
よ
う
に
、
八
世
紀
に
行
な
わ
れ
た
 西
 イ
ソ
 ド
へ
 の
 イ
ス
ラ
 l
 ム
 教
 軍
の
侵
攻
は
、
為
政
者
と
非
支
配
者
と
 彼
ら
の
宗
教
を
巻
 き
 

込
ん
だ
社
会
的
な
対
立
の
中
で
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
 

ポ
 支
配
者
層
に
多
か
っ
た
仏
教
徒
 達
の
 イ
ス
ラ
ー
ム
 
教
 へ
の
改
宗
を
含
む
積
極
 

的
な
協
力
に
よ
り
、
ム
ハ
マ
ド
，
カ
ー
シ
ム
率
い
る
 イ
ス
 ラ
ー
ム
 教
享
け
 、
さ
し
た
る
困
難
も
な
く
西
イ
ン
ド
 征
 服
 を
な
し
と
げ
る
。
 
そ
 

の
 結
果
、
西
イ
ン
ド
は
イ
ス
ラ
 l
 ム
教
化
す
る
こ
と
に
な
 る
 。
 

以
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
 

知
 期
間
の
例
外
を
除
け
ば
、
 

こ
の
地
域
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
が
常
に
優
勢
と
な
る
。
 

こ
の
事
実
は
日
大
唐
 

西
域
 記
 口
中
に
も
見
ら
れ
、
そ
の
社
会
的
な
優
勢
が
認
め
 ら
れ
た
仏
教
の
実
質
的
な
こ
の
地
域
か
ら
の
消
滅
を
意
 味
 す
る
。
 

本
論
は
、
こ
の
歴
史
的
な
事
実
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
 、
イ
 ス
ラ
ー
ム
史
料
か
ら
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ス
ラ
ー
 ム
 教
徒
に
よ
る
仏
教
 

へ
の
軍
事
的
な
弾
圧
が
 
、
イ
 ソ
 ド
 仏
教
消
滅
の
原
因
の
主
 た
る
原
因
で
あ
る
と
、
漠
然
と
考
え
る
従
来
の
説
明
だ
 げ
で
は
、
 
セ
ー
 八
世
紀
 

（
㏄
 
@
 

0
 面
 イ
 ソ
 ド
 の
歴
史
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
 こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
 

「
チ
ャ
 チ
ュ
 
・
テ
ー
ヌ
三
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
 当 時
の
西
イ
ソ
 
ド
 社
会
は
、
ジ
ャ
ッ
 
ト
族
 や
ル
ハ
ナ
一
族
 と
い
っ
た
異
民
族
を
 

取
り
込
ん
だ
仏
教
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
鋭
い
対
立
 関
 係
 に
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
こ
の
対
立
の
中
で
仏
教
徒
 を
 味
方
に
着
け
、
 
西
ィ
 

ソ
ド
 征
服
を
達
成
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

そ
の
過
程
で
多
く
の
仏
教
徒
は
、
積
極
的
に
イ
ス
ラ
ー
 ム
 教
を
受
け
入
れ
て
い
 

っ
 た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
か
ら
 導
 か
れ
る
 西
 イ
ソ
 ド
 仏
教
消
滅
理
由
で
あ
る
。
勿
論
、
 

そ
 の
 他
に
多
く
の
原
因
が
 

複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
た
こ
と
を
、
筆
者
と
て
否
定
す
 

 
 

実
 解
明
の
為
に
、
イ
ス
 

ラ
ー
ム
史
料
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
こ
と
 で
、
従
来
の
イ
ソ
 
ド
 仏
教
研
究
に
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
を
 用
い
る
と
い
う
、
新
た
 

ま
と
め
 



イスラーム史料にみる 末期 西 イン ド 仏教社会とその 衰 亡 過程の考察 

主
 

 
 

（
 1
 ）
拙
論
 
日
 チ
ャ
 
チ
ュ
 
・
 ナ
一
メ
ヒ
 

に
み
る
西
イ
ン
ド
仏
教
 衰
亡
時
の
文
化
社
会
」
ミ
東
方
 ヒ
 
六
号
、
東
方
研
究
会
、
一
九
 九
 0
 ）
、
一
一
 
｜
 二
七
 

頃
 。
 同
 
「
 円
 大
唐
西
域
記
」
の
再
検
証
」
台
東
方
 ヒ
 
七
号
、
東
方
 研
究
会
）
、
一
九
九
一
、
九
八
 
｜
一
 
0
-
 八
項
。
 
何
 
「
 七
 １
人
世
 紀
の
西
イ
ン
ド
仏
教
 

の
 諸
相
」
 
円
 鹿
沢
学
際
ジ
ャ
 
一
 
ナ
ル
ヒ
（
創
刊
号
、
麗
沢
大
学
国
 
際
 経
済
学
部
、
一
九
九
二
）
、
二
三
１
匹
 

0
 頃
 。
 同
 
「
仏
教
研
究
 史
料
と
し
て
の
 イ
 

ス
ラ
ー
ム
文
献
の
可
能
性
」
（
㍉
麗
沢
大
学
紀
要
」
五
五
号
、
 

麗
 沢
 大
学
、
一
九
九
二
）
、
五
七
 
｜
 七
四
項
。
な
ど
を
参
照
。
 

（
 2
 ）
イ
ン
ド
仏
教
の
衰
亡
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
持
つ
極
小
 数
の
 イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
か
ら
も
、
地
域
や
階
級
等
に
よ
っ
て
 様
 々
江
原
因
が
記
さ
れ
て
 

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著
コ
シ
ク
教
の
教
え
と
文
化
 L （
 平
河
 出
版
社
）
、
一
九
九
二
、
二
三
一
 
｜
二
 二
八
 0
 項
で
論
じ
た
。
 
ま
た
、
こ
の
問
題
 

は
 筆
者
の
近
刊
書
に
お
い
て
更
に
詳
し
く
検
討
す
る
 り
 も
り
で
 あ
る
。
 

（
 3
 ）
詳
し
く
は
拙
論
「
仏
教
研
究
史
料
と
し
て
の
イ
ス
ラ
 一
 
ム
文
献
の
可
能
性
」
六
二
項
以
下
を
参
照
。
 

（
 4
 ）
 
円
 大
正
大
蔵
経
」
第
五
一
巻
九
三
七
頁
。
 

（
 5
 ）
詳
し
く
は
 拙
 
「
 期
 西
イ
ン
ド
仏
教
研
究
に
果
た
す
 ィ
ス
 -
 
ブ
ー
ム
史
料
の
可
能
性
」
の
六
七
項
以
下
を
参
照
。
 

（
 6
 ）
 
円
 大
唐
西
域
記
」
と
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
と
の
対
照
研
究
の
 必
要
性
は
 
、
 早
く
も
 
つ
毛
肢
 （
（
の
「
の
・
 

0
 ま
ぺ
自
卜
毛
 の
毛
受
 卜 ㌧
目
の
・
 

め
 
（
 づ
 Ⅱ
 百
薫
 沖
主
 ミ
 

～
毛
も
～
 

b
.
 

（
 蒋
 -
 圧
 ・
 お
 o
N
 

）
。
や
 

い
 の
㏄
以
下
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
 
て
い
る
。
 

（
 7
 ）
 
円
 大
正
大
蔵
経
 第
 」
五
一
巻
九
三
七
頁
 中
 。
 

（
Ⅱ
）
同
九
三
八
頁
上
。
 

（
 托
 ）
同
九
三
七
頁
 下
 。
 

（
 9
 ）
同
九
三
七
頁
 下
 。
 

（
 8
 ）
同
九
三
七
頁
 中
 。
 

（
 F
 ）
同
八
八
九
頁
 中
 。
 

（
Ⅱ
）
同
九
三
八
頁
 下
 。
 

（
 稔
 ）
同
九
三
八
頁
 中
 。
 

（
は
）
同
九
三
八
頁
 中
 。
 

（
 憾
 ）
 
同
 九
一
 
0
 真
下
。
 

（
Ⅳ
）
岡
元
 
0
 五
頁
 中
 。
 

（
 托
 ）
同
八
九
三
頁
 
下
 。
 

（
㎎
）
単
純
な
寺
院
数
や
僧
侶
の
数
の
比
較
か
ら
結
論
を
導
き
 だ
す
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
ひ
と
っ
の
判
断
材
料
に
は
な
る
 で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 
  
 

（
 れ
 ）
㍉
大
正
大
蔵
経
」
第
五
一
巻
九
三
七
頁
上
 ｜
 九
三
八
頁
 下
  
 

 
 

（
四
）
ラ
ー
イ
王
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
存
年
代
に
お
い
て
か
 つ
て
は
意
見
が
別
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
大
唐
西
域
記
 

ヒ
の
 記
載
を
 前

提
と
す
る
立
場
と
、
 

1
 

㍉
チ
ャ
 チ
ュ
ナ
 ー
 メ
ヒ
 
な
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
史
料
の
記
載
を
前
提
 と
す
る
立
場
で
あ
る
。
近
年
は
後
者
の
立
場
を
と
る
こ
と
に
 
落
ち
着
い
て
い
る
。
 

な
る
視
点
を
加
味
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
示
し
た
に
す
ぎ
 よ
 
ヰ
ん
 
@
o
 

・
 
レ
 



拙
論
「
仏
教
研
究
史
料
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
献
の
可
能
性
 」
を
参
照
。
 

 
  

 

（
 羽
 ）
「
大
正
大
蔵
経
口
第
五
一
巻
九
三
七
頁
 中
 。
 

（
㌍
）
こ
の
よ
う
な
記
述
を
仏
教
へ
の
改
宗
運
動
と
し
て
捉
え
 る
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
前
出
拙
著
 冊
 シ
ク
教
の
教
え
 
と
 文
化
 L
 に
お
い
て
論
断
 

 
 

じ
た
。
三
一
二
頁
以
下
参
照
。
 

（
 舛
 ）
押
し
・
 
呂
 T
 。
 オ
の
目
臼
 
・
㏄
 ぎ
 Ⅰ
の
 目
年
毛
 三
打
 
ヱ
仁
コ
の
 

・
 
-
 づ
キ
ヘ
 
ム
め
 
㍗
～
～
（
 

め
 Q
 （
～
 
頸
セ
 。
 
へ
 ㏄
。
 
ま
 Ⅰ
Ⅰ
 
セ
 ・
 コ
 ・
の
・
 

せ
 0
 ㌃
㏄
 つ
｜
ち
つ
 
（
 ト
つ
 
ひ
ち
１
ひ
 
）
㌧
㌧
・
 
ひ
ト
 
1
,
 
つ
 ㏄
 

（
 乃
 ）
Ⅰ
 ま
年
 ：
㌧
・
 
ひ
 ㏄
 1
,
 
ひ
ド
 

（
 笏
 ）
前
出
の
拙
論
 
弓
 チ
ャ
 チ
ュ
 
・
テ
ー
プ
 L
 に
み
る
 西
 イ
ン
 ド
 仏
教
衰
亡
時
の
文
化
と
社
会
」
、
二
四
項
参
照
。
 

（
 押
 ）
但
し
、
バ
ラ
モ
ン
王
朝
下
で
は
、
王
へ
の
権
力
集
中
が
 
図
ら
れ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
後
の
機
会
に
論
ず
る
 り
 も
 り
で
あ
る
。
 

（
 為
 ）
 
P
.
 

メ
ロ
 

ヵ
 ・
の
 

b
Q
 

（
 
b
 。
 
さ
 Ⅰ
 ま
 Q
 。
（
 り
 。
ぎ
 @
 ）
の
 
お
 ）
・
 ロ
 ・
 N
 ）
～
 

（
 豹
 ）
（
 す
 @
 
年
 ・
 
，
ロ
 ・
か
つ
 

（
㏄
）
 ト
 ・
 ミ
ぎ
ニ
ム
ト
 ・
～
 

臣
巨
も
，
 （
Ⅰ
の
 

ニ
 の
 ロ
 ・
）
つ
つ
つ
）
・
ロ
ロ
・
ミ
ド
 

１
ト
㏄
 
白
 

（
 頷
 ）
 
ぎ
肝
 ㌧
の
（
 
オ
 の
ロ
 め
 ～
巨
も
 
，
，
づ
 
0
 丁
が
・
（
 由
 Ⅱ
年
の
「
の
す
 

p
p
.
 

）
 葵
 ㏄
）
・
㌧
㌧
・
㏄
ト
銅
 

1
,
 
㏄
 ひ
つ
 

（
 銘
 ）
一
七
世
紀
以
来
、
シ
ク
教
が
パ
ン
ジ
ャ
ブ
一
帯
大
き
な
 勢
力
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
こ
の
ジ
ャ
 ソ
ト
 族
の
農
民
が
一
斉
 に
 シ
ク
教
に
改
宗
 
し
 

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
出
の
拙
著
六
七
頁
 以
 下
を
参
照
。
 

（
 協
 ）
パ
キ
ス
タ
 
ソ
 の
歴
史
書
は
、
こ
の
時
代
を
仏
教
時
代
と
 し
て
い
る
 
0
 ヱ
 ・
Ⅰ
の
 
ヨ
す
 「
 ざ
五
の
 Ⅰ
 笘
む
づ
 0
 丁
 ㌃
・
（
 ヱ
 Ⅱ
年
の
 

q
p
 

す
 い
 Ⅰ
 ，
ト
 つ
ち
ひ
）
・
㌧
㌧
・
ト
ち
 

ひ
 1
1
 

ト
ド
 
ト
 

（
 縫
 ）
 
円
 チ
ャ
 チ
ュ
 
・
テ
ー
プ
 L
 に
よ
れ
ば
、
ラ
ー
イ
 
朝
下
 の
 主
 要
 都
市
の
統
治
者
は
、
殆
ど
が
う
ー
イ
王
の
一
族
で
あ
っ
た
。
 

（
 鍋
 ）
詳
し
く
は
、
前
掲
の
拙
論
「
 
セ
ー
 八
世
紀
に
お
け
る
 酉
 イ
ン
ド
仏
教
の
諸
相
」
、
二
五
 
｜
 二
八
項
を
参
照
。
 

（
㏄
）
 0
 口
 ・
 臼
 （
：
の
 キ
 Ⅰ
 0
 
キ
 。
さ
さ
き
 

Q
.
 

㌧
㌧
・
㏄
 

何
 1
,
 
㏄
 む
 

（
 辞
 ）
 
之
 ・
 
キ
 ・
し
田
 

o
n
 

オ
 （
の
 
p
.
p
 目
年
 （
「
の
口
四
）
。
 

下
 Ⅰ
～
 
キ
さ
 
Ⅰ
 ま
 Ⅰ
キ
ー
 
@
 臼
 ）
 
@
@
 

卸
 
（
 
H
@
 

ユ
 D
w
 

Ⅱ
Ⅱ
 

ト
 
D
w
@
@
@
D
w
@
@
 

）
・
 
p
 窩
 ㍗
㏄
一
）
・
 

口
 （
 
@
@
.
 

㏄
㏄
 
｜
 m
5
 

一
 

（
 笘
 ）
（
 ま
 p
.
.
 
ロ
 ・
）
の
 

（
や
）
Ⅰ
す
ぎ
・
・
 

ロ
 ・
 N
N
o
 

（
 如
 ）
 
下
毛
ぎ
才
 。
 0
 口
 ・
 c
@
 

（
，
 

毛
 ・
）
 
ち
 0
 １
）
の
 
0
 ・
同
様
な
指
摘
は
 、
ロ
 ・
刃
の
ふ
 
p
p
 コ
年
 卜
 ・
 ロ
の
 
コ
 % 
臣
逗
ま
ぎ
 
㏄
Ⅰ
 
さ
憶
逗
へ
 
ぬ
 紬
，
 （
Ⅰ
 
立
年
。
 
目
 ・
 ト
 
つ
つ
㏄
）
。
㌧
㌧
 

白
１
ひ
 

（
 仙
 ）
 
0
 口
 ・
 臼
 （
：
 0
 キ
さ
 
0
b
.
 

ミ
 Ⅰ
 き
 Q
.
 ロ
 ・
 ち
 ㏄
 



イスラーム 史料にみ る 末期西インド 仏教社会とその 衰亡過程の 考察 

 
 

 
 

 
 

は
、
 
他
の
機
会
に
論
ず
る
 

り
 
も
り
で
あ
る
。
 

（
 
穏
 ）
前
掲
拙
論
「
 

セ
ー
 
八
世
紀
に
お
け
る
西
イ
ン
ド
仏
教
の
 

諸
相
」
、
三
三
ー
三
六
項
を
参
照
。
 

（
 
佃
 ）
 0
 
ワ
臼
ア
，
 
の
ぎ
 
曲
か
 

・
 
コ
リ
 

ヨ
主
 で
や
ニ
 
㏄
 
l
P
P
 

の
 

 
 

の
 
-
h
@
.
 

）
一
の
 

ニ
 
～
 
バ
円
 

）
。
 
づ
や
一
 

Ⅰ
一
口
二
つ
 

l
 
ト
 
）
一
つ
・
 

C
.
 
目
卍
 

a
w
N
N
@
a
a
w
m
@
@
@
 

レ
ン
ト
 
い
 
り
 
目
 
@
@
 

Ⅰ
 
梼
 ミ
ミ
 

ま
 @
 
さ
 円
り
ミ
さ
 

崎
 
Ⅰ
 
ミ
軋
 

。
㏄
 

か
 
-
 

（
Ⅰ
 

由
 d
e
 

コ
 
・
）
の
の
 

い
 
）
。
 
づ
 
P
.
 
の
 
１
 ）
 
2
.
 
 

参
照
。
 

（
 
仰
 ）
 0
 
づ
 
・
 
臼
 （
：
の
 

き
 
Ⅰ
 
ぃ
キ
 

。
 
さ
 
ミ
ま
 

Q
.
 

づ
 
b
.
 
ト
ト
㏄
 

１
 つ
 

（
 
偲
 ）
こ
の
部
分
を
、
仏
教
 

僧
と
 
認
識
す
る
か
、
あ
る
い
 

は
ジ
 
ャ
ィ
 
ナ
 教
徒
の
僧
と
認
識
す
る
か
は
、
意
見
の
別
れ
る
と
こ
ろ
 

で
あ
る
。
従
来
の
研
究
 

 
 

 
 

 
 

走
 す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
ほ
や
や
難
し
 

い
よ
う
に
思
え
る
。
 

 
 

～
の
 

（
黒
日
シ
ュ
ー
ド
ラ
階
級
と
な
る
。
 

コ
 
c
o
.
 
 

づ
爵
づ
マ
 

下
す
め
 

f
o
Q
 

マ
ま
隠
 

～
Ⅰ
も
お
母
 

ジ
 ヤ
ッ
ト
族
の
後
 

の
 
@
 
か
ミ
め
 

商
が
、
 

o
c
 

～
 
雨
 
～
）
 

-
 
後
に
 
シ
 
 
 

ミ
 ・
 既
出
 
拙
著
㍉
シ
ク
教
の
教
え
と
文
化
 

ヒ
 
、
六
七
 
｜
一
 
三
一
頁
 
に
お
い
て
も
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

教
 と
仏
教
の
対
立
と
い
う
構
図
の
み
で
、
 

イ
 ソ
 ド
 で
行
な
れ
た
 

イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
他
宗
教
か
の
改
宗
が
行
な
わ
れ
た
わ
 

け
 で
 は
な
い
。
イ
ス
ラ
 

l
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

決
戦
は
、
六
三
七
年
 

力
一
 
デ
ィ
シ
一
ヤ
 

0
 戦
い
と
六
四
一
年
の
 

-
 
一
八
ー
 
ロ
 
ノ
ン
ド
ハ
 

リ
戦
 
Ⅰ
 
リ
  
 
 
 

が
 重
要
で
あ
る
。
こ
の
両
者
に
イ
ス
ラ
一
ム
 

軍
は
 
大
勝
し
 
、
実
 
質
的
に
 
ぺ
 ル
シ
ャ
帝
国
は
崩
壊
し
た
。
 



（
 駿
 ）
 
0
 ロ
 ・
 ユ
 （
：
の
ノ
さ
い
 

き
 。
さ
さ
ま
さ
・
 

ロ
 ・
下
日
 

   
  

 

（
㏄
）
Ⅰ
 F
@
 
口
 ・
 
，
ロ
ロ
 
・
 N
 ）
年
１
㏄
 

 
 
 
 
 
 

（
 訊
 ）
こ
の
点
は
、
拙
著
 
円
 シ
ク
教
の
教
え
と
文
化
 ヒ
 二
三
二
 頁
 以
下
に
お
い
て
検
討
し
た
。
 

 
 

（
 坊
 ）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
 普
 遍
と
 特
殊
の
弁
証
法
」
「
比
較
文
化
論
 

ヒ
 （
蜂
鳥
 旭
雄
 早
稲
田
大
学
 教
授
ゼ
ミ
機
関
誌
）
 

一
九
九
一
、
二
七
 
｜
 三
一
項
を
参
照
。
 

（
 鵠
 ）
前
掲
拙
論
「
 セ
ー
 八
世
紀
に
お
け
る
西
イ
ン
ド
仏
教
の
 諸
相
」
、
三
三
ー
 
二
 二
八
項
参
照
。
 

（
 辞
 ）
 
0
 ロ
 ・
 ユ
 （
・
 
0
 ゴ
 ひ
 い
ゴ
コ
ひ
日
 
p
 。
 つ
つ
 
・
 ト
い
 
ト
ー
ト
い
い
 

（
⑱
）
少
な
く
と
も
初
期
の
ム
ス
リ
ム
の
政
策
は
こ
の
よ
う
に
 一
 
ム
 え
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
初
期
の
ム
ス
リ
ム
政
権
の
政
策
等
 ほ
 つ
い
て
は
多
く
の
 
文
 

献
 が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
々
に
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
 、
 荒
 松
雄
司
イ
ン
ド
史
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
聖
廟
 ヒ
 、
東
京
大
学
 東
洋
文
化
研
究
所
、
 

一
九
七
七
な
ど
、
博
士
の
一
連
の
研
究
に
詳
し
い
。
 

（
㏄
）
 0
 ロ
 ・
 c
@
 

（
・
の
か
さ
い
か
Ⅰ
 

ミ
い
 
ま
 Q
 。
 ロ
 ・
 2
 ）
の
 

（
㏄
）
 0
 ア
ユ
 ア 
も
・
 目
 @
s
-
o
 

ャ
セ
自
 
ぎ
さ
 襄
ぎ
ぎ
ま
や
 Ⅰ
 ロ
 ・
）
 
奉
１
 ）
）
 
0
 ・
な
ど
、
多
く
の
史
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
 確
認
さ
れ
る
が
、
㏄
 

し
ゴ
 
Ⅰ
 丑
丑
 
0
 。
口
口
悪
㎏
 

下
 ～
 
宙
 
Ⅰ
 ん
 
Ⅰ
～
ミ
心
両
口
 

め
 
-
.
 
（
Ⅰ
。
白
戸
。
 

臣
 ・
 ト
の
 
㏄
㏄
）
。
Ⅰ
 

ロ
 ・
 い
 白
１
ひ
に
お
い
て
フ
ッ
ト
元
パ
キ
ス
タ
ン
首
相
が
自
家
の
歴
史
 を
 述
べ
る
下
り
で
、
 

な
 史
の
先
祖
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
へ
の
改
宗
に
つ
い
て
述
べ
て
い
 る
 点
は
、
注
目
さ
れ
る
。
 

尚
 、
仏
教
文
献
に
も
か
な
り
早
い
時
 期
の
記
述
に
イ
ス
ラ
 

１
ム
 教
 と
の
接
触
が
あ
っ
た
こ
が
わ
か
る
。
詳
し
く
は
タ
ー
ラ
 ナ
 ー
 タ
 
（
青
木
 椀
 雑
訴
）
 円
 印
度
 佛
 敦
史
 ヒ
 国
書
刊
行
会
昭
和
 五
二
、
一
九
三
頁
 及
 

び
二
 二
三
八
頁
、
更
に
三
四
一
 
｜
 二
頁
参
照
。
 

究
呉
 
（
春
秋
社
）
一
九
九
一
な
ど
を
参
照
。
 

（
㎝
）
 Q
 せ
 ・
 せ
ひ
日
ゼ
 
P
 
目
 @
 
め
 
～
 宰
セ
ユ
コ
 ぎ
下
 ぎ
き
呂
目
ぎ
 下
 さ
ぎ
接
 ぎ
 ・
（
し
の
 
@
 
下
 @
 ト
の
Ⅱ
の
）
。
Ⅰ
 

ロ
 ・
 ト
 
㏄
Ⅱ
 
｜
 ㏄
㏄
 

（
㏄
）
 0
 ロ
 ・
 ユ
 （
・
 
，
 。
㌻
 ざ
ま
ぎ
 ㏄
宝
生
乾
ま
か
 -
 毛
 ・
 0
 １
 %
.
 を
 参
照
。
こ
の
点
の
正
確
な
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
 

（
㏄
）
従
来
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
平
川
 彰
 
同
イ
ン
ド
仏
教
 史
 
（
下
巻
 こ
 
（
春
秋
社
、
一
九
七
四
Ⅰ
二
六
 ｜
 二
七
頁
及
び
 
四
 0
 四
頁
な
ど
を
参
照
。
 

（
㏄
）
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
イ
ス
ラ
 l
 ム
教
の
積
極
的
な
 
評
価
が
な
 さ
 れ
な
か
っ
た
点
に
不
十
分
な
点
が
あ
っ
た
。
最
近
，
 

し
の
よ
う
従
来
の
イ
ン
 

ド
 思
想
研
究
の
不
備
を
是
正
す
る
試
み
が
、
前
田
専
 学
 博
モ
 を
 中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
前
田
専
掌
編
 

円
 イ
ン
ド
中
世
思
想
研
 



朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
社
会
へ
の
試
み
と
挫
折
、
 

そ
 し
て
植
民
地
と
い
う
歴
史
現
実
の
な
か
で
白
ら
の
性
格
を
 

形
成
し
て
ぎ
た
。
 
朝
 

鮮
 キ
リ
ス
ト
教
者
は
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
入
っ
て
き
た
 

西
欧
近
代
文
明
と
帝
国
主
義
的
世
界
秩
序
を
ど
 

う
 理
解
 し
 、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
 

教
 と
ど
 う
 関
係
づ
け
仁
の
た
ろ
 
う
か
 。
こ
れ
ら
の
問
題
を
 
究
明
す
る
上
で
、
 
尹
致
 臭
の
思
想
は
示
唆
す
る
と
こ
ろ
 

が
 多
い
。
労
政
 臭
は
日
 

95 (299) 

は
じ
め
に
 

八
 
論
文
要
旨
 

V
 
 
本
稿
は
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
に
大
き
な
足
跡
を
 

残
し
た
 

尹
致
臭
の
 

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
構
造
分
析
を
通
じ
て
、
 

キ
 
リ
ス
ト
 

教
 と
帝
国
主
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 

V
 
 
一
元
主
義
の
世
界
像
、
二
元
主
義
の
世
界
 

像
 、
知
の
帝
国
主
義
、
世
俗
内
的
禁
欲
、
向
上
主
義
的
禁
欲
 

キ 
@ 

ス
ト
 教
と
 帝
国
主
義
的
精
神
 

｜
尹
 敏
晃
（
 
ぺ
 目
の
日
 臼
 0
 
）
の
場
ム
ロ
ー
 

恵
 

賢
 

梁
 



以
上
の
よ
う
な
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
 尹
 教
具
 を
概
 ね
 「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
改
革
思
想
家
と
し
て
評
価
し
て
い
 る
が
、
そ
の
評
価
に
 

は
神
の
正
義
を
信
じ
な
い
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
改
革
思
想
 と
い
う
自
己
矛
盾
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
 尹
致
臭
 0
 社
会
進
化
論
的
な
思
 

想
 に
つ
い
て
も
、
内
的
因
果
関
係
の
論
理
的
な
説
明
な
し
 に
、
 単
に
思
想
の
限
界
と
し
て
指
摘
す
る
に
止
ま
っ
て
 い
る
。
 

で
は
、
ど
う
し
て
両
立
で
き
な
い
は
ず
の
論
理
が
 尹
 政
美
 に
お
い
て
は
両
立
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
戸
数
 臭
 は
ど
 の
よ
う
な
論
理
を
も
 

っ
て
矛
盾
す
る
両
者
を
結
び
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
 尹
致
 臭
の
論
理
構
造
こ
そ
、
彼
の
思
想
を
根
底
か
ら
 規
 走
 す
る
も
の
で
あ
り
、
 

そ
の
解
明
は
彼
の
思
想
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
は
 必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
目
的
は
 、
尹
 致
 日
天
の
キ
リ
ス
ト
教
理
 

会
 進
化
論
的
な
思
想
や
人
種
的
偏
見
の
混
在
な
ど
の
点
は
 、
 尹
致
 臭
の
対
日
協
力
の
行
為
と
結
び
付
く
思
想
的
 限
 界
 で
あ
っ
た
と
指
摘
し
 

-
4
"
 

て
い
る
。
 

本
 、
中
国
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
西
欧
学
問
を
吸
収
し
 た
 朝
鮮
の
「
先
駆
的
な
啓
蒙
的
知
識
人
」
で
あ
り
、
 

最
 初
の
 ア
メ
リ
カ
 南
 メ
ソ
 

ジ
ス
ト
教
の
信
者
と
し
て
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
に
少
な
く
な
 い
 影
響
を
及
ぼ
し
た
キ
リ
ス
ト
教
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
 近
代
国
家
へ
の
変
革
を
 

目
指
し
た
運
動
団
体
で
あ
る
「
独
立
協
会
」
の
会
長
と
し
 て
 啓
蒙
運
動
を
指
導
し
た
政
治
家
で
も
あ
っ
た
。
し
か
 し
 、
植
民
地
末
期
に
は
 

日
本
政
府
か
ら
男
爵
の
称
号
を
づ
け
る
ほ
ど
の
積
極
的
な
 対
日
協
力
者
と
な
り
、
一
九
四
五
年
、
第
一
級
民
族
 反
 遊
者
と
し
て
告
発
さ
 

ね
 、
自
殺
に
よ
っ
て
 八
 0
 年
の
生
涯
を
終
え
た
人
物
で
あ
 る
 。
彼
の
波
 澗
 万
丈
の
人
生
を
支
え
た
底
辺
の
論
理
は
 一
体
何
で
あ
り
、
そ
れ
 

に
 キ
リ
ス
ト
教
は
ど
う
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

労
政
 具
 に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
初
期
 思
想
と
行
動
に
集
中
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
典
研
究
 0
 分
野
で
は
、
キ
リ
 

@
l
-
 

ス
ト
教
を
通
じ
て
朝
鮮
の
近
代
化
を
目
指
し
た
預
言
者
的
 存
在
と
し
て
、
ま
た
人
間
と
社
会
の
キ
リ
ス
ト
教
化
を
 通
じ
て
道
徳
的
純
化
を
 

-
2
-
 

-
3
-
 

志
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
開
化
思
想
家
と
し
て
、
さ
ら
に
は
 社
ム
本
 
参
加
の
神
学
の
先
駆
者
と
し
て
、
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
 教
 に
大
き
な
影
響
を
及
 

ぽ
 し
た
人
物
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

一
方
で
は
神
の
正
義
に
対
す
る
不
信
、
キ
リ
ス
ト
教
 信 仰
と
 両
立
不
可
能
な
社
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儒教 

か 
ら 

キ 
・Ⅰ 

ス 
@ 
教 
へ 

キリスト教と 帝国主義的精神 

苦 界 る 
え に こ 尹 

義 美 あ い             し誌 、 で尹塾一 
づ 鎮 男   

っ て な は て 「 制 た は 学 の こ 策 は 
た 朝 づ 日 朝 一 度 『 同 し 時 う か 一 

か 鮮 た 本 鮪 0 の 邦 人 た で し ら 八       
ト 者 訳 げ よ そ め 当 、 の 道 団 げ 的 
公 え 官 人 う の づ 時 明 東 へ 」 に な 
使 と と れ た 成 た 7 日 治 京 進 の 門 儒 数数 通フ の ー して 改革 功の 本は 維新 留学 み、 一員 月開 

訳 ト 帰 六 モ 原 牛 、 以 里 中 と 放 育 
官 公 国 人 デ 田 間 欧 降 と 付 し し を 

ル ほ の 米 の な 正 て 、 受 げな 使を通として 二年朝 するこ 以外 明治 日本 列強 日本 り、 百が 一八 さま 

働 じ と 鮮 に 政 生 の 社 西 設 八 ざ が 
く て を と は 府 清 宮 台 欧 五 一 ま ら 
一 ァ 洗 米 な に の 国 を 的 し 年 な 育   
朝 力 た 適 確 全 を の す に 人 を の   
鮮 を 。 商 信 西 通 根 る 接 杜 詩 動 尹 
故 ょ 帰 桑 す 的 じ 源 た す に 聞 き 致 
府 り 回 約 る な て は め る 入 す が 臭   
も く 断 つ に 化 臭 制 止 を た ぅ す 年 
統 如 し て な に は 良 恵 得   ほ ろ 時 
理 り た 朝 づ あ   に 政 た 尹 な 激 化 
文 た 理 鮮 て る 清 あ 新 の 致 っ 動 の 
渉 い 由 に い と 国 る 党 で 臭 た の 朝 
通 と は 赴 た ? 認 に と の あ は 。 時 鮮 
商 い 、 任 ㌣ 識 地 理 綴 る ? 慶 尹 代 は 
事 ぅ 政 す し べ 解 関 ぃ応 致 で 長 

解
の
論
理
構
造
の
分
析
を
通
じ
て
、
以
上
の
問
題
を
明
ら
 か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 



に た 

尹
致
 臭
は
宣
教
教
育
者
た
ち
と
生
活
を
と
も
但
し
て
い
く
 過
程
で
、
「
来
世
の
た
め
に
き
れ
い
な
霊
魂
に
な
る
」
 
準
 備
 を
し
な
け
れ
ば
 

う
な
い
と
い
う
必
要
性
を
認
識
し
た
。
そ
こ
で
「
人
生
は
 短
い
の
で
、
で
き
る
限
り
最
大
の
快
楽
が
許
さ
れ
る
べ
 き
だ
」
と
い
う
立
場
 

た
っ
て
、
「
感
覚
的
な
満
足
」
を
求
め
た
従
来
の
自
分
の
 
生
活
態
度
を
反
省
し
、
一
種
の
行
動
規
律
と
い
え
る
「
 心
 約
文
」
を
作
成
し
 

一
八
八
五
年
上
海
に
渡
 

師
 ア
ー
レ
ン
（
 ぺ
 0
 目
の
・
 ナ
 

宣
教
教
育
者
た
ち
、
特
に
 

ン
不
ル
 
（
 
旧
 .
 
ロ
 ・
 援
 0
 ロ
 
ロ
臼
 
）
 

ど
に
出
席
し
て
、
キ
リ
ス
 っ

 た
井
政
美
 は
 ア
メ
リ
カ
総
領
事
ス
タ
ー
ル
お
の
口
の
（
 a
-
 の
 
寸
 三
）
の
斡
旋
で
ア
メ
リ
カ
 
南
 メ
ソ
ジ
ス
 
上
派
 宣
教
 

目
銭
）
が
設
立
し
た
中
西
学
園
（
 ト
コ
 
の
 
-
0
 
。
 
n
 す
 
@
 ぉ
 n
0
 
戸
 の
の
）
に
入
学
し
た
。
そ
こ
で
 尹
致
 臭
は
中
西
学
園
の
 

「
 
師
 と
し
て
不
足
の
な
い
」
人
で
、
心
強
い
後
見
人
と
し
 て
 生
涯
 変
 う
な
い
感
謝
の
念
を
抱
く
 よ
う
 に
な
る
 ボ
 

@
 
り
 
@
 
）
 

か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
そ
し
て
西
欧
八
教
会
を
見
 学
し
た
り
、
学
園
内
の
宗
教
集
会
や
聖
書
研
究
会
な
 

ト
教
 と
い
う
未
知
の
宗
教
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
だ
。
 

を
 固
守
し
て
い
 

と
こ
ろ
で
、
 

だ
と
い
う
理
由
 

わ
り
、
政
変
の
 

な
く
さ
れ
た
の
 た

と
い
え
る
。
 

一
八
八
四
年
近
代
化
を
目
指
す
改
革
派
に
 よ
 る
「
甲
申
 政
 変
 」
が
発
生
し
た
。
労
政
臭
は
高
宗
（
国
王
）
に
逆
ら
 ぅ
 も
の
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

で
 
「
甲
申
政
変
」
に
反
対
し
た
が
、
改
革
派
は
彼
を
内
閣
 
の
 外
務
衛
門
参
議
に
任
命
し
た
。
し
か
し
、
政
変
は
三
 目
 で
終
 

主
謀
者
た
ち
は
処
刑
さ
れ
た
か
国
外
に
亡
命
し
た
。
 

尹
致
 臭
も
逆
臣
の
疑
 い
 が
か
げ
ら
れ
、
中
国
上
海
へ
の
留
学
 を
 余
儀
 

で
あ
る
。
 

務
 衛
門
の
主
事
に
任
命
さ
れ
、
朝
鮮
三
朝
の
官
僚
に
も
な
 っ
た
 。
 尹
致
 臭
は
改
革
の
方
法
と
し
て
西
欧
近
代
的
な
 合
理
的
政
治
制
度
と
 技
 

術
を
全
面
的
に
導
入
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
 

そ
の
実
現
方
法
は
君
主
の
「
聖
断
」
に
よ
っ
て
の
み
可
能
 

で
あ
り
、
君
主
に
「
 直
 

@
 
℡
 -
 

言
 」
 し
 君
主
を
補
佐
す
る
「
忠
臣
」
に
な
る
こ
と
が
自
分
 の
役
割
で
あ
る
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
労
政
美
 
は
当
 時
 危
機
に
直
面
し
て
い
 

た
 朝
鮮
王
朝
を
西
欧
近
代
的
な
合
理
的
政
治
制
度
や
技
術
 の
 導
入
に
よ
っ
て
補
強
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
儒
教
的
な
 政
治
理
想
で
あ
る
「
 徳
 

治
 」
を
実
現
し
ょ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
 の
 労
政
臭
は
政
治
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
君
主
で
あ
る
 と
い
う
儒
教
の
名
分
論
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」
た
め
に
、
新
た
な
項
目
を
加
え
た
り
し
な
が
ら
、
 そ
 の
 誠
実
な
遵
守
に
努
め
 

@
 
Ⅱ
 @
 

た
 。
規
律
を
違
反
し
た
場
合
は
本
性
を
物
欲
に
よ
っ
て
 汚
 す
 
「
 罪
 」
と
し
て
厳
し
い
自
己
反
省
を
行
な
っ
た
。
 こ
 の
よ
う
な
 尹
 教
具
の
 生
 

活
 態
度
の
変
化
は
基
本
的
に
は
儒
教
的
な
修
身
の
延
長
線
 に
あ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
が
、
来
世
に
お
け
る
 救
 済
を
意
識
し
た
 尹
 教
具
 

は
さ
ら
に
倫
理
的
な
自
己
完
成
を
目
指
し
て
い
く
。
こ
の
 倫
理
的
な
自
己
完
成
の
願
望
が
 尹
 政
美
 を
 キ
リ
ス
ト
教
 に
 接
近
さ
せ
る
内
的
 動
 

機
 と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
 

尹
致
 臭
は
倫
理
的
な
自
己
完
成
の
た
め
の
実
践
の
難
し
さ
 に
 遭
遇
し
た
。
特
に
 戒
酒
 、
不
純
な
性
行
為
へ
の
禁
止
 な
ど
の
条
目
の
遵
守
 

は
 難
し
く
、
後
ま
で
も
誘
惑
と
違
反
を
繰
り
返
す
も
の
で
 、
 彼
が
「
甘
い
は
ち
み
つ
の
よ
う
に
愛
す
る
 罪
 」
で
あ
 る
と
告
白
し
た
ほ
ど
で
 

あ
っ
こ
う
し
た
実
践
の
限
界
の
経
験
か
ら
 尹
 教
具
 は
 、
人
間
の
 力
 だ
け
で
は
倫
理
的
な
自
己
完
成
は
不
可
能
 で
あ
る
と
考
え
た
。
 そ
 

こ
で
彼
は
「
悪
魔
に
誘
惑
さ
れ
な
い
よ
う
に
」
キ
リ
ス
ト
 教
の
神
に
助
げ
を
願
い
つ
つ
、
神
の
 力
 に
預
か
る
こ
と
 に
よ
っ
て
倫
理
的
な
自
 

こ
こ
で
見
ら
れ
る
 尹
 政
美
 の
 キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
理
解
は
、
あ
く
ま
で
も
倫
理
的
な
 自
己
完
成
の
主
体
で
あ
 

る
 人
間
に
力
を
貸
す
一
つ
の
 善
 な
る
呪
力
め
よ
う
な
も
の
 で
あ
っ
た
。
人
間
の
自
己
救
済
の
す
べ
て
の
試
み
を
 罪
 と
し
て
徹
底
的
に
否
定
 

伸
 
し
、
神
の
み
が
救
 い
の
 主
体
で
あ
る
と
い
う
神
の
理
 解
 で
は
な
か
っ
た
。
 尹
 教
具
 の
 キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
 、
 神
と
い
う
呪
力
的
な
力
に
 ょ
 

㍾
っ
て
守
護
さ
れ
る
人
間
が
倫
理
的
な
自
己
完
成
に
 

よ
っ
て
自
ら
を
救
う
と
い
う
「
自
力
救
済
」
の
宗
教
で
あ
 っ
 た
し
、
そ
の
救
済
の
内
容
 

ぬ
 
ち
 倫
理
的
に
完
全
な
状
態
を
所
有
す
る
と
い
う
も
 の
で
あ
っ
た
。
 

国
 

市
尹
政
美
 は
 「
儒
教
の
四
書
を
精
読
し
て
多
く
の
 教
 訓
を
発
見
し
た
が
、
い
か
な
る
人
で
も
そ
の
教
訓
に
従
 わ
ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
 

と
 

@
 
け
 @
 

は
い
 う
 理
由
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
 儒
教
は
倫
理
的
な
自
己
完
成
を
人
間
に
強
制
す
る
装
置
 が
 欠
け
て
い
た
と
み
た
。
 つ
 

 
 

げ
る
救
済
の
条
件
と
し
て
、
倫
理
的
な
自
己
完
成
を
人
 間
 に
強
制
す
る
シ
ス
テ
ム
が
 

 
 

儒
教
に
は
な
い
と
考
え
た
。
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と
こ
ろ
で
、
儒
教
と
比
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
的
な
 有
 効
 性
を
確
信
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
儒
教
か
ら
 
キ
 リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
 

を
 決
心
す
る
に
は
、
い
く
に
か
の
た
め
ら
い
が
労
政
美
に
 あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
迫
害
と
 噸
 弄
へ
の
恐
怖
と
旧
い
 友
 達
 
（
儒
教
の
読
書
人
 

筆
者
）
を
失
 う
 と
い
う
損
失
、
時
々
お
し
よ
せ
て
く
る
も
 ろ
 も
ろ
の
疑
い
と
誘
惑
」
な
ど
で
、
特
に
後
者
が
最
大
 

  

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
を
た
め
ら
わ
せ
た
「
疑
い
」
 と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

労
政
畏
は
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
 い
っ
た
。
儒
教
は
基
本
的
に
一
つ
の
「
哲
学
な
い
し
 可
 知
的
な
宗
教
」
の
 体
 

系
 で
あ
る
。
儒
教
者
は
他
の
宗
教
か
ら
「
そ
の
知
的
な
 好
 苦
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
宗
教
と
そ
の
教
理
の
新
 し
さ
を
追
跡
」
す
る
。
 

知
的
な
体
系
を
所
有
し
て
い
る
「
東
洋
の
知
者
」
の
儒
教
 者
の
目
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
い
う
奇
跡
、
地
獄
、
 

呪
 わ
れ
た
霊
魂
の
永
遠
の
 

罰
な
ど
の
テ
ー
マ
な
ど
は
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
「
 粗
 野
 」
な
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
 は
 
「
あ
ま
り
に
 も
 単
調
」
な
も
の
で
あ
 

る
 。
儒
教
の
知
的
な
体
系
に
最
も
近
い
キ
リ
ス
ト
教
の
教
 派
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
含
ま
れ
て
い
る
多
く
の
不
可
解
 を
 人
間
の
理
性
を
も
っ
 

@
 
㎎
 @
 

て
 説
明
し
よ
う
と
し
た
理
神
論
的
な
体
系
の
 ュ
ニ
 テ
リ
ア
 ソ
 派
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
労
政
臭
の
描
写
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
倫
理
的
 な
 面
に
お
い
て
は
儒
教
を
凌
ぐ
が
、
知
的
な
側
面
に
お
 い
て
は
儒
教
が
よ
り
 

洗
練
さ
れ
て
お
り
、
理
性
的
か
つ
合
理
的
な
体
系
だ
と
い
 う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
 尹
致
臭
の
 
キ
リ
ス
ト
教
に
対
 す
る
理
解
で
も
あ
っ
た
 

と
い
え
る
が
、
こ
こ
に
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
を
た
 め
ら
わ
せ
た
「
疑
い
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
 教
の
世
界
観
が
儒
教
の
 

そ
れ
よ
り
低
級
で
あ
る
と
い
う
 捷
価
 的
な
判
断
を
伴
 う
不
 審
 で
あ
っ
た
。
 

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
儒
教
の
最
高
欄
 念
 で
あ
る
方
な
い
し
道
は
一
種
の
宇
宙
論
的
な
総
ム
ロ
概
念
 

と
し
て
、
 
超
 神
 約
 

な
 、
非
人
格
的
な
 、
 常
に
自
己
同
一
的
な
、
時
間
的
に
は
 永
久
不
滅
の
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
永
遠
の
秩
序
が
 時
間
の
制
約
な
し
に
 通
 

用
 す
る
も
の
で
あ
る
。
天
は
宇
宙
の
永
遠
の
秩
序
で
あ
り
 、
同
時
に
宇
宙
の
運
行
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
 そ
の
秩
序
は
宇
宙
的
な
 

秩
序
だ
け
で
は
な
く
、
宇
宙
的
な
秩
序
の
調
和
か
ら
帰
結
 さ
れ
る
社
会
秩
序
も
意
味
す
る
。
天
は
こ
の
社
会
秩
序
 の
 恒
常
不
変
性
と
妨
げ
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れ
ば
、
私
自
身
と
私
の
兄
弟
の
た
め
に
役
立
つ
人
生
を
生
 き
る
こ
と
、
②
人
生
に
黄
昏
が
近
付
く
時
、
他
の
人
々
 の
よ
う
に
死
の
入
口
で
 

 
 

リス 

洗
礼
を
希
望
す
る
理
由
と
し
て
、
①
私
の
時
間
と
才
能
を
 

尽
く
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
知
識
と
信
仰
を
増
進
 

し
て
、
神
の
意
思
で
あ
 .01 

ト教 

１し円本 @ 
を 

艦
 

の
 間
 

義
 主

こ
 

国
 

帝
 

の
 質
 

と
 

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
妥
当
性
の
見
張
り
人
と
し
て
、
ま
た
 

理
性
的
な
規
範
の
支
配
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
平
穏
の
 

守
護
者
と
し
て
支
配
す
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
儒
教
に
お
い
て
は
宇
宙
の
秩
序
 

と
社
 会
の
秩
序
が
同
一
性
の
原
則
の
上
で
連
続
し
、
こ
の
 

回
 一
 性
の
原
則
は
人
間
の
 

秩
序
、
す
な
わ
ち
人
倫
の
領
域
ま
で
連
続
し
て
い
る
。
 

だ
 か
ら
、
儒
教
に
お
け
る
 
天
 と
い
う
の
は
宇
宙
の
秩
序
 
規
 範
 で
あ
り
、
同
時
に
社
 

会
の
秩
序
規
範
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
人
間
の
倫
理
規
範
で
 

も
あ
る
。
 

@
n
@
2
 
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
儒
教
の
体
系
を
 

現
世
の
自
足
的
な
自
己
 

完
結
性
を
伝
統
に
よ
っ
て
保
証
す
る
楽
観
的
な
現
世
肯
定
 

の
 一
元
主
義
的
な
世
界
像
と
い
い
、
現
世
を
宗
教
的
に
 

無
価
値
化
し
な
い
点
で
 

も
 、
実
践
的
な
現
世
拒
否
を
行
な
わ
た
い
点
で
も
、
現
世
 

に
 対
す
る
緊
張
関
係
が
最
小
限
度
に
ま
で
縮
小
し
た
も
 

の
で
あ
る
と
し
、
儒
教
 

0
 対
極
に
あ
る
世
界
像
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
 

プ
 ロ
テ
ス
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
世
界
と
人
間
を
無
か
ら
創
造
し
 

、
被
 造
物
に
そ
の
義
務
と
責
務
を
果
た
す
こ
と
を
要
求
す
る
 

超
現
世
的
人
格
的
な
 

神
 で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
と
被
造
物
が
連
続
す
る
こ
と
は
 

あ
り
え
な
い
。
被
造
物
に
対
す
る
絶
対
的
超
越
性
と
否
 

定
性
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
 

の
神
の
特
徴
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
神
と
 

被
 造
物
と
の
間
に
絶
対
的
な
断
絶
を
お
く
 

神
 中
心
的
な
 三
 刀
 主
義
的
な
世
界
像
で
 

あ
る
。
 

@
z
@
@
 
 

二
元
主
義
的
な
世
界
像
に
お
い
て
神
と
被
造
物
は
 

悲
観
的
か
っ
極
限
的
な
緊
張
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

自
然
と
神
性
、
倫
理
的
 

要
請
と
人
間
的
な
不
完
全
、
罪
の
意
識
と
救
い
の
」
 

ゆ
 
@
 た
 

要
求
、
現
世
の
行
為
と
来
世
の
応
報
、
宗
教
的
な
義
務
 

  

に
は
厳
し
い
断
絶
と
緊
張
が
生
じ
る
。
こ
の
断
絶
と
緊
張
 

は
 一
元
主
義
的
な
世
界
像
で
あ
る
儒
教
 

仁
は
 欠
如
し
て
 い
る
。
 

の
よ
う
な
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
世
界
像
の
相
違
を
考
 

慮
 す
る
と
、
労
政
美
 
の
 「
疑
い
」
は
、
儒
教
と
キ
リ
ス
 

ト
教
 と
の
世
界
観
 

的
な
相
違
か
ら
起
こ
る
「
疑
い
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
 

る
が
、
 尹
致
臭
 は
こ
の
「
疑
い
」
を
解
決
せ
ず
、
一
八
 

八
セ
年
 四
月
、
洗
 

受
 け
 、
朝
鮮
の
最
初
の
南
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
キ
リ
ス
ト
教
 

受
 沈
着
と
な
っ
た
。
洗
礼
の
時
、
彼
が
提
出
し
た
「
 

願
奉
 真
教
書
」
に
は
、
⑤
 

 
 



い
 」
の
解
決
に
よ
る
信
仰
告
白
と
い
う
よ
り
、
信
仰
 心
の
 強
化
と
倫
理
的
な
自
己
完
成
、
救
済
と
い
っ
た
目
的
 達
 成
 の
た
め
の
一
つ
の
手
 

段
 で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
 尹
 教
具
 の
 キ
リ
ス
ト
 教
へ
の
入
信
は
、
儒
教
的
な
一
元
主
義
的
世
界
観
を
保
 持
し
な
が
ら
、
倫
理
的
 

な
 自
己
完
成
の
願
望
が
内
的
動
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

二
 

近
代
産
業
社
会
と
「
キ
リ
ス
ト
教
 
的
 適
者
生
 存
 」
の
世
界
像
 

デ
致
 臭
は
中
西
学
園
の
教
育
に
よ
っ
て
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
た
 西
欧
的
な
学
問
や
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
一
層
深
め
た
い
 と
 考
え
、
ア
メ
リ
カ
 

へ
の
留
学
を
強
く
希
望
し
た
。
労
政
臭
の
希
望
は
ア
メ
リ
 力
南
 メ
ソ
ジ
ス
ト
裁
ム
下
の
支
援
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
 
。
最
初
の
大
学
は
中
西
 

学
園
の
校
長
ア
ー
 レ
ソ
 が
 南
 メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
と
協
議
の
 ぅ
 え
で
決
め
た
ア
メ
リ
カ
南
部
の
バ
ン
デ
ル
ビ
ル
ト
（
 せ
 a
,
 
ロ
の
 
「
 
す
 
@
-
 

（
）
大
学
で
あ
 

っ
た
 。
こ
こ
で
労
政
臭
は
三
年
間
神
学
を
専
攻
し
 、
 引
 き
 続
い
て
ジ
ョ
ー
ジ
ア
 州
ヱ
モ
り
 ㊥
 日
 0
 
こ
大
学
に
編
入
 
し
て
二
年
間
人
文
科
学
 

を
 勉
強
し
た
。
 

と
こ
ろ
で
、
労
政
 臭
の
 キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
大
き
な
影
響
 を
 及
ば
し
た
の
は
大
学
で
の
勉
強
よ
り
、
む
し
ろ
キ
リ
 ス
ト
教
圏
ア
メ
リ
カ
 

社
会
の
姿
で
あ
っ
た
。
儒
教
社
会
で
あ
る
中
国
で
キ
リ
ス
 ト
 教
に
人
倍
し
た
労
政
美
 は
 、
キ
リ
ス
ト
教
を
社
会
と
 離
れ
た
純
粋
な
個
人
的
 

な
宗
教
理
念
体
系
と
し
て
考
え
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
 と
 し
て
、
し
か
も
世
界
で
最
高
の
富
と
文
明
を
誇
る
国
の
 一
 っ
と
し
て
憧
れ
て
や
 

ま
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
社
会
を
直
接
体
験
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
の
社
会
的
機
能
と
そ
 の
役
割
に
つ
い
て
理
解
 

を 
尹 追 
致 い 
臭 出 
の す 

こと 洗礼 

弟 な 

あげ 望の 

理 た宛 
由 。 - 
か 
ら 

も 

わ 

か 

る 

よ 

ヘノ @ 
y プ ヒ 

尹 
致 
臭 
ひ よ 

キ 

  
ス 

ト教 

へ 
の 

入 
信 
ひ よ 

決 
定 
的 
な 
回 
，む 
の 

体 
験 
を 
通 
じ 
ナ， Ⅰ 

疑 「 
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救
い
の
道
を
さ
が
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
③
 旧
い
自
分
と
異
な
る
新
し
い
人
と
し
て
の
証
拠
を
明
か
 し
 、
さ
ま
ざ
ま
な
試
練
 

 
 



し
ぅ
る
 機
会
を
得
た
。
 

一
八
八
八
年
一
 0
 月
 サ
ン
フ
ラ
 ソ
 シ
ス
コ
 仁
 着
い
た
 尹
致
 臭
は
 「
道
路
、
家
屋
の
婁
ま
じ
さ
が
と
て
つ
も
な
く
、
 
財
 物
の
華
麗
さ
は
い
 

ま
ま
で
夢
で
も
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
ア
メ
リ
 ヵ
 の
 初
 印
象
を
書
き
止
め
て
以
来
、
ア
メ
リ
カ
 と
 朝
鮮
の
富
 の
 と
う
て
い
埋
め
る
こ
 

 
 

レ
尹
致
が
 留
学
し
た
頃
の
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
メ
リ
カ
 史
 上
 で
も
著
し
い
経
済
的
 

発
展
の
時
代
で
あ
っ
た
。
労
政
美
 は
 、
ア
メ
リ
 ヵ
 の
経
済
 的
な
 富
は
 進
歩
し
た
自
然
科
学
的
な
知
識
と
技
術
、
 ァ
 メ
リ
カ
人
の
勤
勉
な
労
 

-
 
㏄
 @
 

働
に
よ
 る
絶
え
間
な
い
「
自
然
征
服
」
、
す
な
わ
ち
産
業
 
化
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
さ
ら
に
労
政
 臭
 が
感
服
し
た
の
は
、
 

経
済
的
な
繁
栄
に
よ
っ
て
そ
の
恵
み
が
社
会
の
最
下
層
 民
 ま
で
渡
り
、
東
洋
の
社
会
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
 高
 ぃ
生
活
水
準
を
亨
 有
 

 
 

社
会
と
異
な
る
西
欧
の
文
明
原
理
は
、
産
業
化
と
そ
れ
 に
よ
る
全
国
民
生
活
の
 

向
上
に
あ
る
と
把
握
し
た
。
 

ヲ
致
 臭
の
西
欧
の
文
明
原
理
に
対
す
る
認
識
 は
 、
産
業
化
 と
 全
国
民
生
活
の
向
上
と
を
無
媒
介
的
に
一
致
さ
せ
た
 、
産
業
化
へ
の
楽
観
 

的
な
信
頼
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
 尹
 致
 臭
は
西
欧
の
文
明
原
理
を
す
べ
て
の
文
明
が
追
求
す
 べ
 き
 真
の
価
値
だ
と
 

伸
 
し
、
自
ら
の
価
値
観
を
徹
底
的
に
転
向
さ
せ
た
。
 西
欧
の
文
明
原
理
を
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
た
ア
メ
リ
 ヵ
 社
会
を
、
「
文
明
の
究
極
的
 

鵠
な
 終
着
点
」
と
い
う
に
値
す
る
世
界
最
高
の
も
の
で
 あ
る
と
労
政
美
 は
 見
な
し
た
。
そ
し
て
、
未
解
決
の
ま
 

  

お
農
業
中
心
的
世
界
像
と
訣
別
 し
 、
儒
教
的
な
世
界
 観
 全
体
を
「
 反
 文
明
的
」
な
も
の
と
し
て
否
定
・
断
罪
 す
 る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

国
 

輔
 

西
欧
の
文
明
原
理
に
対
す
る
労
政
臭
の
把
握
は
 、
 朝
鮮
に
対
す
る
評
価
に
も
重
大
な
質
的
変
化
を
引
 き
起
 こ
し
た
。
労
政
臭
の
理
解
す
 

憤
る
西
欧
の
文
明
原
理
に
即
し
て
見
る
朝
鮮
は
、
貧
困
 
で
 弱
い
国
だ
け
で
な
く
、
「
誉
め
る
べ
 き
 い
か
な
る
 価
 値
も
不
在
」
の
暗
黒
の
国
で
 

-
 
四
 @
 

 
 

」
へ
の
回
心
を
堅
く
拒
む
 反
 価
値
の
「
 塊
 」
で
あ
っ
た
 。
労
政
美
に
と
っ
て
朝
鮮
の
 

 
 

劣
等
性
は
も
は
や
状
況
的
な
も
の
で
は
な
く
、
木
質
的
劣
 等
性
 と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
朝
鮮
の
根
源
 
的
な
劣
等
性
を
深
く
 恥
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な し ま を 術 し で、 カ 

進 て づ 担 の た と 、 の 
自
慢
す
る
「
犬
付
人
権
」
は
ア
メ
リ
カ
人
の
虚
栄
じ
み
た
 嘘
に
す
ぎ
な
い
と
見
た
。
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義
と
は
 白
人
だ
け
の
も
の
 

究
極
的
に
は
ア
メ
リ
 ヵ
 は
民
主
主
義
の
国
で
は
な
く
、
 人
 種
差
別
の
国
で
あ
る
と
 忍
識
 

@
 旦
 ，
。
 

し
た
。
 

@
2
@
3
 

こ
ろ
で
、
 尹
 敬
具
 は
 ア
メ
リ
カ
社
会
の
人
種
差
別
を
根
底
 で
 支
え
て
い
る
の
は
、
 社
ム
互
 
進
化
論
的
適
者
生
存
の
原
 理
 で
あ
る
と
理
解
 

。
当
時
ア
メ
リ
カ
で
は
次
の
よ
う
な
思
想
が
流
行
し
て
い
 た
 。
諸
々
の
文
化
の
優
劣
を
評
価
し
て
そ
れ
を
序
列
化
 し
ぅ
る
 基
準
は
技
 

進
歩
で
あ
り
、
技
術
の
進
歩
は
生
物
学
上
の
発
展
に
対
応
 す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
が
技
術
の
異
な
る
水
準
を
示
 す
 理
由
は
、
文
明
 

9
 人
種
が
生
物
学
上
の
進
化
の
異
な
る
段
階
に
あ
る
か
ら
 に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
種
の
中
に
は
進
化
が
阻
止
さ
れ
 未
開
の
ま
ま
に
 止
 

て
い
て
、
「
さ
る
」
に
よ
り
近
い
も
の
も
い
る
。
劣
等
な
 人
種
で
あ
る
黒
人
や
イ
ソ
デ
ィ
ア
ン
な
ど
は
白
人
と
は
 別
種
類
の
人
間
と
 

別
個
に
創
造
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
白
人
の
文
明
の
優
 越
 は
そ
の
人
種
の
生
物
学
的
な
優
越
の
結
果
で
あ
る
。
 す
ぐ
れ
た
技
術
的
 

歩
 を
果
た
し
た
白
人
の
征
服
は
、
人
種
競
争
に
お
け
る
 「
非
適
者
の
排
除
」
す
な
わ
ち
「
最
適
者
の
生
存
」
の
 
結
 果
 で
あ
り
、
正
当
 

じ
 、
軽
蔑
と
憎
悪
を
抱
 き
 、
さ
ら
に
こ
の
「
不
名
誉
」
の
 国
を
祖
国
に
し
た
自
ら
の
運
命
を
「
憂
患
」
と
し
て
 恨
 ん
だ
。
 

@
0
-
3
 
 

こ
の
 男
 教
具
 の
 

朝
鮮
 像
 、
そ
し
て
朝
鮮
人
と
し
て
の
自
己
 像
は
 、
自
己
 喪
 失
 者
の
特
徴
と
い
う
べ
 き
 自
己
蔑
視
と
劣
等
視
の
徹
底
 的
な
内
在
化
で
あ
っ
 

た
 。
こ
の
劣
等
者
と
し
て
の
自
己
 像
は
 ア
メ
リ
カ
社
会
の
 人
種
差
別
に
対
す
る
彼
の
姿
勢
を
規
定
す
る
も
の
と
な
 つ
こ
 

0
+
 

ハ
 

戸
数
 臭
は
 ア
メ
リ
カ
の
各
州
に
見
ら
れ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
 や
黒
人
に
対
す
る
根
強
い
差
別
、
さ
ら
に
彼
自
身
に
ふ
 り
か
か
っ
て
く
る
 差
 

別
に
憤
慨
を
感
じ
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
・
プ
ロ
テ
ス
 タ
ン
ト
教
会
に
お
い
て
も
、
 南
 メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
と
黒
 人
 メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
と
 

の
 統
合
案
が
人
種
差
別
に
よ
っ
て
決
裂
し
た
こ
と
や
、
 東
 洋
 宣
教
に
関
す
る
各
種
集
会
に
お
い
て
人
種
差
別
の
偏
 見
か
ら
東
洋
の
風
習
を
 

解
説
し
た
宣
教
師
の
報
告
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
未
開
な
 東
 洋
の
文
明
化
の
た
め
に
「
攻
撃
的
な
力
」
の
使
用
が
主
 張
 さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
 

て
 、
白
人
の
繁
栄
の
た
め
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
や
黒
人
の
扶
 殺
 を
教
 ム
 下
の
中
で
堂
々
と
主
張
す
る
ア
メ
リ
カ
・
キ
リ
 ス
 卜
者
の
冷
酷
さ
に
 大
 

 
 

力
 社
会
全
体
に
通
用
す
る
人
種
差
別
の
現
状
を
前
に
し
 て
 、
 尹
致
臭
は
 ア
メ
リ
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ル
 
世
界
的
な
規
模
で
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
 

人
 種
 競
争
的
な
歴
史
の
現
状
を
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
歴
史
 

摂
理
と
関
連
さ
せ
つ
つ
解
釈
 5
 

 
 

す
る
原
理
と
し
な
が
ら
、
彼
の
独
自
な
キ
リ
ス
ト
教
的
世
 

界
 像
を
構
築
し
て
い
く
。
 

ほ
 

こ
う
し
て
受
容
さ
れ
た
社
会
進
化
論
的
な
論
理
を
 ヲ
 政
美
 は
 ア
メ
リ
カ
社
会
の
人
種
差
別
を
解
釈
す
る
 原
 理
 と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
 全
 

㈱
 

 
 

と 帝国主義的精神 

り地 " 仕人 ては " 
差 を 種 真 
別 種 競 珠 
さ 停 学 を 
れ し に 豚 
て た め に 

も と い 与 
や 里 て え 
む 解 勝 な 
を し 利 い 

えたしご た 。 、 と 

い つ そ く 

  ま の   
さ り 結 当 

ら に自 " 果然 " で 

「 適の らィあ ンる 
老 男 デ 」 

上 等 々 と 

存 性 ア 見 
の の ソ た総 

原 故 、 ン 

理 に 黒 そ 

」人人し か 種、 て 
ら 競 東   
は 争 洋 ァ 
消 に 人 メ 

滅 敗 な り 

さ 北 ど ヵ 

れ し 他 の 
て た の 白 

も 人 人 人 
当 種 種 は 
り ほ を 世 
前 「 文 界   
る る つ 水 
と 価 陰 草 
認 値 外 の 
識 の し 産 
し な う 業 
た い る 文 
の 」 辰 明 
で 存 優 を 
あ 在 越 達 
る で 的 成 
0 あ な し 

労
政
美
 は
ァ
 

た
 。
す
で
に
、
 

な
 本
質
の
故
に
 

適
者
の
排
除
」
 

め
に
、
文
明
の
 

メ
リ
力
 社
会
の
人
種
差
別
に
憤
慨
し
た
に
も
か
か
わ
ら
 
ず
 、
社
会
進
化
論
に
は
否
定
で
き
な
い
真
理
性
が
あ
る
 と
 考
え
 

劣
等
者
と
し
て
の
自
国
俊
を
抱
 き
 、
そ
の
劣
等
性
を
憎
 亜
 
ゅ
 
し
た
労
政
美
 は
 、
差
別
は
他
な
ら
な
い
劣
等
者
自
身
の
 劣
等
的
 

引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
劣
等
者
へ
の
 差
別
と
征
服
は
神
の
意
に
か
な
う
と
い
う
社
会
進
化
論
 の
 「
 非
 

論
 に
共
鳴
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
 ヰ
ハ
 

@
5
"
 

こ
 
3
 
 

。
 労
政
美
 は
 イ
ソ
デ
ィ
 ア
ソ
 へ
の
差
別
の
原
因
は
 、
 彼
ら
自
身
が
「
怠
け
と
 無
 知
 の
た
 

恩
恵
を
利
用
す
る
の
に
失
敗
し
た
」
か
ら
に
他
な
ら
な
い
 と
 言
い
、
「
白
人
が
イ
ソ
デ
ィ
ア
ン
の
所
有
地
を
奪
っ
 た
こ
と
 

の
主
張
力
大
き
な
影
響
力
を
及
ほ
し
て
し
も
。
 

、
，
 @
-
 

Ⅰ
。
（
 

4
@
 

な
も
の
 

ぎ
な
い
 

な
 う
 」
 

種
 を
教
 

さ
ら
に
 

で
あ
る
。
白
人
に
よ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
 ソ
 な
ど
の
征
服
な
い
 し
 挟
殺
は
文
明
の
進
歩
に
対
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
 き
必
 要
 な
代
償
に
す
 

 
 

存
 」
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
劣
等
人
種
の
滅
亡
は
「
 神
の
御
 心
 に
か
 

も
の
で
あ
り
、
 ア
ソ
グ
 p
.
 

サ
ク
ソ
 

ソ
 人
種
は
市
民
的
な
 自
由
、
キ
リ
ス
ト
教
 と
 諸
文
物
制
度
を
も
っ
て
地
球
上
 の
あ
ら
ゆ
る
 人
 

化
 か
つ
福
音
化
す
る
使
命
を
果
た
す
た
め
、
「
メ
キ
シ
コ
 
か
ら
中
南
米
に
進
み
、
ま
た
海
洋
上
の
諸
島
に
及
び
 ァ
フ
 リ
カ
 を
越
え
、
 

そ
の
彼
方
」
ま
で
伸
び
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 主
 張
 す
る
ス
ト
ロ
 ソ
グ
 （
）
 

o
s
@
a
s
t
 

「
 
o
 
コ
の
 
）
の
キ
リ
ス
ト
教
 的
な
帝
国
主
義
 



ア
メ
リ
 ヵ
 の
広
大
な
西
部
開
拓
と
経
済
発
展
を
目
撃
し
た
 デ
 教
具
 は
 、
自
然
は
人
間
が
利
用
す
る
た
め
に
神
に
 ょ
 っ
て
創
造
さ
れ
た
も
 

の
で
あ
る
と
い
う
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
自
然
観
に
自
分
の
 世
界
像
の
出
発
点
を
お
い
た
。
 
尹
致
 臭
は
西
欧
は
「
 自
 然
の
上
に
人
間
を
お
 

く
 」
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
に
従
い
、
人
間
が
自
然
の
威
力
 か
ら
解
放
さ
れ
て
、
「
奴
隷
と
し
て
自
然
を
た
て
ま
つ
る
 
の
で
は
な
く
、
主
人
 

と
し
て
そ
れ
を
利
用
」
し
て
い
る
と
認
識
し
た
。
そ
し
て
 解
放
さ
れ
た
西
欧
人
の
精
神
と
力
は
技
術
を
発
展
さ
せ
 な
が
ら
、
「
自
然
を
征
 

-
 
㌍
 @
 

服
 」
 し
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
欧
人
の
み
が
唯
一
「
文
明
人
 」
に
な
っ
た
と
言
う
。
そ
れ
と
比
べ
て
非
西
欧
地
域
は
 、
中
国
や
朝
鮮
の
 よ
う
 

な
 「
自
然
に
こ
び
る
臆
病
も
の
」
と
し
て
わ
ず
か
な
環
境
 
開
拓
を
な
し
た
半
文
明
回
や
「
自
然
の
奴
隷
」
に
す
ぎ
 な
い
未
開
国
も
あ
る
 

が
 、
い
ま
だ
に
呪
術
的
な
タ
ブ
ー
に
よ
っ
て
自
然
忙
し
ば
 ら
れ
、
貧
困
と
不
潔
の
な
か
で
ま
る
で
「
 犬
 」
の
 よ
う
 に
 暮
ら
し
、
総
じ
て
 ま
 

@
 
㏄
 @
 

だ
 野
蛮
の
段
階
を
脱
し
て
い
な
い
と
戸
数
臭
は
考
え
た
。
 

ヲ
致
 臭
は
現
在
の
西
欧
文
明
 国
 の
非
西
欧
国
の
征
服
と
い
 3
 弱
・
 
肉
 強
食
的
な
現
象
を
全
人
類
の
文
明
化
の
た
め
に
 神
 が
選
ん
だ
手
段
で
 

あ
る
と
見
な
し
、
西
欧
の
非
西
欧
世
界
に
対
す
る
侵
略
を
 非
道
義
的
な
行
為
で
は
な
く
、
「
す
べ
て
の
人
類
の
究
 極
の
改
良
」
と
い
う
 神
 

@
 
的
 @
 

の
 摂
理
を
実
現
す
る
た
め
の
絶
対
的
な
善
で
あ
り
、
野
蛮
 と
い
う
絶
対
的
な
悪
に
対
す
る
道
徳
的
な
闘
争
で
あ
る
 と
 見
た
。
つ
ま
り
、
 人
 

類
の
歴
史
は
西
欧
の
文
明
国
が
非
西
欧
の
野
蛮
国
を
征
服
 し
な
が
ら
、
そ
の
文
明
を
拡
大
し
て
 い
 く
過
程
で
あ
る
 と
 認
識
し
、
こ
う
し
た
 

人
類
史
観
に
基
づ
い
て
、
「
西
欧
文
明
 
国
 Ⅱ
強
者
Ⅱ
道
徳
 的
な
 善
 、
非
西
欧
文
明
 国
 Ⅱ
弱
者
Ⅱ
道
徳
的
な
悪
」
と
 い
っ
た
独
特
な
等
式
を
 

労
政
臭
は
考
え
て
い
た
。
 

元
来
そ
の
本
質
に
お
い
て
必
然
的
な
関
わ
り
の
な
い
三
つ
 の
も
の
を
 同
置
 関
係
に
お
く
こ
の
無
分
別
な
等
式
は
 、
 西
欧
の
産
業
文
明
こ
 

そ
 絶
対
的
な
善
で
あ
る
と
す
る
 男
致
 臭
の
価
値
観
か
ら
く
 る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
理
が
強
者
の
食
欲
な
侵
略
 行
為
を
道
徳
的
な
善
の
 

実
現
で
あ
る
と
解
釈
し
正
当
化
す
る
根
拠
と
な
っ
た
。
 尹
 教
具
 に
ょ
 れ
ば
、
西
欧
の
非
文
明
 回
 に
対
す
る
行
為
は
 野
蛮
人
を
強
制
的
に
文
 

明
 化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
西
欧
人
は
文
明
の
 教
師
と
し
て
人
類
の
文
明
化
と
い
う
聖
な
る
役
目
を
「
 良
心
的
な
忠
誠
心
に
よ
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（
 
佃
 -
 

っ
て
履
行
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
 

一
方
、
労
政
臭
は
西
欧
 
人
 が
非
西
欧
地
域
に
お
い
て
犯
し
 た
 数
多
く
の
「
不
義
」
を
も
察
知
し
て
い
た
。
し
か
し
、
 西
欧
人
を
絶
対
的
 

価
値
へ
の
献
身
者
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
 尹
 教
具
 は
、
，
 」
 
ぅ
 し
た
事
柄
に
知
的
な
誠
実
さ
を
も
っ
て
上
向
か
う
こ
 と
は
で
き
な
か
っ
た
。
 

ヲ
 政
美
 は
 、
西
洋
人
の
「
不
義
」
を
「
人
間
と
い
う
存
在
 の
 利
己
的
な
本
性
か
ら
由
来
す
る
」
も
の
だ
と
い
い
、
 

人
間
の
日
常
生
活
の
経
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

験
的
 罪
悪
一
般
と
し
て
解
消
し
た
。
そ
し
て
非
西
欧
 人
も
 強
者
に
な
れ
ば
、
同
じ
不
義
を
犯
す
に
違
い
な
い
と
 
一
 
言
い
切
る
。
つ
ま
り
、
 

「
不
義
」
は
文
明
人
が
非
文
明
人
を
文
明
化
す
る
際
、
 

伴
 わ
れ
る
「
必
要
悪
」
と
し
て
考
え
た
の
で
あ
る
。
今
日
 の
 歴
史
に
お
け
る
西
欧
 

の
 任
務
遂
行
の
方
法
は
、
非
西
欧
人
を
野
蛮
的
状
態
か
ら
 立
ち
直
る
 
よ
う
 に
治
療
す
る
か
、
そ
れ
と
も
滅
亡
さ
せ
 る
か
と
い
う
二
者
択
一
 

の
方
法
し
か
な
い
と
言
い
、
西
欧
が
犯
し
た
不
義
を
全
く
 論
外
の
問
題
と
し
て
退
け
た
。
 

一
方
、
非
西
欧
社
会
の
選
択
肢
は
 

、
 彼
ら
の
無
能
力
を
克
 服
し
て
文
明
化
を
成
し
遂
げ
て
存
続
す
る
か
、
そ
れ
と
 も
 滅
亡
す
る
か
、
 
ど
 

ち
ら
 力
 
，
，
 

で
あ
る
と
 尹
致
 臭
は
見
た
 -
2
-
4
 
 

-
 。
 も
し
「
懇
意
的
な
 怠
 げ

と
無
知
」
の
た
め
、
西
欧
に
よ
る
治
療
と
い
う
与
え
 ら
れ
た
機
会
を
利
用
で
 

ぎ
ず
、
文
明
化
に
失
敗
し
た
ら
、
そ
の
種
族
は
生
き
る
 価
 値
 の
な
い
民
族
で
あ
る
と
労
政
臭
は
考
え
た
。
し
た
が
 っ
て
、
そ
の
種
族
の
征
 

服
 な
い
し
滅
亡
は
彼
ら
自
ら
が
招
い
た
自
業
自
得
的
な
報
 い
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
労
政
臭
は
見
た
。
し
か
も
、
 

そ
 れ
は
自
然
を
征
服
し
 利
 

用
 す
る
こ
と
を
命
じ
た
神
の
命
令
に
背
い
た
行
為
と
し
て
 当
然
甘
受
す
べ
き
罰
で
あ
る
と
労
政
美
文
考
え
た
。
・
 

@
,
 

。
 

@
 
-
3
-
4
 
 

さ
 ら

に
文
明
国
の
支
配
を
 

受
け
る
こ
と
は
、
非
文
明
の
状
態
の
ま
ま
独
立
を
維
持
し
 て
い
る
よ
り
幸
せ
で
あ
る
と
 尹
致
 臭
は
確
信
し
た
。
 
な
 ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
 文
 

胡
国
の
支
配
の
よ
っ
て
教
育
、
啓
蒙
さ
れ
、
そ
し
て
 彼
 ら
の
生
活
も
改
善
さ
れ
て
、
数
千
年
間
続
い
て
き
た
停
滞
 と
 野
蛮
の
状
態
か
ら
 解
 

放
さ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
 う
 い
 う
 文
明
国
の
支
配
に
 よ
 る
恵
み
は
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
発
生
す
る
「
不
義
 」
を
十
分
補
償
す
る
に
 

し
 た
が
っ
て
、
征
服
な
い
し
滅
亡
の
運
命
に
立
た
さ
れ
た
 民
族
は
そ
の
結
果
を
謙
 

虚
 に
受
け
入
れ
、
自
ら
の
運
命
に
服
従
す
べ
き
だ
と
労
政
 臭
は
 言
 う
 。
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0
 世
界
像
の
中
で
労
政
 臭
 が
出
会
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
 ほ
 、
こ
の
世
界
を
超
越
し
審
判
す
る
神
で
は
な
く
、
 

こ
 0
 世
界
の
中
で
産
業
文
 

明
 と
い
う
至
高
の
価
値
を
守
護
す
る
神
で
あ
っ
た
。
 

こ
 J
-
@
 

し
た
労
政
臭
の
世
界
像
が
帝
国
主
義
的
な
も
の
で
あ
 る
こ
と
ほ
い
 
う
 ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
帝
国
主
義
的
 な
 世
界
像
と
い
っ
て
 

-
 
巧
 @
 

も
 労
政
美
の
そ
れ
ほ
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
者
や
日
本
キ
リ
 ス
ト
 教
 者
の
よ
う
に
自
己
膨
脹
的
な
論
理
で
ほ
な
か
っ
 た
 。
む
し
ろ
産
業
文
明
 

を
 絶
対
視
す
る
主
観
的
な
価
値
観
に
立
脚
し
た
彼
の
世
界
 像
は
 、
 被
 圧
迫
 民
 と
し
て
の
自
分
の
立
場
を
喪
失
し
、
 

帝
国
主
義
国
家
の
自
己
 

正
当
化
の
論
理
を
自
己
内
在
化
す
る
主
体
不
在
の
非
リ
ア
 １
ル
な
も
の
で
あ
り
、
常
に
自
己
外
的
な
価
値
に
よ
っ
 て
 自
ら
を
計
り
、
そ
の
 

結
果
、
自
己
民
族
の
劣
等
性
と
滅
亡
の
運
命
を
自
発
的
に
 承
認
か
っ
甘
受
す
る
と
い
う
、
主
体
喪
失
と
自
己
破
壊
 の
 論
理
で
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
こ
う
し
た
世
界
像
の
論
理
的
性
格
に
相
応
し
て
、
 

ヂ
致
 臭
の
自
己
理
解
に
お
い
て
も
自
己
破
壊
性
が
深
く
 刻
印
さ
れ
て
い
る
。
 

彼
は
侮
辱
さ
れ
た
自
尊
心
の
前
で
憤
怒
に
震
え
な
が
ら
も
 、
 逆
に
劣
等
な
民
族
の
一
員
で
あ
る
自
分
を
自
発
的
に
 自
己
卑
下
し
よ
う
と
 努
 

-
 
㏄
 @
 

め
 、
文
明
国
人
に
な
る
こ
と
を
拒
絶
さ
れ
た
「
自
分
の
運
 命
 」
を
悲
し
ん
だ
。
そ
し
て
、
民
族
と
自
己
へ
の
 愛
と
 憎
悪
の
深
 い
 裂
け
目
の
 

中
で
 傷
づ
 げ
ら
れ
、
消
耗
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
次
は
 、
こ
う
し
た
帝
国
主
義
的
な
妄
想
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
 わ
り
を
、
 尹
 教
具
の
 信
 

仰
の
構
造
を
考
察
し
な
が
ら
さ
ら
に
考
え
て
見
よ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
 
尹
 数
日
天
の
世
界
像
は
、
「
適
者
生
存
の
原
理
 」
に
よ
っ
て
全
世
界
の
産
業
文
明
化
を
実
現
す
る
こ
と
 を
 究
極
的
な
神
的
便
 

皮
目
標
と
す
る
一
元
的
な
世
界
像
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
 

ま
る
で
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
の
二
重
予
定
説
の
ご
と
き
、
 

産
 案
文
明
 国
 Ⅱ
著
者
Ⅱ
 永
 

遠
の
至
福
、
非
産
業
野
蛮
国
Ⅱ
悪
者
Ⅱ
永
遠
の
滅
亡
と
い
 う
 厳
し
く
 対
侍
 す
る
二
元
的
な
価
値
に
よ
っ
て
貫
か
れ
 た
も
の
で
あ
っ
た
。
 
こ
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な 教関 い る被毛幹 を尹 

  
ス た 理 問 に 未 。 ）通 に 的 十 対 仕 る な 

じ つ な 年 象 界 も 世   て い テ 後 と を の 界 

0 歴論 字たき性なで 。 の ら あ 
史 学 さ 絶 な っ 像 」に 得た常ても、ー て に起こ なる事 根拠 づ であっ 

に に ら 望 い た 
残 お に 的 と 時 沿っ 識 るとさ に反し力土） 、よ すがわ 柄は 、 げ 、 % Ⅰ。 - 意 キ て 
しい たて学務 神な 調伏 識の す る ち れ 人 味 り 信 

だ げ妄彼 の」「 の力 し 、 「 居 、 の 「 仲 る 論意義 神 千 る 間の づ け スト 

で り 割 組 押 索 矛 や に 牛 馬、 る 教 諭 
あ に に 職 掌 家 肩 輿 お 王 索 神 の 理 
っ 押 っ 的 は た   

言 感 三 到 象 神 に て 自 把 ちが たと の栄光 いて、 「不可 な記録 

損 な 「 」 解 ら 

し 擬 人 で な の ナ力 葉 」でじるこ 「木 佳 一体 来など ，、 になら が原理 は し * ・ 

頭脳の た 旧 。 5 ， o- 、 讃 する 間を ょ あり、 ことを それは やキあり、 とがで 説 の よう は いと である 能 的に 

い と り 科 畑 中 「 き り な 尹 こ 嫌 当   
の し に 理 と る     え お 感 キ 心 の 尹る実たげ 。 け 「 じ @   な 致 押 捺 。 る る ス 
友 治 善 が し 現 い 異 性 的 明 人 と ト 

映 化 に 未 て さ ド は と に 日 間 男 教 
グ こ 大 仙 何 の 致 信 

にしも義解せ す て、 達 きる マ れ 性 値 が 意 臭 仰 
ぎ 」 よ の え 唯 」 ら と の 起 床 は の 
な 学 り 時 な 一 的 の の な こ や 青 根 
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臭
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
の
成
立
や
そ
の
役
割
を
総
じ
て
否
定
 的
に
理
解
し
た
 尹
 教
具
 は
 、
「
聖
書
を
わ
れ
わ
れ
の
信
念
 
0
 基
準
に
据
え
れ
 

ば
よ
い
 」
 と
 言
う
。
 

@
,
@
5
 
 

し
か
し
、
 尹
致
 臭
の
聖
書
に
戻
る
と
 い

う
考
え
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
や
神
学
が
キ
 リ
ス
 卜
者
の
信
仰
的
な
場
か
 

ら
 離
れ
、
、
一
つ
の
思
弁
的
な
学
問
と
し
て
化
石
化
す
る
 こ
と
を
批
判
し
、
ギ
リ
ス
ト
 教
 信
仰
の
原
点
を
も
う
 一
 度
 聖
書
に
戻
そ
う
と
す
 

る
 改
革
者
の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
 。
聖
書
の
無
誤
謬
説
に
対
し
て
、
 

尹
 教
具
 は
 
「
人
間
が
 書
い
た
い
か
な
る
本
も
 

@
 
田
 @
 

誤
り
を
ま
ぬ
か
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
経
験
的
 な
 常
識
に
基
づ
い
て
「
非
理
性
的
」
で
あ
る
と
判
断
し
 た
 。
さ
ら
に
新
約
聖
書
 

の
中
の
奇
跡
物
語
は
「
異
教
の
神
や
仏
陀
に
よ
っ
て
行
な
 わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
子
供
っ
ぱ
 い
 不
可
解
」
な
話
と
何
 ら
 変
わ
ら
な
い
無
価
値
 

-
 
㏄
 @
 

な
も
の
と
し
て
理
解
し
た
 0
 予
定
説
に
つ
い
て
は
、
パ
ウ
 ロ
と
 カ
ル
ビ
ン
の
甚
だ
し
く
異
な
る
両
説
の
中
で
ど
ち
 ら
か
正
し
い
か
を
確
証
 

す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
「
私
は
ど
ち
ら
も
 信
 じ
な
い
」
と
い
う
 0
 ま
た
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
は
、
パ
ウ
 ロ
や
べ
 テ
ロ
の
 よ
 ス
ノ
与
は
 

@
 
訊
 @
 

霊
感
に
み
ち
た
使
徒
さ
え
そ
の
時
期
予
告
を
誤
る
ほ
ど
、
 

知
る
す
べ
も
な
い
事
柄
で
あ
る
と
退
け
た
。
 

こ
の
よ
う
に
労
政
美
 は
 、
日
常
的
な
経
験
か
ら
の
判
断
と
 い
う
方
法
に
立
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
二
元
的
な
世
界
観
 を
な
し
て
い
た
諸
々
 

の
 教
理
と
聖
書
の
内
容
を
否
定
し
て
い
く
が
、
そ
の
作
業
 が
 独
自
の
一
元
的
な
世
界
像
の
貫
徹
と
表
裏
関
係
に
あ
 っ
 た
こ
と
は
い
う
ま
で
 

も
な
い
。
労
政
美
は
こ
の
作
業
を
聖
書
の
預
言
と
預
言
者
 の
 否
定
を
も
っ
て
最
終
的
に
完
結
し
た
。
常
識
的
な
判
 断
 に
基
づ
い
て
キ
リ
ス
 

ト
 教
の
神
の
世
界
と
こ
の
世
と
の
二
元
性
を
媒
介
す
る
 預
 言
を
否
定
し
、
 
尹
 教
具
 は
 
「
預
言
者
の
㍉
神
が
わ
た
し
 
に
 @
@
@
 

わ
 Ⅰ
Ⅱ
仲
た
 

ヒ
 と
し
て
 

述
べ
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
、
例
証
、
比
楡
な
ど
は
預
言
者
 自
 鼻
 が
言
 う
 こ
と
を
聖
な
る
啓
示
と
し
て
信
じ
さ
せ
る
 方
 法
 」
に
す
ぎ
な
い
と
 言
 

@
 
㏄
 @
 

う
 。
産
業
文
明
と
い
う
神
の
原
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
 る
 一
元
的
な
世
界
像
を
持
っ
て
い
る
 

尹
 教
具
に
は
、
 
産
 業
 化
へ
の
命
令
以
外
の
 

神
の
啓
示
な
ど
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
、
産
業
文
明
化
の
使
 徒
 は
あ
っ
て
も
預
言
者
は
あ
り
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
 る
 。
結
局
、
 
尹
 教
具
 は
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い
 キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
は
、
聖
職
者
だ
け
が
教
養
と
し
て
 学
習
す
れ
ば
良
い
ぐ
ら
い
の
全
く
「
非
本
質
的
な
も
の
 」
に
す
ぎ
な
い
と
 尹
致
 

0
 

 
 



預
言
の
否
定
に
よ
っ
て
現
世
と
「
神
の
世
界
」
を
想
定
す
 

る
 キ
リ
ス
ト
教
の
二
元
的
な
世
界
観
の
骨
組
ま
で
空
洞
 

化
し
た
の
で
あ
る
。
 

で
は
、
 尹
 政
美
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
何
だ
っ
た
の
だ
 

ろ
う
か
 0
 尹
 政
美
 は
 キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
全
宇
宙
の
創
 

道
者
で
あ
り
、
人
間
 

に
 倫
理
的
な
規
範
を
与
え
、
し
か
も
神
は
遍
在
的
な
目
を
 

も
っ
て
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
を
監
視
す
る
存
在
で
あ
 

る
と
見
た
 0
 こ
う
し
た
 

神
の
存
在
が
信
仰
者
の
心
を
「
神
に
対
す
る
恐
怖
で
い
っ
 

ぱ
い
に
し
」
、
信
仰
者
を
罪
か
ら
守
り
、
倫
理
的
に
行
動
 

さ
せ
る
と
理
解
し
た
 

@
6
@
-
O
 

@
 
田
 -
 

キ
リ
ス
ト
 は
 す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
者
が
生
き
方
の
模
範
 

に
す
べ
き
最
も
高
い
倫
理
的
な
品
性
の
体
現
者
で
あ
る
 

と
 考
え
た
 0
 し
た
が
っ
 

て
 、
 尹
 教
具
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
 
、
 「
わ
れ
わ
れ
が
 
正
し
い
真
理
だ
と
知
っ
て
い
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
実
行
 

さ
せ
る
生
き
て
い
る
 

道
徳
な
い
し
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
パ
ワ
ー
で
あ
る
」
と
 

理
 

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
人
間
の
諸
々
の
 

行
為
を
神
の
監
視
下
に
 

置
き
、
倫
理
規
範
の
遵
守
を
宗
教
的
に
強
制
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
信
者
の
行
為
を
強
力
に
倫
理
的
に
統
制
す
る
 

宗
教
と
し
て
、
「
人
を
 

倫
理
化
す
る
宗
教
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
 尹
致
 臭
は
倫
理
規
範
と
し
て
、
安
息
日
の
遵
守
を
 

始
め
と
す
る
十
戒
、
博
愛
、
言
行
の
一
致
、
動
機
の
純
粋
 

 
 

計
画
的
な
生
活
、
秩
序
の
遵
守
、
肉
体
的
な
快
楽
の
禁
止
 

、
労
働
の
尊
重
、
節
約
、
時
間
の
有
効
な
使
用
、
勤
勉
 

な
ど
を
設
定
し
た
。
 
こ
 

神
 
れ
る
の
倫
理
徳
目
は
当
時
ア
メ
リ
カ
教
会
で
通
用
さ
 

れ
た
諸
規
範
を
 
ょ
せ
 あ
つ
め
た
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
 

的
な
徳
目
と
近
代
産
業
社
会
 

慌
の
功
利
的
な
社
会
規
範
を
混
ぜ
た
も
の
で
あ
る
と
 
い
え
る
が
、
 尹
 政
美
は
こ
れ
ら
を
遵
守
し
て
生
き
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
「
幸
福
と
利
益
 

 
 

ト
 教
の
神
の
規
範
の
正
当
性
は
人
間
の
現
世
的
な
幸
福
 

財
を
増
進
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
 

義
 

 
 

ト
 教
の
倫
理
を
「
幸
福
主
義
的
な
結
果
倫
理
」
と
し
て
 

理
解
し
た
の
で
あ
る
。
 

ほ
 

従
っ
て
、
 尹
 政
美
が
考
え
た
倫
理
規
範
は
実
際
に
 

お
い
て
は
、
利
益
増
進
を
目
標
と
す
る
幸
福
主
義
を
優
 

党
 す
る
形
で
統
合
、
調
整
さ
 

 
 

な
い
し
疎
遠
化
さ
れ
る
。
 
尹
 政
美
 は
 キ
リ
ス
ト
教
倫
理
 
の
 内
面
的
動
機
中
心
主
義
的
 

 
 

な
 態
度
を
排
除
し
、
行
為
の
結
果
中
心
主
義
的
な
態
度
を
 

と
っ
て
 、
 「
あ
る
行
為
に
お
い
て
動
機
を
説
明
し
よ
う
と
 

す
る
な
 0
 も
し
そ
れ
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致
 臭
の
倫
理
的
な
人
格
陶
冶
は
ま
す
ま
す
「
キ
リ
ス
ト
的
 な
人
格
」
と
離
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
的
な
倫
理
 徳
 目
で
あ
る
「
敵
も
愛
せ
 

（
Ⅱ
 
一
 
@
 

よ
 」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
命
令
は
人
間
に
は
実
行
不
可
能
 な
 非
現
実
的
な
も
の
と
さ
れ
、
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
 
。
そ
し
て
動
機
の
純
粋
 

性
 、
人
格
的
誠
実
、
目
標
の
高
尚
、
博
愛
、
言
行
一
致
 な
 ど
の
も
の
は
、
彼
の
日
常
生
活
と
恒
常
的
関
係
を
も
た
 な
い
個
々
の
善
行
に
止
 

さ
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
最
も
重
要
視
さ
れ
た
も
の
 は
 、
前
述
の
よ
う
な
肉
体
的
な
快
楽
の
禁
止
、
労
働
の
 尊
重
、
生
活
の
簡
素
、
 

節
約
、
時
間
の
有
効
な
使
用
、
勤
勉
、
計
画
的
な
生
活
な
 ど
の
項
目
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
労
政
美
 の
 
「
幸
福
主
義
 」
的
な
倫
理
理
解
の
必
 

然
 的
な
帰
結
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
産
業
社
会
の
中
 で
 
「
幸
福
」
と
い
う
倫
理
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
は
 、
日
常
の
義
務
と
労
働
 

を
 積
極
的
か
つ
組
織
的
に
行
な
い
、
そ
の
成
果
の
蓄
積
を
 厳
し
く
自
己
審
査
し
て
強
制
し
て
い
く
、
い
わ
ば
「
 向
 上
 主
義
的
禁
欲
」
と
で
 

も
い
え
る
生
活
倫
理
規
範
が
前
提
と
し
て
必
要
不
可
欠
だ
 っ
 た
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
、
労
政
 臭
は
 キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
を
産
業
社
ム
本
 
の
中
で
幸
福
村
を
 よ
 り
多
く
増
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
 と
し
て
、
「
向
上
主
 

義
 拘
禁
欲
」
の
生
活
倫
理
規
範
に
基
づ
い
て
人
間
の
全
 生
 活
を
合
理
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
結
局
、
 

尹
 教
具
に
と
っ
て
キ
 リ
ス
 

ト
 教
の
神
は
近
代
産
業
社
会
特
有
の
「
向
上
主
義
的
禁
欲
 」
の
エ
ー
ト
ス
を
人
間
に
強
制
す
る
権
威
で
あ
り
、
 

そ
 の
 守
護
神
で
あ
っ
た
の
 

（
㏄
 
-
 

い
う
こ
と
を
非
難
し
憤
怒
の
 力
 で
押
し
出
す
の
で
は
な
く
 、
理
性
に
よ
っ
て
均
衡
を
と
ら
せ
る
べ
 き
 」
で
あ
る
と
 考
え
た
。
こ
う
し
て
 尹
 

が
 正
し
い
な
ら
ば
説
明
の
必
要
が
な
い
し
、
そ
れ
が
間
 違
っ
た
な
ら
ば
い
か
な
る
説
明
も
そ
れ
を
正
当
化
で
き
た
 Ⅰ
 
、
 」
 レ
 し
い
ス
 

。
（
Ⅰ
）
 

@
 
 

フ
 そ
し
て
 

内
面
に
あ
る
悪
心
は
そ
れ
自
体
と
し
て
ほ
罪
で
ほ
な
く
、
 そ
の
悪
心
が
行
為
と
し
て
外
在
化
し
た
時
に
罪
に
な
る
 と
 考
え
た
。
つ
ま
り
、
 

「
誘
惑
さ
れ
る
こ
と
は
罪
で
は
な
く
、
誘
惑
に
ま
げ
る
こ
 
と
が
 罪
 」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

@
2
-
@
 
 

そ
れ
で
労
政
美
 は
人
 間

の
内
面
に
潜
ん
で
い
 

る
 諸
々
の
感
情
や
欲
望
を
自
然
な
も
の
と
し
て
容
認
し
て
 し
ま
う
。
「
許
せ
な
い
、
ま
た
許
し
て
は
い
げ
な
い
 欲
 求
 」
な
ど
は
人
間
に
は
 

た
く
、
「
感
情
や
偏
見
は
程
度
の
差
 は
 あ
る
が
、
す
べ
て
 0
 人
間
に
あ
る
自
然
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
楽
し
さ
や
 富
 ほ
 「
あ
る
べ
き
場
所
」
 

に
あ
る
な
ら
ば
良
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
感
 情
や
偏
見
そ
し
て
欲
望
の
処
理
は
「
自
分
が
そ
う
し
た
 も
の
を
持
っ
て
い
る
と
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で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
を
理
 解
し
た
労
政
美
 は
 、
西
欧
社
会
の
よ
う
な
産
業
文
明
を
 達
成
す
る
に
は
「
 良
 

@
 
㏄
）
 

い
 政
府
と
啓
蒙
さ
れ
た
国
民
」
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
 根
底
を
な
す
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
考
え
た
。
 尹
 教
具
 は
 キ
リ
ス
ト
教
を
 

信
仰
す
る
社
会
は
富
と
権
力
を
所
有
す
る
産
業
文
明
の
社
 会
 と
な
り
、
「
ま
す
ま
す
進
歩
、
発
達
す
る
 よ
う
 に
 な
 る
 」
と
み
た
。
こ
れ
に
 

@
@
 

㏄
）
 

対
し
て
自
分
が
属
す
る
儒
教
社
会
は
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
 と
 異
な
っ
て
「
ま
す
ま
す
 退
 落
す
る
」
と
見
な
し
た
。
 そ
こ
で
、
労
政
美
 は
キ
 

リ
ス
ト
教
の
「
真
の
宗
教
」
と
し
て
の
弁
証
を
産
業
文
明
 の
 創
出
に
見
出
だ
し
た
。
そ
し
て
、
 尹
 教
具
 は
 キ
 リ
ス
 ト
教
 以
外
の
他
の
宗
教
 

は
 無
用
で
あ
り
、
有
害
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
、
「
 今
 始
ま
っ
た
ば
か
り
の
諸
異
教
と
の
戦
い
に
お
い
て
い
か
 な
る
妥
協
も
寛
容
も
な
 

@
 
㏄
）
 

い
 」
排
他
的
な
態
度
を
も
っ
て
、
世
界
を
キ
リ
ス
ト
教
化
 す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
特
に
東
洋
社
会
が
産
業
社
 会
へ
自
己
変
身
す
る
た
 

@
 
㏄
 @
 

め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
儒
教
の
影
響
力
を
徹
底
 的
に
破
壊
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
。
 労
政
美
 の
 キ
リ
ス
ト
教
 

の
 排
他
的
な
絶
対
性
の
主
張
や
戦
闘
的
な
教
化
の
態
度
は
 、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
海
外
宣
教
の
特
徴
の
一
つ
と
 い
え
る
非
西
欧
地
域
に
 

対
す
る
一
種
の
文
化
帝
国
主
義
的
姿
勢
と
共
鳴
す
る
も
 の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

  

授
の
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
表
を
な
す
「
 顕
 教
」
に
す
ぎ
 な

い
。
文
明
 国
 Ⅱ
永
遠
の
至
福
、
非
文
明
 国
 Ⅱ
永
遠
の
 滅
亡
と
い
う
二
価
論
理
に
支
 

国
 

蠕
 
配
さ
れ
る
世
界
像
の
中
で
、
「
負
の
価
値
」
を
担
 う
 と
さ
れ
る
民
族
の
一
員
と
し
て
の
自
分
を
異
常
な
ほ
ど
 強
烈
に
意
識
し
て
い
た
 尹
致
 

ほ
 
臭
は
、
「
負
の
存
在
」
と
し
て
侮
辱
さ
れ
痛
め
づ
 
け
 ら
れ
た
彼
の
魂
が
癒
さ
れ
る
「
密
教
」
を
必
要
と
す
る
 が
 、
こ
の
点
以
下
で
短
く
 触
 

 
 

も
っ
て
心
に
迎
え
入
れ
る
 ム
 
二
体
験
に
よ
っ
て
、
 
尹
致
 臭
は
限
り
な
い
恩
寵
と
慈
悲
 

-
 
㏄
 @
 

 
 

の
う
ち
に
「
負
の
存
在
」
で
あ
る
自
分
を
抱
擁
し
庇
護
 す
 る
 「
神
の
現
在
的
な
 
愛
 」
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
 。
こ
こ
で
体
験
さ
れ
た
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性
の
世
界
観
に
お
け
る
態
度
で
あ
っ
た
。
 

こ
う
し
た
独
特
な
事
柄
で
あ
っ
た
「
世
俗
内
的
禁
欲
」
に
 は
 、
啓
蒙
主
義
の
時
代
を
経
て
、
重
大
な
質
的
な
変
化
 が
 起
こ
る
。
 神
 的
か
 

 
 

っ
て
、
こ
れ
は
現
世
拒
否
 

仁
 よ
る
現
世
的
生
の
遂
行
と
 

い
え
る
逆
説
的
な
二
元
 

た の 口 と 象 の 熱 愛 を な 神 
。 職 テ 西 

こ業ス れ活タ 政彦 ま、 神との化し、労政臭 の体験 忘れ、 額 は「 る @   
は 動 ソ 業     」 神聖りを 教 アリ れに 女 の % っ こ かえ 神 「 立にお ら 自ら 教の ト 感 化 テ 決 そ 泰   ヰブ し 

の の 研 い て 得 の ィ し の と こ お 
栄 救 産 て す た l て 時 態 の ぃ 
元 い で 一 て 

方 の 
の 」 権る法 いを め 留 愛 は「 劣らな 私はす 得 「 っ青 のため を確信 ある。 「 負 

」 す 「 要 
と る 此 な 存在 情 は、 の 威 つげ 教 」の いもの べてが ること の神に 

い と 俗 構 緒 と 方 で 満 が 抱 」 
う い 内 成 
非 ぅ 的 要 な う 集 っ さ 
現 宗 禁 素 
世 教 欲 あ と   
釣 的 」 @ さ 尹 い 

れる 宗 価な な t ま 、     死 慈 
な 現 テ 俗 
価 の ス 内   
に め ン 禁 
よ に ト 欲 
つ と キ 」 

て っ り は   
視 た ス い は っ を 化 こ 旦 え の 
宝 合 ト ラ た 父 
さ 理 致 さ 
れ 的 が で 

、 な 神 も 

本 生 の な 
質 清 栄 く   
的 実 況 宗   
に 践 の 教 内   
ほ の た 改 尹 容 キ の た 等 は 

現 態 め 革 致 と り 尹 た さ 異 
仕 度 の に 畏 怖 ス 致 の と な 
に て 現 ょ が 値 ト 具 現 俸 る 

対 あ 仕 る 自 を 教 の 存 め 大 
す っ 内 プ 分 捨 へ 情 の さ い 
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は
 本
来
持
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
二
元
性
の
世
界
観
を
 後
退
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
世
俗
内
的
禁
欲
」
も
 世
 界
 観
的
な
背
景
を
失
っ
 

た
ま
ま
、
形
態
だ
け
が
残
さ
れ
、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
 絶
世
俗
的
な
向
上
主
義
的
 ェ
一
 ト
ス
に
共
鳴
し
 
、
 自
ら
 の
 宗
教
的
な
エ
ー
ト
ス
 

と
 無
批
判
的
に
同
一
化
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
 、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
は
、
帝
国
主
義
 を
時
代
背
景
と
し
た
 非
 

西
欧
文
化
圏
と
の
接
触
の
中
で
、
近
代
資
本
主
義
が
も
た
 ら
し
た
亀
鏡
と
繁
栄
を
神
の
祝
福
と
し
て
称
え
価
値
づ
 げ
 、
西
欧
の
帝
国
主
義
 

的
な
動
き
を
神
の
秩
序
と
し
て
聖
化
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
 っ
た
 。
 

サ
イ
ー
ド
（
 こ
 &
 名
曲
二
毛
・
の
 
a
@
 
色
 ）
 ほ
 近
代
西
欧
の
帝
国
主
 義
は
 東
洋
を
武
力
の
み
に
よ
ら
ず
、
オ
リ
エ
ン
ト
を
 支
 配
 
・
威
圧
す
る
た
め
 

の
 西
洋
の
様
式
を
生
み
出
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
東
洋
を
 そ
の
真
の
姿
か
ら
 疏
 外
さ
せ
、
知
的
に
支
配
し
ょ
う
 
と
 し
た
「
知
の
帝
国
主
 

@
 
乃
 @
 

義
 」
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
 

尹
致
臭
 が
み
た
一
九
世
紀
末
 の
 西
欧
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
現
実
相
対
 化
の
機
能
を
喪
失
し
、
 

西
欧
産
業
文
明
の
宗
教
と
し
て
帝
国
主
義
的
世
界
支
配
を
 正
当
化
す
る
、
ま
さ
に
「
知
の
帝
国
主
義
」
の
宗
教
で
 あ
っ
た
。
 
尹
 政
美
は
こ
 

神
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
現
状
を
手
安
く
キ
リ
ス
ト
 

教
の
本
質
と
し
て
受
容
 し
、
 彼
の
世
界
観
を
構
築
し
た
 。
し
か
し
、
こ
の
世
界
観
 と
 

櫛
は
 、
主
体
喪
失
と
自
己
破
壊
を
招
く
虚
偽
意
識
の
体
 系
 で
あ
り
、
神
は
そ
れ
を
最
終
的
に
権
威
づ
け
る
存
在
 で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ
 

靭
 

で
、
 尹
 政
美
が
主
張
し
て
止
ま
な
か
っ
た
「
向
上
主
 義
 拘
禁
欲
」
の
エ
ー
ト
ス
も
、
非
西
欧
文
明
に
対
し
て
 「
生
れ
付
き
の
劣
等
」
を
 
押
 

国
 

時
 

付
け
 ろ
 帝
国
主
義
の
呪
縛
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
 

彼
 自
身
と
朝
鮮
民
族
に
し
て
真
の
自
己
の
歴
史
の
主
体
 た
 ら
し
め
る
歴
史
形
成
の
 ェ
｜
 

と
 

ほ
 

ト
ス
に
な
れ
ず
、
む
し
ろ
、
帝
国
主
義
的
支
配
に
進
 ん
で
従
順
す
る
隷
従
的
エ
ー
ト
ス
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
 な
か
っ
た
。
近
代
朝
鮮
の
抵
 

 
 

鮮
 キ
リ
ス
ト
教
史
の
中
で
、
 
尹
致
臭
の
 
キ
リ
ス
ト
教
 信
 仰
の
論
理
構
造
は
、
人
間
の
 

 
 

全
生
活
領
域
で
「
 神
 絶
対
中
心
主
義
」
を
貫
徹
し
ょ
う
 と
 し
な
が
ら
、
真
の
自
己
確
立
と
「
近
代
的
」
朝
鮮
民
族
 国
家
形
成
を
目
指
し
た
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つ
 超
人
間
的
で
あ
っ
た
真
理
や
基
準
を
人
間
化
す
る
と
 
と
も
に
、
従
来
の
神
的
権
威
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
個
人
 を
 解
放
し
た
啓
蒙
主
義
 

-
 
何
 @
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
を
現
世
肯
定
的
な
世
俗
内
的
な
「
 新
プ
 ロ
テ
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
ズ
ム
」
に
変
化
さ
せ
た
。
「
 新
プ
ニ
 ア
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
ズ
ム
」
 



 
 
 
 
 
 
 
 

注
 

 
 

（
 
1
 ）
 
問
庚
培
 「
初
期
労
政
 臭
の
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
開
化
 思
 想
 」
、
「
教
会
と
民
族
 b
 、
大
韓
基
督
教
出
版
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
 八
一
年
、
一
五
九
、
 

一
六
四
 ｜
 一
六
五
頁
。
 韓
培
 治
民
 は
 労
政
 臭
を
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
 と
 民
族
主
義
意
識
、
そ
し
て
近
代
化
へ
の
追
究
が
一
体
化
し
た
 人
物
と
し
て
評
価
 

し
て
い
る
（
 韓
培
浩
 
「
あ
る
初
代
キ
リ
ス
ト
教
人
の
開
化
意
識
 

と
韓
末
 政
治
親
」
、
「
黒
田
大
学
論
文
集
 
b
 第
七
集
、
宗
田
大
学
 出
版
部
、
ソ
ウ
 

一
九
七
七
年
、
一
八
八
 
｜
 一
八
九
頁
）
。
 

（
 
2
 ）
 李
 高
垣
「
開
化
 期
 の
 尹
致
畏
と
 キ
リ
ス
ト
教
開
化
思
想
」
 
、
コ
 韓
国
キ
リ
ス
ト
教
と
民
族
運
動
 b
 、
 保
聖
 出
版
社
、
ソ
ウ
ル
 

一
九
八
六
年
、
二
 

三
 0
 頁
 。
 

（
 
M
 ）
 柳
東
植
 
「
韓
国
神
学
の
鉱
脈
 
-
 
韓
国
神
学
思
想
史
序
説
し
 
、
展
望
 社
 、
ソ
ウ
ル
、
一
九
八
四
年
、
四
六
 ｜
 五
二
頁
。
 

（
 
4
 ）
 
問
庚
培
 、
前
掲
論
文
、
一
五
四
 ｜
 一
五
五
、
一
六
四
頁
 
、
棚
氷
烈
日
開
化
 期
 の
 尹
致
暴
 研
究
 L
 、
ハ
ン
ギ
ル
 社
 、
ソ
ウ
ル
 

一
九
八
五
年
、
二
 

五
七
 ｜
 二
六
三
、
二
九
一
頁
、
幸
喜
 桓
 、
前
掲
論
文
、
二
一
九
 ｜
 一
二
一
九
頁
。
 

（
 
5
 ）
棚
氷
 烈
 。
前
掲
 書
 、
一
八
 ｜
 二
三
頁
、
渡
辺
 学
 
「
李
朝
 末
期
の
「
存
外
習
業
 L
 、
 尹
致
笑
 
め
ば
あ
 い
 」
、
「
国
立
教
育
研
究
 所
 紀
要
 b
 第
九
四
集
、
 

国
立
教
育
研
究
所
、
一
九
七
八
年
、
一
六
三
 ｜
 一
六
四
頁
。
 

（
 
6
 ）
 尹
致
 英
日
壬
午
日
記
 b
 一
八
八
二
年
一
月
六
日
、
柳
 
永
 烈
 、
前
掲
 書
 、
二
一
 
0
 頁
 。
 

（
 
7
 ）
遠
山
茂
樹
「
明
治
維
新
と
現
代
 b
 、
岩
波
書
店
、
一
九
六
 八
年
、
一
七
 0
 頁
 。
 

（
 
8
 ）
「
 尹
致
果
 国
漢
文
日
記
 b
 、
探
求
 堂
 、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
 五
年
、
一
八
八
四
年
二
月
二
二
日
、
国
史
編
纂
委
員
会
編
「
 尹
致
 英
日
記
 b
 、
探
求
 堂
 、
 

ソ
ウ
ル
、
一
九
七
一
年
 @
 
 一
九
八
九
年
、
一
八
九
三
年
一
月
二
 一
日
。
 
尹
致
晃
は
 
一
八
八
三
年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
日
記
を
 書
い
た
。
そ
の
う
 

ち
 、
国
漢
文
で
書
い
た
一
八
八
三
年
か
ら
一
八
八
九
年
ま
で
の
 分
が
 、
「
 尹
 政
美
国
漢
文
日
記
 J
 上
下
（
探
求
 堂
 、
ソ
ウ
ル
、
 

一
 
九
七
五
年
）
 
と
し
 

て
 刊
行
さ
れ
、
英
語
で
書
い
た
残
り
の
部
分
は
、
国
史
編
纂
 委
 員
 会
編
「
 尹
致
 某
日
記
 卜
 全
一
一
巻
（
探
求
 堂
 、
ソ
ウ
ル
、
一
九
 セ
 一
年
 2
 
 一
九
八
 

九
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
以
下
、
前
者
を
「
日
記
 b
 、
後
者
 を
 
「
英
文
日
記
口
と
略
し
、
年
月
日
の
み
表
記
す
る
。
 

（
 
9
 ）
日
日
記
 b
 
一
八
八
四
年
六
月
二
三
日
、
一
八
八
五
年
二
月
 一
四
日
。
 

（
 
皿
 ）
「
日
記
 b
 
一
八
八
四
年
一
月
一
日
、
二
月
一
九
日
、
四
月
 
四
日
、
四
月
二
九
日
、
一
八
八
五
年
六
月
二
 0
 日
 。
 

（
Ⅱ
）
 尹
致
臭
 が
政
変
を
反
対
し
た
理
由
と
し
て
は
当
時
の
情
 勢
 分
析
に
基
づ
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
最
も
根
本
的
な
理
由
は
 「
君
を
威
か
す
こ
と
は
 

  

@
 ね
 @
 

 
 

全
教
 臣
 の
そ
れ
と
尖
鋭
な
対
比
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
 る
 。
 

 
  

 



キリスト教と 帝国主義的精神 

順
 で
は
な
く
逆
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
 コ
 日
記
 ヒ
 一
八
 八
三
年
一
二
月
一
九
日
。
 

（
は
）
円
目
 
-
 
計
三
一
八
八
五
年
七
月
一
日
。
 

（
は
）
自
棄
 漕
 「
韓
国
政
信
教
 史
ヒ
 
、
妊
性
大
学
出
版
部
、
ソ
ウ
 

一
九
七
三
年
、
一
七
六
頁
。
「
 
心
 約
文
」
の
内
容
は
 、
起
 寝
条
 、
手
洗
 条
 、
禁
 午
 

睡
余
、
戒
 酒
条
 、
謹
 戯
条
 、
直
言
 条
 、
 鎮
怒
条
 、
節
用
 条
 、
性
 的
な
純
潔
条
な
ど
で
あ
っ
た
。
「
日
記
三
一
八
八
七
年
一
月
四
 日
 、
一
月
五
日
、
一
 

月
 七
日
、
一
月
一
六
日
、
三
月
六
日
、
四
月
一
四
日
。
 

（
 4
<
f
 

）
「
日
記
三
一
八
八
七
年
一
月
二
四
日
。
 

（
 
憶
 ）
自
棄
 溶
 、
前
掲
 書
 、
一
七
六
 ｜
 一
七
七
頁
。
 

（
㎎
）
白
日
記
三
一
八
八
七
年
二
月
二
七
日
。
 

（
 
7
,
 
）
自
棄
 潜
 、
前
掲
 書
 、
一
七
六
 ｜
 一
七
七
頁
、
日
英
文
日
記
 
ヒ
 一
八
九
三
年
一
二
月
一
二
日
。
 

（
 0
0
 
）
古
楽
 溶
 、
前
掲
 書
 、
一
七
七
頁
。
 

（
㎎
）
「
英
文
日
記
三
一
八
九
 
0
 年
 五
月
一
八
日
、
一
八
九
三
年
 一
二
月
七
日
、
一
八
九
四
年
六
月
一
 0 日
 。
 

（
 却
 ）
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
Ⅰ
 ハ
 目
木
全
徳
雄
 訳
円
 儒
教
と
 道
 教
ヒ
 
、
 創
 支
社
、
一
九
八
七
年
、
二
二
八
ー
三
八
頁
。
こ
う
し
た
 
儒
教
の
特
徴
を
丸
山
真
 

男
は
「
連
続
的
な
思
惟
」
と
い
い
、
最
高
概
念
が
超
越
し
な
が
 ら
 同
時
に
万
物
に
内
在
す
る
形
式
で
、
天
理
と
社
会
秩
序
、
 そ
 し
て
人
性
が
直
線
 

的
 、
無
媒
介
的
に
連
続
し
て
い
る
と
い
う
。
丸
山
真
男
「
日
本
 政
治
思
想
史
研
究
 卜
 東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
、
二
八
 頁
 。
 

（
四
）
マ
ッ
ク
ス
・
 ウ
ヱ
一
 バ
ー
、
大
塚
久
雄
・
 生
松
 敬
三
課
 円
 マ
ッ
ク
ス
・
 ウ
ヱ
 一
バ
一
宗
教
社
会
学
論
選
ヒ
、
み
す
ず
書
房
 
一
九
八
三
年
、
一
 

六
九
頁
。
 

（
㌍
）
 W
.
 シ
ュ
ル
フ
タ
 L
 
 米
沢
和
彦
・
嘉
日
克
彦
訳
 円
現
 
世
 支
配
の
合
理
主
義
巳
未
来
社
、
一
九
八
四
年
、
一
五
 
｜
 九
六
 頁
 。
 

（
 
為
 ）
 
マ
 "
 ク
ス
・
 ウ
ヱ
一
 バ
ー
、
大
塚
久
雄
・
生
仏
敬
三
諦
 、
前
掲
 書
 、
一
八
三
頁
。
 

（
 舛
 ）
古
楽
 溶
 、
前
掲
 書
 、
一
七
七
頁
。
 

（
 
乃
 ）
 
コ
 日
記
三
一
八
八
八
年
一
 0
 月
 二
六
日
。
 

（
 
あ
 ）
 
円
 
英
文
日
記
ヒ
一
八
九
二
年
一
二
月
二
九
日
、
一
八
九
三
 年
一
 0
 月
一
四
日
。
 

（
 神
 ）
同
上
、
一
八
九
二
年
一
二
月
一
一
日
。
 

（
 為
 ）
同
上
、
一
八
九
三
年
四
月
一
五
日
。
 

（
 
お
 ）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 二
月
七
日
、
一
九
 0
 二
年
一
二
月
一
 
二
 一
日
。
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（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 五
月
四
日
、
一
八
九
一
年
二
月
二
 日
 、
一
八
九
二
年
三
月
五
日
、
一
八
九
二
年
九
月
一
三
日
。
 

 
 

 
  

 

（
 
綴
 ）
同
上
、
一
八
九
一
年
一
 0
 
五
二
五
日
、
一
一
月
二
八
日
 
一
八
九
二
年
三
月
一
二
日
、
一
二
月
一
七
日
、
一
八
九
三
年
二
 

一
月
二
六
日
。
 

 
  
 

（
 
絃
 ）
同
上
、
一
八
九
 0
 な
 工
一
月
四
日
、
二
月
一
四
日
、
一
八
 

九
一
年
四
月
一
 
0
 日
 、
四
月
一
九
日
、
一
八
九
二
年
一
 

0
 五
二
九
 日
、
 

 
 
 
 
 
 

（
㏄
）
清
水
 
幾
 太
郎
「
コ
ン
ト
 と
ス
 ペ
ソ
サ
ー
 L
 、
中
央
公
論
社
 

一
九
八
七
年
、
三
六
頁
、
 

ピ
 一
タ
 一
 
・
 J
.
 
ボ
ウ
ラ
ー
、
 
鈴
 木
 善
次
 訳
ョ
 進
化
 思
 

想
の
歴
史
ヒ
下
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
七
年
、
三
八
三
、
四
 八
五
頁
、
 

艮
 
・
 ホ
 フ
ス
タ
 タ
 L
 
 
後
藤
昭
次
 訳
 
「
ア
メ
リ
カ
の
 社
会
進
化
思
想
 L
 、
 

研
究
社
、
一
九
七
三
年
、
二
 0
 五
｜
 二
四
二
頁
、
字
去
年
 

ヴ
の
 -
 
目
 り
の
 隼
 ：
 ト
轟
 
～
 
馬
 
Ⅱ
轟
い
こ
つ
轟
い
～
 

馬
轟
ぅ
 
セ
ラ
セ
ラ
～
も
馬
も
養
 

戸
 
Ⅰ
～
下
馬
め
つ
 
ぅ
 
@
 
い
 ～
 め
 い
 -
 
馬
轟
 
0
%
 
臼
 Ⅱ
 0 ～
・
 
ト
 ㏄
 "
 

日
 二
の
呂
 簿
 。
 日
 -
 
目
い
 
俺
の
。
日
で
い
 俺
 Ⅱ本
日
二
の
Ⅱ
「
の
の
 
巾
 「
の
の
の
・
 

之
 ・
 
ぺ
 ・
・
 
て
て
 
・
 ト
 。
ド
ー
ト
。
 

ひ
 

（
 
綴
 ）
 
C
.
A
.
 

ビ
ー
ア
ド
、
高
木
八
尺
 訳
 
コ
ア
メ
リ
カ
精
神
 の
 歴
史
 L
 、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、
二
三
四
 ｜
 二
三
六
頁
、
 

曽
根
 暁
彦
ヨ
 ア
メ
リ
 

力
 教
会
主
 L
 、
日
本
基
督
教
出
版
局
、
一
九
七
八
年
、
二
三
六
 ｜
 二
三
七
頁
。
 

（
 
m
 ）
「
英
文
日
記
 L
 
一
八
九
 0
 年
 五
月
六
日
、
一
八
九
三
年
六
 月
三
 0
 日
 。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
三
月
七
日
、
一
八
九
三
年
一
二
月
一
 

一
二
日
。
 

（
㌍
）
同
上
、
一
八
九
三
年
六
月
三
日
、
一
二
月
一
七
日
、
一
 八
九
四
年
三
月
一
一
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
二
年
一
二
月
二
九
日
、
一
八
九
三
年
六
 月
三
日
、
一
八
九
六
年
一
二
月
二
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
一
年
五
月
一
二
日
、
一
九
 0 三
年
一
月
一
 
二
日
 り
 

（
 
如
 ）
同
上
、
一
八
九
四
年
九
月
二
七
日
。
 

（
Ⅱ
）
同
上
、
一
八
九
一
年
五
月
一
二
日
、
一
八
九
四
年
一
月
一
 

一
九
日
。
 

（
 
蛇
 ）
同
上
、
一
八
九
三
年
四
月
七
日
。
 

（
 
脇
 ）
同
上
、
一
八
九
三
年
一
二
月
二
日
、
一
八
九
九
年
三
月
 五
日
、
一
九
 0
 
二
年
九
月
一
四
日
、
一
九
 0
 五
年
一
 
0
 月
三
日
、
 

一
 0
 月
一
三
日
。
 

（
 
何
 ）
同
上
、
一
八
九
三
生
・
二
月
一
七
日
。
 

（
 
蝸
 ）
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
る
山
路
愛
山
 
の
 帝
国
主
義
論
に
つ
い
て
は
、
橋
川
文
三
、
松
本
三
之
介
 
編
 
「
近
代
日
本
政
治
思
想
 

史
 L
 、
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
、
二
九
六
 ｜
 二
九
八
頁
を
参
考
さ
 れ
た
い
。
 

（
 
如
 ）
 
円
 英
文
日
記
 L
 
一
八
九
一
年
三
月
一
 
0
 日
 、
一
八
九
三
年
 三
月
一
九
日
、
一
八
九
六
年
五
月
二
六
日
。
 

（
 
仰
 ）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
三
月
二
七
日
。
 

（
 
袋
 ）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 五
月
五
日
、
一
八
九
一
年
四
月
一
 

四
日
、
五
月
四
日
、
一
八
九
七
年
五
月
一
九
日
。
 



キリスト教 と 帝国主義的精神 

（
 W
 ）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 九
月
一
 0
 日
 。
 

（
 目
 ）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 五
月
五
日
、
九
月
一
 
0
 日
 。
 

（
 引
 ）
同
上
、
一
八
九
一
年
四
月
三
 0
 日
 。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
四
年
五
月
一
 

セ
日
 。
 

（
 瞭
 ）
同
上
、
一
八
九
四
年
三
月
一
四
日
。
 

（
 肘
 ）
同
上
、
一
八
九
一
年
三
月
八
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
一
年
三
月
八
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
二
年
二
月
九
日
。
 

（
 印
 ）
同
上
、
一
八
九
二
年
一
 0
 月
一
九
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 五
月
一
八
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 六
月
八
日
、
一
八
九
五
年
二
月
一
二
 

一
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 六
月
八
日
。
 

（
 臼
 ）
同
上
、
一
八
九
二
年
三
月
一
八
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 四
月
四
日
、
一
八
九
一
年
四
月
五
 日
 Ⅰ
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 四
月
四
日
、
八
月
二
七
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
二
年
三
月
一
二
日
。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
三
月
 セ
日
 。
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
四
年
一
月
二
四
日
。
 

（
㎝
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 
一
月
五
日
、
一
八
九
三
年
九
月
二
 

四
日
、
一
二
月
一
二
日
 っ
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
三
年
一
二
月
一
九
日
。
 

 
 
 
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
一
年
三
月
二
二
日
、
一
八
九
二
年
一
月
 一
 0
 日
 。
 

 
 
 
 
 
 

（
㏄
）
同
上
、
一
八
九
一
年
一
二
月
二
 0
 日
 、
一
八
九
三
年
九
 月
 二
六
日
。
 

 
 

 
  
 

（
Ⅱ
）
同
上
、
一
八
九
 0
 年
 
一
一
月
 セ
日
 。
 

（
 れ
 ）
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
 、
 選
ば
れ
た
神
の
道
具
と
し
て
の
自
己
 の
 資
格
を
 、
 他
な
ら
ぬ
現
世
の
た
だ
な
か
で
現
世
を
神
の
意
に
適
 う
よ
う
に
改
造
し
て
 



行
く
積
極
的
な
行
動
に
よ
っ
て
証
明
す
る
態
度
を
、
「
世
俗
内
的
 禁
欲
」
と
言
 う
 。
こ
の
態
度
の
外
面
的
な
特
徴
は
 、
 人
の
自
 然
 的
な
衝
動
や
感
情
 

を
 方
法
的
か
つ
組
織
的
に
ム
ロ
理
化
か
っ
行
動
化
す
る
こ
と
で
あ
 

る
と
言
う
。
 
M
.
 ウ
ェ
ー
バ
ー
、
武
藤
一
雄
・
薗
田
京
人
・
 薗
 田
担
 共
訳
「
宗
教
 社
は
 

全
学
 L
 、
創
立
社
、
一
九
七
六
年
、
二
一
一
 

｜
 一
二
五
頁
、
 
M
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
、
梶
山
力
、
大
塚
久
雄
訳
 
円
フ
 p
 テ
ス
タ
ン
テ
 
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
の
 

 
 
 
 

木
主
軸
の
精
神
口
下
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
 0
 年
 、
七
 0
 ｜
 七
四
頁
。
 

（
㌍
）
金
井
新
三
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
論
 L
 、
東
京
大
学
出
 版
 会
、
一
九
九
一
年
、
七
七
頁
。
 

（
 れ
 ）
ト
レ
ル
チ
、
内
田
芳
明
 訳
 
「
ル
子
 サ
ソ
ス
と
 宗
教
改
革
 三
 、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
一
七
七
頁
。
 

（
 乃
 ）
 
E
.
 サ
イ
ド
、
今
沢
紀
子
訳
 円
 オ
リ
ニ
 ソ
 タ
リ
ズ
ム
 L
 、
 平
凡
社
、
一
九
八
七
年
、
ニ
ー
二
八
頁
。
 

（
 托
 ）
全
教
直
ほ
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
全
教
臣
の
思
想
と
 
コ
朝
 鮮
産
 キ
リ
ス
ト
教
口
論
 -
 民
族
と
信
仰
と
の
関
係
を
中
心
に
」
（
 

一
｜
 三
）
、
「
内
村
鑑
 

三
 研
究
 b
 第
二
六
号
 ｜
 第
二
八
号
、
一
九
八
八
年
九
月
、
一
九
 八
九
年
九
月
、
一
九
九
一
年
五
月
を
参
考
さ
れ
た
い
。
 



一
 

は
じ
め
に
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

日
本
の
新
宗
教
（
以
下
、
新
宗
教
）
は
、
今
日
諸
外
国
で
活
 

発
に
布
教
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
 や
 タ
 イ
 で
 は
か
な
り
の
成
功
を
 

 
 

 
 

お
さ
め
て
い
る
。
新
宗
教
研
究
に
お
い
て
、
そ
れ
が
海
外
 で
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
を
重
要
な
 テ
 
１
％
と
し
て
設
定
す
る
 

八
 論
文
概
要
 V
 
 ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
は
、
公
称
信
者
二
十
 万
人
を
数
え
ブ
ラ
ジ
ル
で
布
教
を
行
な
っ
て
い
る
日
系
新
宗
教
 の
な
か
で
は
生
長
の
家
 

に
 次
ぐ
 教
 勢
を
有
す
る
。
十
枚
弘
光
と
島
 薗
進
は
 、
そ
れ
ぞ
れ
 別
の
観
点
か
ら
日
系
宗
教
の
海
外
で
の
受
容
の
要
因
を
あ
げ
て
い
 る
が
、
本
稿
で
ほ
 

ま
ず
そ
れ
ら
要
因
が
ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
に
妥
当
か
否
か
を
 検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
 牧
が
 現
地
に
適
応
す
る
試
み
と
 し
て
指
摘
し
た
 話
要
 

因
 、
島
 薗
が
 異
文
化
進
出
に
適
合
的
な
教
義
や
信
仰
の
内
容
と
 し
て
指
摘
し
た
諸
要
因
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
に
も
認
め
 ら
れ
た
。
次
に
信
者
 

に
 対
し
て
行
な
っ
た
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
通
し
て
信
仰
の
実
際
を
 検
証
し
、
回
心
の
特
質
を
分
析
し
た
結
果
、
「
教
義
の
連
続
 性
 」
 が
 、
 島
薗
が
 指
摘
 

し
て
い
る
「
宗
教
的
寛
容
」
と
と
も
に
特
に
重
要
な
要
因
で
あ
 る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
自
律
性
と
ゆ
る
や
か
 な
 共
同
性
と
い
う
 救
 

世
教
の
信
仰
の
特
色
が
、
都
市
の
人
々
に
と
っ
て
は
魅
力
を
持
 つ
 と
い
う
結
論
を
得
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 新
宗
教
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
カ
ト
リ
シ
ズ
 モ
、
 ヱ
 ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
 モ
 、
回
心
 

松
岡
秀
明
 

日
系
新
宗
教
へ
の
回
心
 

@
1
@
 

ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
の
場
ム
ロ
ー
 ｜
 



す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
 は
さ
ら
に
、
受
容
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
文
化
と
日
本
 文
化
の
差
異
の
理
解
に
 

も
っ
た
が
る
。
 

万
人
（
一
九
九
二
年
七
月
現
在
）
を
数
え
る
が
、
非
日
系
の
 

ブ
ラ
ジ
ル
で
は
一
九
二
 0
 年
代
の
大
本
を
晴
夫
と
し
て
 新
 

信
者
が
九
十
五
 %
 以
上
を
占
め
て
お
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
 社
 

宗
教
の
布
教
が
開
始
さ
れ
、
現
在
で
は
生
長
の
家
、
世
 

会
 に
あ
る
程
度
受
 け
入
 

界
 救
世
教
（
以
下
、
 

救
世
教
）
、
 

P
L
 

教
団
、
創
価
学
会
、
棄
教
真
光
な
ど
の
 諸
 教
団
が
積
極
的
な
活
動
を
行
な
り
に
至
っ
て
い
る
。
 信
 者
は
日
系
人
の
み
に
と
 

ど
ま
ら
ず
、
世
界
救
世
教
や
 P
L
 教
団
の
よ
う
に
信
者
の
 大
半
を
非
日
系
人
が
占
め
る
教
団
も
存
在
す
る
。
日
本
 の
 近
代
化
の
過
程
と
 軌
 

を
 
一
に
発
展
し
て
ぎ
た
日
本
の
新
宗
教
 は
 、
そ
の
特
性
の
 ひ
と
つ
と
し
て
近
代
化
に
適
ム
ロ
的
な
思
考
様
式
と
生
活
 

様
式
を
備
え
て
い
る
と
 

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
新
宗
教
が
、
現
在
ブ
ラ
ジ
ル
 に
お
い
て
日
本
人
・
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
み
な
ら
ず
 非
 日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
も
 

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
近
代
化
１
１
も
ち
 ろ
ん
そ
れ
は
日
本
の
近
代
化
と
ほ
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
 特
性
を
持
つ
と
は
い
え
 

が
 進
行
し
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
状
況
を
考
え
合
わ
せ
 る
と
、
注
目
に
値
す
る
現
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

日
 本
 と
は
全
く
異
な
っ
た
 

宗
教
的
風
土
を
持
っ
ブ
ラ
ジ
ル
で
、
日
本
の
新
宗
教
は
な
 ぜ
 、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
 ろ
 う
か
 。
 

@
2
@
 

本
稿
 は
 、
ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
の
受
容
の
現
状
を
分
析
 対
象
と
す
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
の
信
者
数
は
教
 目
 発
表
で
累
積
 二
 0
 

れ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
と
同
様
、
ブ
ラ
ジ
 ル
 に
お
い
て
も
救
世
教
 は
 そ
の
中
心
的
な
宗
教
行
為
で
 あ
る
「
浮
雲
」
 

施
 

行
者
が
被
施
行
者
に
手
を
か
ざ
す
こ
と
に
 ょ
 り
、
神
の
光
 を
 伝
達
す
る
と
さ
れ
る
行
為
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
 れ
て
い
る
。
教
祖
岡
田
 

茂
吉
が
、
救
世
教
は
「
神
を
見
せ
る
宗
教
」
 

@
3
@
 
で
あ
る
と
 述
 べ
て
い
る
よ
 う
 に
、
救
世
教
で
は
主
と
し
て
海
震
 を
通
 し
て
信
者
が
具
体
的
な
 

形
で
体
験
す
る
奇
跡
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
 

浄
 霊
が
 ブ
 -
 
フ
ジ
ル
 で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
は
 注
 目
 す
べ
 き
 テ
ー
マ
で
あ
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こ
と
が
で
き
る
。
新
宗
教
の
海
外
で
の
受
容
の
検
証
は
 

、
 新
宗
教
研
究
に
文
化
接
触
と
い
う
新
た
な
視
点
を
提
供
 

す
る
。
日
本
文
化
の
枠
 

の
な
か
だ
け
で
新
宗
教
を
理
解
す
る
の
で
ほ
な
く
、
異
文
 

化
の
中
で
の
受
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
 

特
 質
を
よ
 り
明
確
に
把
握
 1
 



ニ
 

ブ
ラ
ジ
ル
で
の
救
世
教
の
展
開
と
現
状
 

救
世
教
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
布
教
は
、
ア
マ
ゾ
ニ
ア
 州
 マ
ナ
 ウ
ス
 に
入
植
し
た
女
性
信
者
に
よ
っ
て
一
九
五
四
年
に
 開
始
さ
れ
た
。
里
正
 

五
年
に
は
、
日
本
か
ら
海
路
 渡
伯
 し
た
二
人
の
若
い
布
教
 師
が
 サ
ン
パ
ウ
ロ
市
に
隣
接
す
る
ガ
ル
 一
 リ
ョ
 ス
 で
 浄
 霊
 活
動
を
開
始
し
、
 
布
 

教
は
本
格
化
す
る
。
布
教
対
象
は
当
初
か
ら
日
系
人
だ
け
 に
 限
定
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
 救
 世
教
は
、
一
九
三
 0
 午
 

石
代
初
頭
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
布
教
開
始
以
来
、
六
十
年
 
代
 後
半
ま
で
信
者
の
ほ
と
ん
ど
が
日
系
人
で
あ
っ
た
 生
 長
の
家
と
は
大
き
く
異
な
っ
 

回
 

-
5
@
 

相
 
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
布
教
方
針
は
、
救
世
教
が
 世
界
宗
教
た
る
こ
と
を
目
指
し
た
岡
田
茂
吉
の
音
生
心
に
 

添
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
 

姥
 

よ
う
。
 教
 勢
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
に
隣
接
す
る
ミ
ナ
ス
 ・
ジ
ュ
ラ
イ
ス
川
や
パ
ラ
ナ
州
に
広
が
っ
て
い
き
、
 

六
 四
年
に
は
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
 
初
 

 
 
 
 

繍
ロ
 で
の
布
教
が
開
始
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
間
に
教
 義
の
解
釈
、
儀
礼
、
布
教
法
で
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
あ
 っ
 た
が
、
そ
の
過
程
に
つ
い
 

 
 

1
2
 

 
 

て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
以
下
の
事
 実
だ
け
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
そ
れ
は
、
 六
 0
 年
代
後
半
ま
で
は
 教
 

教
義
も
そ
う
し
た
特
性
を
備
え
て
い
る
。
他
力
的
な
救
済
 で
あ
る
奇
跡
と
倫
理
的
実
践
に
 よ
 る
自
律
的
救
済
、
 こ
 の
 一
見
対
立
す
る
教
義
 

上
の
特
徴
を
ブ
ラ
ジ
ル
の
救
世
教
信
者
は
ど
の
よ
う
に
 内
 面
 化
し
て
い
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
 

本
稿
で
は
、
ま
ず
救
世
教
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
展
開
と
現
在
 の
 活
動
状
況
を
示
し
、
救
世
教
と
同
時
期
に
調
査
を
行
 な
っ
た
生
長
の
家
 と
 

適
宜
比
較
を
行
な
い
っ
 っ
 受
容
の
要
因
を
分
析
す
る
。
 次
 に
 サ
ン
パ
ウ
ロ
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
で
得
ら
れ
 た
 資
料
に
基
づ
い
て
 四
 

人
の
信
者
の
信
仰
の
具
体
的
な
あ
り
か
た
を
記
述
し
 、
そ
 の
 う
え
 で
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
救
世
教
へ
の
回
心
の
特
 質
 へ
と
論
を
展
開
し
て
 

い
き
た
い
。
な
お
、
信
者
数
な
ど
の
デ
ー
タ
は
特
記
が
な
 い
 限
り
一
九
九
二
年
 セ
月
 現
在
の
も
の
で
あ
る
。
 

-
4
-
 

る
 。
他
方
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
 よ
う
 に
、
日
本
の
新
 
宗
教
で
は
倫
理
や
修
養
の
実
践
が
幸
福
に
っ
た
が
る
と
 さ
れ
る
が
、
救
世
教
の
 



二
十
万
人
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
現
在
活
動
し
て
い
る
日
本
の
 新
宗
教
と
し
て
は
、
生
長
の
家
に
次
ぐ
信
者
数
を
有
し
 て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

信
者
の
分
布
を
地
域
的
に
み
る
と
、
 サ
ソ
 パ
ウ
ロ
 州
約
 Ⅰ
 
八
万
五
千
人
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
 州
 約
六
万
五
千
人
、
 そ
れ
以
外
約
七
万
人
と
 

な
っ
て
い
る
。
毎
月
一
度
各
布
教
施
設
で
行
な
わ
れ
る
 月
 次
条
に
は
多
数
の
信
者
が
集
ま
る
が
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
 市
 に
あ
る
本
部
で
毎
月
一
 

日
 に
行
な
わ
れ
る
月
次
祭
に
は
 お
ょ
そ
 八
千
人
か
ら
一
万
 人
 が
参
列
す
る
。
ま
た
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
市
に
隣
接
す
る
 グ
ゥ
ラ
ピ
 ラ
ン
ガ
の
 お
 

ょ
そ
三
 二
万
平
方
 m
 の
敷
地
に
ブ
ラ
ジ
ル
聖
地
を
建
設
中
 で
、
信
者
た
ち
は
ブ
ラ
ジ
ル
全
土
か
ら
バ
ス
を
列
ね
て
 訪
れ
て
奉
仕
活
動
を
行
 

な
っ
て
い
る
。
 

薬
は
毒
で
あ
る
と
説
く
い
わ
ゆ
る
薬
毒
論
は
救
世
教
の
教
 義
 の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
の
 考
 え
に
基
づ
く
自
然
 農
 

法
を
実
践
し
て
い
る
農
場
が
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
に
二
つ
あ
り
 、
そ
こ
で
生
産
さ
れ
た
野
菜
・
果
物
は
各
教
会
お
よ
び
 教
団
の
直
営
店
で
信
 

者
 ・
非
信
者
を
問
わ
ず
に
販
売
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
 本
 で
複
数
の
美
術
館
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
 知
 ら
れ
る
 よ
う
 に
、
救
世
 

教
は
芸
術
を
重
視
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
 は
 、
サ
ン
 ハ
 ゥ
ロ
の
本
部
ビ
ル
に
あ
る
モ
キ
 チ
 ・
 オ
ヵ
ダ
 財
団
が
 陶
 芸
や
岡
田
茂
吉
を
流
 祖
 

と
す
る
華
道
山
月
流
の
公
開
講
座
を
通
し
て
日
本
文
化
の
 普
及
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
同
財
団
は
薬
 物
 依
存
に
つ
い
て
の
 公
 

教
団
刊
行
物
の
歴
史
に
目
を
転
じ
る
と
、
根
本
教
典
の
 「
天
国
の
礎
 b
 の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
版
は
一
九
六
三
年
に
第
 一
編
が
刊
行
さ
れ
 
一
 

九
八
一
年
に
第
五
編
で
完
結
し
て
い
る
。
一
九
六
五
年
 に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
月
刊
教
団
 誌
 
Q
 ぎ
ぎ
が
創
刊
さ
 ね
 、
こ
れ
を
継
承
す
る
 

形
で
七
三
年
に
は
新
聞
形
式
の
教
団
誌
さ
 東
 「
さ
ま
ミ
器
 め
 
～
 
ぁ
さ
 
～
 
c
o
 が
創
刊
さ
れ
た
。
同
誌
は
、
現
在
九
万
部
を
発
 付
 す
る
に
至
っ
て
い
る
。
 

で
は
、
現
在
の
教
勢
は
ど
う
か
。
一
九
九
一
年
新
た
に
 州
 と
な
っ
た
ト
カ
ン
チ
ン
ス
州
を
除
き
、
救
世
教
は
ブ
ラ
 ジ
ル
各
州
に
な
ん
ら
 

@
7
@
 

か
の
布
教
施
設
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
教
会
一
 三
 、
布
教
 所
 七
五
、
浄
豊
前
七
五
で
あ
る
。
先
述
の
 ょ
 う
 に
信
者
は
お
お
よ
そ
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義
 の
な
か
で
薬
毒
論
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
信
者
が
安
 定
し
 教
団
の
組
織
化
が
開
始
さ
れ
た
 七
 0
 

年
代
か
ら
ほ
 、
 
霊
の
曇
り
の
浄
化
が
 

 
  

 

@
6
@
 

 
 

強
調
さ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 



以
上
み
て
き
た
 

よ
う
 に
、
救
世
教
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
布
教
 

は
 一
定
の
成
果
を
お
さ
め
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
で
 

は
 、
成
功
の
要
因
と
 

し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
本
節
 

で
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
 

日
系
新
宗
教
に
か
ん
し
 

 
 

容
の
要
因
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
十
枚
弘
光
で
あ
 

る
 。
一
方
、
島
 

薗
 進
は
海
外
 

宗
性
つ
い
て
こ
の
二
人
の
論
者
の
説
を
紹
介
し
、
彼
ら
 

棚
 で
の
日
系
新
宗
教
の
受
容
の
要
因
を
ブ
ラ
ジ
ル
に
 

限
 

 
 

 
 

教
 

親
 自
の
視
点
を
ま
じ
え
て
救
世
教
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
 

受
 容
の
分
析
を
試
み
た
い
。
 

@
 
㏄
 
-
 

 
 

十
枚
弘
光
 
に
ょ
 
れ
ば
、
以
下
の
五
 

つ
が
 
日
本
の
新
宗
教
の
 

ブ
ラ
ジ
ル
人
へ
の
浸
透
の
原
因
，
背
景
と
し
て
指
摘
さ
 

れ
て
き
た
。
㈹
 

ポ
ル
 125 (329) 

三
 

受
容
の
要
因
 

開
講
座
の
開
催
と
い
う
よ
う
な
啓
蒙
活
動
も
行
な
っ
て
 い
 る
 。
 

信
者
数
を
日
本
人
・
日
系
人
・
非
日
系
人
で
分
類
し
た
 統
 計
 資
料
は
本
部
に
も
存
在
し
な
い
が
、
あ
る
教
団
幹
部
 に
よ
 る
と
日
系
人
情
 

者
は
お
 ょ
そ
 八
千
人
程
度
と
の
こ
と
で
あ
る
。
信
者
の
な
 か
で
日
本
語
を
理
解
す
る
も
の
は
少
な
く
、
日
本
語
の
 円
 
ジ
ョ
ル
ナ
ル
，
メ
シ
 

ア
 ニ
コ
 ヒ
 が
、
一
九
九
 0
 年
セ
 月
の
第
一
二
号
を
も
っ
て
 休
刊
と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
 る
 。
 

最
後
に
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
他
の
国
へ
の
布
教
の
現
状
を
み
て
 お
こ
う
。
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
だ
 げ
 で
な
く
ア
メ
リ
カ
 

ム
ロ
 
衆
 国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
も
布
教
が
行
な
わ
れ
て
 き
て
お
り
、
ア
ル
ゼ
ソ
チ
 ソ
 
（
一
九
六
四
 
l
 ）
、
ペ
ル
ー
 
二
九
 セ
四
 @
 ）
に
は
 既
 

 
 

グ
 ク
ア
イ
、
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
、
コ
ロ
 

ソ
 ビ
ア
、
フ
ラ
 ソ
ス
 領
 ギ
ア
ナ
と
い
っ
た
 南
 

米
 諸
国
、
さ
ら
仁
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
公
用
語
と
す
る
 ア
 ブ
 リ
 ヵ
 の
ア
ン
ゴ
ラ
へ
の
布
教
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
 



ト
ガ
ル
語
の
採
用
、
㈲
非
日
系
の
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
、
㈱
 ブ
ラ
ジ
ル
 的
 生
活
・
思
考
様
式
の
採
用
、
四
日
本
の
本
 部
の
支
援
、
㈲
ブ
ラ
ジ
 

ル
 人
の
日
本
・
日
本
人
に
対
す
る
敬
意
で
あ
る
。
㈲
・
㈲
 
㈲
は
教
団
側
の
積
極
的
な
音
生
心
に
も
と
づ
い
た
ブ
ラ
 

シ
ル
へ
の
適
応
の
努
力
 

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
要
因
と
し
て
は
妥
当
で
あ
 ろ
 う
 。
そ
こ
で
、
救
世
教
を
対
象
と
し
て
こ
れ
ら
 諸
要
 囚
 に
つ
い
て
検
討
し
て
 

み
た
い
。
 

ま
ず
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
採
用
性
関
し
て
は
、
第
二
節
で
 述
べ
た
 よ
う
 に
救
世
教
は
布
教
当
初
か
ら
日
系
人
の
み
 な
ら
ず
非
日
系
ブ
ラ
 

ジ
ル
 大
 仁
対
し
て
も
積
極
的
に
布
教
を
行
な
っ
て
き
た
。
 

救
世
教
は
教
団
名
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
（
 1
9
 

「
の
 

寸
ま
 の
の
の
 

@
a
 

コ
 @
c
p
 
 

ま
隼
口
臼
 
a
 こ
を
用
い
 

て
お
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
は
教
団
名
だ
げ
か
ら
で
は
 日
 糸
の
教
団
と
は
分
か
ら
な
い
。
日
本
語
を
そ
の
ま
ま
 教
 団
名
に
用
い
て
い
る
 生
 

長
の
家
や
大
本
と
は
、
こ
の
点
で
救
世
教
は
異
な
っ
て
 い
 る
 。
教
団
刊
行
物
と
し
て
は
、
㍉
天
国
の
礎
 ヒ
 の
す
べ
 て
 と
「
 神
 示
の
健
康
 ヒ
 

の
 主
要
部
分
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
翻
訳
さ
れ
出
版
さ
れ
て
 い
る
ほ
か
、
ブ
ラ
ジ
ル
救
世
教
が
編
集
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
 大
同
げ
の
教
義
解
説
書
 

や
 体
験
談
が
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
第
 2
 節
で
述
 べ
た
よ
さ
に
、
現
在
お
ょ
 そ
二
 0
 万
人
の
信
者
の
う
ち
 日
系
人
は
お
 
ょ
 そ
八
千
 

人
 程
度
で
、
五
 %
 
に
満
た
な
い
。
前
山
峰
 に
ょ
 れ
ば
、
 
一
 九
六
七
年
の
時
点
で
既
に
救
世
教
の
全
信
者
の
約
六
十
 パ
一
 セ
ソ
ト
 を
非
日
系
 

@
 
Ⅱ
 @
 

が
 ブ
ラ
ジ
ル
に
二
十
五
年
以
上
在
住
し
て
い
る
。
日
本
で
 

ブ
ラ
ジ
ル
人
が
占
め
て
い
た
と
い
う
。
 

の
二
 一
派
へ
の
分
裂
以
降
、
救
世
教
で
は
、
日
本
か
ら
 

教
 師
 が
教
団
幹
部
と
し
て
 

次
に
、
非
日
系
指
導
者
養
成
の
現
状
を
み
て
み
よ
う
。
 救
 世
教
で
は
、
専
従
・
兼
業
ム
ロ
 許
 し
て
二
九
五
人
が
布
教
 に
 携
わ
っ
て
い
る
。
 

教
団
組
織
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
最
高
位
の
教
師
（
「
の
 
づ
 の
「
の
 

巨
 0
 ）
は
現
在
一
四
人
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
三
人
が
日
 本
人
だ
が
、
移
民
と
し
 

て
渡
値
 し
た
後
に
専
従
者
と
な
っ
た
一
人
以
外
は
 、
ブ
 -
 
フ
ジ
ル
 で
の
布
教
を
志
望
し
て
日
本
か
ら
 渡
伯
 し
た
人
た
 
ち
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
 

赴
任
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
渡
辺
哲
男
 ブ
 -
 
フ
 ジ
ル
救
世
教
本
部
長
が
日
本
の
救
世
教
の
副
総
裁
を
兼
 伍
 し
て
、
一
年
の
ほ
ぼ
 

半
年
を
日
本
で
過
ご
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
日
本
か
ら
 幹
 部
が
 赴
任
す
る
生
長
の
家
、
 
P
L
 
と
は
異
な
る
。
一
方
 、
非
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
 人
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心
 
以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
救
世
教
は
非
日
系
 

指
導
者
を
積
極
的
に
養
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
 

一
 
方
で
、
研
修
生
制
度
や
 

ブ
 ラ
 

 
 

 
 

 
 

新
 

 
 
 
 
 
 

 
 リ

ッ
ク
の
 

唱
 ，
至
 

@
 
葉
弔
主
 
z
 。
 
お
 
0
 と
ほ
ぼ
等
し
い
 

0
3
 
窩
 。
 宙
 
。
 ぎ
三
こ
ャ
 

が
唱
え
ら
れ
る
 

0
 し
か
し
、
月
次
祭
 

や
 地
上
天
国
祭
の
際
に
 

表 l 

功 補 数 
教 教 師 
師 師 （ 

（（ ""-" 二目 日日 オ 。 セ e Ⅰ 役 

" ㏄ 円 Ⅰ 0 
下 レ 

ひヰ の の づ -" "-" し 臣   職 

里 g 
      
185  96 

総 
（（ 高専 
促 促 

38  70  14 
Ⅰ Ⅰ 
兼 兼 
業 業 数 

） l1 サ 4 ， ）Ⅰ 乙 二り   
括弧 61 13 日 

(21.7)@ (92.9)@ (*1 
は系 
    

括弧内 色（）（ 7 0322 冗 ） 与 / 日 

は系 
  

教
師
は
い
ま
だ
一
名
（
一
九
八
五
年
昇
格
）
を
数
え
る
の
み
 

，
こ
，
 

抗
カ
 
Ⅰ
 

は
 教
師
の
下
の
位
で
あ
る
 補
 教
師
（
 匡
，
 @
 
の
 
（
「
 
0
 
 
戸
ロ
 
し
 
u
,
 
（
 
0
 
）
 お
ょ
 

八
が
 セ
ハ
 パ
ー
セ
 ソ
ト
 を
占
め
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
 ほ
と
 

修
 先
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
こ
れ
は
将
来
教
団
 幹
 部
と
 

派
遣
さ
れ
、
教
義
を
学
び
布
教
を
行
な
 う
 。
研
修
生
の
募
 集
は
 

に
 限
ら
れ
て
き
た
が
、
一
九
九
 0
 年
度
か
ら
は
東
子
も
採
 用
さ
 

予
研
修
生
一
八
二
人
の
う
ち
、
日
系
人
は
三
八
人
で
二
 0
 
 
 

、
今
後
そ
の
数
は
増
加
す
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 布
教
者
と
し
て
 

び
 助
教
師
（
 巨
コ
 @
 
の
 
（
「
 
0
 
 
臣
の
の
 

@
 
の
吋
の
 

コ
 吋
の
）
で
は
、
表
 
1
 に
示
す
 よ
う
に
非
日
系
 

ん
ど
は
布
教
の
第
一
線
で
活
動
し
て
い
る
。
一
方
、
一
九
 セ
 一
年
か
ら
 研
 

な
る
人
材
の
養
成
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
研
修
生
は
日
 本
に
一
定
期
間
 

当
初
不
定
期
だ
っ
た
が
現
在
は
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
る
。
 研
修
生
は
男
子
 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
一
九
九
一
年
の
第
一
 五
期
ま
で
の
男
 

セ
ソ
ト
 を
占
め
る
。
 

 
 



@
 
㎎
）
 

祭
壇
に
捧
げ
ら
れ
る
供
物
は
日
本
の
様
式
に
添
っ
て
お
り
 、
 P
L
 の
よ
う
に
葡
萄
酒
や
ケ
ー
キ
が
供
物
と
さ
れ
る
 こ
と
は
な
い
。
 

十
枚
が
あ
げ
て
い
る
第
四
の
要
因
で
あ
る
経
済
的
支
援
 ほ
 つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
日
本
人
幹
部
に
対
し
て
は
 日
本
の
本
部
か
ら
 給
 

手
 が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
宗
教
法
 人
 が
国
外
で
布
教
す
る
た
め
に
資
金
を
持
ち
出
す
こ
と
 が
 法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
 

い
る
の
で
、
そ
の
 ょ
う
 な
場
合
に
は
日
本
本
部
が
経
済
的
 支
援
を
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ブ
ラ
ジ
ル
救
世
 教
は
日
本
の
救
世
教
 と
 

経
済
的
に
も
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
救
世
教
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
採
用
や
非
 日
系
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
と
い
う
点
で
は
非
常
に
積
極
的
 で
あ
る
。
ま
た
、
 ブ
 

ラ
ジ
ル
 的
 生
活
・
思
考
様
式
の
採
用
に
関
し
て
も
、
カ
ト
 り
ッ
グ
 の
 唱
，
え
 
言
葉
と
近
似
の
も
の
を
取
り
入
れ
て
い
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
十
枚
 

が
 指
摘
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
適
応
の
三
つ
の
要
因
は
救
世
 致
ほ
つ
い
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
 う
 な
 ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
適
応
 

の
 推
進
と
同
時
に
、
救
世
教
は
華
道
や
陶
芸
の
講
座
や
展
 覧
 会
を
通
し
て
日
本
文
化
を
積
極
的
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
 紹
 介
す
る
方
針
も
取
っ
て
 

い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
 

農
圃
 追
 は
中
 牧
 と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
海
外
で
の
新
古
 
示
教
の
展
開
を
分
析
し
て
い
る
。
 島
薗
は
 、
ブ
ラ
ジ
ル
に
 限
ら
ず
異
文
化
進
出
 

に
成
功
し
た
日
本
の
新
宗
教
教
団
と
し
て
、
創
価
学
会
、
 生
長
の
家
、
救
世
教
、
 P
L
 、
景
教
真
光
の
四
教
団
を
 あ
げ
、
そ
の
教
義
・
 信
 

@
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仰
 そ
れ
自
体
が
海
外
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
要
因
を
含
ん
で
 い
る
含
ん
で
 い
 る
と
す
る
。
そ
の
要
因
と
ほ
 、
け
 明
快
 な
 呪
術
的
実
践
、
㈲
 実
 

践
的
 生
活
倫
理
、
㈱
論
理
的
言
説
、
⑳
宗
教
の
多
元
性
 へ
 の
 積
極
的
対
応
の
四
つ
で
あ
る
。
救
世
教
に
関
し
て
は
 け
 ・
 ロ
 ・
四
に
つ
い
て
 

論
及
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
け
に
つ
い
て
は
浮
雲
、
㈲
 ほ
 つ
い
て
は
生
長
の
家
の
教
祖
谷
口
雅
春
と
と
も
に
 岡
 田
 茂
吉
が
文
化
的
教
養
 

を
も
ち
、
首
尾
一
貫
し
た
文
章
を
書
く
才
能
に
恵
ま
れ
て
 い
た
と
し
、
彼
等
が
書
い
た
も
の
は
翻
訳
が
さ
ほ
ど
 
困
難
で
は
な
く
、
井
口
 

系
 人
を
教
え
の
世
界
へ
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
 。
さ
ら
に
、
四
に
関
し
て
は
、
宗
教
的
寛
容
を
あ
げ
て
 い
る
。
 

以
下
、
島
 薗
が
 示
し
た
三
つ
の
要
因
が
救
世
教
に
か
ん
し
 て
 妥
当
か
否
か
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
教
義
お
よ
び
 儀
礼
の
連
続
性
と
差
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的
 背
景
 に
 お
い
て
は
、
新
鮮
な
も
の
で
あ
る
。
 

親
 

の
で
）
「
サ
ッ
カ
ー
の
 晶
員
 0
 チ
ー
ム
、
他
人
の
妻
 、
宗
教
に
つ
い
て
は
論
じ
る
な
」
と
い
う
 僅
諺
が
 知
ら
 れ
て
い
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
宗
教
 

9
 

 
 

 
 

穀
を
明
確
に
し
て
い
る
態
度
は
、
現
在
 
急
 成
長
し
て
い
 る
ぺ
 ン
テ
コ
ス
テ
リ
ズ
モ
が
他
宗
教
非
難
を
繰
り
返
 

し
、
 （
け
ん
か
の
原
因
に
な
る
 

(333) 

異
 と
い
う
筆
者
の
分
析
視
点
か
ら
、
救
世
教
の
ブ
ラ
ジ
ル
 で
の
受
容
の
現
状
の
諸
相
の
分
析
を
試
み
た
い
 0
 

ま
ず
、
明
快
な
呪
術
的
実
践
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
 手
を
か
ざ
す
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
力
を
伝
達
す
る
と
さ
 れ
る
行
為
は
た
い
へ
 

ん
 明
快
で
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
の
注
目
を
集
め
て
お
り
、
 受
 容
の
要
因
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
 た
 だ
し
、
本
稿
で
は
第
五
 

節
 で
み
る
よ
 う
 に
 浄
 霊
が
自
律
的
な
宗
教
行
為
と
い
う
 側
 面
も
持
つ
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
で
は
、
教
祖
の
 
文
章
の
論
理
性
は
ど
 う
 

か
 。
救
世
教
の
根
本
教
典
で
あ
る
「
天
国
の
礎
 b
 は
 、
岡
 田
 茂
吉
の
手
に
な
る
お
 ょ
そ
 二
三
 0
 の
文
章
が
収
め
ら
 れ
て
い
る
。
「
天
国
の
 

健
三
全
体
を
み
 る
と
 論
理
の
矛
盾
が
い
く
つ
か
指
摘
で
き
 る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
 は
 首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
「
 天
国
の
礎
 目
は
 、
全
編
 

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
特
性
は
そ
 れ
を
可
能
に
し
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
 違
い
ほ
な
い
だ
ろ
う
。
 

さ
て
、
 島
薗
が
 提
示
し
た
三
つ
の
要
因
の
う
ち
で
特
に
重
 要
 と
思
わ
れ
る
の
は
、
宗
教
的
寛
容
で
あ
る
。
宗
教
的
 寛
容
は
、
筆
者
が
受
容
 

の
 重
要
な
要
因
と
考
え
る
教
義
の
連
続
性
と
関
連
し
て
い
 る
 。
 

そ
れ
で
ほ
、
宗
教
的
寛
容
に
つ
い
て
具
体
例
を
ま
じ
え
て
 み
て
い
こ
 う
 。
あ
る
教
団
が
異
文
化
の
な
か
で
受
容
さ
 れ
る
か
否
か
に
つ
い
 

て
は
、
そ
の
社
会
で
支
配
的
な
宗
教
に
対
す
る
教
団
の
態
 度
 が
重
要
な
要
因
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
宗
教
的
寛
容
は
 多
く
の
日
本
の
新
宗
教
 

救
世
教
も
例
外
で
は
な
い
 。
た
と
え
ば
、
岡
田
茂
吉
 は
 「
本
 数
 で
ほ
如
何
な
る
 宗
 教
 で
も
仲
間
同
志
 と
心
 

-
 
ぱ
 @
 

得
、
お
互
い
に
手
を
携
え
、
仲
良
く
進
も
 う
 と
す
る
の
で
 あ
る
」
と
述
べ
、
「
救
世
教
以
上
の
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
 い
っ
転
向
し
て
も
 差
 

 
 

ヴ
ユ
 ー
を
行
な
っ
た
信
者
の
な
か
に
は
、
次
節
の
事
例
 2
 で
紹
介
す
る
ル
シ
ア
 l
 チ
 

回
 

ゆ
さ
ん
の
よ
う
に
救
世
教
入
信
以
後
も
他
の
信
仰
に
 
関
 わ
っ
て
い
た
人
ほ
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
 た
 他
の
宗
教
に
対
す
る
寛
容
 



ま
た
、
救
世
教
の
規
律
そ
れ
自
体
が
比
較
的
緩
や
か
で
あ
 る
 。
た
と
え
ば
、
救
世
教
の
教
義
の
な
か
で
重
要
な
位
 置
 を
し
め
る
薬
毒
論
 

で
さ
え
も
、
次
節
で
具
体
的
に
み
る
 よ
う
 に
そ
の
解
釈
は
 か
な
り
自
由
で
あ
る
。
 ヵ
 ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
教
会
 で
の
奉
仕
活
動
に
積
極
 

的
に
参
加
す
る
な
ど
比
較
的
熱
心
な
信
仰
生
活
を
経
て
一
 
一
年
前
に
救
世
教
に
入
信
し
た
中
年
 
支
性
 信
者
は
、
（
 ヵ
ト
 リ
ッ
ク
 と
 比
較
し
て
）
 

「
救
世
教
に
は
禁
止
や
罰
則
が
な
い
」
と
語
っ
た
が
、
 こ
 0
 発
言
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
と
言
え
よ
う
。
 

で
は
、
次
に
教
義
の
連
続
性
と
い
う
筆
者
独
自
の
観
点
に
 つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
救
世
教
の
世
界
観
は
カ
ト
リ
 シ
ズ
モ
と
 エ
ス
ビ
 リ
 

テ
ィ
ズ
田
の
そ
れ
ぞ
れ
と
本
質
的
な
部
分
で
共
通
点
が
見
 

@
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出
せ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
救
世
教
 の
 布
教
の
成
功
の
か
な
 

り
 大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
と
が
 ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
が
さ
ほ
ど
違
和
感
を
感
じ
る
こ
と
な
く
 救
世
教
の
信
仰
世
界
に
 

入
っ
て
い
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
 る
 。
 

ま
ず
、
カ
ト
リ
シ
ズ
 モ
 と
の
連
続
性
を
み
て
い
く
こ
と
に
 し
ょ
う
。
日
天
国
の
礎
 ヒ
 に
は
救
世
教
以
外
の
宗
教
に
 つ
い
て
多
く
の
言
及
 

が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
 の
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
 
岡
 田
 茂
吉
が
入
信
し
て
お
 

り
 、
そ
こ
か
ら
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
 大
 本
 を
は
じ
め
、
新
宗
教
に
対
し
て
は
概
し
て
好
意
的
 
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
 

て
 、
伝
統
宗
教
に
つ
い
て
は
、
現
世
に
お
い
て
幸
福
を
軽
 祝
 し
苦
業
を
重
視
す
る
と
し
て
一
般
的
に
批
判
的
で
あ
 る
 。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
 

数
 に
対
し
て
は
、
部
分
的
に
批
判
し
て
い
る
も
の
の
全
体
 と
し
て
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
救
世
教
 は
そ
の
教
団
名
が
端
的
 

に
 示
し
て
い
る
よ
う
に
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
を
教
義
の
根
幹
 と
 し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
岡
田
茂
吉
は
次
の
よ
う
に
 説
 い
て
い
る
 0
 最
後
の
審
 

判
 に
よ
っ
て
「
悪
の
世
」
が
終
末
を
迎
え
「
理
想
世
界
」
 が
 現
わ
れ
る
「
夜
昼
転
換
」
が
起
こ
る
。
こ
の
最
後
の
 審
判
を
乗
り
越
え
る
た
 

め
に
は
、
魂
を
清
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

-
 
 ：
 

l
 
-
g
-
@
 
 
司
天
国
の
 
礎
 b
 で
は
、
「
 
神
 」
は
 "
 
ロ
 0
/
 
の
，
と
 
訳
さ
れ
て
お
り
、
 聖
 書
で
 「
最
も
重
要
で
あ
 

@
 
㏄
 @
 

る
 点
は
「
最
後
の
審
判
 b
 と
日
天
国
は
近
づ
 け
り
 b
 と
 同
 キ
リ
ス
ト
の
再
臨
 ヒ
の
 三
つ
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
て
 い
る
。
救
世
教
の
世
界
 

観
 の
こ
の
よ
う
な
側
面
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を
国
教
と
す
る
 ブ
ラ
ジ
ル
の
人
々
が
違
和
感
な
く
内
面
化
し
 ぅ
 る
も
の
 で
あ
ろ
う
。
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繍
 
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

 
 

ア
シ
ズ
 モ
や
 タ
 ン
バ
ン
ダ
と
は
こ
の
点
で
異
な
る
。
し
か
 

し
な
が
ら
、
以
上
み
 

 
 

131 

ね
 
の
ま
で
非
常
に
多
く
の
信
仰
形
態
が
あ
る
が
、
 

力
ル
 デ
シ
 
ズ
そ
 
と
同
様
に
 
タ
 ン
 バ
ソ
ダ
 
で
も
重
要
な
霊
的
進
 

化
の
概
念
は
 
カ
ソ
ド
ソ
プ
 
レ
 (335) 

む
 

一
方
、
ウ
ン
 
バ
ソ
ダ
 は
 、
カ
ソ
ド
ソ
プ
 レ
に
代
表
 
さ
れ
る
ア
フ
ロ
・
ブ
ラ
ジ
リ
ア
 
ソ
 ・
カ
ル
ト
が
 
力
ル
デ
 シ
ズ
モ
 か
ら
強
い
影
響
を
受
 

 
 

る
 0
 ウ
ソ
バ
ン
ダ
に
は
 
力
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 に
近
い
も
の
か
 
ら
 カ
ン
ド
ン
ブ
レ
に
近
い
も
 

カ
ル
デ
シ
，
ス
モ
 
と
タ
 ン
 バ
ソ
タ
 
は
。
 

@
 
、
 
"
2
 
 

ハ
 い
ず
れ
も
 エ
 ス
ピ
リ
 テ
ィ
ズ
 モ
 に
分
類
さ
れ
る
宗
教
で
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
広
く
 知
ら
れ
て
い
る
。
で
 

憶
 
救
世
教
の
世
界
観
は
カ
ル
デ
シ
 ズ
 モ
や
 タ
 ン
バ
ン
ダ
 0
 世
界
観
と
ど
の
よ
う
な
共
通
点
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
 。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
 

る
 前
に
、
一
人
の
若
い
日
本
人
布
教
師
の
ブ
ラ
ジ
ル
 と
日
 本
の
信
仰
の
相
違
に
つ
い
て
の
発
言
を
紹
介
し
て
お
き
 た
い
。
彼
は
専
従
者
と
 

し
て
日
本
で
数
年
間
の
布
教
活
動
を
行
な
い
、
一
九
九
一
 年
か
ら
は
サ
ン
パ
ウ
ロ
で
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
対
し
て
布
教
 な
 行
な
っ
て
い
る
。
 そ
 

の
 彼
に
よ
れ
ば
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
少
な
く
と
も
救
世
教
に
関
 心
 の
あ
る
よ
う
な
人
々
の
あ
 い
 だ
で
は
霊
の
実
在
が
前
 提
 と
な
っ
て
い
る
場
合
 

が
 多
く
、
そ
の
点
が
日
本
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
 ぅ
 。
こ
の
相
違
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
 で
の
 エ
ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
 

モ
 0
 世
界
観
の
浸
透
が
考
え
ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
 霊
 に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
は
し
な
い
が
、
 エ
 ス
ピ
リ
 -
 
ア
 イ
ズ
そ
 の
世
界
観
に
 

お
い
て
は
霊
界
が
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
そ
し
 て
、
 少
な
く
と
も
 サ
ソ
 パ
ウ
ロ
で
は
、
お
お
か
た
の
 書
 店
 に
は
宗
教
書
の
 コ
｜
 

ナ
 @
 が
あ
り
、
そ
こ
に
は
カ
ト
リ
シ
ズ
モ
以
外
に
も
 カ
ル
 デ
シ
 ズ
 モ
や
 タ
 ン
 バ
ソ
ダ
 に
つ
い
て
の
書
籍
も
か
な
り
 置
か
れ
て
い
る
。
 

一
九
世
紀
半
ば
に
ア
ラ
ン
・
 力
ル
デ
 "
 ク
 に
よ
っ
て
 ブ
 ラ
 シ
 ス
で
体
系
化
さ
れ
た
心
霊
術
で
あ
る
 ヵ
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 は
 、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
 

一
九
世
紀
後
半
か
ら
主
と
し
て
都
市
の
知
識
階
層
に
浸
透
 し
て
い
っ
た
。
 力
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 で
は
「
霊
的
進
化
」
（
 
我
 

幼
宮
ュ
目
色
）
 

と
 

い
 う
 概
念
が
重
要
で
あ
る
。
霊
的
進
化
の
最
終
段
階
で
あ
 る
 天
界
に
到
達
す
る
ま
で
、
霊
は
輪
廻
転
生
を
繰
り
返
 し
 霊
的
な
進
化
を
行
な
 

ぅ
 。
 力
 ル
デ
シ
 ズ
そ
 で
は
 降
 霊
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
 死
 者
の
霊
が
霊
媒
に
降
り
る
。
 



筆
者
 は
、
サ
ソ
 パ
ウ
ロ
市
に
お
 

に
、
信
者
に
対
す
る
イ
ン
タ
 ヴ
ュ
 

の
間
に
ど
の
よ
う
な
差
異
を
感
じ
 

異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
質
問
に
よ
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
信
者
 

代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
 

ヴ
ユ
 ー
に
基
づ
い
て
み
て
い
き
た
 

ら
な
い
部
分
で
若
干
の
変
更
を
加
 

調
査
を
行
な
っ
た
サ
ン
パ
ウ
ロ
 

は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
サ
ン
 

南
地
区
の
比
較
的
高
級
な
住
宅
地
 

す
る
教
義
講
習
会
な
ど
と
と
も
に
 い

て
一
九
九
一
年
五
月
か
ら
九
二
年
一
八
月
に
か
け
て
、
 
ブ
 ラ
ジ
ル
救
世
教
の
文
献
資
料
の
収
集
と
と
も
 

｜
な
 行
な
っ
て
き
た
。
そ
の
際
に
中
心
と
な
っ
た
質
問
 事
 項
は
 、
信
者
 は
 救
世
教
と
そ
れ
以
前
の
信
仰
 

と
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も
な
 く
 ブ
ラ
ジ
ル
の
宗
教
的
風
土
 は
 日
本
と
全
く
 

っ
て
ブ
ラ
ジ
ル
の
諸
宗
教
の
な
か
で
の
救
世
教
の
位
置
を
 明
確
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
た
 

を
 三
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
以
下
で
示
す
 三
つ
の
事
例
は
、
そ
の
三
類
型
に
対
応
す
る
 

信
者
た
ち
 ほ
 な
ぜ
救
世
教
を
信
仰
す
る
に
至
り
、
ど
の
 ょ
 う
に
信
仰
を
実
践
し
て
い
る
の
か
を
イ
ン
タ
 

い
 。
な
お
、
本
稿
で
ほ
フ
ラ
イ
 ヴ
ァ
 シ
 ー
 保
全
の
た
め
に
 、
信
者
の
氏
名
 は
 仮
名
と
し
て
本
質
に
関
わ
 

え
て
あ
る
。
 

の
 三
つ
の
布
教
施
設
は
本
部
教
会
、
 X
 布
教
 所
 、
 Y
 布
教
 所
で
あ
る
。
三
つ
の
布
教
施
設
の
立
地
条
件
 

ハ
ウ
 ロ
 は
、
地
域
に
よ
っ
て
住
民
の
社
会
階
層
が
比
較
的
 ほ
 づ
 き
り
と
別
れ
て
い
る
。
本
部
教
会
 は
、
 

に
 位
置
す
る
本
部
の
敷
地
内
に
あ
り
、
特
定
の
信
者
 は
も
 た
な
い
。
こ
こ
で
 は
 、
救
世
教
本
部
が
主
催
 

、
本
部
ビ
ル
に
入
っ
て
い
る
 モ
キ
チ
 ・
オ
カ
ダ
財
団
が
主
 催
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
講
座
が
開
か
れ
て
 
ぃ
 

回
信
仰
の
実
際
 

て
き
た
 よ
う
 に
救
世
教
は
 
力
 
ル
デ
シ
 ズ
モ
 
お
よ
び
 タ
 ン
 

ン
ダ
 と
「
霊
界
で
の
霊
の
向
上
」
と
い
う
根
本
的
な
 世
界
観
を
共
有
し
て
い
 

 
  

 

 
 

る
 。
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
 う
 に
大
本
、
救
世
教
さ
ら
 に
は
 P
L
 

が
日
本
の
ニ
ス
ピ
リ
テ
ィ
ズ
 モ
 

（
 
8
%
 

ヨ
ず
 日
 。
 

寸
 ㌧
。
鳶
の
の
）
と
坪
 

 
 
 
 

-
 ㏄
 @
 

 
 

 
  
 

ば
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
。
 



日系新宗教への 回心 

「 た ク 女 至 し べ に は 生   
で ぅ 入 。 つ 配 る ナ 大 仁 

か す 。 さ 学 所   
  
け 失 っ 
て に の       
過 る が 
は 盛 装   し 変 た 

の製 < 化 と 

な し か 
か た シ 

つ と ア 
た い l 

が 、 りナ 。 さ 

一 篇 ん     
い 田 

茂 月は は 、 語 る 

ど 長     
の 肖 婁 秀実 
豪 傑 

画 庭に が 
神 ご ある 

にそた調 

設   
を 間 ナ 

り か し 入た 信のそ育をさ 「 
し な の て 見 ん 
現 実 目 て つ   
在 機 の 今 げ 大   F こ と 会 日 て 学 
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る
 。
 

る
 。
 

ら
ノ
 
。
 

一
方
、
 X
 お
よ
び
 Y
 布
教
 所
は
 北
地
区
に
あ
る
。
南
地
区
 に
 比
較
し
た
場
合
、
北
地
区
の
住
民
の
経
済
水
準
は
低
 い
と
さ
れ
て
い
 

X
 布
教
 所
は
 、
信
者
数
約
三
千
人
。
交
通
の
便
が
良
い
 ，
 
」
と
も
あ
っ
て
信
者
増
加
率
が
高
く
 
、
 近
々
教
会
へ
昇
格
 す
る
予
定
と
 ぃ
 

Y
 布
教
 所
は
 、
信
者
数
約
千
三
百
人
。
ア
ッ
プ
・
ダ
ウ
ソ
 が
 続
く
地
域
の
丘
の
上
に
あ
り
、
交
通
の
便
は
あ
ま
り
 よ
く
な
い
。
 



(338) 

か れ と よ き 所 
デ た え う な の セ 

「 事 さ シズモ 例 ウマ 、彼という 2 ば になっ いのだ ロ 雰囲気 

を 。 女 た と が ん 
信 風 は 。 い 好 は 

仰来妹そ し、 が の う 。 ぎ六 に 十 
て セ 生 た セ な 歳 
い ゥ ね め ゥ れ 代 
た で る " マ ず の 

。 さ こ 彼 さ 木 女 
彼 ん と 女 ん 部 性 
女 は を も は 教 で ， 

ほ 枚 目 ヵ カ 金   
そ 世 親 ル ト に 救 
の 教 に デ リ や 世 

どに ち 入言 予 シッ ズク づ教 てに 
ら 信 し そ の 末 人 
で す た を 家 て 悟 
も る と 信 雇 い し 
士 - て 二五 皿 媒で 九六 いう 。 仰する に生ま X る 。 
あ セ 母 ょ れ 桁 年 
づ 年 親 う た 教 に 
た ま は に が 所 な   
ラ ゥ ぅ が 女 浮 役 
こ ン 子   が 霊 女 

と " 供 そ セ の は 
で ソ は れ 歳 除 X 
" ダ   産 以 の に 布 

力 に ま 所 持 社 数 
ル 工 な か に 詰 所 
デ ケ い ら 両 を の 

シ 月 と 予 親 交 近 
ズ 問 詰 知 ほ し く 

モ だ っ 能 力 て に 

で げ た 力 か い 住 
は か が が デ る ん 

さ か 、 あ シ 人 で 
ま ね 実 っ ズ が い さ さ づ際 たに たと モ冬る る く が 
な 以 は い 信     

死 外 妹 ぅ 仰 集 X 
者 は が 。 す 中 有 
の 力 士 た る で 教 

思 ． た で る の ん 
え 」 、 で と 牛 歩   

、 る も か つ だ あ 
恩 。 幼 シ た が る 
恵 一 い ア 。 奉 。 

が 万 頃 l な に ナ 
仕 セ 
し 六 

か さ 洗 さ て 年 
い の んは % っ こ まざ 礼を る 入   被 。 信 か 

、 不 て ま 
満 幸 い で 

女 ら 

定 め る 関   
で 後 。 わ 
き に し っ 

時 年 
間 ま 

な 救 か て ほ で 

か い し き 会 は 
っ を 彼 た 裕 は 
た 末 女 宗 が ば 
」 め は 教 あ 毎 
と て 「 を れ 目 

い 詩 ヵ ど ば の 
う れ ト の 
。 た り よ 

浮 よ 

善 立 う 

い ッ ラ 

く ク に 
つ の 捉 

に だけ 市 
で， 教 

か 家 え 病 所 

ゥ に い で の 庭て 嵐を 春 
ソ 生 る 
バ ま の 

治 仕 
し し 
た て 
い い 

ヘノ @ が た     が 
い ら   

て で 彼 
多 

ほ 、 女 
忙 現 
な 在 
の は 
で、 土 
薬 曜 
を の 
使 午 
ぅ 後   時 と 

に っ ク 
も 日 

あ 曜 

い 救 

な 世 
い 教 
  の 

  
理 で 
由 あ 
な る 

彼 文 こ と 

は が 

  
し と 

く さ 

て れ 
  て 

お い 

仕 る 
" @ - - 口 甘干   

で か 
き 、 ン 

な ァ 
い l 

と ナ 
失 さ 

乱 ん 
力 ， Ⅰ 一 

か 家 
ら @ ま 
」 ナ 

と 0 
説 条 

明 7 年 
し な 
た 満 
  八 - Ⅰ 

実 し 

  
め る 
シ が   
  
さ 体 
ん を 
は 設 
た 置 
い し 
へ て 
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ル
シ
ア
ー
ナ
さ
ん
と
同
じ
 北
 地
区
に
住
む
 フ
ヱ
か
々
ソ
ド
 
さ
ん
一
家
は
 X
 布
教
所
に
属
し
て
い
る
。
 

フ
ヱ
 ル
ナ
ン
 ド
 さ
ん
、
妻
の
 
ェ
リ
 

日系新宗教， 

ロ車 

例 
3 

I__I 

霊
が
 、
ウ
 ソ
 バ
ソ
ダ
 で
は
子
供
の
病
気
を
癒
す
黒
人
の
老
 女
の
霊
が
彼
女
に
降
り
た
と
い
う
。
 

セ
ゥ
マ
 さ
ん
は
、
数
年
前
骨
折
し
た
。
病
院
で
手
術
を
受
 げ
た
が
、
完
治
す
る
ま
で
骨
折
部
位
を
自
ら
海
震
し
た
 と
い
う
。
彼
女
は
西
 

洋
医
学
を
否
定
し
な
い
が
、
 

浄
 霊
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
 考
え
て
い
る
。
救
世
教
と
力
ル
デ
シ
 ズ
そ
 と
の
差
異
は
 何
か
と
い
う
問
い
に
 対
 

し
て
は
、
 け
 救
世
教
の
霊
の
世
界
は
 力
 ル
デ
シ
 ズ
そ
 の
 そ
 れ
 よ
り
 上
に
位
置
す
る
、
㈲
 力
ル
シ
 デ
モ
で
は
降
雪
 を
 認
め
る
が
、
救
世
教
で
 

ほ
 原
則
的
に
認
め
な
い
、
と
い
う
二
つ
の
点
を
あ
げ
た
。
 「
で
は
、
浮
雲
 は
 」
と
問
 う
と
 、
も
ち
ろ
ん
薄
雲
 は
重
 要
 だ
が
、
 
イ
ヱ
ス
 
・
 キ
 

リ
ス
ト
を
始
め
と
し
て
多
く
の
宗
教
者
が
同
様
の
治
 病
行
 為
 を
行
な
っ
て
き
て
い
る
と
 カ
ウ
マ
 さ
ん
は
語
っ
た
。
 

彼
女
は
宗
教
が
進
化
す
る
と
考
え
る
。
そ
の
進
化
過
程
は
 、
黒
魔
術
を
も
行
な
 う
キ
ソ
 。
 
ハ
ソ
ダ
 か
ら
ウ
ソ
 ，
ハ
ソ
ダ
 
を
 経
て
 力
 ル
デ
シ
 ズ
 

モ
に
 至
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
東
洋
の
宗
教
は
 力
ル
デ
 
シ
ズ
 そ
よ
り
進
ん
だ
も
の
だ
と
い
う
。
 

セ
ウ
マ
 さ
ん
は
 、
カ
ト
リ
シ
ズ
 モ
 は
 カ
 

ル
デ
シ
 ズ
そ
 と
同
じ
水
準
に
位
置
し
、
神
父
た
ち
は
 降
霊
 と
い
う
現
象
を
知
っ
て
い
る
が
信
者
に
は
教
え
な
い
の
 だ
と
語
っ
た
。
 

以
上
の
よ
う
に
 セ
ウ
マ
 さ
ん
は
霊
界
お
よ
び
超
常
現
象
に
 対
す
る
関
心
が
強
い
。
ブ
ラ
ジ
ル
に
は
全
国
規
模
で
流
 通
し
て
い
る
雑
誌
で
 

霊
界
に
つ
い
て
の
記
事
だ
け
を
掲
載
す
る
も
の
が
あ
る
が
 、
セ
ウ
マ
 
さ
ん
は
そ
の
雑
誌
を
持
っ
て
イ
ソ
タ
 
グ
ュ
 
一
匹
現
わ
れ
た
。
彼
女
 

ほ
 、
そ
の
雑
誌
を
毎
月
読
ん
で
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
 

ヵ
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 を
信
仰
し
て
い
た
時
期
に
、
当
時
サ
ン
 
ウ
ロ
 に
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
 

ト
 仏
教
系
の
教
団
の
公
開
講
座
仁
も
参
加
し
て
い
た
こ
と
 が
あ
る
と
い
う
。
彼
女
は
現
在
、
モ
キ
 チ
 ・
オ
カ
ダ
 財
 団
 で
開
催
さ
れ
て
い
る
 

恥
 

救
世
教
の
教
義
と
陶
芸
の
二
つ
の
講
座
を
聴
講
す
る
 た
め
に
、
週
二
回
地
下
鉄
で
木
部
に
通
っ
て
い
る
。
 

そ
 し
て
そ
の
際
に
は
、
 
タ
 拝
に
 

ゆ
 

参
加
し
浮
雲
 を
 受
け
る
と
と
も
に
他
の
信
者
に
浄
 霊
 を
 施
し
て
い
る
。
 

I35 (339) 



l
 ザ
 さ
ん
と
 彼
 な
の
母
親
、
四
人
の
子
供
、
若
い
家
政
婦
 の
 八
人
で
暮
ら
し
て
い
る
。
 

フ
ヱ
 ル
ナ
ン
ド
さ
ん
宅
か
 
ら
 最
も
近
い
救
世
教
の
 

布
教
施
設
は
事
例
 1
 の
ル
シ
ア
ー
ナ
さ
ん
が
通
う
 Y
 布
教
 所
で
あ
り
、
徒
歩
で
わ
ず
か
五
分
足
ら
ず
で
あ
る
。
 フ
 
エ
 ル
ナ
ン
ド
さ
ん
一
家
 

は
 以
前
 X
 布
教
所
の
近
く
に
住
ん
で
い
た
た
め
、
 

X
 布
教
 所
に
通
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
 

Y
 布
教
所
の
近
く
に
 引
越
し
た
現
在
も
そ
の
 

ま
ま
 X
 布
教
所
に
通
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
さ
ん
 宅
 に
は
ご
神
体
が
あ
り
、
教
祖
が
描
い
た
墨
絵
の
複
製
が
 掛
け
ら
れ
て
い
る
。
 
華
 

道
 山
月
流
を
こ
の
五
年
来
習
っ
て
い
る
 ヱ
リ
 ー
 ザ
 さ
ん
が
 活
け
た
花
が
家
の
こ
こ
か
し
こ
に
置
か
れ
て
い
る
。
 フ
 エ
 ル
ナ
ン
ド
さ
ん
も
 
一
 

年
 ほ
ど
、
生
け
花
を
習
っ
た
と
い
う
。
 

フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
さ
ん
は
救
世
教
に
入
信
し
て
一
三
年
に
な
 る
 。
入
信
の
契
機
は
、
信
者
で
あ
る
母
親
か
ら
勧
め
ら
 れ
る
ま
ま
に
浮
雲
 を
 

受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
 
浄
 霊
を
受
け
た
あ
と
、
フ
ェ
ル
 ナ
 ン
ド
 さ
ん
は
ま
る
一
日
間
眠
っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
実
 に
 驚
い
た
彼
は
 、
 昼
は
 

働
き
夜
は
大
学
に
通
 う
 と
い
う
多
忙
な
生
活
の
ム
ロ
間
を
 
ぬ
っ
て
、
信
者
と
な
る
た
め
の
講
習
を
受
け
に
 X
 布
教
 所
 に
 通
い
、
初
め
て
 
浄
霊
 

を
 受
け
て
か
ら
 一
ケ
 月
で
信
者
に
な
っ
た
と
い
う
。
 

カ
ト
リ
ッ
ク
の
 
名
 ば
か
り
の
信
者
だ
っ
た
と
い
う
フ
ェ
ル
 ナ
ン
ド
さ
ん
に
と
っ
て
 
、
 二
つ
の
宗
教
の
最
大
の
差
異
 は
 指
導
の
違
い
だ
と
 

い
 う
 。
救
世
教
は
新
し
い
生
き
る
道
を
説
 き
 、
指
導
し
て
 
く
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
も
生
き
る
道
を
説
く
が
信
者
を
 導
く
こ
と
は
し
な
い
の
 

で
、
誰
も
そ
の
生
き
る
道
を
重
視
し
な
い
と
い
う
。
救
世
 教
 で
は
指
導
を
実
行
す
れ
ば
問
題
が
解
決
す
る
が
、
 

ヵ
 ト
リ
ッ
ク
で
は
指
導
が
 

な
い
の
で
問
題
は
解
決
し
な
い
。
彼
は
さ
ら
に
こ
り
付
け
 加
え
た
。
「
他
の
宗
教
で
は
救
世
教
の
よ
う
な
指
導
は
な
 、
 
Ⅰ
 」
 
0
 

筆
者
が
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
行
な
っ
た
際
、
医
師
の
診
療
は
 受
け
な
い
し
市
販
薬
も
用
い
な
い
 フ
ヱ
 ル
ナ
ン
ド
さ
ん
 
の
 左
足
首
に
は
治
り
 

か
け
の
大
き
な
傷
が
あ
っ
た
。
子
供
た
ち
も
、
こ
れ
ま
で
 ほ
と
ん
ど
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
し
、
病
気
 に
な
っ
て
も
薬
を
用
い
 

な
い
。
 
フ
ヱ
ル
ナ
ソ
ド
 
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
 
浄
霊
 だ
け
で
 治
 し
た
方
が
薬
を
飲
む
よ
り
早
く
治
る
と
い
う
。
 

ヱ
リ
｜
 ザ
 さ
ん
も
夫
の
こ
の
 意
 

見
在
大
方
同
意
し
て
い
る
。
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五
回
心
の
特
質
 

前
節
で
紹
介
し
た
三
つ
の
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
 

ブ
 ラ
ジ
ル
の
救
世
教
信
者
が
信
仰
を
ど
の
よ
う
に
内
面
化
 

し
て
い
る
か
を
考
え
 

る
こ
と
が
次
の
課
題
で
あ
る
。
 

心
事
例
一
の
ル
シ
ア
ー
ナ
さ
ん
は
長
い
間
布
教
所
で
 

自
発
的
に
奉
仕
し
て
い
た
が
、
教
義
を
自
律
的
に
学
ば
 

ぅ
 と
す
る
積
極
的
な
態
度
は
 

熟
比
嘘
 

を
「
生
長
の
家
と
較
べ
る
と
、
救
世
教
の
教
固
相
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
 

 
 

  

 
 
 
 

繍
に
 説
明
し
て
み
よ
う
。
生
長
の
家
の
講
師
は
 

、
コ
 ｜
ル
 ・
ア
ソ
 
ド
 ・
レ
ス
ポ
 
ソ
ス
 
形
式
で
講
義
を
進
め
て
い
 

く
 。
信
者
に
発
言
さ
せ
て
、
 

 
 

 
 

教
義
に
添
っ
た
意
見
を
賞
賛
し
た
り
、
「
そ
う
で
す
ね
 

0
 
。
 
」
と
信
者
に
問
い
か
け
て
「
そ
う
で
す
」
と
相
槌
を
打
 

た
せ
る
と
い
っ
た
よ
 

う
 

フ
ヱ
ル
ナ
ソ
ド
 さ
ん
は
毎
週
月
曜
日
に
 X
 布
教
所
で
日
直
 の
 奉
仕
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
毎
週
火
曜
日
 の
夜
に
は
別
の
教
会
 

で
 開
か
れ
て
い
る
教
師
に
な
る
た
め
の
講
習
に
夫
妻
で
出
 席
 し
て
い
る
。
 

り
て
食
物
や
金
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
す
る
。
 

つ
 ま
り
、
霊
の
レ
 
ダ
ヱ
ル
 が
低
い
。
こ
の
説
明
は
救
世
教
 が
 説
く
霊
界
の
世
界
観
 

@
 
ぬ
 @
 

を
力
ル
デ
シ
ズ
モ
的
に
解
釈
し
た
も
の
と
し
て
興
味
深
い
  
 

共
同
様
、
 ェ
リ
 ー
 ザ
 さ
ん
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
名
前
だ
け
の
 信
者
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
一
方
で
、
救
世
教
に
入
信
 す
る
以
前
か
ら
霊
の
 

実
在
は
信
じ
て
い
た
。
 ェ
 リ
ー
 ザ
 さ
ん
に
と
っ
て
は
他
の
 宗
教
と
救
世
教
の
最
大
の
相
違
は
浄
 霊
 だ
と
い
う
。
 彼
 文
に
 ょ
 れ
ば
、
力
 め
デ
 

シ
ズ
モ
 は
「
他
人
を
助
け
よ
う
と
し
な
い
」
。
一
方
、
 
ゥ
 ソ
 バ
ン
ダ
は
「
霊
の
レ
 ダ
ヱ
ル
 が
低
い
」
。
 ェ
 リ
ー
 ザ
さ
 ん
は
そ
の
理
由
を
次
の
 

よ
う
 に
説
明
し
た
。
霊
界
で
霊
の
レ
 ダ
ヱ
ル
 が
上
が
れ
ば
 上
が
る
ほ
ど
身
体
的
な
要
求
は
減
少
す
る
が
、
ウ
ソ
。
 
ハ
 ソ
ダ
 の
霊
は
現
世
に
降
 



な
方
法
で
、
そ
れ
と
 
比
較
す
る
と
、
救
世
教
の
教
義
講
習
は
淡
々
と
し
て
 ぃ
 る
 。
や
は
り
生
長
の
家
 

を
 経
て
救
世
教
に
入
信
し
、
現
在
は
兼
業
布
教
師
と
な
っ
 て
い
る
中
年
女
性
も
「
生
長
の
家
に
較
べ
れ
ば
、
救
世
 教
の
講
義
は
簡
素
だ
」
 

と
 述
べ
て
い
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
救
世
教
の
信
仰
は
信
 者
 個
人
の
主
体
性
に
圧
さ
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
た
 
め
 、
「
 
本
 
（
筆
者
 
註
 

教
義
 書
 を
さ
す
）
を
読
む
の
は
 妊
 ぎ
じ
ゃ
な
い
」
と
語
る
 ル
シ
ア
ー
ナ
さ
ん
が
「
生
長
の
家
の
講
演
は
気
に
い
っ
 て
い
た
し
と
述
べ
る
こ
 

と
は
納
得
が
 い
く
 。
救
世
教
の
あ
る
布
教
所
の
教
師
が
 「
こ
の
布
教
 所
 の
問
題
 は
 、
教
義
講
習
コ
ー
ス
に
参
加
す
 る
 信
者
の
比
率
が
小
さ
 

い
こ
と
だ
」
と
嘆
く
よ
 う
 に
、
儀
礼
や
奉
仕
に
は
積
極
的
 に
 参
加
し
て
も
教
義
講
習
は
受
け
た
が
ら
な
 い
 信
者
が
 多
い
と
い
う
問
題
に
頭
 

を
 痛
め
て
い
る
布
教
 所
 も
あ
る
。
 

ル
シ
ア
ー
ナ
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
 
入
 信
 当
時
、
布
教
所
で
は
無
料
な
い
し
 ほ
 安
価
で
食
事
を
す
 る
こ
と
が
で
き
た
。
 

私
に
は
幼
い
子
供
が
二
人
も
い
た
の
で
た
い
へ
ん
助
か
っ
 た
 。
し
か
し
、
現
在
食
事
は
普
通
の
値
段
と
な
っ
て
し
 ま
っ
た
。
布
教
 所
 の
 雰
 

四
気
も
昔
の
方
が
よ
か
っ
た
。
 
し
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
な
 か
に
は
、
貧
し
い
人
々
に
食
事
や
衣
類
を
施
す
と
こ
ろ
が
 あ
る
が
、
ル
シ
 フ
｜
 

ナ
 さ
ん
は
こ
う
し
た
こ
と
を
救
世
教
の
布
教
施
設
に
求
め
 て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ル
シ
ア
ー
 ナ
 さ
ん
の
信
仰
は
奇
跡
 

@
 
㏄
）
 

や
 面
談
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
だ
け
を
追
求
す
る
信
仰
 

教
団
ほ
 、
 「
お
 
蔭
 信
心
し
と
呼
び
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
 態
度
を
戒
め
て
い
る
 

へ
 と
す
べ
り
込
む
可
能
性
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

こ
れ
に
対
し
事
例
二
の
 セ
ゥ
マ
 さ
ん
の
主
た
る
信
仰
的
 関
 心
は
 、
霊
界
で
霊
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
女
 ほ
 教
義
の
自
律
的
な
 

習
得
に
執
心
で
あ
る
。
 セ
ゥ
マ
 さ
ん
は
彼
女
が
幼
児
期
 か
 ら
 中
年
に
い
た
る
ま
で
信
仰
し
て
 き
た
ヵ
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 か
ら
の
視
点
で
救
世
教
 

を
 解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

大
本
か
ら
直
接
的
な
影
響
を
受
け
た
救
世
教
は
シ
ン
ク
レ
 テ
ィ
ッ
ク
な
教
義
を
持
つ
。
こ
の
こ
と
は
、
第
三
節
で
 示
し
た
救
世
教
の
宗
 

教
的
 寛
容
と
あ
い
ま
っ
て
、
シ
ン
グ
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
 が
 数
多
く
認
め
ら
れ
る
 国
 ブ
ラ
ジ
ル
で
受
け
入
れ
ら
れ
 る
 際
に
有
効
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
布
教
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
 日
系
新
宗
教
の
な
か
で
も
っ
と
も
多
く
の
信
者
を
集
め
 て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
 

ト
教
 、
仏
教
、
祖
先
崇
拝
、
さ
ら
に
は
精
神
分
析
ま
で
を
 包
括
し
た
き
わ
め
て
 シ
ソ
ク
レ
 
テ
ィ
ッ
ク
な
教
義
を
持
 つ
 生
長
の
家
な
の
で
あ
 

る
 。
第
三
節
で
示
し
た
よ
う
に
救
世
教
の
教
義
も
シ
ン
ク
 レ
 テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
カ
ト
リ
シ
ズ
 モ
 、
エ
ス
ピ
 
り
チ
 ズ
モ
 、
さ
ら
に
は
 ウ
ン
 

ソ
ダ
 の
教
義
に
引
き
つ
げ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
許
容
 し
て
い
る
。
 

以
上
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
救
世
教
の
受
容
を
容
易
に
し
 て
い
る
と
思
わ
れ
る
要
因
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
 、
受
容
の
あ
り
か
た
 

を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
視
点
を
変
え
て
み
た
い
。
 ブ
 ラ
ジ
ル
人
に
と
っ
て
、
救
世
教
の
世
界
観
の
ど
の
よ
う
 な
 面
が
理
解
し
に
く
い
 

の
 た
 ろ
 う
か
 。
日
本
・
ブ
ラ
ジ
ル
両
国
で
布
教
経
験
を
持
 つ
 専
従
者
の
意
見
は
、
こ
の
課
題
を
考
え
る
場
合
に
重
 要
 な
示
唆
を
与
え
て
く
 

れ
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
に
対
し
て
行
な
っ
た
 イ
 ソ
 タ
ヴ
 ユ
 ー
で
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
信
仰
お
よ
び
人
格
の
向
上
 の
 指
導
が
も
っ
と
も
 難
 

し
 い
と
 何
人
か
が
指
摘
し
た
。
あ
る
布
教
師
は
、
信
者
が
 何
ら
か
の
問
題
に
直
面
し
た
時
だ
 け
 相
談
に
現
れ
る
と
 い
っ
た
態
度
で
は
、
 
信
 

仰
 的
に
い
つ
ま
で
も
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
 と
 語
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
日
本
と
ブ
ラ
ジ
 か
め
 宗
教
的
背
景
の
相
 

違
を
考
え
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
日
本
の
新
宗
教
で
 ほ
 、
信
者
が
超
越
者
に
帰
依
す
る
こ
と
と
同
等
に
 、
あ
 る
ぃ
 は
そ
れ
以
上
に
信
 

者
が
倫
理
や
修
養
を
日
常
生
活
に
お
い
て
自
律
的
に
実
践
 す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
倫
理
的
 ・
修
養
的
な
向
上
が
現
 

世
に
お
け
る
幸
福
に
っ
た
が
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
救
世
 教
も
例
外
で
は
な
い
。
「
天
国
の
礎
 b
 に
 は
 、
倫
理
・
 修
養
に
つ
い
て
の
 教
，
え
 

@
 
花
 @
 

 
 

信
仰
の
主
要
目
的
 は
 我
と
執
着
心
を
取
る
事
で
あ
る
」
と
 も
記
さ
れ
て
い
る
。
 

回
 

 
 

モ
 、
ウ
ソ
バ
ン
ダ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
超
越
者
と
個
 人
の
関
係
が
最
も
重
要
な
問
 

ね
題
 な
の
で
あ
り
、
現
世
に
お
け
る
個
人
の
向
上
や
 人
々
の
関
係
を
よ
り
よ
い
も
の
と
し
ょ
う
と
す
る
指
向
は
 

 
 

 
 

%
 
 ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
先
に
述
べ
た
 よ
う
 に
 
力
 ル
デ
シ
 ズ
 モ
や
ウ
ソ
バ
ン
ダ
で
は
「
霊
の
向
上
」
が
 重
 要
 な
意
味
を
持
っ
が
、
そ
れ
 
9
 

 
 

 
 

は
 必
ず
し
も
現
世
の
個
人
の
向
上
と
は
結
び
つ
い
て
い
な
 い
 。
す
な
 ね
 ち
、
日
本
の
新
宗
教
で
重
視
さ
れ
て
い
る
 倫
理
的
・
修
養
的
な
 向
 



上
は
 、
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
 も
の
な
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
、
事
例
三
で
示
し
た
 フ
ヱ
か
々
ソ
ド
 さ
ん
夫
妻
の
 信
仰
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
。
救
世
教
の
教
義
の
 中
に
ブ
ラ
ジ
ル
に
は
 

な
い
考
え
方
を
読
み
取
ろ
 う
 と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
 彼
ら
の
信
仰
の
あ
り
方
は
 か
 シ
 フ
 ー
 ナ
 さ
ん
や
 セ
ゥ
マ
 さ
ん
の
そ
れ
と
は
異
な
 

っ
て
い
る
。
 フ
ヱ
か
々
ソ
ド
 さ
ん
夫
妻
の
「
日
本
文
化
は
 微
細
な
こ
と
に
意
味
を
お
く
」
と
い
う
発
言
に
は
日
本
 文
化
に
対
す
る
憧
れ
が
 

感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
単
に
 ヱ
キ
ゾ
 テ
ィ
ッ
ク
 な
 興
味
か
ら
救
世
教
の
教
義
を
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
 な
い
。
 ヱ
 リ
ー
 ザ
 さ
ん
 

は
 、
「
 力
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 に
は
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
 力
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 で
は
人
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
説
 き
 ま
せ
ん
」
と
語
る
。
 ま
 

た
、
フ
ヱ
 ル
ナ
ン
ド
さ
ん
は
「
救
世
教
は
人
間
の
向
上
を
 教
え
て
く
れ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
救
世
教
と
ブ
ラ
ジ
 か
め
 諸
宗
教
の
差
異
を
 

感
じ
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
価
値
観
を
内
面
化
し
な
い
信
者
た
と
え
 ば
 、
事
例
一
の
 ル
シ
ァ
 ー
 ナ
 さ
ん
の
信
仰
は
 、
問
 題
 解
決
だ
け
を
求
め
 

る
 信
仰
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
諸
宗
教
と
 救
 世
教
と
の
間
に
差
異
を
み
い
だ
し
て
い
る
信
者
は
必
ず
 し
も
多
く
は
な
い
。
 

こ
こ
で
、
救
世
教
の
根
本
的
な
宗
教
行
為
で
あ
り
そ
の
 世
 界
 観
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
浮
雲
 ほ
 つ
い
て
考
え
て
み
 

た
い
。
Ⅰ
 
っ
窯
 
「
 
さ
 ミ
レ
 ヨ
ぬ
の
 

め
～
 

め
さ
守
 
っ
に
は
、
 ほ
 ・
 
ほ
 毎
日
方
陣
 
霊
の
 説
明
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
 ょ
 れ
ば
、
薄
霞
 と
は
「
人
間
の
霊
を
清
 

め
そ
の
神
性
を
大
き
く
す
る
た
め
に
神
の
光
を
伝
達
す
る
 

 
 

る
 者
に
手
を
か
ざ
す
と
 

い
 う
 方
法
を
と
る
。
宗
教
的
権
威
を
持
っ
も
の
だ
け
で
な
 く
 、
信
者
な
ら
誰
で
も
「
神
の
光
を
伝
達
す
る
こ
と
」
 が
で
き
る
と
い
う
こ
と
 

は
 、
以
下
に
示
す
二
つ
の
意
味
を
持
つ
。
 

ま
ず
、
浮
雲
と
い
う
行
為
自
体
非
常
に
具
体
的
で
あ
り
、
 宗
教
施
設
に
行
か
ず
と
も
信
者
相
互
で
「
霊
を
向
上
さ
 せ
る
こ
と
」
が
可
能
 

 
 

い
 う
 特
性
は
特
に
都
市
社
会
に
お
け
る
布
教
を
容
易
に
 し
て
い
る
と
思
わ
れ
 

る
 。
一
方
、
も
う
一
つ
の
特
性
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
 、
力
 ル
デ
シ
ス
 モ
や
 ウ
ソ
 バ
ソ
ダ
 の
霊
媒
と
比
較
し
て
 救
世
教
の
布
教
者
の
宗
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教
的
 権
威
が
相
対
的
に
弱
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
 の
こ
と
は
、
信
仰
に
お
い
て
信
者
の
自
律
的
な
信
仰
の
 実
践
に
 よ
 る
救
済
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
 ぃ
 る
 。
信
者
の
自
律
性
 

の
重
視
は
第
二
節
で
触
れ
た
宗
教
的
寛
容
と
あ
い
ま
っ
て
 、
教
義
の
解
釈
や
帰
属
す
る
布
教
施
設
の
選
択
に
対
す
 る
 規
制
を
柔
軟
な
も
の
 

と
す
る
。
た
と
え
ば
、
ル
シ
ア
ー
ナ
さ
ん
、
 セ
ウ
マ
 さ
ん
 、
フ
ヱ
ル
ナ
ソ
ド
 さ
ん
夫
妻
の
間
の
薬
に
つ
い
て
の
 意
 見
や
教
義
解
釈
の
相
違
 

に
そ
れ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
ま
た
、
信
者
は
 任
意
の
教
会
で
奉
仕
を
行
な
い
、
浮
雲
を
堂
 げ
 施
す
こ
 と
が
で
き
る
。
し
か
 

し
 、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
個
人
の
責
任
に
よ
っ
て
信
仰
を
 深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
 し
て
い
る
。
こ
の
二
点
 

ぅ
 と
い
う
緩
や
か
な
共
同
性
が
特
に
都
市
の
人
々
に
 と
 

が
 異
文
化
進
出
に
成
功
し
た
教
団
の
持
つ
特
質
の
一
つ
と
 

同
時
に
、
現
世
 に
 生
き
る
「
個
人
」
の
意
識
に
も
と
づ
い
 

ラ
ジ
ル
の
人
々
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
、
 浄
 霊
の
簡
便
性
 

の
 特
性
か
ら
、
一
見
す
る
と
他
力
的
に
み
え
る
 浄
 霊
も
 、
 

い
た
自
律
的
な
宗
教
行
為
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
 ナ
 

以
上
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
救
世
教
の
受
容
の
要
因
の
分
 

っ
て
魅
力
を
持
つ
と
い
う
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
 

」
と
が
理
解
さ
れ
る
。
 

信
者
な
ら
誰
で
も
神
の
光
を
取
り
次
ぐ
こ
と
が
で
き
る
 

て
 自
己
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
自
律
性
、
そ
し
て
そ
の
 

し
て
指
摘
し
た
「
実
践
的
生
活
倫
理
」
と
関
連
し
て
い
 

具
体
性
は
彼
ら
の
信
仰
の
実
践
を
容
易
に
し
て
い
る
 

析
を
試
み
た
。
宗
教
的
寛
容
と
教
義
の
連
続
性
は
救
世
 

と
い
う
前
提
に
も
と
づ
 

ぅ
 え
で
他
者
と
助
 け
合
 

と
 思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
 

ろ
 う
 。
こ
れ
は
、
 島
薗
 

る
の
で
あ
る
。
 

教
の
信
仰
世
界
を
 ブ
 

心
 

お
よ
そ
七
年
ほ
ど
ウ
ソ
 バ
ソ
ダ
 を
信
仰
し
て
か
ら
 救
世
教
に
入
信
し
た
中
年
の
男
性
信
者
 は
、
 「
ウ
ン
バ
ン
 
ダ
 で
は
、
私
た
ち
 ほ
私
た
 

回
 

棚
 
ち
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
こ
の
発
言
は
、
霊
界
が
 す
べ
て
を
支
配
す
る
 ウ
シ
 バ
 ソ
ダ
 の
世
界
観
、
霊
界
を
 重
視
す
る
と
同
時
に
現
世
に
 

%
 
 お
い
て
自
己
の
意
志
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
人
 間
の
自
律
性
を
も
重
視
す
る
救
世
教
の
世
界
観
の
差
異
を
 端
的
に
あ
ら
わ
し
て
る
と
 思
 

闘
 
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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註
 

 
 

（
 1
 ）
現
在
、
日
本
の
世
界
救
世
教
は
、
再
建
、
新
生
、
護
持
 
の
三
 派
に
分
裂
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
再
建
、
新
生
の
そ
 れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
Ⅱ
 

二
つ
の
派
、
さ
ら
に
二
十
年
ほ
ど
ま
え
に
独
立
し
た
も
う
一
つ
 の
旅
の
合
計
三
つ
の
救
世
教
系
の
教
団
が
存
在
す
る
。
本
稿
に
 お
 げ
る
「
救
世
教
」
 

 
 
 
 

は
 日
本
の
新
生
派
と
ブ
ラ
ジ
ル
の
 に
 S
 ち
 
紬
の
の
の
武
三
 

n
p
 

紬
目
 全
土
山
。
 援
 r
a
 
の
 ご
 の
い
ず
れ
か
ま
た
は
両
者
を
さ
す
こ
と
と
す
 る
 。
 

（
 2
 ）
救
世
教
で
は
、
入
信
式
を
経
て
百
か
ら
下
げ
る
 
ぺ
ソ
ダ
 ソ
ト
 世
の
「
お
ひ
か
り
」
を
 授
 げ
ら
れ
た
者
を
「
信
者
」
と
し
 て
い
る
。
 

（
 3
 ）
「
神
を
見
せ
る
宗
教
」
 

コ
 天
国
の
礎
日
新
装
第
 3
 版
、
世
 界
 救
世
教
、
一
九
九
一
年
（
以
下
、
「
 礎 」
と
略
記
）
 
一
 O
t
 
一
 二
ぺ
ー
ジ
。
ま
た
、
 

岡
田
は
「
我
が
救
世
教
ほ
ど
奇
蹟
の
多
い
宗
教
は
 、
 恐
ら
く
 古
 今
 往
来
 側
 が
あ
る
ま
い
」
と
記
し
て
い
る
。
「
宗
教
則
奇
蹟
」
 

同
 

一
五
九
ぺ
ー
ジ
。
 

も
 は
お
 、
 コ
腔
 日
の
 ポ
ル
ト
ガ
ル
 
伍
叩
 
板
戸
戸
の
 目
り
 
。
 宙
 。
㌧
 

a
r
 

ム
め
 
0
 は
 、
「
天
狗
」
や
「
 龍
神
 」
と
い
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
は
難
解
な
 丑
 
目
薬
に
は
註
が
付
さ
 

れ
て
い
る
が
、
本
文
は
忠
実
な
翻
訳
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
 「
 礎
 」
か
ら
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
 4
 ）
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
安
 
元
 良
夫
「
日
本
の
近
 低
化
と
民
衆
思
想
」
青
木
書
店
、
一
九
七
四
年
。
藤
井
健
志
「
 生
活
規
律
と
倫
理
感
」
 

井
上
順
孝
也
編
目
新
宗
教
辞
典
」
弘
文
室
、
一
九
九
 

0
 年
 。
 島
薗
 進
篇
円
 救
い
と
徳
三
弘
文
覚
、
一
九
九
二
年
、
第
一
章
お
よ
び
 

第
 一
二
車
。
 
エ
 ル
Ⅱ
 
宙
 ㏄
 n
q
 

の
・
 

出
 の
こ
 
且
 
八
季
 繍
ま
寺
セ
 
Q
Q
 さ
吏
注
雨
宅
雨
き
 力
ミ
 @
 
封
 ぎ
さ
 
の
 う
㌔
㌔
ね
ミ
 
ギ
 ㌧
 ユ
コ
り
 
。
 田
 
。
 コ
 @
 ㌧
 ユ
コ
り
 
0
 （
 
0
 コ
ト
 目
コ
 
@
 
ぺ
 ・
㌧
Ⅱ
。
の
ダ
ト
の
㏄
 

ハ
ご
 の
 オ
い
 
つ
 田
 
。
Ⅱ
 ト
  
 

（
 5
 ）
岡
田
の
こ
う
し
た
志
向
に
つ
い
て
は
、
「
宗
教
は
世
界
的
 た
れ
」
 日
礎
 」
一
六
八
 @
 九
ぺ
ー
ジ
、
「
世
界
人
た
れ
」
 

回
 、
四
 三
八
で
四
四
 
0
 ぺ
一
 

シ
を
 参
照
の
こ
と
。
 

（
 6
 ）
山
本
勝
巳
ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
副
本
部
長
に
対
し
て
 
の
 イ
ソ
 タ
ヴ
ユ
 ー
に
よ
る
。
 

（
 7
 ）
布
教
施
設
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
基
準
で
分
類
さ
れ
 て
い
る
。
教
会
（
 に
 お
 瓦
 ）
 -
 信
者
数
三
千
人
以
上
、
布
教
 所
 
（
 
の
 ㏄
の
の
 
宙
 。
 宙
 ㌔
仁
の
目
 

0
 ）
 

信
者
数
七
百
 @
 三
千
、
浄
霊
前
（
 n
p
 
の
 の
よ
 Ⅱ
 目
 三
 w
o
 
）
 -
 信
者
 数
百
五
 

0
@
 

七
百
。
 

（
 8
 ）
こ
こ
で
の
「
教
会
」
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
基
準
と
は
異
な
る
。
 

信
者
の
家
で
布
教
施
設
を
兼
ね
た
も
の
で
な
く
、
布
教
専
用
の
建
 
造
物
を
示
し
て
い
る
。
 

（
 9
 ）
日
本
人
研
究
者
の
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
系
新
宗
教
研
 先
 に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
前
山
陵
「
現
代
ブ
ラ
ジ
ル
 人
 に
お
け
る
日
本
末
 

散
日
本
観
・
日
本
人
観
の
一
課
題
」
綾
部
恒
雄
編
「
外
か
ら
 

見
た
日
本
人
日
本
観
の
構
 
%
 
氾
 」
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
 
一
年
同
「
ブ
ラ
ジ
ル
 

生
長
の
家
教
会
の
多
元
構
造
」
 

中
牧
 弘
光
隔
日
陶
酔
す
る
文
化
 

中
南
米
の
宗
教
と
文
化
」
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
。
 

同
 
「
 適
 応
 ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
 
と
 

し
て
の
擬
制
親
族
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
に
お
け
る
天
理
教
 

団
の
事
例
」
月
人
文
科
学
論
集
」
信
州
大
学
人
文
学
部
論
集
十
二
 
号
 、
一
九
七
八
年
。
 

目
 い
の
せ
の
 

日
碑
 -
 い
 り
い
ア
田
・
 
，
 
目
の
つ
い
お
㏄
の
 

ん
キ
 ㏄
 
コ
 
。
 コ
 ㏄
三
の
。
 仁
 （
 
オ
ミ
コ
 援
 Ⅱ
㏄
注
ご
の
 
オ
ル
コ
い
 

。
の
 コ
 宙
の
せ
 
コ
り
 
Ⅱ
 e
 田
げ
 
日
 "
.
 
い
ね
臣
 
さ
も
 き
雨
 
Ⅱ
 ぎ
 ね
め
 -
 
ま
吏
 
Ⅰ
 
雨
 
㏄
（
 
ト
 
目
 
三
ぺ
 。
Ⅱ
㏄
 

@
 
（
 
せ
 

o
f
 

中
の
仁
 

才
仁
す
 
㏄
）
，
 
臣
 o
,
P
 

目
い
の
 

せ
 ㏄
 ヨ
ヂ
づ
 ㏄
才
の
の
目
の
臣
 

宙
 Ⅵ
 日
 @
 オ
 
・
 力
 。
 汀
 ユ
ナ
・
。
 0
 ま
 o
-
o
@
@
 

卜
占
つ
の
お
お
・
 

ニ
 。
 圭
 
刃
の
甘
い
ざ
 

コ
 ・
 @
 
コ
 ㏄
Ⅱ
の
 
い
岸
 
@
 
。
 @
 
叶
 
ヱ
山
 



 
 

 
 

 
 

教
 

山
下
 

 
 

新
 

 
 
 
 

系
   

と
え
ば
、
「
 

礎
日
 
「
天
国
建
設
と
悪
の
追
放
」
二
七
（
三
三
ぺ
 

｜
 
ジ
 、
「
最
後
の
審
判
」
 

目
   

薮九 

  新古 」 開 

  
    
  
赤肌 鉄 
引 日 い 旧 
    
協   
力 考 

宗論 

と 
数立 

葛 
，え 

藤 
  

。 @ 教 
団 

伎 幹 
成 部 
出 も   



ロ
 
付
記
お
よ
び
謝
辞
 口
 

サ
ソ
パ
ウ
ワ
 で
の
救
世
教
の
 7
 ィ
 l
 ル
ド
・
ワ
 l
 ク
経
費
の
 一
 部
は
 、
平
成
三
年
度
庭
野
平
和
財
団
研
究
助
成
金
に
よ
っ
て
賄
わ
 れ
た
。
筆
者
の
 フ
 

イ
 ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
快
諾
さ
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
世
界
救
世
教
 お
 ょ
び
 ブ
ラ
ジ
ル
生
長
の
家
の
各
教
団
、
そ
し
て
あ
た
た
か
く
筆
者
 を
 受
け
入
れ
て
く
だ
 

さ
っ
た
両
教
団
の
信
者
の
方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
 

同
四
六
 @
 回
。
 
へ
 一
ジ
 を
 参
照
の
こ
と
。
 

 
  

 
 
 

（
 初
 ）
 
円
礎
ヒ
 五
四
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 答
 ）
 
力
 ル
デ
シ
 ズ
モ
 に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
 。
の
 ぃ
ヨ
ぃ
 
「
の
 

0
.
 

の
ぎ
 

日
 Ⅰ
 0
 ㌧
Ⅰ
㎝
。
 

七
 @
0
 
田
の
 

r
r
 

乱
田
 
Ⅰ
の
・
 
ト
 Ⅰ
「
 

d
e
 

よ
 め
ま
 

も
ぃ
 目
ま
 申
 Ⅰ
 さ
も
 
Ⅰ
・
の
曲
 

0
 

の
 

 
 

弔
い
 
Ⅰ
 -
0
@
 
巾
 @
0
 
コ
巾
江
 

Ⅰ
 ぃ
 Ⅱ
Ⅰ
 
ぎ
 0
 Ⅰ
 
い
 
Ⅰ
 ト
つ
 
の
Ⅰ
 
0
 の
 い
 の
 
ヰ
 
Ⅰ
 0
-
 ヨ
ぃ
ユ
ぃ
ア
 
ト
 
@
 
く
 。
 
ヰ
 0
 の
Ⅰ
 PO
 

全
ミ
ぃ
心
内
め
も
 

や
ミ
 ㌻
 ま
 や
の
 目
 0
 ㌧
 い
岸
 
-
o
@
 
Ⅱ
Ⅰ
 
ぎ
 0
q
 

い
し
 

Ⅰ
 い
 ㏄
 -
-
-
o
 

コ
 ㏄
 
0
-
 Ⅰ
の
㏄
 

白
 ・
 
(
 

0
 ユ
 %
-
 抽
の
 
コ
ぃ
 
（
 
0
-
 卜
ま
 ミ
ざ
 す
 Ⅰ
 さ
 （
Ⅰ
下
っ
て
㌔
 
き
 馬
守
も
さ
 
馬
ぬ
 
「
 0
-
 
の
 目
 0
 ㌧
 い
岸
 
-
o
@
 
Ⅱ
Ⅰ
 
ご
 0
 Ⅰ
い
し
Ⅰ
 
い
 四
 %
 。
 コ
い
や
 Ⅰ
の
 
つ
ニ
い
 。
 
0
 Ⅰ
 

（
 羽
 ）
「
宗
教
の
合
理
性
」
 

円
礎
ヒ
 一
七
 0
 
ぺ
一
ジ
 、
「
 霊
 遮
り
に
 就
い
て
」
同
三
三
七
 @
 三
四
 0
 。
 
へ
 l
 ジ
 。
 

（
 羽
 ）
前
山
陵
「
現
代
ブ
ラ
ジ
ル
人
に
お
け
る
日
本
宗
教
 

日
本
観
・
日
本
人
観
の
一
課
題
」
、
一
四
八
人
一
 ジ 、
お
よ
び
 
巾
 。
Ⅰ
Ⅰ
。
 

申
ヂ
抽
 0
 コ
ぃ
コ
 

レ
 ・
・
 
セ
も
 
お
 い
招
 ぎ
 ミ
ド
 由
 り
ト
ず
 
～
～
 

o
e
 
ぎ
 Q
y
Q
 

も
㌦
 

っ
 （
 
ミ
曲
ま
 
「
 ミ
 -
 の
目
。
 
弔
い
 
Ⅰ
 -
0
.
 
Ⅰ
の
の
い
下
 
-
 
守
コ
わ
い
の
 
岸
 ㎡
 
年
 Ⅰ
 
ぃ
 -
 し
 Ⅰ
 い
 の
 P
-
 

。
 
ヒ
い
 
せ
目
 

0
.
 

ま
 い
 ㏄
 
ぃ
 。
 0
 す
コ
 
0
-
 ロ
 ・
ト
白
の
 

（
 射
 ）
ほ
と
ん
ど
同
様
な
説
明
を
 、
 「
 ェ
ト
ウ
サ
ソ
キ
チ
 
」
と
い
 5
 
日
本
人
の
霊
が
降
り
る
 ヵ
 ル
デ
シ
 ズ
そ
 の
霊
媒
か
ら
き
い
た
  
 

（
 i
0
 
）
サ
ン
パ
ウ
 
ワ
市
 近
郊
の
 
イ
ビ
ウ
一
ナ
の
 
練
成
道
場
で
は
 月
 に
数
度
練
成
会
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
記
述
は
一
九
 九
二
年
一
月
に
行
な
 

わ
れ
た
五
泊
六
日
の
練
成
会
に
参
加
し
て
の
調
査
に
も
と
づ
く
  
 

（
 6
0
 

）
「
信
仰
の
種
類
」
 

目
礎
 ヒ
三
四
四
 @
 人
。
 
へ
｜
ジ
 。
 

（
 押
 ）
 
円
礎
ヒ
 三
七
七
 @
 回
 0
 
一
 。
 
へ
一
ジ
を
 参
照
の
こ
と
。
 

（
 0
0
 
）
同
前
、
三
七
九
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 四
 ）
 
目
 。
 す
 Ⅰ
 魑
 @
 Ⅰ
 昌
 Ⅰ
の
こ
の
口
の
毛
 
q
E
S
p
 
巴
ヨ
い
 の
の
 -
 
の
く
ぃ
 
0
 す
 0
 ヨ
の
コ
 
・
さ
ま
「
 
さ
ミ
 寒
雨
 め
 
乱
り
さ
と
 
0
-
 
老
 o
.
w
 
㏄
 o
 。
の
曲
 
0
 ㌧
 ぃ
三
 o
.
P
 
の
つ
い
 

（
㏄
）
救
世
教
の
世
界
観
で
は
、
霊
界
は
ま
ず
天
国
、
八
街
（
 
や
 ち
ま
た
）
、
地
獄
の
三
段
階
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
各
段
階
は
さ
ら
 
に
 -
 
八
十
の
階
層
を
持
 

ち
 、
霊
界
は
全
体
と
し
て
は
百
八
 0
 
の
階
層
に
分
け
ら
れ
る
。
 

圭
 正
は
曇
り
の
多
少
に
よ
っ
て
こ
の
霊
界
を
上
下
す
る
。
 

円
礎
 ヒ
元
 十
べ
一
ジ
 
参
照
。
 



元
東
洋
大
学
教
授
に
し
て
生
前
は
戦
後
新
発
足
の
成
田
山
仏
教
 研
究
所
 

所
員
と
し
て
活
躍
し
、
最
後
は
智
 山
 教
化
研
究
所
長
に
な
っ
て
 い
た
大
理
 

実
玖
氏
の
遺
稿
 集
円
 維
摩
経
の
研
究
 ヒ
が
 世
に
出
た
の
は
昭
和
 六
十
三
年
 

九
月
で
、
あ
た
か
も
同
氏
三
周
忌
を
記
念
し
た
も
の
で
あ
っ
た
 。
い
ま
こ
 

れ
を
 経
 く
と
そ
の
最
初
に
成
田
山
新
勝
寺
鶴
見
照
碩
貫
主
筆
の
 「
 
序
 」
 が
 

載
り
、
そ
れ
に
は
氏
が
す
ぐ
れ
た
仏
教
学
者
で
、
こ
と
に
早
く
 か
ら
 チ
ベ
 

ッ
 ト
事
典
編
纂
に
取
組
ん
で
お
り
、
ま
た
「
 聖
 不
動
大
悲
恋
 王
 儀
軌
」
 
チ
 

ベ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
出
版
な
ど
に
も
従
い
、
と
り
わ
け
教
化
活
 動
 に
熱
心
 

な
 方
で
あ
っ
た
と
書
く
。
 

念
 の
た
め
氏
の
略
歴
を
の
べ
る
と
大
正
八
年
三
月
愛
知
県
中
島
 部
 平
和
 

村
 に
父
 吉
一
 
（
よ
し
か
ず
）
の
四
果
と
し
て
生
れ
、
幼
名
を
吉
 

則
 
（
よ
し
 

の
り
）
と
言
っ
た
が
、
十
二
歳
の
時
名
古
屋
福
生
院
で
松
平
夷
 一
 
先
師
を
戒
 

師
 に
得
度
し
、
そ
の
時
実
玖
 と
 改
名
。
以
来
東
海
中
学
、
智
 山
 専
門
を
経
 

橋
本
芳
契
 

平
 染
寺
書
店
、
昭
和
六
三
年
九
月
二
四
日
刊
 

A
5
 版
木
 セ
 
一
頁
 一
 三
、
 

0
0
0
 

円
 

「
維
摩
経
の
研
究
 目
 

大
麗
美
玖
 著
 

て
 太
平
洋
戦
争
の
起
っ
た
昭
和
十
六
年
四
月
、
東
北
大
学
印
度
 学
科
に
入
 

学
す
る
。
な
お
今
回
 桶
 維
摩
経
の
研
究
 ヒ
を
 中
心
に
な
っ
て
 編
 集
 し
た
の
 

は
 大
学
一
年
後
輩
で
昭
和
五
十
一
年
十
月
、
一
緒
に
成
田
山
 仏
 所
所
員
に
 

な
っ
た
伊
原
殿
達
 氏
 で
あ
る
が
、
同
氏
の
書
い
た
「
あ
と
が
 ぎ
 」
に
よ
る
 

と
 、
「
大
学
の
卒
業
論
文
は
金
台
 
円
照
 先
生
の
指
導
 下
 、
当
時
 
（
昭
和
 士
 

セ
 、
八
年
頃
）
新
し
く
発
見
さ
れ
た
 龍
樹
 の
 廻
 詩
論
の
枕
本
 を
 中
心
と
し
 

て
 、
こ
れ
と
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
本
と
を
校
合
し
て
論
じ
た
も
 の
で
あ
っ
 

た
よ
う
 
に
記
憶
す
る
。
教
授
は
、
中
観
の
み
な
ら
ず
唯
識
に
も
 造
詣
が
 深
 

か
っ
た
が
、
こ
の
二
十
年
程
は
、
渡
辺
 照
宏
 先
生
の
お
薦
め
も
 あ
っ
て
の
 

こ
と
か
と
 思
 3
 が
、
維
摩
経
の
研
究
に
専
念
さ
れ
て
い
た
」
と
 あ
り
、
 そ
 

こ
に
渡
辺
氏
の
名
が
出
る
。
同
氏
は
私
事
に
な
る
が
筆
者
ら
が
 大
学
 
-
 
東
 

大
 ）
大
学
院
の
講
義
で
池
田
溝
 達
 先
生
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
で
 阿
 %
 陀
経
 な
 

ど
を
教
わ
っ
た
時
か
ら
す
ぐ
れ
た
方
と
思
っ
た
伊
原
 氏
は
 読
文
 に
お
い
て
 

「
教
授
（
大
 鹿
氏
 ）
は
ま
た
多
田
等
親
先
生
に
就
い
て
チ
ベ
ッ
 
ト
 語
を
習
 

得
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
を
駆
使
し
て
の
研
究
も
多
い
。
就
中
、
 維
摩
経
政
 

び
 護
摩
の
諸
儀
軌
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
出
版
は
 学
界
を
稗
 

益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
後
世
に
遣
る
教
授
の
業
績
で
あ
る
 。
」
と
の
 

べ
て
い
る
。
こ
れ
 亦
 私
事
な
が
ら
東
北
に
は
四
高
が
筆
者
 よ
 り
 一
 一
年
あ
と
 

0
 枚
羽
田
野
 伯
猷
 教
授
が
い
ら
れ
、
同
学
の
チ
ベ
ッ
ト
文
献
 整
 備
に
は
 同
 

教
授
の
功
績
多
大
で
あ
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
行
き
届
い
た
配
慮
準
備
か
ら
成
っ
た
今
回
の
 大
 鹿
教
の
 

 
 

授
記
念
論
文
集
が
、
部
門
別
に
は
一
、
維
摩
経
和
訳
 二
 、
「
維
摩
 経
 撮
要
」
㏄
 

三
 、
「
維
摩
経
研
究
」
の
三
部
編
成
に
し
て
い
る
な
か
か
ら
、
 

，
 
」
れ
を
 
迫
蝸
 

諒
 し
て
の
所
見
は
何
か
革
新
的
な
意
味
で
一
つ
現
代
仏
教
学
界
 に
 対
し
大
 



全
編
ほ
と
ん
ど
七
百
 頁
 近
い
 E
 冊
で
あ
る
が
、
 
う
 ち
大
き
く
 分
 け
て
 
一
 

四
 0
 頁
 近
い
第
一
部
、
百
 頁
 足
ら
ず
の
第
二
部
、
そ
し
て
の
こ
 り
 約
四
百
 

頁
 第
三
部
は
さ
ら
に
「
思
想
内
容
に
つ
い
て
」
「
文
献
学
的
研
究
 
」
「
研
究
 

史
 」
の
三
節
で
一
体
の
構
成
に
は
そ
こ
に
大
底
 氏
 そ
の
人
の
生
 涯
 か
け
た
 

大
小
労
作
の
跡
が
に
お
い
立
っ
よ
さ
で
あ
る
。
 

ま
ず
最
初
に
「
維
摩
経
和
訳
」
で
あ
る
が
、
漢
訳
の
維
摩
に
の
 み
 読
み
 

な
れ
て
い
る
者
に
は
こ
の
篇
 題
 で
は
「
ま
た
そ
れ
か
」
と
の
 思
 ぃ
が
 生
ず
 

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
れ
っ
き
と
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
 維
摩
経
の
 

全
文
和
訳
な
の
で
あ
る
。
も
と
「
イ
ン
ド
古
典
研
究
 L
l
 
 （
 一
 九
七
 0
 ）
 

に
 Ⅲ
 こ
却
 頁
を
占
め
て
載
っ
た
長
文
な
も
の
。
昭
和
Ⅱ
（
一
匹
 一
二
八
）
 

年
 

多
田
 師
が
 
「
西
蔵
 訳
 維
摩
 経
 」
二
百
部
限
定
版
）
の
 名
と
 形
で
 
大
阪
 プ
 

リ
ソ
ト
 社
か
ら
出
さ
れ
た
あ
と
蝸
牛
の
へ
 た
 た
り
で
成
っ
た
も
 の
 。
日
本
 

の
 チ
ベ
ッ
ト
 学
 史
上
に
も
特
記
す
べ
き
傑
作
で
あ
っ
た
。
注
意
 し
た
い
の
 

は
 、
そ
の
 訳
 了
に
際
し
て
の
「
あ
と
が
 ぎ
 」
文
で
あ
る
。
い
わ
  
 

北
 イ
ソ
 ド
 の
一
廓
、
ヴ
ァ
イ
シ
ヤ
ー
リ
ー
の
町
と
そ
の
近
郊
に
 あ
る
 ア
 

１
ム
ラ
パ
ー
リ
園
に
お
け
る
、
昼
食
を
さ
し
は
さ
ん
で
の
わ
ず
 か
半
日
 

の
 出
来
事
で
あ
る
維
摩
経
を
読
み
お
え
て
、
長
旅
の
後
に
味
わ
 ぅ
 あ
の
 

快
い
安
堵
感
と
疲
労
感
を
覚
え
る
。
 

と
 。
そ
し
て
「
思
議
を
超
え
た
無
限
大
に
通
ず
る
神
通
の
か
 ず
 か
 ず
は
そ
 

の
 ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
凡
夫
の
追
随
追
跡
を
許
さ
ぬ
 い
 。
ヴ
ィ
 

マ
う
 キ
ー
ル
テ
ィ
の
説
法
は
ま
た
有
限
な
る
人
間
が
無
限
に
挑
 む
 極
致
で
 

ぎ
く
訴
え
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
に
感
ぜ
し
め
ら
れ
る
 。
そ
れ
は
 

一
体
何
な
の
か
順
を
追
う
て
考
え
て
み
た
い
。
 

第
二
部
「
維
摩
経
撮
影
」
は
さ
か
の
ば
っ
て
多
分
に
漢
訳
維
摩
 の
 長
短
 

を
 批
判
的
に
論
じ
な
が
ら
も
、
一
方
に
ま
た
「
不
二
」
の
一
節
 を
 
「
維
摩
 

経
の
中
心
思
想
」
と
も
指
摘
し
て
講
じ
た
昭
和
㏄
（
一
九
八
三
 ）
 年
 五
月
 

二
十
八
日
の
母
校
東
北
大
で
の
思
い
出
多
か
っ
た
学
術
講
演
を
 も
 並
べ
の
 

せ
て
い
る
。
前
者
が
仏
国
是
第
一
に
集
約
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
 あ
る
も
の
 

と
す
れ
ば
後
者
（
不
二
論
）
は
人
不
二
法
門
（
チ
ベ
ッ
ト
 訳
、
 
「
不
二
辻
い
 

門
 悟
入
」
）
の
章
で
仏
思
想
史
上
、
と
く
に
神
仏
教
に
影
響
大
き
 

か
っ
た
 方
 

面
 で
も
あ
る
。
つ
ま
り
大
底
維
摩
経
と
し
て
は
こ
の
経
の
仏
国
 、
仏
道
、
 

そ
れ
に
見
附
 閾
 仏
詣
品
は
浄
土
教
系
 と
 弾
糸
と
の
 
二
 要
点
を
そ
 こ
に
見
て
 

い
た
こ
と
の
証
左
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
に
小
撮
要
に
 し
た
と
も
 

考
え
ら
れ
る
一
連
の
二
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
維
摩
の
全
体
に
 わ
た
っ
て
 

要
 論
し
ょ
う
と
し
な
が
ら
も
、
結
局
仏
国
 品
 だ
け
の
範
囲
で
終
 結
し
 、
そ
 

こ
で
表
題
を
「
肝
心
」
に
改
め
て
漸
く
そ
の
意
図
を
果
し
得
た
 も
の
が
 連
 

載
 さ
れ
た
わ
げ
で
あ
ろ
う
。
 

あ
る
。
こ
れ
を
追
跡
し
て
疲
労
を
覚
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
 し
か
し
 私
 

 
 

達
は
こ
の
娑
婆
世
界
の
な
か
に
清
浄
な
仏
国
土
を
見
た
の
で
あ
 る
 」
等
と
Ⅱ
 

書
き
続
け
る
。
そ
れ
は
特
に
終
始
大
 底
 維
摩
 観
が
 仏
国
 品
 第
一
 

（
チ
ベ
ッ
の
 

 
 

ト
 訳
本
で
は
「
清
浄
仏
国
土
の
由
来
」
）
を
本
位
と
し
て
い
た
 @
 
」
と
の
証
㏄
 

主
 で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
結
語
に
「
は
こ
の
仏
典
（
維
摩
経
 ）
を
 綺
く
 

ほ
ど
の
者
は
世
の
有
識
者
で
あ
る
。
国
民
大
衆
を
導
く
 ボ
サ
ッ
 で
あ
る
。
 

ボ
サ
ツ
 道
の
精
進
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
極
楽
荘
厳
の
清
浄
仏
国
 土
 が
実
現
 

し
 、
こ
の
経
典
の
利
益
（
 註
 、
 法
 供
養
の
章
参
照
）
を
各
人
が
 蒙
る
こ
と
 

が
で
き
る
な
ら
ば
 欣
慶
 の
か
ぎ
り
で
あ
る
。
」
と
も
あ
る
。
 



書評と紹介 

更
に
こ
の
第
三
部
で
も
内
容
別
に
三
分
節
と
な
る
。
す
な
わ
 

ち
 一
、
 

「
思
想
内
容
に
つ
い
て
」
 

-
9
 
論
文
）
 二
 、
「
文
献
学
的
研
究
」
 

-
 
7
 論
文
）
 

三
 、
「
研
究
 
史
 」
の
三
で
あ
る
。
し
か
し
「
研
究
 

史
 」
の
方
は
 「
維
摩
経
 

未
 註
の
研
究
」
と
題
す
る
一
誌
だ
け
で
そ
れ
は
 

四
 0
 頁
 近
い
労
 
作
 で
あ
っ
 

-
@
 

ナ
ト
 

。
 

「
思
想
内
容
」
に
お
い
て
最
初
に
収
め
ら
れ
た
論
文
は
、
「
 

仏
と
 衆
生
と
 

0
 間
」
と
題
し
、
こ
れ
は
 
令
 維
摩
経
」
に
よ
る
）
と
サ
ブ
タ
 

イ
ト
ル
 
さ
 

 
 

「
生
仏
の
 

仏
教
と
く
に
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
「
悟
り
」
と
「
救
い
」
は
 

そ
の
中
 

心
 課
題
で
あ
っ
て
そ
れ
を
説
か
な
い
経
論
は
な
い
、
と
い
う
 

趣
ヒ
 
日
 の
理
方
 

冒
 せ
わ
れ
わ
れ
は
弘
法
大
師
の
 

ョ
 
即
身
成
仏
義
 
b
 に
見
出
だ
 
す
 こ
と
が
 

で
き
る
。
 

と
し
た
上
で
、
「
そ
こ
に
お
け
る
弘
法
大
師
の
所
説
は
、
六
大
 

四
愛
 

三
密
の
体
相
用
（
ゆ
 

う
 ）
の
三
面
か
ら
生
仏
の
不
二
を
説
き
三
 

助
 成
仏
を
 

楡
伽
 合
一
が
（
悟
り
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
悟
り
）
を
説
く
こ
 

と
を
中
心
 

課
題
と
す
る
仏
教
経
論
の
（
不
二
）
は
（
 

仏
 と
衆
生
と
の
 
間
 ）
 
、
両
者
の
 

間
隔
あ
る
い
は
間
柄
（
あ
い
だ
が
ら
）
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
 

が
で
き
る
 

で
あ
ろ
う
。
 
楡
伽
 合
一
あ
る
い
は
一
如
以
前
の
不
二
、
無
二
の
 

関
係
に
あ
 

さ
て
第
一
第
二
の
両
部
で
総
論
的
な
維
摩
チ
ベ
ッ
ト
語
本
文
と
 そ
の
 思
 

想
的
 考
察
論
文
列
挙
を
終
え
た
あ
と
、
第
三
部
で
は
各
論
的
も
 し
く
は
 余
 

論
 的
な
金
仙
多
数
の
特
色
あ
る
論
考
を
収
列
し
た
と
考
察
す
る
 こ
と
が
で
 

き
る
。
 

る
 
入
仏
）
 と
八
 衆
生
）
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
円
舞
 深
密
 経
ヒ
 

0
 所
論
を
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
」
等
と
い
う
。
そ
の
 解
 深
密
 経
に
つ
い
 

て
は
、
あ
と
の
「
文
献
学
的
研
究
」
所
収
最
終
論
文
も
「
目
測
 撰
 
（
 解
深
 

密
経
疏
 ）
引
用
の
維
摩
経
」
と
題
し
、
そ
の
研
究
の
広
が
り
と
 関
連
と
も
 

分
る
 れ
 げ
で
あ
る
が
、
総
じ
て
第
一
の
「
思
想
内
容
」
に
は
 問
 顛
読
、
 た
 

と
え
ば
「
維
摩
経
に
お
け
る
菩
薩
思
想
」
「
社
会
倫
理
と
仏
教
 倫
理
（
 絶
 

摩
経
 の
ば
あ
い
こ
「
維
摩
経
に
お
け
る
神
秘
思
想
」
等
が
そ
れ
 で
あ
り
、
 

そ
の
他
維
摩
詰
の
語
を
「
浄
名
」
と
表
記
し
た
こ
と
で
有
名
な
 吉
蔵
（
 嘉
 

祥
 大
師
）
の
「
不
二
 観
 」
や
「
夢
中
問
題
集
 b
 妄
ダ
中
 問
答
）
 あ
 る
 古
字
 
窓
 

国
師
が
自
作
に
所
引
の
多
数
維
摩
経
文
を
論
じ
た
も
の
な
ど
、
 ，
 
」
れ
も
 不
 

三
 思
想
関
係
論
で
注
意
さ
れ
よ
 う
 。
 

さ
ら
に
「
文
献
学
的
研
究
」
で
い
え
ば
、
そ
の
最
初
に
ま
ず
 
一
 維
摩
経
 

に
お
け
る
 玄
 英
訳
の
特
質
」
論
を
掲
出
し
た
意
味
に
は
、
現
存
 漢
訳
王
維
 

摩
経
中
 、
大
底
 氏
 が
最
も
風
当
り
強
く
批
判
し
た
の
が
 玄
 英
訳
 で
あ
っ
た
 

こ
と
に
も
関
係
し
ょ
う
。
が
、
そ
れ
だ
け
ま
た
羅
什
 訳
 維
摩
が
 僧
肇
 編
の
 

「
 注
 維
摩
 ヒ
 -
 羅
什
、
僧
肇
、
道
生
、
道
融
の
註
記
が
出
る
）
等
 に
助
け
 ろ
 

れ
つ
 
っ
も
中
国
に
お
い
て
先
ず
広
く
大
き
い
普
及
や
感
化
を
示
 し
た
こ
と
 

へ
の
本
格
的
叙
述
に
先
が
け
、
対
比
的
に
 玄
英
 斯
調
論
の
提
示
 を
な
し
た
 

と
い
う
所
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
度
 氏
 が
し
り
 ぞ
げ
ょ
 @
n
 
と
す
 る
の
は
 

「
 玄
英
 不
在
の
維
摩
訳
経
」
（
 
説
 無
垢
弥
縫
六
巻
）
と
い
う
だ
 け
 で
、
 玄
英
 

の
 学
問
ま
で
を
非
難
し
た
わ
 け
 で
な
か
っ
た
こ
と
は
十
分
に
知
 る
 必
要
が
け
 

 
 

あ
ろ
う
。
氏
は
す
で
に
見
た
「
維
摩
経
肝
心
」
の
は
じ
め
に
、
 「
聖
徳
太
㏄
 

子
の
全
一
経
義
疏
）
に
は
じ
ま
る
日
本
仏
教
の
源
流
は
勝
 鷺
 、
 法
華
、
絶
好
 

摩
 の
三
径
で
あ
り
、
 
-
 こ
れ
ら
）
 
三
 経
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
し
 て
は
 日
 



本
仏
教
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
…
：
 七
 だ
に
日
本
仏
教
 の
み
な
ら
 

ず
 中
国
仏
教
も
旧
訳
（
 く
や
く
 ）
時
代
ま
で
は
こ
の
三
径
に
よ
 っ
て
あ
る
 

程
度
通
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
・
・
・
・
・
・
。
こ
の
意
味
に
お
 い
て
維
摩
 

経
は
重
要
な
経
典
で
あ
る
」
と
の
べ
つ
つ
も
、
「
し
か
し
、
 

わ
が
 国
 

古
来
の
学
匠
は
い
た
ず
ら
に
訓
話
の
学
に
あ
る
い
は
諸
注
疏
の
 比
較
 考
勘
 

に
 走
っ
て
、
羅
什
訳
の
漢
訳
を
絶
対
視
し
ま
た
中
国
諸
法
師
の
 注
疏
 を
信
 

湿
 し
て
、
あ
た
か
も
注
疏
の
森
に
迷
い
入
っ
て
維
摩
詰
の
山
を
 見
な
い
」
 

も
の
と
警
告
し
 、
 「
わ
が
国
の
明
治
大
正
昭
和
三
代
に
か
け
て
の
 

こ
の
 
経
 

の
 解
説
書
は
枚
挙
に
違
が
な
い
が
、
要
す
る
に
古
き
巨
匠
の
亜
 流
 で
あ
り
 

読
む
に
た
え
な
 い
 」
と
ま
で
し
な
が
ら
も
、
「
諸
釈
を
超
え
た
 維
摩
経
 研
 

究
は
昭
和
も
終
戦
後
で
あ
る
」
と
し
て
さ
き
の
通
り
渡
辺
 照
宏
 氏
 ら
を
 そ
 

の
 先
鞭
者
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

理
解
す
る
も
の
へ
と
変
り
っ
 っ
 あ
る
。
こ
れ
が
拙
論
の
拠
り
ど
 

さ
て
次
の
羅
什
 訳
 維
摩
経
本
論
に
お
い
て
大
底
 氏
は
 、
「
中
国
 こ

ろ
で
あ
 

仏
教
 

日
本
仏
教
に
お
い
て
羅
什
訳
本
で
「
維
摩
経
 ヒ
 と
か
 
門
 浄
名
 経
 ヒ
 と
か
を
 

理
解
し
た
と
き
、
そ
れ
は
梵
語
原
本
と
等
質
等
量
の
も
の
と
 考
，
 
ぇ
 が
ち
で
 

あ
る
が
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
る
」
と
ま
ず
い
い
、
併
せ
 て
 そ
 う
い
 

う
 聖
典
 視
観
 の
お
よ
ん
で
い
た
羅
什
訳
本
を
抹
殺
し
ょ
う
と
し
 た
女
英
訳
 

も
 、
そ
の
翻
訳
経
過
を
見
る
に
「
た
し
か
に
羅
什
 訳
 に
数
等
 ま
 さ
る
正
鵠
 

さ
で
訳
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
み
ご
と
に
そ
の
意
図
は
失
敗
に
 帰
し
て
い
 

る
 」
と
ま
で
い
 
う
 。
そ
し
て
い
ま
「
経
典
は
従
来
の
唱
 話
 す
る
 も
の
か
ら
 

る
 。
漢
訳
経
典
 は
 曲
り
角
に
来
て
い
る
。
そ
の
あ
る
も
の
は
 改
 訳
し
て
後
 

世
に
伝
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
め
く
く
る
。
な
お
 、
こ
こ
ま
 

で
 筆
記
し
た
時
、
漫
然
に
も
筆
者
は
高
崎
直
道
教
授
の
 
コ
 維
摩
 経
ヒ
 -
 
正
 

確
に
は
「
維
摩
詰
所
説
経
（
三
巻
）
・
恵
祐
梵
天
坊
間
 
経
 
・
 首
拐
 厳
 
三
昧
 

 
 

経
 」
 -
 新
国
訳
大
蔵
経
・
文
殊
経
典
部
②
一
九
九
三
年
五
月
二
十
 日
 ）
で
、
Ⅱ
 

三
径
 中
 あ
と
の
 二
 経
は
河
村
孝
 照
 分
担
執
筆
し
を
受
け
た
。
 

そ
 れ
は
本
文
 

め
 

 
 

の
ほ
か
解
題
・
補
註
な
ら
び
に
法
数
一
覧
 等
 の
つ
い
た
現
在
と
 し
て
は
 最
 

（
 

新
精
確
な
維
摩
経
研
究
書
で
あ
る
と
い
え
 よ
う
 。
 

「
維
摩
書
の
研
究
 ヒ
 は
こ
の
あ
と
、
「
維
摩
経
に
見
ら
れ
る
 

讐
瞼
 l
@
 

ヒ
 

れ
に
三
十
五
 
%
 、
十
職
、
七
 %
 
の
 別
 あ
り
」
「
戸
上
な
経
と
 維
摩
経
」
 

「
経
の
副
題
（
不
可
思
議
解
脱
）
批
判
」
等
の
要
説
も
論
も
収
め
 る
が
そ
 

の
 紹
介
は
別
の
機
会
に
し
た
い
。
 

よ
り
重
要
な
項
目
は
第
三
の
「
研
究
 史
 」
の
部
で
、
そ
の
実
際
 は
 
「
 
維
 

摩
 経
木
註
の
系
譜
」
論
を
内
容
と
し
た
一
般
の
も
の
と
思
え
る
 。
こ
れ
は
 

論
文
と
い
う
よ
り
は
、
学
者
で
あ
る
大
底
 氏
 が
長
い
年
月
を
か
 げ
て
精
密
 

に
 調
査
探
究
し
て
得
た
成
果
の
一
覧
表
ご
と
き
も
の
で
も
あ
る
 が
 、
そ
れ
 

の
も
と
づ
い
た
目
録
 類
 だ
け
で
も
伝
教
大
師
請
来
目
録
以
下
 
十
七
部
 あ
 

り
 、
そ
の
う
ち
に
華
厳
・
三
論
・
法
相
香
奈
関
係
の
も
の
も
あ
 る
が
、
 大
 

部
分
は
天
台
宗
 開
係
 で
あ
っ
て
、
し
か
も
中
国
撰
述
 書
が
殆
ん
 ど
で
あ
 

る
 。
 た
ビ
 
「
 東
域
伝
燈
 目
録
（
興
福
寺
沙
門
水
越
集
こ
と
「
 新
 編
 諸
宗
 

教
 秘
蔵
総
録
（
高
麗
沙
門
義
天
 録
 、
三
巻
ご
の
両
目
録
は
特
に
 
注
意
す
 

べ
き
も
の
で
、
前
者
に
は
中
国
日
本
と
り
ま
ぜ
て
五
二
部
の
最
 多
数
な
 末
 

註
が
 出
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
す
な
わ
ち
義
天
 録
 に
は
 日
 本
 撰
述
は
 

見
 あ
た
ら
ず
一
九
部
す
べ
て
中
国
撰
述
で
あ
る
。
い
ま
は
そ
の
 %
 数
の
 
一
 

部
を
挙
げ
る
だ
け
に
と
ど
め
た
が
、
巻
数
に
し
て
こ
れ
を
集
計
 す
る
と
数
 

千
巻
に
な
る
筈
で
あ
る
。
い
か
に
維
摩
が
広
く
そ
し
て
長
き
に
 わ
た
っ
た
 

大
乗
仏
典
で
あ
る
か
、
そ
し
て
現
代
に
は
 ラ
 モ
ッ
ト
博
モ
 
の
出
 色
な
仏
訳
 



こ
れ
を
要
す
る
に
維
摩
の
実
内
容
は
「
不
可
思
議
解
脱
」
（
 p
c
 
ぎ
 （
せ
 
い
ヰ
 

@
 さ
 F
 苦
 ）
の
法
門
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
維
摩
経
の
研
究
 b
 に
お
 い
て
も
 

「
維
摩
経
和
訳
」
で
は
最
終
章
「
正
法
の
付
嘱
」
に
ほ
Ⅲ
「
軽
卒
 と
そ
の
 

由
来
」
に
三
名
出
る
う
ち
、
「
ヴ
ィ
 マ
ラ
 キ
ー
ル
テ
ィ
所
説
」
「
 
対
句
を
用
 

介
 

い
た
 顕
邪
 」
の
二
名
に
次
ぐ
第
三
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
 も
そ
の
第
二
名
 

櫛
 

「
対
句
を
用
い
た
 
顕
邪
 」
の
方
は
漢
訳
に
無
所
持
の
も
の
 で
あ
る
が
、
 実
 

翻
 

質
的
に
は
「
 畦
而
 
（
す
い
に
）
の
論
理
」
と
し
て
現
わ
れ
 て
 い
ろ
。
そ
れ
 

は
 現
代
の
西
田
哲
学
に
お
け
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
 
あ
る
い
は
 

維
摩
が
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
経
の
国
際
的
研
究
も
着
実
に
進
め
ら
 れ
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
他
に
鈴
木
大
拙
博
士
の
指
導
で
な
さ
れ
た
 独
訳
維
 摩
 も
あ
る
 

の
で
念
の
た
め
そ
れ
ら
の
書
名
を
左
に
列
挙
し
て
お
こ
う
。
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Ⅰ
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 Ⅱ
 
P
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コ
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む
ム
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め
守
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ト
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カ
づ
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Ⅰ
下
木
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Ⅱ
Ⅰ
の
の
 

由
旬
 由
 

横
田
武
三
共
訳
（
 独
訳
 
「
維
摩
詰
所
説
経
」
 
お
註
 

0
 の
 由 Ⅰ
木
下
 -
 さ
 の
の
 
す
 5 円
 ぎ
 簗
の
 コ
 円
の
 パ
 （
 0
 卜
く
 @
 
日
巴
リ
 ガ
 @
 
二
日
 

i
r
 

串
の
い
 

の
下
の
 

円
下
 
H
z
O
O
 
Ⅰ
 0
 の
Ⅰ
木
下
（
イ
ン
ド
古
典
研
究
）
 1
 

「
場
所
的
論
理
」
と
も
対
比
研
究
す
る
に
 値
い
 す
る
宗
教
哲
学
 約
論
理
で
 

あ
る
と
も
い
え
よ
 う
 。
大
鹿
論
文
中
に
は
 
令
 維
摩
諸
所
説
経
）
 

に
 見
る
 

羅
什
訳
の
特
質
）
 、
 （
維
摩
経
の
副
題
（
 
註
 、
 正
題
は
 
「
維
摩
 辻
 町
所
説
経
口
 

（
三
日
色
 

a
k
 

ロ
 
「
（
 
@
 
。
 
三
 「
 
敦
ぎ
 ）
「
不
可
思
議
解
脱
」
批
判
）
の
詩
論
 

（
い
ず
れ
 

も
 
「
維
摩
経
研
究
」
 二
 、
文
献
学
的
研
究
）
が
あ
る
。
 

大
底
美
玖
教
授
は
昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
 

年
 晩
秋
に
渡
 印
 し
て
い
 

る
 。
ア
ジ
ア
の
状
勢
は
そ
れ
か
ら
十
年
後
の
今
日
と
い
え
ど
も
 安
定
し
て
 

い
る
と
い
え
な
い
。
維
摩
は
も
と
二
千
年
近
い
古
へ
の
イ
ン
ド
 に
成
立
し
 

た
 大
乗
経
典
で
あ
る
。
経
の
明
か
す
所
で
は
無
垢
弥
日
 
ョ
 p
-
p
 

下
 甲
立
 c
@
 

名
 ）
は
現
在
の
 
ハ
 ト
ナ
辺
で
実
業
人
で
あ
り
乍
ら
も
釈
迦
 仏
に
 従
っ
て
 ゐ
示
 

教
 活
動
に
い
そ
し
ん
だ
人
格
者
で
、
と
り
わ
け
文
殊
 師
利
 ボ
サ
 ッ
 と
は
 切
 

懇
 で
あ
っ
た
。
文
殊
は
智
の
人
で
あ
り
、
維
摩
は
慧
や
悲
の
人
 で
あ
っ
た
 

よ
 う
 で
あ
る
。
維
摩
 
開
 教
の
当
日
大
衆
は
仏
に
居
士
の
身
上
を
 訊
く
、
仏
 

は
 彼
が
 阿
閑
仏
 
（
東
方
、
妙
高
国
の
如
来
）
の
も
と
か
ら
娑
婆
 へ
未
 生
 

し
 、
や
が
て
ま
た
本
国
へ
還
ろ
 う
 と
す
る
も
の
と
説
き
明
か
す
 、
そ
れ
は
 

今
日
浄
土
 糸
 仏
教
が
宿
題
と
す
る
「
往
還
二
回
向
」
の
真
理
も
 し
く
は
 真
 

実
に
立
っ
も
の
で
、
応
化
と
い
う
こ
そ
還
相
回
向
の
秘
密
な
の
 
で
あ
ろ
 

う
 。
大
底
 氏
は
 チ
ベ
ッ
ト
に
こ
そ
親
し
ん
だ
が
、
そ
の
本
意
は
 
よ
り
 広
 

く
、
 或
い
は
よ
り
高
く
「
仏
教
東
漸
」
の
真
義
を
チ
ベ
ッ
ト
 仏
 数
 に
即
し
 

て
 実
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
 

149 (353) 
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 ぉ
 ～
 
a
 「
ぬ
も
良
ヌ
へ
ま
・
 
0
 ぉ
ぎ
 ～
・
～
 

鮭
 ン
ミ
 逮
め
 

国
際
仏
教
学
研
究
所
、
陛
 巨
団
 
㌧
 巨
 -
0
-
o
 

注
 S
 
田
 ま
田
 9
 

ン
下
 
0
 コ
 0
 匝
 ㍉
い
 
で
 二
の
①
 
ユ
 の
的
ミ
ト
の
の
㌃
 

B
5
 版
、
六
七
頁
、
送
料
の
み
 

同
署
 -
 つ
 ぎ
下
「
 0
 苅
 ～
も
き
。
 卜
 
き
も
め
も
 お
き
 ・
 黛
 c
e
 
o
 
㌔
 

№
 ぎ
毬
汀
ぎ
由
 a ミ
や
ま
而
 ま
田
荘
ぎ
ざ
 
ゃ
 i
 

国
際
仏
教
学
研
究
所
、
陛
 仁
り
 
@
p
 
㌧
 巨
 -
0
-
0
%
8
 

し
 二
ヰ
ヰ
オ
 

庁
 ㏄
 ン
下
 
0
 コ
 0
 ㎎
㍉
㏄
 

づ
 二
の
の
㍉
ず
の
吉
ト
の
の
 

P
 
。
 

B
5
 

版
、
 

1
2
2
 

頁
、
送
料
の
み
 

佐
久
間
奏
 範
 

昨
年
ブ
ラ
ジ
ル
の
 り
オ
 で
地
球
環
境
サ
ミ
ッ
ト
な
る
も
の
が
 開
 か
れ
、
 

ま
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
環
境
問
題
を
扱
 う
 よ
 う
 に
な
り
、
 
世
は
今
や
 

エ
コ
ロ
ジ
ー
プ
ー
ム
で
あ
る
。
そ
れ
が
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
正
確
 な
 知
識
 

に
 基
づ
い
た
誠
意
の
あ
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
多
く
 の
人
が
す
 

で
に
 気
け
い
 
て
い
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
ょ
人
間
中
 も
の
も
の
 

の
 考
え
方
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
 い
っ
て
 何
 

も
し
な
く
て
良
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
一
人
の
人
間
 と
し
て
 仏
 

教
を
研
究
し
て
い
る
な
ら
、
そ
の
仏
教
が
こ
れ
ま
で
自
然
環
境
 に
 対
し
て
 

ど
の
様
な
見
方
を
し
て
ぎ
た
の
か
、
そ
し
て
今
こ
の
問
題
に
対
 し
ど
の
 様
 

な
 見
解
を
表
明
し
実
行
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
答
を
何
ら
か
の
 形
で
用
意
 

 
 

し
て
置
く
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
徒
な
い
し
仏
教
研
究
者
 の
 自
で
心
に
 
巧
 

課
せ
ら
れ
た
責
務
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
折
り
も
お
り
、
シ
ュ
、
 

 
 

 
 

ウ
ゼ
ソ
 教
授
に
よ
っ
て
二
つ
の
著
書
が
世
に
問
わ
れ
た
。
一
方
 は
 植
物
が
 

(
 

生
き
物
と
し
て
も
と
も
と
イ
ン
ド
社
会
で
ど
の
様
に
扱
わ
れ
て
 い
た
か
を
 

考
察
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
考
え
方
が
ど
の
様
な
形
で
イ
ン
ド
 仏
教
 お
ょ
 

び
 チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
中
に
浸
透
し
普
及
し
て
行
っ
た
か
を
文
献
 資
料
の
綿
 

密
な
検
討
と
考
察
に
基
づ
い
て
提
示
し
た
純
粋
に
学
問
的
な
 
研
究
で
あ
 

り
 、
他
方
は
そ
う
し
た
膨
大
な
資
料
の
考
察
に
基
づ
い
た
上
で
 、
一
人
の
 

人
間
と
し
て
自
然
環
境
破
壊
の
問
題
に
ど
の
様
に
対
処
す
べ
き
 か
を
 標
傍
 

し
た
も
の
、
 
否
 そ
の
口
調
の
烈
し
さ
か
ら
言
え
ば
彼
の
魂
の
叫
 び
 と
で
も
 

い
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
言
 う
 ま
で
も
な
く
著
者
の
主
眼
は
後
 者
の
著
書
 

。
 
し
 年
年
年
 
田
の
ヨ
ぃ
コ
串
老
 
㌢
目
の
，
に
あ
る
。
そ
の
 
標
 傍
の
仕
方
に
 は
な
ん
の
 

衝
 い
も
な
く
ま
た
他
の
同
意
を
求
め
る
お
も
ね
り
も
見
ら
れ
な
  
 

大
乗
仏
教
の
思
想
を
研
究
す
る
も
の
に
は
著
者
シ
ュ
ミ
ッ
ト
 ハ
 ウ
ゼ
ソ
 

教
授
は
今
更
紹
介
の
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
綿
密
な
文
献
考
証
 と
 鋭
い
洞
 

察
 力
に
基
づ
い
た
諸
論
文
は
常
に
極
め
て
高
 い
 評
価
を
受
け
て
 
来
て
い
 

る
 。
日
頃
こ
う
し
た
諸
論
文
に
接
し
て
い
る
人
に
は
か
え
っ
て
 今
回
の
特
 

に
お
日
日
三
の
 ヨ
ぃ
邑
之
笘
 E
q
 
の
 ，
 の
よ
う
な
口
調
や
内
容
に
は
 あ
る
種
の
 

驚
き
さ
え
感
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た
あ
る
種
の
ギ
ャ
 ッ
プ
 を
 埋
 

め
る
た
め
に
、
環
境
問
題
に
関
し
て
彼
が
こ
の
 二
 著
を
公
に
す
 る
に
至
る
 

ま
で
の
経
緯
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

ま
ず
か
れ
が
環
境
問
題
に
興
味
を
持
つ
 よ
う
 に
な
っ
た
発
端
は
 

一
九
七
 

三
年
に
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
 l
 に
自
分
の
家
を
造
り
庭
の
植
 物
の
手
人
 



書評と紹介   
学 こ ポ   
 
 

る
 文
献
学
 

的
 資
料
と
そ
の
他
の
多
く
の
根
拠
と
を
加
え
る
と
と
も
に
、
 さ
 ら
に
こ
れ
 

と
 同
じ
く
ら
い
の
分
量
の
後
半
部
分
を
加
え
て
問
題
点
や
 テ
一
 マ
 を
よ
り
 

明
確
化
し
、
シ
ス
テ
ム
化
し
、
ま
た
前
半
部
分
に
漏
れ
た
問
題
を
 
加
え
て
、
 

長
年
の
彼
の
当
テ
ー
マ
に
対
す
る
考
察
の
総
合
的
な
成
果
と
し
 て
ま
と
め
 

上
げ
た
も
の
が
今
回
取
り
上
げ
た
三
苦
の
う
ち
の
一
つ
 
、
 。
 
い
 年
ヰ
 
ヰ
 @
 
ヲ
宙
 
目
 
Ⅰ
 

リ
コ
ヰ
之
 
㏄
円
仁
Ⅱ
の
・
下
コ
 

田
コ
寸
 
Ⅱ
的
の
 

ヰ
せ
 の
Ⅱ
 
ど
 0
 コ
毛
 ご
 す
 z
0
 

（
の
の
Ⅰ
で
 

あ
る
。
 

ま
ず
基
調
講
演
と
し
て
用
意
さ
れ
た
前
半
部
分
か
ら
紹
介
す
る
，
 
し
 と
に
 

し
ょ
う
。
は
じ
め
に
「
自
然
」
破
壊
と
い
う
場
合
の
「
自
然
」
 と
 Ⅱ
リ
 
ラ
 @
@
 

白
 

葉
を
特
に
次
の
二
つ
の
意
味
に
絞
っ
て
考
察
す
る
と
断
っ
て
 い
 る
 。
す
な
 

わ
ち
動
植
物
を
含
め
た
自
然
界
の
生
態
系
を
意
味
す
る
も
の
と
 個
々
の
 ご
 

く
 自
然
な
存
在
物
を
意
味
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
自
 然
 に
対
す
 

る
 仏
教
の
関
わ
り
方
を
述
べ
る
の
だ
が
、
特
に
特
徴
的
な
面
を
 選
ん
で
 は
 

下
 に
そ
の
内
容
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

基
本
的
に
自
然
と
の
共
存
を
旨
と
す
る
東
洋
思
想
は
い
ま
や
 軍
 事
力
 経
 

惰
力
の
威
力
に
魅
せ
ら
れ
る
ま
ま
に
、
自
然
を
支
配
す
る
事
を
 ヒ
日
と
す
る
 

西
洋
の
多
大
な
悪
影
響
を
受
け
て
お
り
、
そ
う
し
た
西
洋
思
想
 の
も
た
ら
 

し
た
自
然
破
壊
に
抗
し
き
れ
な
い
の
は
、
も
と
も
と
東
洋
思
想
 が
 自
然
に
 

対
し
て
一
様
な
見
解
を
持
た
ず
、
仏
教
も
ま
た
多
面
的
で
あ
っ
 た
こ
と
に
 

原
因
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
仏
教
を
自
然
保
 護
に
 役
立
 

て
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
弱
点
に
も
十
分
配
慮
す
 べ
き
こ
と
り
 

 
 

を
 指
摘
し
て
い
る
（
 ト
 ・
⑦
。
こ
れ
が
全
体
を
貫
く
著
者
の
態
度
 

で
あ
る
。
㏄
 

も
と
も
と
古
代
イ
ソ
 
ド
 で
は
人
問
や
動
物
に
限
ら
ず
植
物
・
 

種
 子
 
・
 水
 
・
 

皿
 

大
地
ま
で
も
生
き
物
（
 お
コ
 （
 
@
 
の
コ
 
（
 ヴ
 の
ぎ
 窩
 ）
と
考
え
て
い
た
（
 拝
 し
 。
 し
 



か
し
こ
れ
を
厳
格
に
守
ろ
 う
 と
す
る
と
不
殺
生
戒
を
守
る
こ
と
 は
 当
然
 困
 

難
 と
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
場
ム
ロ
に
は
我
々
の
食
べ
る
も
の
は
 

何
も
残
ら
 

な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（
 ど
 ，
こ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
 仏
 教
 で
は
 植
 

物
 に
つ
い
て
の
禁
制
を
緩
め
た
の
で
あ
る
（
 e
 。
そ
れ
は
あ
ま
 り
に
も
 厳
 

格
 す
ぎ
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
 る
 。
譲
歩
 

す
る
 場
 ム
ロ
ど
こ
ま
で
を
生
き
物
と
す
る
か
の
境
界
線
（
 

す
 0
 ャ
し
 
の
「
 

l
@
 

コ
 。
 い
 い
㏄
の
）
 

が
 問
題
と
な
る
（
 呂
 ・
 u
 ㍉
そ
の
境
界
線
上
に
浮
か
び
上
が
っ
 
た
の
が
 植
 

物
で
あ
る
。
さ
し
ず
め
現
代
な
ら
病
原
菌
を
殺
す
の
は
殺
生
に
 あ
た
る
か
 

ど
う
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
基
本
的
に
不
殺
生
戒
を
軸
 に
 ス
リ
ラ
 

シ
 カ
 や
 ビ
ル
マ
、
イ
ン
ド
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ま
た
原
始
仏
教
、
大
 乗
 仏
教
に
 

見
ら
れ
る
事
例
を
提
示
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
矛
盾
 点
 、
問
題
点
を
 指
摘
し
て
 

い
る
（
 

P
0
.
4
@
 

お
・
 

ご
 。
さ
ら
に
浄
土
の
情
景
描
写
が
人
工
的
 
で
あ
る
 点
 

な
ど
指
摘
し
た
後
、
単
な
る
生
物
（
 
P
T
 
ぎ
咀
 す
の
ぎ
四
 
%
 
 で
な
 く
 生
き
物
 

（
 
お
口
 （
 
@
 
の
 口
 （
 汀
田
窩
 ）
と
し
て
の
植
物
の
問
題
に
立
ち
帰
り
、
「
 一
切
衆
生
 

悉
有
 仏
性
」
に
つ
い
て
イ
ン
ド
仏
教
で
わ
ざ
わ
ざ
生
き
物
の
範
 囲
か
ら
 排
 

除
し
た
植
物
が
、
こ
の
思
想
が
中
国
、
日
本
へ
と
伝
わ
る
な
か
 で
 
「
山
川
 

草
木
悉
皆
成
仏
」
と
し
て
再
び
光
を
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
 た
点
堕
 -
 
ロ
 

及
 す
る
。
こ
の
場
ム
ロ
 、
 他
の
生
物
（
動
植
物
）
の
犠
牲
の
上
に
 の
み
人
間
 

の
 生
存
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
以
上
、
他
の
生
 物
の
ダ
メ
 

一
ジ
 を
 最
小
限
に
と
ど
め
る
努
力
を
す
べ
き
点
が
述
べ
ら
れ
て
 
る
 
G
 。
 

@
u
&
-
 
。
以
上
で
扱
わ
れ
た
仏
教
倫
理
と
環
境
問
題
と
の
重
層
 
に
人
 り
乱
 

れ
た
問
題
を
㏄
切
節
以
降
の
後
半
で
す
と
め
直
し
て
い
る
。
 

後
半
部
分
で
は
ま
ず
、
不
殺
生
は
仏
教
の
倫
理
観
に
お
い
て
 非
 常
に
大
 

切
な
 項
目
で
あ
る
。
が
 、
 例
え
ば
殺
虫
剤
の
使
用
、
農
薬
の
散
 布
な
ど
を
 

考
慮
に
い
れ
る
と
、
こ
の
戒
律
を
守
る
こ
と
は
プ
ロ
の
僧
侶
 以
 外
に
は
 不
 

可
能
な
事
項
で
あ
る
。
ま
た
僧
侶
に
し
て
も
自
分
の
た
め
に
 殺
 

 
 

で
な
い
動
物
の
肉
の
布
施
を
受
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
わ
 け
で
あ
る
の
 

か
ら
、
こ
う
し
た
免
責
事
項
を
拡
大
解
釈
す
れ
ば
、
例
え
ば
 現
 代
の
消
費
㏄
 

者
が
均
等
を
日
常
無
意
識
に
消
費
し
て
い
る
こ
と
が
結
局
は
食
 用
獣
 の
 殺
 

生
を
助
長
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仏
教
の
設
け
た
 故
 意
 な
ら
ざ
 

る
 行
為
に
対
す
る
免
責
事
項
は
現
代
の
環
境
問
題
の
解
決
に
は
 寄
与
し
な
 

こ
と
に
な
る
（
 簿
 @
 毬
 ㍉
な
ぜ
な
ら
我
々
は
た
い
て
い
の
 
場
合
無
意
 

識
 の
う
ち
に
環
境
を
汚
染
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
-
 
第
 l
 章
 l
.
A
 
）
 

次
に
 、
 種
の
保
存
な
い
し
生
態
系
の
保
護
を
仏
教
教
理
か
ら
ど
 の
 様
に
 

導
く
か
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
動
物
（
畜
生
）
は
人
問
 よ
り
不
幸
 

で
あ
る
と
い
う
教
理
上
の
考
え
が
自
然
界
の
保
護
、
修
復
を
目
 指
す
場
合
 

に
 決
定
的
な
問
題
と
な
る
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
不
殺
生
成
や
慈
 悲
の
考
え
 

方
は
動
物
を
含
め
た
す
べ
て
の
生
き
物
に
適
用
し
た
場
合
で
も
 、
そ
の
種
 

全
体
を
念
頭
に
入
れ
た
も
の
で
は
な
く
個
々
の
生
き
物
を
殺
さ
 な
い
と
い
 

う
こ
と
に
留
ま
る
。
た
と
え
不
幸
な
動
物
の
生
存
で
あ
っ
て
も
 す
で
に
あ
 

る
も
の
は
殺
す
べ
 
き
 で
な
い
し
、
殺
す
こ
と
は
悪
業
を
積
む
こ
 と
に
な
る
 

と
は
説
き
得
る
が
、
個
体
を
保
護
し
た
た
め
に
あ
る
種
が
増
え
 す
ぎ
て
 生
 

態
 系
を
破
壊
す
る
こ
と
に
も
な
り
 ぅ
 る
し
、
不
幸
な
生
存
を
増
 や
す
こ
と
 

に
も
つ
た
が
る
点
は
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
生
態
 系
を
破
壊
 

し
な
い
限
り
と
い
う
条
件
付
き
で
不
殺
生
戒
や
慈
悲
を
こ
の
間
 題
 と
関
連
 

つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
人
間
に
と
っ
て
よ
り
 
よ
い
 
生
 

存
 」
と
い
う
考
え
が
基
本
に
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
伝
統
的
な
 仏
教
教
理
 

か
ら
こ
の
テ
ー
マ
を
論
ず
る
 場
 ム
ロ
、
教
理
を
超
え
た
問
題
解
決
 
が
 必
要
と
 

  



書評と 紹介 

な
る
で
あ
ろ
う
。
（
（
 お
 ・
）
ー
 
き
 ・
 
&
 ）
Ⅱ
（
第
一
章
 l
.
B
 ）
 

次
に
、
仏
教
の
設
定
す
，
三
上
っ
の
戒
が
一
方
で
は
個
人
を
 

、
他
 方
で
は
 

社
会
を
律
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
社
会
を
仏
教
で
は
 動
物
な
い
 

し
 植
物
を
含
め
た
共
同
体
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
社
会
 と
 五
戒
 と
 

の
 関
係
に
つ
い
て
述
べ
（
 亡
 @
 ミ
 ・
 じ
 
-
 
第
 Ⅱ
 章
 Ⅰ
さ
ら
に
 大
 乗
 仏
教
の
 

自
然
に
対
す
る
倫
理
観
に
論
を
進
め
る
（
心
の
１
 
6
0
 

）
。
こ
の
中
で
 

今
日
的
な
 

問
題
で
あ
る
安
楽
死
に
関
す
る
仏
教
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
 （
 
切
 0
.
 
ト
 ）
。
 

ま
た
 護
 教
の
た
め
の
闘
争
や
慈
悲
心
か
ら
の
殺
生
、
自
己
犠
牲
 、
多
勢
を
 

救
 う
 た
め
に
一
人
を
殺
す
こ
と
（
動
物
実
験
な
ど
）
も
扱
わ
れ
 て
い
る
。
 

ま
た
そ
こ
に
用
意
さ
れ
て
い
る
滅
罪
の
シ
ス
テ
ム
（
密
教
儀
礼
 や
 浄
土
真
 

宗
な
ど
の
阿
弥
陀
仏
に
 よ
 る
悪
業
か
ら
の
救
済
な
ど
）
に
も
 言
 放
 し
て
い
 

る
 。
以
上
、
語
ら
れ
て
い
る
問
題
が
非
常
に
多
岐
に
 亘
る
 上
、
 慎
重
に
扱
 

わ
れ
て
い
る
た
め
、
到
底
こ
こ
で
す
べ
て
を
紹
介
し
 き
 れ
な
い
 が
 、
著
者
 

が
 仏
教
の
自
然
に
た
い
す
る
態
度
に
あ
っ
 い
 期
待
を
寄
せ
た
が
 ら
も
、
 ネ
 

ガ
テ
ィ
ブ
な
面
も
洗
い
ざ
ら
い
持
ち
出
し
、
真
摯
な
態
度
で
問
 題
を
扱
っ
 

て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
 故
 仏
教
思
想
の
持
つ
自
然
環
境
問
題
に
 つ
い
て
の
 

有
用
性
を
示
す
の
に
十
分
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
  
 

さ
て
、
第
二
の
著
書
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
仏
教
が
ど
こ
ま
で
 を
 生
き
 

物
 と
認
め
た
の
か
、
具
体
的
に
は
植
物
を
ど
 う
 位
置
づ
け
て
き
 た
の
か
に
 

つ
い
て
の
言
語
学
的
文
献
学
的
方
法
に
基
づ
い
た
研
究
で
あ
る
 
。
ま
ず
 

「
植
物
」
を
意
味
す
る
言
語
の
設
定
お
よ
び
考
察
を
し
、
ヴ
ィ
 

ナ
 ヤ
文
献
 

（
律
蔵
）
で
植
物
、
果
物
、
な
い
し
 

地
 
・
 水
 
・
火
を
ど
の
様
に
扱
 
っ
て
 
い
 

る
か
の
例
示
と
考
察
を
行
 う
 
（
 
第
 1
 章
 @
 第
 N
 章
 -
 。
 第
 V
 草
で
 
前
章
 ま
 

で
に
扱
っ
た
個
人
の
資
料
の
持
つ
意
義
を
示
し
、
評
価
を
与
え
 、
第
 Ⅵ
 章
 

以
下
で
後
代
そ
れ
が
ど
の
様
に
発
展
し
て
い
っ
た
か
等
に
つ
い
 て
 述
べ
て
 

し
 {
O
 

読
者
の
中
に
は
教
授
の
こ
の
第
二
の
著
書
の
厳
密
 さ
 精
敏
さ
に
 
安
堵
、
 

あ
る
い
は
満
足
感
を
覚
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
か
く
 哲
 学
 
・
思
想
 

を
 主
と
考
え
る
者
は
性
急
に
過
ぎ
て
文
献
貸
料
の
十
分
な
検
討
 を
 怠
り
、
 

従
っ
て
空
想
に
傾
く
嫌
い
が
あ
り
、
逆
に
そ
う
な
る
こ
と
を
 恐
 れ
て
文
献
 

資
料
の
操
作
の
み
に
固
執
し
て
し
ま
い
窒
息
し
て
し
ま
う
者
も
 あ
る
。
 そ
 

ぅ
 し
た
中
で
哲
学
を
す
る
も
の
は
文
献
学
者
以
上
に
文
献
学
を
 す
べ
 き
こ
 

と
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
も
の
と
言
え
る
。
 

こ
の
著
書
が
特
に
植
物
を
起
点
に
動
物
を
含
め
た
 い
 わ
ゆ
る
 自
 然
 界
の
 

保
護
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
視
点
か
ら
仏
教
文
献
に
見
ら
れ
る
 思
想
内
容
 

を
 吟
味
し
主
張
を
展
開
し
て
い
る
と
言
 う
 点
か
ら
は
、
珠
玉
の
 内
容
を
誇
 

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
著
着
に
よ
っ
て
人
類
が
実
際
に
 環
境
保
護
 

を
 実
行
に
移
す
か
と
言
 う
と
 些
か
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
 い
 。
日
本
 

軽
 に
本
音
と
立
て
前
で
行
け
ば
実
行
に
移
す
か
否
か
は
本
音
の
 部
分
に
 ょ
 

る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
も
触
れ
て
い
る
の
だ
が
、
破
壊
さ
れ
た
 自
然
環
境
 

の
 修
復
と
い
う
場
合
、
も
う
そ
れ
は
人
工
的
に
計
画
さ
れ
た
 自
 然
 環
境
で
 

あ
っ
て
、
原
生
林
な
ど
の
も
と
も
と
の
自
然
環
境
で
は
有
り
得
 な
い
の
で
 

あ
る
。
「
環
境
保
護
」
は
つ
ま
り
残
存
す
る
も
と
も
と
の
自
然
を
 

そ
の
ま
ま
 

残
す
と
い
う
こ
と
に
最
も
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 し
 か
し
本
当
 

に
そ
の
理
念
だ
け
で
問
題
は
解
決
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
誰
が
 そ
れ
を
実
ゎ
 

 
 

行
 に
移
す
の
か
。
要
は
現
実
で
あ
り
人
間
の
生
活
で
あ
り
、
 

っ
 ま
り
政
治
 

は
 

で
あ
り
経
済
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
 き
 な
け
れ
ば
  
 

護
 」
は
実
現
し
な
い
と
言
 う
 と
こ
ろ
に
あ
る
。
イ
デ
ア
 や
フ
ォ
 ル
マ
、
 あ
 



る
い
は
神
の
摂
理
な
ど
普
遍
的
原
理
原
則
の
上
に
培
わ
れ
た
 思
 想
 土
壌
を
 

持
つ
理
念
先
行
型
の
西
欧
で
は
 或
 い
ほ
こ
の
著
書
な
ど
に
示
さ
 れ
た
情
報
 

も
 比
較
的
容
易
に
環
境
保
護
運
動
の
理
由
付
け
の
 一
 っ
と
し
て
 寄
与
し
得
 

る
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
個
物
に
そ
の
思
考
基
盤
を
置
き
、
 従
っ
て
 多
 

義
 的
で
あ
る
東
洋
思
想
、
さ
ら
に
は
和
の
構
造
と
い
う
一
義
的
 に
 定
義
で
 

き
な
い
精
神
構
造
の
中
で
生
活
す
る
個
々
人
の
中
で
は
理
念
や
 原
理
原
則
 

は
 立
て
前
輪
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
 5
 。
環
境
保
護
の
理
 念
 の
も
と
 

に
 消
費
者
が
積
極
的
に
過
剰
包
装
等
の
撲
滅
を
行
っ
て
い
る
 様
 に
 見
え
る
 

ド
イ
ツ
か
ら
日
本
に
来
た
日
本
学
の
あ
る
学
生
が
、
「
日
本
 
は
花
 島
風
月
、
 

自
然
を
愛
し
、
自
然
と
共
存
し
て
い
る
と
舌
口
わ
れ
る
が
、
あ
る
 
場
所
に
ほ
 

確
か
に
自
然
が
あ
る
が
、
別
な
場
所
に
は
全
く
そ
の
片
鱗
も
な
 い
 」
と
な
 

に
げ
な
し
に
語
っ
た
中
に
、
西
欧
の
思
考
土
壌
か
ら
は
矛
盾
だ
 ら
け
の
 日
 

本
の
思
考
方
法
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
が
 ロ
 本
の
調
和
 

0
 世
界
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
な
し
に
 は
こ
の
著
 

書
 が
日
本
社
会
に
積
極
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
ほ
極
め
て
 少
 な
い
で
あ
 

ろ
う
。
例
え
ば
日
本
の
南
の
島
で
起
き
た
イ
ル
カ
の
大
量
虐
殺
 の
話
に
し
 

て
も
、
た
だ
不
殺
生
戒
な
ど
の
理
念
か
ら
非
難
し
た
の
で
は
 全
 く
 効
果
が
 

な
い
ば
か
り
か
、
「
安
穏
と
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
も
の
に
何
が
判
 
る
か
」
 式
 

に
 逆
効
果
に
も
な
る
。
漁
師
の
値
々
の
生
活
、
彼
ら
が
ど
 5
 す
 べ
き
か
を
 

経
済
問
題
も
含
め
た
具
体
的
な
方
策
と
し
て
示
さ
な
い
限
り
同
 じ
こ
と
が
 

繰
り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
 5
 。
も
っ
と
も
こ
れ
は
世
の
東
西
を
問
 わ
ず
同
様
 

で
あ
り
、
単
に
理
念
が
通
り
易
い
か
ど
う
か
は
比
較
の
問
題
で
 あ
る
。
 例
 

ぇ
ば
 米
国
が
鯨
を
捕
り
た
 い
 が
た
め
に
黒
船
 と
ぃ
 5
 武
力
を
も
 っ
て
日
本
 

を
 開
国
さ
せ
な
が
ら
、
す
で
に
鯨
の
需
要
の
な
く
な
っ
た
今
で
 は
 先
頭
に
 

立
っ
て
 鯨
 保
護
を
言
い
、
そ
の
同
じ
米
国
が
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
 す
る
物
質
 

 
 

の
 規
制
に
は
消
極
的
な
態
度
を
採
る
の
で
あ
る
。
 

1
5
 

教
授
自
身
も
こ
の
点
在
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
絶
望
的
な
気
持
ち
 で
 執
筆
⑪
 

し
た
こ
と
で
あ
ろ
 5
 が
、
第
 1
 章
 I
,
B
 
 で
仏
教
教
理
を
超
 ，
 え
た
実
践
㏄
 

理
念
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
膨
大
な
政
治
 経
 済
 問
題
の
 

何
ら
か
の
解
決
策
を
一
つ
で
も
提
示
し
な
い
限
り
実
社
会
に
 ア
 ピ
ー
ル
 す
 

る
 事
は
難
し
い
ば
か
り
か
、
も
し
私
を
含
め
た
読
者
が
こ
こ
に
 一
 
小
さ
れ
た
 

内
容
を
土
台
と
し
て
具
体
的
な
環
境
保
護
の
方
策
を
模
索
し
な
 い
 と
す
る
 

な
ら
ば
、
こ
の
著
書
が
あ
ま
り
に
も
無
力
な
も
の
と
な
ろ
 う
 。
 そ
の
行
動
 

の
 是
非
は
別
と
し
て
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
情
報
が
グ
リ
ン
ピ
ー
 ス
 の
よ
う
 

な
 環
境
保
護
団
体
、
圧
力
団
体
に
よ
る
実
力
行
使
に
よ
っ
て
 否
 応
 な
く
 自
 

然
 環
境
の
保
全
を
全
 5
 す
る
の
に
役
立
て
ば
 幸
 い
と
す
る
こ
と
 
に
な
る
。
 

事
は
一
刻
を
争
 う
 状
況
に
あ
る
事
だ
け
は
確
か
な
の
だ
か
ら
 
。
臓
器
移
 

植
 
・
脳
死
の
問
題
と
同
様
に
、
今
日
的
問
題
に
対
し
仏
教
が
 今
 実
行
可
能
 

な
 理
念
と
し
て
何
を
ア
ピ
ー
ル
し
得
る
か
、
す
べ
き
か
の
青
手
 真
を
我
々
 

も
 提
出
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
教
授
一
人
に
押
し
っ
け
る
 事
 は
 断
じ
て
 

許
さ
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
学
会
レ
ベ
ル
で
 環
境
問
題
 

が
 討
議
さ
れ
て
も
よ
い
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

最
後
に
第
一
の
著
書
の
最
終
章
（
後
半
部
分
 第
 Ⅱ
 章
 ）
で
近
年
 日
本
で
 

如
来
蔵
批
判
と
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
持
谷
氏
の
提
示
し
た
 シ
ュ
 

ト
ハ
ウ
 ゼ
ソ
 教
授
の
 
，
 
ロ
口
耳
印
 

ま
の
 3
 話
亡
臣
三
里
 目
 ，
に
た
い
 
す
る
批
判
 

に
 答
え
る
文
章
を
載
せ
て
い
る
。
教
授
の
神
谷
批
判
は
正
面
か
 ら
 充
分
な
 

根
拠
を
示
し
た
上
で
行
わ
れ
て
お
り
、
激
し
く
も
誠
実
で
、
 し
 か
も
極
め
 

て
 質
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
 袴
谷
 氏
か
ら
の
 
再
 批
判
も
す
 



書評と紹介 

  
 
 

 
 

教
 」
と
は
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら
も
現
実
に
そ
の
 

ょ
う
 に
 @
 い
 習
わ
さ
れ
 

て
い
る
「
仏
教
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
論
理
的
に
導
か
れ
た
 

歴
史
上
に
 

は
 架
空
の
「
仏
教
」
で
あ
る
。
如
来
蔵
思
想
に
し
ろ
唯
識
思
想
 

に
し
ろ
 苦
 

滅
諦
 、
悩
み
苦
し
み
を
逃
れ
る
た
め
に
対
機
説
法
を
旨
と
す
る
 

方
便
の
流
 

れ
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
、
人
に
応
じ
目
的
に
応
じ
て
取
捨
 

選
択
さ
れ
 

て
き
た
Ⅰ
 
b
 の
で
去
の
る
。
し
か
し
、
 

袴
谷
ワ
 ㏄
 
ひ
 
包
丁
Ⅰ
に
 

の
 
ま
 る
よ
 う
 に
「
 浬
 

盤
 」
「
解
脱
」
ま
で
も
外
か
ら
混
入
し
た
非
仏
教
的
な
も
の
と
し
 

て
断
ず
 

る
な
ら
、
無
我
 
説
 と
い
う
ご
く
僅
か
な
も
の
を
残
し
、
そ
の
他
 

す
べ
て
を
 

排
除
す
る
事
に
な
る
。
で
は
縁
起
訴
に
立
ち
な
が
ら
他
の
何
に
 

も
 影
響
を
 

受
け
て
い
な
い
仏
教
思
想
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
自
体
 

自
 説
へ
の
 国
 

執
 に
な
り
、
無
我
 
説
と
 抵
触
し
な
い
の
か
。
「
論
理
的
に
正
し
 

い
 」
と
は
 

ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
博
行
 
っ
，
ひ
 

の
の
下
の
「
正
統
か
異
 

喘
 か
の
 

論
理
的
正
邪
の
決
断
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
 

口
 １
％
 カ
ト
 

リ
ッ
ク
教
の
採
っ
て
き
た
態
度
は
理
想
的
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
 

と
こ
ろ
で
 

近
年
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
伝
道
院
だ
け
で
な
 

く
 日
本
 カ
 

ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
ま
で
も
が
布
教
に
あ
た
っ
て
日
本
人
の
 

先
祖
供
養
 

と
 協
調
す
べ
き
事
を
言
 
う
 よ
 う
 に
な
っ
た
と
い
う
の
は
ど
 
う
取
 り
 扱
う
の
の
 

 
 
 
 
 
 

カ
 た

だ
し
、
こ
う
し
た
素
朴
な
疑
問
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 

ノ
教
 授
力
 
@
 
1
 

射
的
。
 

象
 と
し
た
「
仏
教
」
の
枠
内
に
お
い
て
初
め
て
提
示
可
能
で
あ
 

る
と
い
う
 



    
と 

を、 

我 
  
は
ま
ず
認
識
し
て
お
く
べ
き
で
 あ 
  
@O 
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大
明
堂
平
成
四
年
四
月
八
日
刊
 

A
 利
二
二
二
頁
四
二
五
 0
 円
 

一
見
 

幸
木
 

神
社
の
「
第
二
の
明
治
維
新
」
と
ま
で
称
さ
れ
、
明
治
三
九
年
 か
ら
 全
 

国
を
吹
き
荒
れ
た
神
社
整
理
・
合
祀
政
策
は
多
く
の
禍
根
を
残
 し
 、
民
俗
 

信
仰
世
界
の
変
質
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
 う
 。
神
社
整
理
の
 政
策
過
程
 

と
 、
そ
の
実
態
、
お
よ
び
そ
の
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
の
 本
格
的
成
 

果
 と
し
て
米
地
実
目
村
落
祭
祀
と
国
家
統
制
 L
 二
九
七
七
年
 、
御
茶
の
 

水
書
房
Ⅰ
森
岡
清
美
「
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
 

L
 （
 一
九
八
七
 

年
 、
吉
川
弘
文
館
）
に
 っ
 づ
い
て
本
書
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
 る
 。
こ
れ
 

ら
 三
著
書
に
よ
っ
て
基
本
的
枠
組
は
提
示
さ
れ
た
と
い
え
る
。
 

さ
て
本
書
は
、
序
章
「
蘇
っ
た
神
々
」
、
第
三
 早
 「
明
治
末
期
の
 神
社
 

整
理
 ｜
 求
め
ら
れ
た
神
社
 像
｜
 」
、
第
二
章
「
 古
 社
の
調
査
と
 
神
社
 整
 

理
 」
、
第
三
草
「
神
韻
 幣
吊
料
 供
進
社
の
指
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
 」
、
第
四
 

章
 
「
 
喪
 わ
れ
た
神
々
 ｜
 神
社
合
併
の
諸
相
 @
 」
、
第
五
章
「
神
社
 合
併
と
 

村
祭
り
の
変
化
」
、
 第
 Ⅰ
ハ
章
「
氏
神
祭
祀
の
同
化
と
異
化
１
尾
鷲
 
市
の
事
 

何
分
析
を
通
し
て
ー
」
、
第
七
章
「
神
社
整
理
の
モ
デ
ル
 県
と
 神
社
 復
 

桜
井
治
男
 著
 

円
 蘇
る
 ム
ラ
 
の
神
々
 b
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指
定
へ
の
経
緯
を
三
重
県
の
動
向
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

一
町
村
 

一
社
を
指
定
し
、
そ
の
指
定
 社
 が
新
た
な
社
格
的
な
捉
え
方
に
な
 っ
て
 い
 

く
こ
と
、
し
か
も
町
村
名
を
冠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
 神
 社
 の
別
冊
 

を
 意
味
す
る
も
の
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
 

以
上
の
章
は
神
社
整
理
・
ム
ロ
併
が
い
か
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
か
 
に
つ
い
 

て
 、
行
政
側
の
分
析
が
主
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
 か
 ら
が
本
書
 

の
 特
質
で
あ
る
地
域
社
会
に
視
点
を
移
し
て
そ
の
意
味
を
探
っ
 て
い
こ
う
 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
「
 喪
 わ
れ
た
神
々
」
に
お
い
て
 、
村
内
に
 

反
対
の
動
ぎ
が
あ
り
な
が
ら
、
強
硬
に
神
社
合
併
が
な
さ
れ
た
 事
例
、
南
 

方
 熊
楠
の
神
社
ム
ロ
 
併
 反
対
運
動
の
論
理
と
そ
の
現
場
を
採
り
上
 げ
 、
権
力
 

が
め
ざ
・
し
た
神
社
ム
ロ
併
の
意
図
に
反
し
て
、
村
の
論
理
と
し
て
 

は
ム
 ラ
 の
 

衰
微
、
日
常
生
活
の
危
機
を
も
た
ら
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
 。
そ
 う
し
 

た
ム
ラ
 に
お
い
て
は
後
に
神
社
 復
祀
 な
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
 氏
神
に
代
 

わ
る
宗
教
施
設
を
有
し
、
伝
統
的
祭
り
を
維
持
し
て
い
る
。
 さ
 ら
に
、
 無
 

格
社
 な
り
路
傍
の
小
祠
で
あ
っ
た
「
山
の
神
」
の
処
遇
に
つ
い
 て
 、
跡
地
 

も
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
石
林
を
も
と
の
ま
ま
の
所
に
 祭
 り
 祭
礼
 を
 

行
っ
て
い
る
か
、
五
体
は
移
動
し
た
が
祭
礼
は
維
持
さ
れ
て
い
 る
の
が
ほ
 

と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
を
、
三
重
県
櫛
田
川
か
ら
宮
川
に
至
 旧
参
 宮
 街
道
 添
 

の
 調
査
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
五
章
に
お
い
て
 神
 仕
 合
併
に
 

よ
る
村
祭
り
の
変
化
を
、
合
併
に
よ
り
神
社
を
喪
っ
た
村
人
が
 そ
の
空
白
 

介
 

を
ど
の
よ
う
に
う
め
て
い
っ
た
か
と
い
う
視
点
よ
り
調
査
 し
て
い
る
。
 特
 

蠕
に
復
祀
 さ
れ
た
事
例
、
遥
拝
所
が
設
け
ら
れ
た
り
、
新
た
 な
 祭
祀
対
象
を
 

 
 

 
 

を
 目
指
し
た
神
社
整
理
も
、
ム
ラ
祭
り
が
復
興
さ
れ
て
い
る
 
@
 
」
と
か
ら
 

も
 、
「
大
字
」
ど
う
し
が
な
じ
ま
な
か
っ
た
事
例
と
、
い
ま
ひ
と
 つ
 い
は
 
ム
ロ
 

併
 神
社
が
氏
神
と
意
識
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
が
、
い
っ
ぱ
 ぅ
 で
は
 ム
ラ
 

の
カ
ミ
 も
祭
る
と
い
う
重
層
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
事
例
 も
 提
示
さ
 

れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
重
県
下
に
み
ら
れ
る
民
俗
儀
礼
と
し
て
 の
 
「
御
頭
 

神
事
」
を
取
り
上
げ
、
ム
ラ
の
象
徴
儀
礼
が
神
社
合
併
に
よ
っ
 て
 変
容
 し
 

た
様
相
が
描
か
れ
て
い
る
。
 

第
六
章
に
お
い
て
尾
鷲
市
尾
鷲
地
区
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
 一
 町
村
一
 

社
 と
な
ら
な
か
っ
た
地
域
的
特
性
を
え
ぐ
り
出
し
、
地
域
間
 の
 同
化
と
異
 

化
の
要
因
が
伝
統
的
地
域
社
会
に
内
包
さ
れ
て
い
た
た
め
と
し
 て
い
る
。
 

ま
た
、
合
併
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
も
 旧
 社
地
は
保
存
さ
れ
ム
一
 
フ
の
力
、
、
 

,
 

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
神
社
は
社
殿
は
な
く
 て
も
 ム
ラ
 

の
聖
所
 と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
神
社
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
 で
き
る
と
 

い
 う
 仮
説
を
提
示
し
て
い
る
。
 

第
七
章
、
第
八
章
は
以
上
の
 ム
ラ
 に
お
け
る
神
社
合
併
後
の
祭
 祀
 実
態
 

を
 踏
ま
え
、
三
重
県
下
、
さ
ら
に
は
全
国
的
に
神
社
 復
祀
 の
 運
 動
 が
大
正
 

末
期
 よ
 り
顕
在
化
し
て
い
 
き
 、
昭
和
 一
 0
 年
代
に
は
政
府
に
お
 い
て
も
 神
 

社
復
 祀
を
許
容
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
く
状
況
が
概
況
 さ
 れ
て
ぃ
 

る
 。
そ
れ
は
政
府
に
お
い
て
神
社
崇
敬
の
念
と
高
め
、
神
社
を
 し
て
行
政
 

市
町
村
の
精
神
的
統
合
を
強
め
よ
う
と
意
図
し
て
、
政
府
主
導
 
に
よ
っ
 

て
 、
地
域
住
民
の
主
体
的
意
志
と
は
か
か
わ
り
な
く
実
施
さ
れ
 た
 神
社
 整
 

)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

理
 が
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
た
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
で
 あ
る
。
 

以
上
紹
介
が
長
く
な
っ
た
が
、
確
実
な
資
料
検
討
と
実
態
調
査
   

え
て
い
る
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
評
者
と
 し
て
は
 簡
 



略
 化
し
す
ぎ
た
と
懸
念
さ
れ
る
。
さ
て
、
著
者
は
神
社
を
「
 そ
 の
時
々
の
 

社
会
的
状
況
や
時
代
思
潮
の
な
か
に
あ
っ
て
常
に
反
省
が
加
え
 ら
れ
、
 存
 

在
の
意
味
が
問
わ
れ
て
ぎ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
点
を
視
座
 に
い
れ
て
 

持
続
と
変
容
の
面
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
 
0
 」
 -
 一
山
 
ハ
 

頁
 ）
と
い
う
基
本
的
捉
え
方
を
踏
ま
え
て
い
る
。
し
か
し
、
 本
 書
の
主
眼
 

が
 神
社
 復
祀
 に
お
か
れ
て
い
る
た
め
に
か
、
と
も
す
れ
ば
、
 神
 
社
を
村
 

-
 ム
ラ
 ）
と
不
即
不
離
の
存
在
と
捉
え
る
表
記
が
登
場
す
る
。
 例
 
え
ば
 神
 

社
復
祀
 
し
た
事
例
や
、
神
社
を
失
っ
て
も
掛
 け
 軸
に
よ
っ
て
 祭
 神
を
祭
っ
 

て
い
る
事
例
な
ど
か
ら
、
「
 
ヵ
ミ
 は
我
々
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
 意
識
を
 

見
 い
だ
す
」
二
四
頁
Ⅰ
「
い
ず
れ
の
 
ム
ラ
 も
、
そ
の
小
さ
な
 コ
  
 

テ
ィ
単
位
で
、
結
合
す
る
精
神
的
な
中
心
を
必
要
と
し
て
い
る
 @
 」
と
が
 理
 

解
 で
き
る
。
」
 -
 一
 三
四
頁
）
な
ど
の
表
記
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

祭
祀
組
織
 

0
 合
同
 は
 従
来
の
 
ム
ラ
 が
崩
壊
し
た
こ
と
の
象
徴
と
し
て
捉
え
 ら
れ
て
い
 

る
 
（
 二
 0
 五
頁
Ⅱ
こ
れ
は
明
治
末
期
の
神
社
整
理
・
神
社
合
 
併
 
（
著
者
 

は
 
一
貫
し
て
こ
の
表
現
を
も
ち
い
て
い
る
が
、
私
は
神
社
整
理
 に
 伴
い
 祭
 

神
 が
合
併
神
社
に
お
い
て
併
せ
て
祭
祀
さ
れ
る
の
で
「
合
祀
」
 で
よ
い
と
 

考
え
て
い
る
）
問
題
へ
の
迫
り
か
た
、
ひ
い
て
は
神
社
の
捉
え
 か
た
の
 問
 

題
 で
も
あ
る
。
神
社
整
理
を
明
治
天
皇
制
国
家
体
制
の
民
衆
吏
 配
の
貫
徹
 

の
た
め
に
民
衆
の
基
層
信
仰
心
意
の
段
階
に
至
る
ま
で
の
規
制
 の
 試
み
と
 

位
置
付
け
る
も
の
で
あ
る
（
 
橘
 川
文
一
こ
。
い
ま
ひ
と
っ
は
民
俗
 

￥
の
 捉
，
え
 

か
た
な
り
、
社
会
学
に
お
い
て
は
鈴
木
栄
太
郎
の
自
然
村
理
論
 に
 基
づ
い
 

て
 、
自
然
村
に
お
け
る
自
足
的
生
活
協
同
の
精
神
的
表
現
と
し
 て
の
神
社
 

の
 捉
え
か
た
に
た
い
し
て
、
有
賀
 書
 左
衛
門
に
よ
っ
て
提
起
さ
 れ
た
「
 氏
 

神
と
し
て
の
神
社
」
は
全
体
社
会
構
造
と
地
域
社
会
と
の
相
互
 作
用
に
よ
 

っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
把
握
の
し
か
た
を
背
景
 に
し
て
、
 

 
 

政
治
権
力
と
の
 係
 わ
り
に
お
い
て
神
社
整
理
を
分
析
し
て
い
こ
 ぅ
 と
す
る
 

巧
 

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
森
岡
清
美
の
業
績
に
代
表
さ
れ
る
。
 そ
 こ
で
の
 
仮
め
 

 
 

説
は
 
「
祭
祀
主
体
が
一
定
地
域
に
一
個
の
生
活
協
同
体
と
し
て
 存
立
し
て
㏄
 

い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
 

復
 祀
の
前
提
条
件
で
あ
る
 」
 -
 
一
明
 
掲
 、
 

「
近
代
の
集
落
神
社
と
国
家
統
制
 

b
 二
 二
二
頁
）
で
あ
り
、
社
ム
 
広
 構
造
の
 

変
容
に
よ
っ
て
神
社
の
祭
祀
主
体
も
変
わ
り
 ぅ
 る
も
の
で
あ
る
 と
い
う
こ
 

と
が
で
き
よ
う
。
本
書
の
特
質
で
あ
り
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
 不
動
の
頁
 

献
 を
し
た
も
の
は
、
地
域
神
社
の
合
併
の
実
態
と
、
合
併
に
よ
 っ
て
神
社
 

を
要
 
っ
た
地
域
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
後
そ
の
祭
祀
を
ど
の
よ
 5
 に
継
承
 

し
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
多
様
な
諸
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
 こ
と
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
底
流
に
流
れ
て
い
る
の
は
政
治
権
力
に
よ
っ
て
 外
部
的
 コ
 

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
政
策
は
根
強
い
抵
抗
に
あ
い
、
神
社
 復
祀
 と
い
う
 行
 

動
 で
表
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
地
域
社
会
 
（
 ム
 ミ
ノ
）
 

は
 自
立
し
た
生
活
世
界
を
構
築
し
て
い
る
と
い
う
所
与
の
前
提
 が
あ
る
と
 

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

近
年
黒
崎
八
洲
次
郎
に
よ
っ
て
長
野
県
中
信
地
方
の
明
治
初
期
 に
お
 け
 

る
 集
落
神
社
の
再
編
成
過
程
に
つ
い
て
の
研
究
成
果
が
刊
行
さ
 ね
 た
（
 黒
 

崎
 八
洲
次
郎
日
明
治
前
期
の
長
野
県
中
信
地
方
の
集
落
神
社
の
 再
編
成
過
 

程
 L
 平
成
三
年
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
吉
書
、
平
成
四
 年三
月
、
 

信
州
大
学
人
文
学
部
Ⅱ
そ
の
内
容
は
明
治
四
年
の
「
筑
摩
耶
 
神
 
社
 明
細
 

帳
 」
と
「
明
治
十
一
年
筑
摩
耶
神
社
 取
 調
帳
」
と
「
明
治
 十
二
長
 

野
 県
西
筑
摩
耶
神
社
明
細
 帳
 」
を
比
較
検
討
し
、
明
治
四
年
 卜
 
Ⅰ
一
一
 
@
 
八
四
 

社
 が
申
告
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
十
二
に
は
一
二
八
社
に
減
少
し
 て
い
る
。
 



 
 

 
 

か
 」
に
つ
い
て
、
定
期
的
祭
日
が
あ
る
か
な
い
か
、
社
地
が
官
 

石
地
か
 

「
 
名
 諸
げ
 
地
 」
に
な
っ
て
い
る
か
な
ど
の
土
地
所
有
形
態
、
造
営
 

主
体
が
 

神
職
か
氏
子
か
な
ど
の
区
別
、
だ
れ
が
管
理
主
体
な
の
か
に
 

っ
 
い
て
変
数
 

化
し
て
分
析
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
変
数
が
高
 

い
 数
値
 
空
 下
 し
て
 

6
 場
合
に
そ
の
存
続
、
さ
ら
に
は
 

幣
 見
料
指
定
性
に
な
っ
て
 

い
 る
こ
と
を
 

明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
研
究
は
近
代
集
落
神
社
史
研
究
を
さ
ら
 

に
 推
し
進
 

め
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
初
期
か
ら
神
社
は
集
落
、
 

あ
る
い
 
集
 

明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
 

う
 す
る
と
神
社
合
祀
に
よ
 

り
 一
町
村
 

一
社
、
さ
ら
に
そ
の
神
社
に
町
村
名
を
つ
け
る
こ
と
は
地
域
社
 

4
%
 

の
再
編
 

成
 に
対
応
し
た
側
面
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
 

神
 社
 整
理
 

合
併
の
直
接
的
き
っ
か
け
は
政
治
権
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
 

た
も
の
で
 

あ
る
が
、
そ
れ
を
す
べ
て
が
受
動
的
に
受
け
止
め
た
の
で
は
な
 

く
 、
地
域
 

社
会
の
中
に
も
受
け
止
め
る
要
因
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
 

ろ
 う
か
 
。
 

市
町
村
が
国
家
体
制
に
包
摂
さ
れ
、
そ
こ
に
ひ
と
っ
の
役
場
、
 

小
学
校
な
 

ど
を
統
合
の
象
徴
に
し
た
生
活
 

圏
 な
っ
く
っ
て
い
き
、
そ
の
 

象
 徴
 と
し
て
 

神
社
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
 

5
 か
 。
 し
 か
し
、
 
神
 

社
は
 一
方
で
は
「
国
家
 

ノ
 宗
祀
」
と
し
て
、
天
皇
制
国
家
体
制
 

の
 一
翼
 
を
 

担
 な
わ
さ
れ
て
い
く
。
市
町
村
の
支
配
構
造
の
変
容
と
対
応
し
 

て
 、
中
心
 

介
 
神
社
と
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
く
神
社
も
国
家
神
道
化
政
策
 

に
 取
り
込
ま
れ
 

蠕
 
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
と
 

、
 幣
 思
料
指
定
 

舘
社
 に
お
け
る
神
事
・
祭
礼
と
集
落
神
社
の
そ
れ
と
は
並
列
 

に
 捉
え
ら
れ
る
 

の
で
は
な
く
公
的
儀
礼
Ⅰ
私
的
儀
礼
の
構
造
を
も
っ
て
く
る
の
 

で
は
な
い
 で

あ
ろ
 5
 か
 。
神
社
が
伝
統
の
容
器
で
あ
る
と
と
も
に
、
 

つ
れ
 に
そ
の
 置
 

か
れ
た
社
会
構
造
に
規
定
さ
れ
、
代
わ
り
 ぅ
 る
も
の
と
捉
え
て
 
い
く
必
要
 

が
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
本
書
の
 
ん
ラ
 の
レ
ベ
ル
で
の
神
社
整
理
と
そ
れ
に
た
 い
 す
る
 

住
民
側
か
ら
の
多
様
な
対
応
に
つ
い
て
の
発
掘
、
分
析
の
価
値
 は
 決
し
て
 

下
が
る
も
の
で
は
な
い
。
地
域
住
民
の
苦
汁
を
か
い
ま
み
な
い
 か
ぎ
り
、
 

神
社
と
は
な
に
か
が
見
え
て
こ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
 本
 書
は
神
社
 

研
究
に
も
大
き
な
一
石
を
投
ず
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
 、
書
 評
の
依
頼
 

を
 引
き
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
変
遅
れ
た
こ
と
、
著
者
 に
お
わ
び
 

た
し
ま
す
。
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「
現
代
の
宗
教
哲
学
日
 

勒
 草
書
房
一
九
九
三
年
一
月
一
五
日
刊
 

日
大
版
本
文
二
二
七
頁
二
三
六
九
円
 

星
川
 
啓
慈
 

は
じ
め
に
 

円
 現
代
の
宗
教
哲
学
 L
 は
、
英
語
圏
の
哲
学
全
般
に
深
い
造
詣
を
 も
つ
 

著
者
が
、
一
九
六
八
年
か
ら
一
九
八
九
年
に
発
表
し
た
九
編
の
 論
文
を
収
 

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
 
い
る
。
 な
 

お
 、
本
書
で
い
わ
れ
る
「
宗
教
」
と
は
、
主
と
し
て
「
キ
リ
ス
 ト
教
 」
 の
 

こ
と
で
あ
る
。
 

@
 
 形
成
 

一
分
析
的
宗
教
哲
学
の
形
成
（
 
ニ
 ー
 二
 二
頁
）
 

二
分
析
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
（
二
三
 
｜
 五
一
頁
）
 

三
世
俗
的
思
惟
に
お
け
る
宗
教
（
五
二
 
｜
 七
三
頁
）
 

国
形
而
上
学
成
立
の
宗
教
的
根
拠
に
つ
い
て
（
七
四
１
元
正
 
Ⅰ
八
）
 

古
 

Ⅱ
展
開
 

一
木
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る
神
論
の
形
成
（
九
九
 
｜
 一
二
八
 頁
 ）
 

ニ
 

ラ
ッ
セ
ル
に
お
け
る
宗
教
と
神
・
批
判
（
一
二
九
 ｜
 一
四
 四
百
（
）
 

三
 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
宗
教
舌
口
語
（
一
四
五
 

｜
ニ
ハ
 口
 一
百
 
@
 ）
 

口
ジ
 。
 ン
 ・
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
 
@
=
 

ロ
ま
 
巾
論
 （
一
六
五
 ｜
 一
九
三
頁
  
 

間
瀬
替
九
着
 

五
ジ
 。
 ン
 ・
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
論
（
一
九
四
 ｜二
 二
七
頁
  
 

 
 

「
現
代
の
宗
教
哲
学
日
に
先
立
つ
論
文
集
 

円
ヱ
 コ
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
 
l
 捷
 

巧
 

唱
 J
l
-
 
法
蔵
 館
 、
一
九
九
一
年
）
に
お
い
て
、
著
者
は
「
自
己
の
 知
的
な
め
 

 
 

活
動
の
内
部
で
な
く
、
外
部
で
直
面
す
る
新
た
な
問
題
に
積
極
 的
に
か
か
㏄
 

わ
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
広
く
世
間
に
貢
献
し
う
る
よ
う
な
 、
そ
，
フ
い
 

ぅ
 総
合
的
な
知
見
の
形
成
に
、
哲
学
は
役
立
っ
 べ
 ぎ
で
あ
る
 」
と
語
っ
 

た
 。
基
本
的
に
こ
の
信
念
は
、
た
と
え
著
者
が
 ヒ
ソ
ク
や
 
ラ
ッ
 セ
ル
 や
ホ
 

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
や
ウ
ィ
 
ト
ゲ
ソ
 
シ
ュ
タ
イ
ソ
と
い
つ
た
個
人
の
 哲
学
に
つ
 

い
て
論
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
「
現
代
の
宗
教
哲
学
日
で
も
 
貫
 
か
れ
て
 

い
る
。
で
は
、
「
現
代
の
宗
教
哲
学
」
が
取
り
組
む
べ
 

き
、
ァ
ク
 チ
ュ
ア
 

ル
で
 
「
新
た
な
」
問
題
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
著
者
の
立
場
か
 
ら
 述
べ
る
 

と
 、
 -
1
 三
下
散
的
な
主
張
表
明
は
「
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
 も
つ
 
言
 

明
 な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
論
理
的
に
み
て
ど
の
よ
う
な
身
分
を
 も
た
さ
れ
 

た
 言
明
な
の
か
」
と
い
う
問
題
と
、
 

-
2
-
 「
（
わ
た
し
の
宗
教
 
）
中
心
主
 

義
の
独
断
の
夢
か
ら
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
、
宗
教
に
お
け
る
 コ
 ヘ
ル
ニ
ク
 

ス
 約
転
回
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
（
「
ま
え
が
 

さ
 」
参
照
 沌
 
前
 者
を
め
ぐ
 

る
 論
考
が
第
 1
 部
を
構
成
し
、
後
者
を
め
ぐ
る
論
考
が
第
Ⅱ
 蔀
 を
 構
成
し
 

て
い
る
。
種
々
の
論
文
が
収
録
さ
れ
た
本
書
を
貫
い
て
い
る
 視
 点
は
、
第
 

1
 部
 と
第
Ⅱ
 部
 と
で
問
題
設
定
の
仕
方
に
違
い
は
見
ら
れ
る
が
 、
「
多
一
万
 

論
 」
の
肯
定
と
そ
の
哲
学
的
基
礎
 づ
 げ
で
あ
る
。
多
様
な
価
値
 観
 
・
宗
教
 

観
 
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
林
立
す
る
現
代
の
世
界
情
況
を
背
景
に
 し
て
、
 多
 

元
 的
な
言
語
論
と
多
元
的
な
宗
教
論
を
哲
学
的
な
深
 い
 レ
ベ
ル
 か
ら
肯
定
 

し
よ
う
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
時
宜
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
 る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
「
 ジ
 。
 ソ
 ・
 ヒ
 "
 ク
の
 宗
教
多
元
論
」
に
代
表
さ
 れ
る
 弗
 



各
論
文
の
内
容
 

そ
れ
で
は
、
少
し
ば
か
り
の
重
複
は
あ
る
が
独
立
性
の
強
い
（
 と
は
 

介
 

っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
有
機
的
に
ク
ロ
ス
Ⅱ
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
 で
き
る
よ
 
う
 

旅
に
、
 
註
な
ど
で
工
夫
さ
れ
て
い
る
）
諸
論
文
の
内
容
を
紹
 介
し
て
い
く
こ
 

翻
 

と
に
し
ょ
う
。
な
お
、
特
別
な
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
 以
 下
の
引
用
部
分
 

で
 付
さ
れ
た
傍
点
は
す
べ
て
著
者
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 

Ⅱ
部
の
考
え
方
は
、
著
者
の
論
文
執
筆
・
学
会
発
表
・
翻
訳
な
 ど
の
活
発
 

な
 活
動
を
通
し
て
、
こ
こ
数
年
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
 た
 。
 れ
 ろ
 

ん
 私
に
は
「
宗
教
多
元
論
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
こ
と
も
多
い
 の
だ
が
、
 

本
稿
で
は
、
 
第
 1
 部
の
三
つ
の
論
文
と
第
Ⅱ
部
の
一
つ
の
論
文
 を
 中
心
に
 

し
て
、
 第
 1
 部
で
展
開
さ
れ
る
議
論
の
紹
介
と
論
評
を
お
こ
 た
 う
こ
と
に
 

す
る
。
そ
の
理
由
は
 、
 -
1
-
 
三
二
歳
の
と
き
に
訳
出
し
た
 て
ッ
 キ
ン
タ
イ
 

ア
 ー
の
円
宗
教
言
語
の
哲
学
的
分
析
 J
-
 

理
想
 

社
 、
一
九
七
 0
 年
 ）
以
来
、
 

著
者
が
一
貫
し
て
英
語
圏
に
お
け
る
「
分
析
的
宗
教
哲
学
」
 上
 0
 間
頭
 と
 

取
り
組
ん
で
き
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
（
 2-
 現
代
の
日
本
で
は
 、
い
ま
だ
 

に
 英
語
圏
に
お
け
る
分
析
哲
学
の
視
点
か
ら
宗
教
哲
学
を
展
開
 す
る
試
み
 

が
 少
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
口
占
示
教
言
語
の
哲
学
的
 

分
析
 L
 

の
 
「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
、
「
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
分
野
口
 
分
析
的
 宗
 

教
 哲
学
し
の
研
究
が
未
開
発
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
重
 大
佐
を
顧
 

み
て
」
「
未
知
の
可
能
性
に
お
け
る
こ
の
分
野
の
知
的
風
土
に
お
 
い
て
 二
 

大
使
命
を
感
じ
つ
つ
、
本
書
の
訳
出
に
あ
た
っ
た
」
と
著
者
は
 旺
叩
 
っ
て
 い
 

る
 。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
 二
 0
 年
 以
上
を
経
た
現
在
で
も
、
 

右
の
情
況
 

は
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

三
 
@
 
 「
分
析
的
宗
教
哲
学
の
形
成
」
は
、
文
字
通
り
、
分
析
的
 宗
教
 

哲
学
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
前
期
ウ
ィ
 ト
ゲ
 ン
シ
ュ
タ
 

イ
ン
，
論
理
実
証
主
義
・
論
理
経
験
主
義
の
基
本
的
な
考
え
方
 が
 的
確
に
 

押
さ
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
 日
 常
 言
語
学
 

派
 
・
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
学
派
の
考
え
方
に
移
行
し
て
い
く
 プ
ロ
セ
ス
 

が
 、
宗
教
言
語
の
問
題
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
旨
 語
 の
問
題
 

に
 関
し
て
は
、
フ
リ
ュ
ー
、
ヘ
ア
ー
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
ら
が
議
論
 を
 展
開
し
 

て
い
る
 
円
 哲
学
的
神
学
に
お
け
る
新
し
い
エ
ッ
セ
イ
集
 L
 

こ
れ
か
ら
 

神
学
と
哲
学
の
新
た
な
対
話
が
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
に
 
み
 ら
れ
る
 議
 

ウ
ィ
ズ
ダ
ム
の
「
神
々
」
、
フ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
の
「
宗
教
 的
 信
念
 

0
 本
性
に
対
す
る
 一
 経
験
主
義
者
の
見
解
」
な
ど
の
古
典
的
論
 丈
 に
 @
=
 

ロ
及
 

さ
れ
て
い
る
。
 
-
 な
お
「
世
俗
的
思
惟
に
お
け
る
宗
教
」
に
は
、
 ウ
ィ
ズ
 

ダ
ム
の
「
庭
師
の
た
と
え
 話
 」
 や
へ
ア
 
ー
の
「
ブ
リ
ク
」
理
論
 へ
の
比
較
 

的
 く
わ
し
 い
 言
及
が
あ
る
じ
 

論
理
実
証
主
義
が
意
味
基
準
を
検
証
原
理
に
求
め
た
の
に
対
し
 て
、
後
 

期
 ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
新
し
い
意
味
の
基
準
を
示
し
た
 。
そ
れ
は
 

「
 ハ
 命
題
の
意
味
は
そ
の
使
用
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
）
と
い
う
 
意
味
 基
 

 
 

準
 、
意
味
の
使
用
原
理
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
有
意
味
 な
 語
ら
い
 

の
 領
域
が
倫
理
道
徳
や
宗
教
ま
で
に
も
お
よ
び
、
分
析
と
し
て
 の
 哲
学
運
 

動
 に
は
大
き
な
展
開
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
。
そ
し
て
、
 

「
分
析
の
 

方
向
が
、
倫
理
道
徳
の
こ
と
ば
、
宗
教
の
こ
と
ば
を
含
む
日
常
 @
 
@
 語
の
分
 

)
 

析
 に
お
よ
ぶ
に
至
っ
て
、
哲
学
と
宗
教
の
間
に
は
こ
れ
ま
で
に
 な
 い
 新
た
㏄
 

な
 交
通
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
舌
口
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
 
ら
 、
「
 哲
 

㏄
 

 
 

学
的
分
析
が
人
間
の
知
恵
を
披
歴
す
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
 の
 使
用
す
 

  



る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
ば
の
形
式
を
分
析
し
て
、
そ
の
形
式
に
特
有
 な
 論
理
の
 

発
見
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
宗
教
と
の
対
話
の
共
通
 0
 基
盤
と
 

も
 言
 う
 べ
 き
 も
の
が
求
め
ら
れ
る
よ
さ
に
な
っ
た
」
か
ら
だ
。
 

（
二
）
「
分
析
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
で
は
、
言
語
分
析
の
哲
学
 と
キ
 

リ
ス
ト
教
や
神
学
と
が
手
を
結
ぶ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
が
 、
 論
じ
ら
れ
 

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
 
@
 語
の
問
題
が
神
学
の
 中
心
と
し
 

て
 残
る
」
こ
と
は
今
後
も
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
現
代
神
 学
が
コ
、
、
、
 

&
 ネ
 ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
語
の
問
題
に
向
か
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
 
「
言
語
を
 

主
要
な
関
心
事
と
し
て
い
る
分
析
哲
学
を
、
神
学
は
絶
対
に
無
 祝
 す
る
こ
 

と
が
で
き
な
い
は
ず
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
語
・
 意
 味
 
・
論
理
 

な
ど
に
は
多
様
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
言
語
地
図
上
で
 の
 宗
教
育
 

語
の
存
在
理
由
が
導
か
れ
る
。
さ
ら
に
論
が
展
開
さ
れ
、
神
学
 に
は
そ
れ
 

特
有
の
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
が
あ
る
と
い
う
主
張
、
も
う
一
歩
 
つ
 
っ
 こ
ん
 

で
、
「
パ
 l
 ソ
ナ
ル
 な
 言
語
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
神
学
や
キ
リ
ス
ト
 教
 
言
語
 

を
 解
釈
し
ょ
う
と
い
う
き
わ
め
て
重
要
な
主
張
が
な
さ
れ
る
。
 換
言
す
れ
 

ば
、
 人
々
は
皆
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
な
生
活
を
営
ん
で
 い
 る
わ
け
 
だ
が
、
 そ
 

の
人
 独
自
の
生
活
情
況
に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
バ
ー
ソ
ナ
ル
 な
 神
と
の
や
 

り
と
り
を
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
把
握
し
、
 そ
こ
で
 生
 

ぎ
た
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
神
学
や
キ
リ
ス
ト
教
で
使
用
さ
れ
，
 
皇
 目
語
を
捉
 

え
 よ
 う
 、
と
い
う
わ
け
だ
。
 

言
語
の
「
使
用
」
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
 か
ら
、
 

「
人
間
の
具
体
的
情
況
の
文
脈
の
な
か
で
、
語
や
文
の
意
味
は
最
 も
 正
し
 

く
 理
解
さ
れ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
「
神
学
 曲
言
明
 

の
 使
用
が
、
も
し
そ
れ
の
出
て
ぎ
た
生
活
情
況
か
ら
吟
味
さ
れ
 る
と
す
れ
 

ば
 、
そ
の
言
明
は
す
べ
て
…
：
入
神
と
人
と
の
出
会
い
）
に
言
及
 し
て
い
 

 
 

る
は
ず
」
で
あ
り
、
 
司
 聖
書
目
が
神
を
語
る
際
に
は
、
 

ぎ
ま
っ
 て
 パ
 l
 ソ
 

托
 

テ
 ル
 な
 関
係
か
ら
出
て
く
る
言
葉
を
用
い
て
い
る
」
。
そ
し
て
、
 

キ
リ
ス
の
 

 
 

ト
 教
の
信
仰
で
は
「
神
は
パ
ー
ス
ン
と
し
て
考
え
る
考
え
方
が
 一
番
適
切
㏄
 

で
あ
る
」
。
神
を
バ
 
l
 ソ
ナ
ル
な
舌
口
語
で
語
る
こ
と
の
意
義
は
 
、
 次
の
三
 

点
で
あ
る
。
 
-
1
-
 
人
間
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
な
か
に
は
、
パ
ー
ソ
 テ
 ル
な
 関
 

係
の
言
語
ゲ
 
l
 ム
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
そ
れ
自
身
の
論
理
と
「
 使
用
」
が
 

あ
る
こ
と
。
 
-
2
 ）
神
に
つ
い
て
語
る
言
語
の
言
語
ゲ
ー
ム
に
は
 
ハ
 ー
 ソ
 

テ
 ル
な
 @
 語
ゲ
 l
 ム
が
あ
る
こ
と
。
 
-
3
-
 
物
を
知
る
こ
と
と
 神
 を
 知
る
こ
 

と
と
の
間
に
は
類
比
は
な
い
が
、
人
を
知
る
こ
と
と
神
を
知
る
 @
 」
と
と
の
 

間
 に
は
真
の
類
比
が
あ
る
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。
「
パ
 

J
 ス
ン
を
 
知
る
こ
 

と
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
個
人
を
知
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
が
、
 ユ
ニ
、
ク
 

な
 個
人
を
知
る
こ
と
に
対
し
て
は
「
哲
学
者
は
余
り
重
要
な
貢
 敵
 を
な
し
 

ぅ
る
 よ
さ
に
は
思
え
な
い
」
。
と
い
う
の
は
、
普
遍
的
・
一
般
的
 な
も
の
 

を
 追
求
す
る
哲
学
者
は
、
た
い
て
い
個
別
的
，
特
殊
的
な
事
柄
 に
は
深
く
 

か
か
わ
ら
な
い
か
ら
だ
。
個
人
が
も
っ
そ
の
人
独
自
の
信
仰
 生
 活
の
具
体
 

的
 
・
独
自
的
情
況
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
言
語
の
語
や
文
の
 意
味
が
正
 

し
く
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

二
三
「
形
而
上
学
成
立
の
宗
教
的
根
拠
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
 
主
張
 

は
 、
表
面
的
に
は
こ
れ
ま
で
自
然
神
学
と
啓
示
神
学
と
は
「
 対
 立
的
 」
に
 

捉
え
ら
れ
て
ぎ
た
が
、
こ
の
二
分
法
な
い
し
二
者
択
一
的
な
枠
 組
は
誤
っ
 

た
 問
題
の
立
て
方
を
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
 て
 
「
影
面
 

正
字
成
立
の
た
め
の
宗
教
的
な
根
拠
」
が
明
確
に
さ
れ
る
。
 こ
，
 」
で
舌
口
 
わ
 

れ
る
「
形
而
上
学
」
と
は
、
そ
の
「
最
後
の
部
門
」
に
お
い
 
て
 自
然
神
 



書評と紹介 

学
を
有
す
る
形
而
上
学
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
 ，
 
」
の
意
味
 

で
の
形
而
上
学
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
神
の
存
在
を
自
明
と
 し
て
 -
 
朋
 

捷
 し
な
い
で
、
た
だ
自
然
的
理
性
の
論
証
 力
 の
み
に
頼
る
」
 
自
 然
 神
学
が
 

「
神
訴
」
「
神
学
」
と
し
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
な
ぜ
 

な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
自
然
神
学
が
お
こ
な
 う
 神
の
存
在
を
め
 ぐ
る
論
証
 

の
 結
論
が
「
無
神
論
的
で
な
く
有
神
論
的
で
あ
る
と
い
う
保
証
 」
が
あ
る
 

と
は
思
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
、
自
然
神
学
と
啓
示
神
学
と
 の
 
「
か
か
 

わ
り
の
構
造
」
が
検
討
に
付
さ
れ
る
。
こ
の
議
論
は
じ
つ
に
 明
 快
で
ム
め
 

る
 。
「
自
然
神
学
者
が
一
者
の
存
在
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
 を
も
つ
 

こ
と
と
啓
示
神
学
者
が
啓
示
さ
れ
た
神
に
対
す
る
信
仰
を
 ァ
プ
 リ
ナ
サ
 に
 

も
つ
こ
と
と
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
（
コ
ミ
ッ
ト
す
る
）
 こ
 と
に
お
い
 

て
 同
じ
で
あ
り
、
ま
た
（
啓
示
可
能
）
の
真
理
内
容
が
、
自
然
 的
 理
性
に
 

よ
っ
て
知
ら
れ
た
一
者
と
信
じ
ら
れ
た
神
と
が
同
じ
」
で
あ
る
 と
 主
張
す
 

る
 著
者
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
「
自
然
神
学
者
と
啓
示
神
学
者
と
 は
か
な
 

ら
ず
し
も
峻
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
。
さ
ら
に
ラ
デ
ィ
 カ
ル
 
に
 

も
 、
著
者
は
「
自
然
神
学
者
も
啓
示
神
学
者
も
と
も
に
答
え
を
 先
に
見
て
 

し
ま
っ
て
い
る
、
行
き
着
く
先
を
と
も
に
知
っ
て
し
ま
っ
て
 い
 る
 」
と
さ
 

で
も
断
言
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
自
然
神
学
者
と
啓
示
 神
学
者
と
 

は
 区
別
さ
れ
た
り
、
分
離
さ
れ
た
り
す
る
べ
ぎ
で
は
な
い
の
だ
 。
 げ
つ
き
 

よ
 く
、
両
者
の
か
か
わ
り
の
構
造
は
、
ト
マ
ス
が
示
し
た
「
 ハ
啓
 示
 可
能
）
 

の
 真
理
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
 ぅ
る
 」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

ま
た
、
 両
 

者
の
か
か
わ
り
は
「
 -
o
 
住
 n
p
-
 
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
 づ
 0
 Ⅱ
Ⅰ
。
Ⅱ
 

@
 ト
 
・
 

江
守
の
な
も
の
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
人
杖
 ぃ
 ）
を
 目
 

的
と
す
る
神
の
啓
示
 昔
 生
心
を
さ
ま
た
げ
な
い
と
い
う
、
信
仰
に
 

基
本
的
な
 

目
的
論
的
思
考
」
が
両
者
に
は
共
に
は
た
ら
い
て
お
り
、
両
者
 は
 
「
共
通
 

の
 出
発
点
と
共
通
の
終
着
点
と
を
共
有
し
て
い
て
、
互
い
に
 補
 強
し
合
っ
 

て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
論
文
は
、
自
然
神
学
と
啓
示
神
学
の
か
か
わ
り
を
考
察
の
 対
象
に
 

し
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
一
般
的
な
「
宗
教
に
内
在
す
る
論
 理
 」
を
じ
 

つ
に
見
事
に
 扶
 り
だ
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
い
ま
 だ
に
論
証
 

さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
す
で
に
論
証
さ
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
 の
う
ち
に
 

加
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
虚
偽
を
「
論
点
先
取
の
虚
偽
」
と
し
 て
 以
来
、
 

「
論
点
先
取
」
に
は
悪
い
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
ぎ
た
。
し
か
し
 翻 
っ
て
 、
 

こ
れ
に
き
わ
め
て
積
極
的
な
意
義
を
与
え
よ
う
、
と
い
う
の
で
 あ
る
。
 そ
 

の
 理
由
は
、
「
信
仰
の
た
め
に
は
た
ら
く
論
理
は
、
結
論
を
反
証
 し
て
こ
 

れ
を
否
認
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
先
取
し
た
結
論
を
論
 証
し
て
こ
 

れ
を
確
認
す
る
、
あ
る
い
は
認
証
す
る
た
め
の
も
の
」
だ
か
ら
 *
L
 
。
「
ハ
信
 

仰
 の
 論
 運
は
論
点
先
取
で
あ
る
先
取
さ
れ
た
結
論
に
た
 
い
す
る
 
コ
 

ミ
ッ
ト
 メ
ソ
ト
 が
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
の
 で
、
先
取
 

さ
れ
た
結
論
が
確
認
さ
れ
、
認
証
さ
れ
る
も
の
と
な
る
」
。
そ
れ
 で
は
、
 

こ
れ
は
信
仰
の
論
理
の
弱
点
な
の
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
「
否
」
 で
あ
る
。
 

ス
神
）
 論
 な
り
（
 神
 ）
 学
 な
り
が
（
 神
 ）
に
た
い
す
る
信
念
の
 先
取
で
あ
 

る
な
ら
ば
、
そ
の
先
取
さ
れ
た
信
念
の
正
当
化
の
た
め
に
は
か
 え
っ
て
 積
 

極
 的
に
そ
の
論
理
性
格
は
使
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
 」
 

-
 
四
 @
 
 「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
宗
教
言
語
」
は
、
宗
教
旨
 

口
語
が
か
り
 

 
 

そ
の
確
固
た
る
存
在
領
域
を
も
ち
 ぅ
 る
こ
と
を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
 シ
ュ
タ
イ
㏄
 

ン
 哲
学
の
知
見
を
駆
使
し
な
が
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
 @
 語
 は
 事
実
や
㏄
 

事
態
を
「
記
述
す
る
」
場
合
に
の
み
有
意
味
で
あ
る
と
い
う
 論
 現
実
証
空
 



詩
的
な
考
え
方
は
、
「
記
述
主
義
の
誤
り
」
と
し
て
 
退
 げ
ら
れ
、
 

「
多
元
主
 

義
 的
な
 @
 ま
 旧
観
」
が
迎
え
入
れ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
宗
教
 

@
=
 

ロ
ま
 
幅
 も
 存
在
を
 

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
宗
教
言
語
を
道
徳
言
語
と
 同
一
視
す
 

る
 ブ
レ
イ
ス
ウ
ェ
イ
ト
 や
 、
宗
教
言
語
と
形
而
上
学
的
言
語
と
 を
 同
一
視
 

す
る
 
へ
ア
 一
の
場
合
は
、
「
還
元
主
義
の
誤
り
」
と
し
て
 

退
 げ
ら
 れ
る
。
 

と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
見
解
は
「
宗
教
 @
=
 

ロ
語
の
問
題
は
そ
の
 
一
 
@
 語
が
独
 

 
 

目
な
話
題
領
域
と
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
せ
ば
、
そ
れ
で
 解
決
さ
れ
 

た
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
考
え
方
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
 

そ
こ
で
、
「
宗
教
言
語
の
も
つ
自
律
性
、
つ
ま
り
宗
教
 
@
=
 

ロ
ま
巾
が
 
独
 目
 な
 

 
 

話
題
領
域
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
」
を
い
か
に
説
得
的
に
論
証
 す
る
か
が
 

焦
眉
の
急
と
な
る
。
著
者
は
こ
問
題
を
解
く
に
あ
た
っ
て
、
ウ
ィ
 

ト
ゲ
ン
 シ
 

ユ
 タ
イ
ン
の
「
哲
学
探
究
 ヒ
円
 確
実
性
の
問
題
 ヒ
 「
宗
教
的
信
念
 に
関
す
る
 

講
義
」
に
見
ら
れ
る
知
見
を
利
用
す
る
。
そ
の
中
心
と
な
る
 見
 解
は
 
「
 そ
 

 
 

も
そ
も
疑
い
と
い
う
も
の
は
、
信
じ
た
あ
と
か
ら
、
出
て
く
る
 も
の
で
あ
 

 
 

り
 、
そ
の
疑
い
は
一
定
の
枠
組
内
に
お
い
て
問
わ
れ
、
答
え
 も
 れ
て
い
 

く
 。
そ
の
枠
組
を
与
え
る
も
の
が
（
体
系
）
と
い
う
も
の
で
、
 あ
る
言
明
 

 
 

の
 真
偽
、
す
な
わ
ち
検
証
な
り
反
証
な
り
は
、
こ
の
体
系
内
に
 お
い
て
は
 

じ
め
て
成
立
す
る
。
そ
れ
で
は
、
体
系
と
は
懇
意
的
で
疑
わ
し
 い
も
の
か
 

と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
体
系
と
は
わ
れ
わ
れ
が
論
証
 と
 よ
 ぶ
も
の
 

0
 本
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
（
論
証
の
出
発
点
 で
あ
る
よ
 

り
も
、
論
証
の
生
き
る
場
な
の
で
あ
る
ご
と
い
う
も
の
で
あ
 
る
 。
私
見
 

で
は
、
こ
の
「
体
系
」
と
し
て
宗
教
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
 
。
そ
し
 

て
 、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
体
系
の
受
け
入
れ
は
論
 理
 的
な
 帰
 

結
に
ょ
 
る
の
で
も
な
け
れ
ば
理
性
的
な
反
省
に
よ
る
の
で
も
な
 い
、
と
い
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
「
た
だ
信
用
し
て
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
」
の
 だ
の
こ
の
 

 
 

「
信
用
す
る
」
「
受
け
入
れ
る
」
と
は
、
す
こ
し
奇
妙
に
聞
こ
え
 

る
か
も
 

托
 

し
れ
な
い
が
、
宗
教
的
信
念
の
意
味
に
お
け
る
「
信
念
」
「
 
信
 
じ
る
」
と
の
 

 
 

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
信
念
と
は
何
か
暫
定
的
な
 も
の
、
㏄
 

あ
る
い
は
反
証
す
る
事
実
が
見
つ
か
れ
ば
Ⅰ
わ
れ
わ
れ
が
 口
た
 だ
ち
に
 放
 

棄
 し
て
し
ま
う
よ
う
な
仮
説
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ウ
ィ
 ト
ゲ
ン
 シ
 

ユ
 タ
イ
ン
の
理
解
す
る
（
信
念
）
、
宗
教
的
信
念
の
意
味
に
お
 け
 て
 
0
 
 
ハ
 信
 

じ
る
 ）
と
は
、
証
明
や
根
拠
に
も
と
づ
い
て
立
ち
も
す
れ
ば
 倒
 れ
も
す
る
 

よ
う
な
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
 も
と
も
と
 

「
根
拠
を
も
た
な
い
も
の
」
な
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
に
 
根
 拠
 を
も
 

た
 せ
よ
 う
 と
す
る
こ
と
は
、
誤
解
で
あ
り
的
外
れ
で
あ
る
。
 

宗
 教
や
宗
教
 

的
 信
念
に
は
根
拠
が
必
要
な
の
で
は
な
い
。
端
的
に
そ
れ
を
「
 信
用
し
て
 

受
け
入
れ
る
」
 
か
 否
か
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
さ
ら
に
お
し
す
す
め
、
宗
教
的
信
念
 体
系
の
 

身
分
を
確
定
・
保
証
し
よ
う
と
す
る
運
動
は
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
 シ
 ス
タ
イ
ン
 

的
 フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
基
本
的
な
 
言
語
体
 

系
の
自
律
性
」
と
い
う
考
え
方
を
宗
教
舌
口
語
の
場
合
に
も
強
調
 し
て
、
 

 
 

「
宗
教
内
に
お
け
る
知
解
性
や
、
合
理
性
の
基
準
を
見
つ
け
出
し
 て
い
こ
 

ぅ
 」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
積
極
的
な
意
義
が
見
出
さ
 れ
る
。
 す
 

な
ね
 ち
、
「
知
解
性
な
り
合
理
性
な
り
の
一
般
基
準
と
い
わ
れ
る
 も
の
に
 

よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
外
部
か
ら
の
批
判
を
避
け
て
、
宗
教
独
自
 の
話
題
 領
 

域
 に
お
け
る
そ
の
 
@
=
 

ロ
ま
叫
の
自
律
性
を
保
持
し
う
る
」
の
で
あ
 

る
 。
し
か
 

 
 

し
 、
こ
れ
に
は
問
題
も
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
こ
の
 ょ
う
 な
 自
 葎
 Ⅰ
的
な
舌
口
 

 
 

外
部
の
者
 





を
 宗
教
や
神
学
に
た
い
す
る
深
い
知
 

研
究
者
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
 

ね
 め
て
貴
重
な
研
究
者
で
あ
る
。
で
 

ガ
 や
そ
の
ほ
か
の
学
者
た
ち
（
ど
の
 

佳
 さ
れ
て
い
る
が
）
が
く
り
広
げ
る
 

め
 、
言
語
分
析
の
手
法
を
用
い
た
若
 

一
冊
、
ぜ
ひ
と
も
書
き
下
ろ
し
て
 

い
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
が
国
に
お
 

味
わ
い
の
こ
と
な
る
 円
 現
代
の
宗
教
 

こ
と
に
喜
ば
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
 

識
 と
か
ら
め
て
 
議
 

い
な
い
。
著
者
は
 

ぎ
 ぅ
 る
こ
と
な
ら
 

哲
学
者
を
取
り
上
 

最
先
端
の
議
論
さ
 

著
 独
自
の
宗
教
 哲
 

た
だ
き
た
い
と
 思
 

げ
る
従
来
の
宗
教
 

哲
学
 L
 が
公
刊
さ
   学でげ 、 そ論 

の も る プれ を 
展
開
で
き
る
 

が
で
き
る
き
 

ラ
ン
テ
ィ
ン
 

か
は
著
者
に
 

視
野
に
お
さ
 

著
書
を
も
 う
 

の
著
作
と
は
 

こ
と
は
、
 
ま
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大
貫
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日
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音
書
研
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文
学
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吋
隠
 ぎ
ま
・
Ⅱ
 ぎ
由
ふ
 守
口
 ト
 
N
 ミ
ャ
㍉
 ャ
さ
ト
め
 さ
さ
も
 
下
肚
 も
 Ⅰ
 
@
 
下
い
。
 

さ
 心
音
 驚
め
ミ
 
悪
さ
 
肚
 
㌧
 ャ
さ
吋
ま
ミ
 
㌻
 驚
 め
さ
㍉
 悪
 @
@
k
@
 

ぎ
さ
肚
い
の
さ
 寸
口
さ
 

さ
い
勒
も
下
い
さ
 

マ
し
 ま
さ
 
よ
 め
ま
ま
 
0
 合
（
 老
 。
 岸
ニ
 「
の
 
監
ヲ
 。
 
せ
巨
 Ⅱ
三
区
 

n
E
 

ニ
 「
の
 
す
 。
 斥
 「
 せ
織
寸
 
㏄
 -
 ト
の
 
㏄
 ト
 ）
 

な
ど
の
著
者
で
あ
り
、
既
に
新
約
 学
 、
と
り
わ
け
ヨ
ハ
ネ
福
音
 書
 研
究
の
 

第
一
線
に
立
っ
て
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
る
大
貫
 隆
 氏
の
初
め
 
て
の
日
本
 

諸
 に
 よ
 る
論
文
集
で
あ
る
。
 

本
書
は
、
既
発
表
の
論
文
八
本
（
 n
n
n
4
@
 

Ⅸ
）
と
書
き
下
ろ
し
の
 ぬ
 冊
 文
一
 

本
 
（
 l
 ）
と
か
ら
な
る
。
内
容
を
分
類
す
れ
ば
、
「
全
体
へ
の
 序
論
」
で
 

あ
る
と
同
時
に
「
現
時
点
で
の
」
著
者
の
「
方
法
論
的
反
省
の
 一
応
の
総
 

括
 」
（
 由
 ）
と
言
わ
れ
る
福
音
書
研
究
の
方
法
論
を
扱
っ
た
 1
 、
そ
の
 
I
 

で
 整
理
さ
れ
た
著
者
の
方
法
を
さ
ら
に
応
用
・
展
開
し
な
が
ら
 ヨ
ハ
ネ
 福
 

音
書
本
文
全
体
を
分
析
対
象
と
す
る
 n
.
 
Ⅲ
 、
 
同
じ
く
ヨ
ハ
ネ
 福
音
 胃
弔
 

一
縮
 @
 
一
七
章
の
イ
エ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
告
別
説
教
」
を
対
象
 と
す
る
Ⅴ
 

@
W
 
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
資
料
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
 考
え
ら
れ
 

て
い
る
奇
跡
物
語
集
「
し
る
し
資
料
」
を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
っ
た
 Ⅶ・
℡
 、
 

      



書評と紹介     
井
 献
や
著
者
自
身
、
ド
イ
ツ
で
は
 G
.
 
タ
 イ
セ
ソ
 な
ど
に
よ
っ
 
て
 唱
道
さ
 

れ
て
い
る
「
文
学
社
会
学
」
を
用
い
る
。
著
者
に
 ょ
 
れ
ば
、
「
 文
学
社
会
 

学
 」
の
課
題
は
、
「
一
方
に
お
け
る
文
学
テ
キ
ス
ト
…
…
 、
他
 方
 そ
れ
を
 

生
み
出
し
、
伝
承
し
、
受
容
 し
 、
解
釈
す
る
者
た
ち
の
間
で
交
 わ
さ
れ
る
 

社
会
的
・
間
人
間
的
行
動
と
い
う
二
つ
の
事
柄
を
、
相
互
に
ど
 の
よ
う
に
 

関
連
 づ
 げ
て
考
え
る
か
、
…
・
・
・
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
一
般
理
論
 
を
 提
供
す
 

る
こ
と
」
（
八
九
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
こ
の
「
文
学
社
会
学
」
の
具
体
的
分
析
手
続
ぎ
と
し
 て
 本
書
 

に
お
い
て
著
者
が
最
も
重
視
す
る
の
は
「
機
能
分
析
」
で
あ
る
 （
 
例
一
 
，
 
ぇ
，
は
 

一
六
七
頁
な
ど
を
参
照
）
。
こ
の
「
機
能
分
析
」
と
は
、
「
当
の
本
 

文
 が
彼
 

ら
 
（
本
文
の
産
出
・
伝
承
・
受
容
に
関
与
す
る
者
た
ち
）
を
 

ど
 の
よ
う
な
 

新
し
い
自
己
理
解
と
間
人
間
的
相
互
行
為
へ
、
さ
ら
に
全
体
 社
 会
 に
対
す
 

る
 ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
の
関
与
へ
促
す
か
、
す
な
わ
ち
本
文
の
 実
存
的
・
）
 

   
 

社
会
的
機
能
」
（
九
二
頁
）
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 「
機
能
 分
 

㏄
 

析
 」
の
た
め
に
、
著
者
は
「
哲
学
的
解
釈
学
（
 
P
.
 
り
ク
｜
 

H
.
G
.
 

㎝
 

 
 

ガ
ダ
マ
 ー
）
」
、
お
よ
び
「
効
用
論
的
テ
キ
ス
ト
理
論
（
テ
キ
ス
 

ト
書
 ま
舶
学
 

  
1 口歴史的・批判的方法 ( 史 

学的再構成 ) 
2= 文学社会学 
3 二機能分析 
4 二 哲学的解釈学 
5 二 効用論的テキスト 理論 

6 二日常知の社会学 
図 1 ( 大貫 隆 『福音書研究 ど 

文学社会学コ p.139 

  



さ
て
、
評
者
は
こ
の
最
後
の
点
に
お
い
て
著
者
の
方
法
論
的
 統
 ム
ロ
の
 
試
 

み
に
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
を
持
っ
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
順
次
 そ
の
疑
問
 

を
 述
べ
て
い
ぎ
た
い
。
 

ま
ず
第
一
に
、
テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
人
間
精
神
を
理
解
す
る
た
 
の
 の
 

「
一
般
理
論
・
普
遍
理
論
」
た
ろ
う
と
す
る
 

H
.
G
.
 
ガ
ダ
マ
 
１
や
 P
 

リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
を
、
そ
の
射
程
を
縮
減
し
て
ま
で
（
こ
の
 点
は
 つ
い
 

て
は
後
述
す
る
）
著
者
の
提
示
す
る
方
法
論
の
中
で
統
合
し
て
 し
ま
う
の
 

は
 果
た
し
て
有
効
で
正
し
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
 、
こ
の
よ
 

う
 な
疑
問
を
抱
く
評
者
の
立
場
は
、
「
解
釈
学
あ
る
い
は
、
そ
の
 他
 の
 理
 

論
 を
一
般
理
論
・
普
遍
理
論
と
し
て
整
備
す
る
た
め
に
福
音
書
 あ
る
い
は
 

新
約
聖
書
を
経
験
的
素
材
と
し
て
扱
う
よ
う
な
立
場
」
（
五
八
 頁
 ）
 た
 の
 

で
は
な
い
か
と
、
逆
に
著
者
に
よ
っ
て
 腕
曲
 に
批
判
さ
れ
る
こ
 
と
に
な
 

る
 。
対
象
を
「
経
験
的
素
材
」
に
求
め
な
い
聖
君
解
釈
学
は
有
 り
 得
な
い
 

以
上
、
著
者
が
こ
こ
で
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
福
音
 書
 あ
る
い
 

は
 新
約
聖
書
を
そ
れ
自
体
の
解
明
の
た
め
だ
げ
に
対
象
と
し
て
 取
り
上
げ
 

る
の
で
は
な
く
、
解
釈
学
そ
の
他
の
理
論
を
「
一
般
理
論
・
 普
 通
理
論
」
 

と
し
て
整
備
す
る
た
め
に
用
い
る
態
度
な
の
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
こ
の
著
者
が
投
げ
か
け
る
疑
問
は
、
「
一
般
理
論
・
 並
 日
 6
%
 
理
 

論
 」
た
ろ
 う
 と
す
る
「
解
釈
学
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
理
論
」
 

ま
で
も
 含
 

め
た
方
法
論
的
統
合
を
目
指
す
著
者
自
身
の
試
み
に
も
、
同
時
 に
向
 げ
ら
 

れ
る
こ
と
に
な
る
は
 ギ
 で
あ
る
。
 

の
 一
分
野
）
」
（
八
七
頁
）
さ
ら
に
「
日
常
知
の
社
会
学
」
（
一
一
 

一
二
百
ハ
）
 

な
ど
を
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
 

著
者
が
「
史
学
的
研
究
の
枠
に
留
ま
る
」
（
五
八
頁
）
と
言
っ
 て
も
、
 

そ
れ
は
 宣
 言
に
過
ぎ
ず
、
本
書
で
そ
れ
が
ま
さ
に
解
釈
学
的
に
 正
当
で
あ
 
巧
 

る
と
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
「
史
学
的
 

個
別
研
究
の
 

に
 解
釈
学
の
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
一
般
理
論
を
補
助
的
に
援
 用
 」
（
 元
 

㏄
 

九
頁
）
し
て
い
る
以
上
、
こ
ち
ら
は
「
史
学
的
研
究
」
を
「
 一
 般
 理
論
 

普
遍
理
論
」
と
し
て
「
整
備
」
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
 い
か
。
 そ
 

れ
と
も
、
「
史
学
的
個
別
研
究
」
で
用
い
ら
れ
る
理
論
は
、
「
 

一
 般
 理
論
 

普
遍
理
論
」
で
は
な
い
の
た
ろ
 う
か
 。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
 ぞ
れ
異
な
 

っ
た
 射
程
を
持
っ
た
方
法
、
あ
る
い
は
一
般
的
・
普
遍
的
た
ろ
 ぅ
 と
す
る
 

志
向
を
も
っ
た
理
論
を
、
あ
え
て
統
合
す
る
必
要
な
ど
な
い
の
 で
は
な
い
 

か
 。
や
は
り
、
著
者
は
「
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
（
史
学
的
 再
 構
ぬ
 
W
 ぬ
 
）
」
 

を
、
 少
な
く
と
も
福
音
書
や
新
約
聖
書
研
究
に
お
け
る
「
一
般
 理
論
，
 普
 

通
 理
論
」
と
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
 。
実
際
、
 

文
学
社
会
学
に
つ
い
て
は
「
一
般
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
」
を
 目
指
し
て
 

い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
八
九
頁
）
。
ま
た
、
著
者
は
序
文
で
 
、
「
私
が
 

学
問
的
良
心
に
照
ら
し
て
恥
じ
な
い
一
点
は
、
本
書
の
方
法
 
論
 的
反
省
 

が
 、
終
始
、
経
験
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
福
音
書
本
文
の
具
体
 的
な
釈
義
 

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
洞
察
か
ら
ま
ず
出
発
し
、
そ
の
後
で
隣
接
 諸
理
論
と
 

の
 突
き
合
わ
せ
を
試
み
る
、
と
い
う
仕
方
で
少
し
ず
 つ
 進
め
ら
 
れ
 て
 き
た
 

こ
と
で
あ
る
」
㈹
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
著
者
は
解
釈
 学
士
何
ら
 

か
の
「
一
般
理
論
・
普
遍
理
論
」
を
用
い
な
か
っ
た
 ね
 げ
で
は
 
な
 い
 は
 ず
 

で
あ
る
。
著
者
自
身
、
タ
イ
セ
ン
の
言
葉
を
借
り
て
述
べ
て
い
 
る
よ
う
 

に
 、
「
釈
義
な
き
方
法
論
的
反
省
は
空
虚
で
あ
り
、
方
法
論
的
 反
省
な
ぎ
 

釈
義
は
無
批
判
」
（
八
七
頁
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

  
容
 に
か
か
わ
る
同
様
の
諸
要
因
と
諸
条
件
」
「
の
す
べ
て
を
 一
 時
に
 
宜
 ?
 

巨
ョ
 ニ
ョ
 邑
 視
野
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
五
八
・
五
 
九
頁
）
 な
 

ど
と
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
「
史
学
的
個
別
研
究
」
が
必
要
だ
と
 い
 う
 の
が
 

著
者
の
主
張
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
、
解
釈
学
的
循
環
 
（
ま
さ
に
 

「
わ
れ
わ
れ
自
身
が
解
釈
者
と
し
て
そ
の
只
中
に
あ
る
よ
う
な
 解
釈
学
的
 

状
況
」
）
に
正
し
く
入
る
こ
と
を
第
一
に
主
張
す
る
解
釈
学
そ
の
 も
の
の
 

否
定
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
「
統
合
」
し
た
こ
と
に
は
な
 
う
な
い
 

（
 M
.
 

ハ
イ
デ
ガ
ー
「
存
在
と
時
間
 

L
 、
第
三
十
二
、
三
十
三
節
）
 
 
 

ま
た
、
福
音
書
の
文
学
社
会
学
的
分
析
の
作
業
ス
テ
ッ
プ
 
と
 し
て
、
 

「
ス
テ
ッ
プ
ー
 n
 発
言
の
状
況
、
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
福
音
書
を
 取
り
巻
 

く
 歴
史
的
・
社
会
的
状
況
の
再
構
成
、
ス
テ
ッ
プ
 2
n
 テ
キ
ス
 ト
の
文
 

法
 、
つ
ま
り
構
成
の
分
析
、
ス
テ
ッ
プ
 3
n
 テ
キ
ス
ト
の
意
味
 0
 分
析
 

抽
出
、
ス
テ
ッ
プ
 4
n
 テ
キ
ス
ト
の
意
図
的
、
あ
る
い
は
結
果
 的
 効
果
の
 

分
析
」
（
四
一
頁
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
然
な
 が
ら
、
 
ス
 

テ
ッ
プ
ー
の
作
業
は
、
ス
テ
ッ
プ
 2
f
4
 
の
作
業
を
行
な
っ
て
 
初
め
て
 取
 

り
か
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
解
釈
学
は
、
ま
ず
ス
テ
ッ
プ
 2
f
 
4
 の
作
業
 

を
 精
敏
化
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 
そ
こ
で
 

は
 、
ス
テ
ッ
プ
ー
の
作
業
は
最
終
的
な
場
面
ま
で
遅
延
さ
れ
る
  
 

そ
も
そ
も
、
ス
テ
ッ
プ
ー
の
作
業
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
「
 
ョ
 ハ
ネ
 教
 

会
 」
に
関
し
て
も
、
そ
の
教
会
の
「
人
々
が
全
体
社
会
に
対
し
 て
 取
っ
た
 

行
動
も
 、
 彼
ら
の
共
同
体
内
部
で
の
振
る
舞
い
も
、
直
接
わ
れ
 わ
れ
の
自
り
 

で
 確
か
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
こ
と
を
直
接
証
言
し
 て
く
れ
る
㏄
 

よ
う
な
史
料
も
存
在
し
な
い
」
（
八
九
頁
）
と
著
者
自
身
明
確
 
 
 

い
る
。
「
ヨ
ハ
ネ
教
会
」
な
る
も
の
が
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
に
 お
い
て
 議
 

  



諭
 さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
は
 、
 目
ら
 
0
 の
の
 ゴ
妥
 . も
さ
 -
 
～
 
簿
 つ
 や
ぃ
 
-
 
ヘ
 
乞
も
ミ
ぃ
 

い
 き
ふ
め
ぎ
ざ
 

吋
む
 ～
 
ま
 
Ⅰ
Ⅰ
ミ
ロ
 

お
 お
 き
ぃ
 
這
 お
吋
鸞
 
ぎ
ま
・
 由
ぎ
ぃ
 目
ミ
 
ざ
 Ⅱ
 め
 
u
c
 
卜
 悪
ミ
吋
い
悪
 

Ⅱ
 

ま
 い
 
～
～
 
ま
ミ
簿
ま
建
 む
臣
 い
 
ま
出
 

v
a
 

ま
軸
 

鸞
 ぎ
ま
め
ぎ
 簿
 e
r
 
ち
ぎ
 お
お
い
㌻
も
下
ぃ
 

お
 り
も
 
卜
悪
逮
 

（
の
 
ぴ
コ
ぎ
 
㎎
の
 
づ
 
せ
 い
ョ
ら
 
の
 ョ
ゴ
 
0
 の
り
 
討
 体
力
 岸
っ
 
「
の
り
 

ゴ
 （
。
）
 
0
 ㏄
～
）
 
，
の
釦
 ひ
 l
 釦
の
な
 

ど
に
詳
し
い
が
、
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
に
よ
っ
て
導
出
さ
 れ
る
こ
と
 

ほ
 そ
こ
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
何
ら
か
の
 解
釈
学
的
 

ア
プ
ロ
ー
チ
（
ス
テ
ッ
プ
 2
1
4
 
）
 仁
比
 
し
に
 は
 
「
ヨ
ハ
ネ
 教
ム
ム
 
」
を
論
じ
 

る
こ
と
（
ス
テ
ッ
プ
ー
）
す
ら
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

聖
書
 学
 に
と
っ
て
 
は
、
 始
め
に
（
ど
の
様
な
方
法
に
と
っ
て
も
 差
し
当
 

た
り
解
釈
の
対
象
で
あ
る
）
テ
キ
ス
ト
あ
り
き
、
な
の
で
あ
る
 。
特
殊
な
 

考
古
学
的
発
見
で
も
な
い
か
ぎ
り
ー
 ｜
 著
者
自
身
「
新
約
聖
書
 0
 社
会
学
 

的
 研
究
に
と
っ
て
は
、
新
約
聖
書
の
本
文
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
 貸
料
で
あ
 

る
 」
（
二
五
頁
）
と
言
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
テ
キ
ス
ト
 

解
 釈
 と
い
 

ぅ
 迂
路
を
経
ず
に
ほ
「
史
学
的
再
構
成
」
 

ほ
 有
り
得
な
い
と
 思
 わ
れ
る
。
 

私
見
に
 
ょ
 れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
現
代
の
解
釈
学
が
よ
っ
て
立
つ
 大
 -
 
刊
提
 の
 一
 

っ
 で
あ
る
。
 別
 な
角
度
か
ら
言
え
ば
、
解
釈
学
の
関
心
は
 、
あ
 げ
て
わ
れ
 

わ
れ
現
代
の
人
間
が
い
か
に
し
て
（
こ
の
場
合
 は
 福
音
書
と
い
 
う
 古
代
 

の
 ）
テ
キ
ス
ト
や
伝
承
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
意
味
（
こ
こ
に
著
者
 
の
 言
う
 

「
史
学
的
再
構
成
」
も
含
ま
れ
る
ほ
ず
で
あ
る
）
を
 っ か
み
 ぅ
 る
の
か
と
 

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
こ
の
解
釈
学
の
基
本
的
関
 心
を
捨
て
 

て
 、
そ
の
方
法
を
想
定
さ
れ
る
古
代
の
福
音
書
読
者
と
、
同
じ
 く
 想
定
さ
 

れ
る
福
音
書
著
者
の
意
図
と
の
関
係
の
解
明
に
縮
減
し
て
い
る
 。
こ
こ
で
 

あ
え
て
「
縮
減
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
い
の
ほ
、
解
釈
学
に
 ほ
 ま
さ
に
 

そ
の
様
な
テ
キ
ス
ト
の
（
著
者
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
）
「
 史
学
的
」
 

探
求
に
対
す
る
大
き
な
疑
問
と
、
そ
の
疑
問
を
人
間
精
神
の
理
 解
 と
い
う
 

   
 

よ
り
大
き
な
文
脈
の
な
か
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
方
法
的
努
力
 が
 含
ま
れ
Ⅳ
  

 

て
い
る
と
評
者
 は
 考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 

換
言
す
れ
ば
、
た
と
え
本
書
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
解
釈
学
 
の
 （
 
想
 

@
 

足
 さ
れ
る
古
代
の
福
音
書
読
者
と
、
同
じ
く
想
定
さ
れ
る
福
音
 書
 著
者
の
 

意
図
と
の
関
係
の
解
明
へ
の
）
適
用
が
正
当
と
見
な
さ
れ
る
と
 し
て
も
、
 

聖
書
に
関
し
て
「
歴
史
的
・
批
判
的
（
史
学
的
再
構
成
）
」
と
い
 

わ
れ
る
 
一
 

つ
の
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
、
 

ガ
ダ
マ
 ｜
や
り
ク
 

｜
か
め
 解
釈
学
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
解
釈
 を
 正
当
化
 

す
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
一
般
解
釈
学
が
必
要
と
な
る
は
ず
 で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
解
釈
学
的
観
点
か
ら
生
じ
る
疑
問
を
無
視
し
て
、
 

著
 者
が
 、
 

い
う
と
こ
ろ
の
「
歴
史
的
・
批
判
的
方
法
（
史
学
的
再
構
成
）
 」
に
解
釈
 

学
 を
統
ム
ロ
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
解
釈
学
の
「
間
道
 っ
た
 適
用
 

（
 
ヨ
 甘
い
つ
 
宮
ざ
 い
立
。
 
づ
 ）
」
（
）
・
 レ
 ㏄
 
ゴ
 （
 
0
 ョ
 -
 
目
ミ
荘
ぃ
Ⅰ
 

め
 
-
 
ロ
ミ
簿
 
～
 
き
軸
 -
 
き
ぃ
 ㍉
 塞
 「
 き
 

ら
っ
る
鸞
 
・
 0
 Ⅹ
（
 
o
 「
 
F
 
の
 寸
 「
の
 
コ
宙
 
。
 コ
 ㌧
「
 
8
%
 
ト
 
0
%
 。
 や
屋
 ㏄
 い
 ）
で
も
 
め
 る
と
言
わ
 

れ
て
も
、
そ
の
批
判
 は
 正
当
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
（
ア
シ
ュ
 ト
ソ
 の
 批
 

判
は
 、
直
接
的
に
ほ
冒
頭
に
あ
げ
た
著
者
の
学
位
論
文
で
の
 ガ
 ダ
マ
 l
 の
 

解
釈
学
を
扱
 う
 方
法
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
 本
書
で
の
 

解
釈
学
の
扱
い
と
か
わ
る
も
の
で
ほ
な
い
）
。
そ
れ
と
も
「
 歴
 史
的
・
 
批
 

判
 的
方
法
（
史
学
的
再
構
成
）
」
に
ほ
 

、
 何
か
 別
な
 、
あ
る
い
は
 超
越
的
 

な
 基
礎
づ
け
が
あ
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
 

評
者
が
い
た
く
こ
の
よ
う
な
基
本
的
疑
問
 は
 、
著
者
の
い
わ
ゆ
 る
 文
芸
 

学
の
扱
い
へ
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
著
書
は
「
ス
テ
ッ
プ
 4
 
世
 ア
 キ
ス
ト
 

効
果
の
分
析
」
に
際
し
て
、
 

W
.
 
イ
 ー
ザ
 一
 を
中
心
と
し
た
 
わ
ゆ
る
 世
 



析
的
 実
体
（
の
 
コ
 
（
 
@
 
ミ
 ）
で
あ
る
「
実
際
の
著
者
」
と
「
内
的
 

著
 者
 」
、
「
 
実
 

際
の
読
者
」
と
「
内
的
読
者
」
の
分
割
を
採
用
し
て
い
る
。
 

信
じ
て
、
イ
ェ
ス
の
名
に
よ
っ
て
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
」
に
 

的
 虚
構
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
て
よ
い
 

目
 
・
と
し
、
「
こ
こ
に
 

し
 （
 
救
 ）
、
わ
た
し
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を
書
い
た
の
は
、
あ
な
た
 

 
 

エ
 ス
は
神
の
子
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
信
じ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
 

例
え
ば
、
著
者
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
二
 

0
 章
 三
一
節
の
文
言
 

が
た
が
 ィ
 

出
ス
し
 
Ⅱ
 
わ
 

 
 

、
「
文
学
 

、
 そ
 う
 

「
し
か
 

 
 

 
 
 
 

の
す
三
ヨ
 

り
コ
 
・
 陸
 。
に
 a
 
お
江
口
 沖
き
 
ミ
 
ニ
め
 
・
 ミ
 Q
r
 
ャ
ミ
ぎ
め
め
 

-
r
U
b
 

 
 

㌔
 ，
 
～
 
h
@
 
。
 
さ
 @
Q
 

マ
 
@
@
@
@
 

㌔
 ，
 
@
-
 

@
 
マ
 
ダ
 Ⅰ
（
～
）
 

D
@
@
@
@
0
 

曲
 
@
 
）
 
@
p
 
Ⅰ
 O
@
 

桂
 。
 
コ
の
 0
q
@
 

の
コ
ト
 
Ⅰ
 
@
 
）
 
-
 
く
の
 
㍉
㏄
黒
日
 N
 

 
 

弔
 「
 
e
s
s
.
 

お
ミ
 ）
な
ど
の
物
語
テ
キ
ス
ト
・
モ
デ
ル
（
図
 

2
 参
照
 ）
を
援
用
 

し
た
最
近
の
合
衆
国
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
関
す
る
 

致
 し
い
文
学
 
批
評
的
所
 

究
 で
は
、
こ
の
文
言
の
発
言
者
は
「
実
際
の
著
者
」
ど
こ
ろ
か
 

、
さ
ら
に
 

 
 

テ
キ
ス
ト
内
在
的
あ
る
い
は
物
語
的
に
内
在
的
と
言
え
る
「
 

語
り
手
 

官
 a
r
r
 

緊
 o
q
 

）
」
に
 

月
仰
 
さ
れ
て
い
る
の
で
 
の
 
ふ
 る
 （
 
勾
卜
 
Ⅰ
の
 
由
 
-
 
や
の
口
口
の
 

ク
ら
 さ
 い
 

さ
さ
 
セ
母
 
-
 
ぎ
 
Ⅱ
 き
 已
下
の
㊤
も
 

叉
，
 ら
め
ぎ
 
荘
セ
ぎ
卜
 @
-
 

め
ャ
さ
 

に
 
も
 め
ぬ
 

@
 
吋
タ
 

介
弔
 す
ご
い
年
の
 

-
 
づ
ゴ
 
@
a
@
 
句
 o
r
 

（
「
の
 

s
0
 

弔
 「
の
の
の
・
 

ト
 
の
の
 
ひ
 ・
）
・
「
 の
円
 
り
こ
せ
・
づ
き
ぬ
 

蠕
 
ヤ
ミ
 
さ
 -
.
 

め
 Ⅱ
 寺
 文
木
 眈
 
ト
カ
 下
隠
 
。
 
き
 a
-
 
Ⅱ
 
さ
ミ
 
め
き
 
吋
き
 。
 
さ
 。
㌔
 
-
 
き
 
㏄
Ⅱ
 
@
@
 

も
 -
@
 

ぃ
荘
 

 
 

 
 

Real 

author 
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Real 

reader 

裕
 の
 

者
は
、
 （

の
お
 
由
 
-
a
r
 
）
文
芸
学
・
文
学
批
評
理
論
を
援
用
す
る
。
そ
こ
で
 
著
 

 
 

現
代
の
文
芸
学
・
文
学
批
評
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
物
語
の
 
分
 

図 2 (S. Chatman, Sto り 例 d D な co ぴ Ⅰ 3%, N 行 rati ひ Ⅰ 

Sf アぴ 6W Ⅰ 伍 Ficfio れ D れ d  Fi わ れ， p.l51) 
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鳥
口
の
 ょ
ゥ
 に
、
瞬
時
に
往
来
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
は
舌
口
 

え
 、
 彼
も
実
 

際
に
書
き
下
ろ
す
段
に
な
れ
ば
、
読
者
以
上
に
時
間
を
か
け
て
 初
め
か
ら
 

終
わ
り
へ
と
書
き
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
 -
 
ハ
 
0
 頁
 ）
と
も
 述
 べ
て
い
る
 

が
 、
こ
れ
も
む
し
ろ
「
内
的
著
者
」
の
属
性
で
あ
る
（
の
（
 

p
-
 
の
ぜ
 
。
 っ
も
 
・
 ぃ
 
Ⅰ
 
叶
 
・
 
-
 

づ
 p
,
2
7
.
 

ひ
 0
 ）
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
な
文
芸
学
・
文
学
批
評
 の
 用
語
を
 

な
ぜ
通
常
と
異
な
る
用
い
方
を
し
て
い
る
の
か
を
、
著
者
は
本
 書
 で
十
分
 

説
明
し
て
い
な
い
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
著
者
が
基
本
的
な
文
芸
学
・
文
学
批
評
の
用
 語
 を
通
 

常
 と
異
な
る
用
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
評
者
は
さ
 ら
に
次
の
 

よ
う
な
 よ
 り
根
本
的
な
疑
問
へ
と
導
か
れ
る
。
著
者
は
、
 
目
 実
際
の
著
 

吉
日
の
意
図
は
直
接
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
内
的
著
者
口
を
理
 
論
 的
に
 

再
構
成
す
る
こ
と
を
経
由
し
て
、
言
わ
ば
間
接
的
に
し
か
知
り
 得
な
い
」
 

と
し
な
が
ら
も
、
「
実
際
の
著
者
」
が
「
実
際
の
読
者
」
の
状
況
 と
 問
題
 

の
 
「
克
服
と
解
決
を
意
図
す
る
」
こ
と
や
（
五
五
頁
）
、
「
 
語
 り
手
 」
 が
 

「
目
的
合
理
的
に
行
為
す
る
」
こ
と
（
五
四
頁
）
を
前
提
し
て
 い
る
。
 筆
 

者
 自
身
「
こ
こ
に
循
環
論
法
的
な
危
険
が
生
じ
て
く
る
こ
と
は
 誰
の
目
に
 

も
 明
ら
か
で
あ
ろ
う
」
（
五
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
「
し
か
し
 

、
だ
か
ら
 

と
 言
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
方
法
に
 よ
 る
企
て
が
正
当
性
を
失
 う
わ
 げ
で
は
 断
 

じ
て
な
い
」
（
五
五
頁
）
と
言
い
、
「
前
方
へ
の
逃
走
」
を
な
す
 

の
で
な
け
 

ね
 。
は
、
「
退
行
し
て
」
「
か
つ
て
の
コ
ン
ツ
 
ヱ
 ル
マ
ン
の
よ
う
な
 
研
究
に
逆
 

戻
り
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
福
音
書
の
神
学
的
・
思
想
的
な
現
車
 実
 
（
 
&
p
 
口
 ）
 

を
 確
認
す
る
こ
と
で
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
 
五
 -
 
ハ
頁
）
 

と
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
二
者
択
一
し
か
残
さ
れ
て
い
 
な
い
と
 

は
 、
評
者
は
必
ず
し
も
思
わ
な
い
。
上
記
の
よ
う
な
循
環
に
陥
 る
の
も
、
 

や
は
り
、
受
容
美
学
な
ど
文
芸
学
・
文
学
批
評
、
な
ら
び
に
そ
 れ
ら
と
 密
 

接
 な
っ
た
が
り
の
あ
る
解
釈
学
の
理
論
や
方
法
を
性
急
に
「
 歴
 史
的
・
 批
 

判
 的
研
究
（
史
学
的
再
構
成
）
」
の
枠
に
入
れ
よ
う
と
す
る
か
ら
 で
は
な
 

い
 だ
ろ
う
か
。
著
者
が
言
う
よ
う
な
「
前
方
へ
の
逃
走
」
の
 別
 の
道
と
し
 

て
 、
受
容
美
学
や
文
芸
学
・
文
学
批
評
の
方
法
を
用
い
た
新
約
 聖
書
に
対
 

す
る
新
し
い
文
学
批
評
（
 -
@
 

（
の
「
 

曲
 「
 ぜ
目
 @
 
（
 
@
n
@
 

の
ヨ
 ）
を
さ
ら
に
 精
 級
 に
進
め
 

て
い
く
方
途
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

結
局
、
本
書
で
提
示
さ
れ
て
い
る
方
法
的
統
合
に
対
す
る
評
者
 の
 疑
問
 

点
は
次
の
よ
う
に
集
約
で
き
る
。
そ
れ
ほ
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
 さ
ま
ざ
ま
 

な
 方
法
を
（
評
者
の
理
解
の
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
 ）
そ
れ
ら
 

0
 基
本
的
理
念
を
曲
げ
て
ま
で
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 か
 、
と
い
 

ぅ
 疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
方
法
は
、
む
し
ろ
お
互
い
に
「
 ぬ
 
跣
 合
す
る
 

（
の
 
む
 円
 
い
 ㎎
 0
 コ
 ア
 ㎡
 
ざ
 ）
」
（
㌧
・
 
力
 ・
 ア
 0
 す
 -
 
の
，
 。
の
 
ぺ
ロ
 
の
 ゴ
 Ⅰ
 0
 コ
ざ
 p
 コ
ロ
 口
一
 
曲
の
 
ダ
 Ⅰ
 0
 コ
あ
 

憶
肛
つ
つ
 

㍉
 
0
 い
 り
 ダ
 の
㏄
 ヰ
 
0
 援
 -
 
す
コ
 
の
曲
 
-
 （
コ
ヰ
の
Ⅰ
 

づ
 Ⅰ
の
 
ヰ
 
P
 曲
 o
 コ
，
，
い
 
@
 
～
も
 
ド
 Ⅰ
Ⅰ
 
ミ
ド
雨
 
3
 
づ
 か
 S
 

～
 
っ
吋
 
）
・
 円
 。
 プ
ヌ
之
 0
.
 が
こ
ろ
 3
.
 
）
も
の
と
と
ら
え
た
と
き
に
 こ
そ
、
 そ
 

れ
ら
の
 
間
真
の
 学
問
的
対
話
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
 

例
え
ば
、
前
掲
の
ス
テ
イ
リ
ー
の
著
作
で
は
、
語
ら
れ
て
い
る
 こ
と
が
 

 
 

ら
に
つ
い
の
物
語
の
「
聞
き
手
（
 
昆
 「
「
 
曲
 （
 
お
 ）
」
の
知
識
と
現
 実
の
「
 最
 

初
の
読
者
」
の
知
識
と
が
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
、
テ
キ
ス
ト
 の
 文
体
の
 

分
析
か
ら
は
分
か
ら
な
い
「
歴
史
的
批
評
（
 呂
俺
 。
 ま
 -n
 
「
 一
 
（
一
の
 

宙
ヨ
 ）
」
の
 

問
題
で
あ
る
、
と
い
う
節
度
は
守
ら
れ
て
い
る
（
 四
 a
-
 
の
 ぜ
 ・
 る
 
い
 Ⅰ
Ⅰ
 

お
 ）
。
つ
ま
り
、
こ
の
様
な
新
約
聖
書
に
対
す
る
新
し
い
文
学
 
批
 評
 的
所
 

究
は
 、
あ
く
ま
で
新
約
テ
キ
ス
ト
の
文
学
的
側
面
の
分
析
を
精
 級
 に
行
な
 

ぅ
 こ
と
を
使
命
と
自
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
で
言
わ
れ
 る
よ
う
な
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書評と紹介 

  
一
年
、
二
一
頁
）
中
で
、
本
書
で
用
い
ら
れ
る
「
理
念
型
」
概
念
 は
、
評
 

者
に
と
っ
て
は
し
ば
し
ば
難
解
で
あ
っ
た
。
 

最
後
に
、
私
見
に
 よ
 れ
 ば
 、
「
歴
史
的
・
批
判
的
」
と
総
称
さ
れ
 る
従
 

来
の
聖
書
研
究
は
、
十
九
世
紀
以
来
の
他
の
諸
学
問
に
大
き
く
 影
響
さ
れ
 

た
あ
る
種
の
モ
デ
ル
、
 

N
.
R
,
 

ピ
ー
タ
ー
 

セ
ソ
 の
言
う
「
発
展
 モ
デ
ル
」
 

（
 
之
 ・
 力
 ・
市
キ
。
枕
の
 
コ
 -
 い
 ～
～
 

壷
 
「
 
6
%
C
 
「
～
～
～
 

り
 
～
 
め
き
さ
ャ
き
ず
さ
づ
 
も
り
 
叶
ち
 
@
@
@
 

へ
ン
 
@
-
 

の
 「
～
～
～
 

c
.
 

巾
オ
目
 
a
d
e
-
 

つ
 ま
だ
ち
。
 ユ
 品
品
 
巾
 「
の
の
 

s
.
 

あ
 き
 ・
宇
都
宮
 秀
 和
訳
 円
新
 

約
 聖
書
の
文
学
批
評
」
数
立
館
、
一
九
八
六
年
）
に
支
配
さ
れ
 て
い
る
。
 

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
も
、
そ
の
起
源
や
掩
 丈
 に
こ
だ
 わ
っ
て
 い
 

る
 宗
教
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
聖
書
の
研
究
も
、
キ
リ
ス
ト
 教
 の
こ
の
 

歴
史
中
心
主
義
に
大
ぎ
く
影
響
さ
れ
て
き
た
（
こ
の
点
に
関
し
 て
は
、
 例
 

え
ば
 
ナ
頭
 p
q
r
-
 
目
 0
@
 
）
 め
 n
r
 

も
ぎ
 

薫
 。
 0
 昌
 0
 「
 臼
 
0
 臣
 。
 臣
 
C
 コ
 -
 
づ
 O
 Ⅰ
㏄
 
コ
せ
 

巾
 「
の
 

s
s
.
 

あ
 ㏄
・
宇
都
宮
秀
和
訳
「
聖
な
る
書
物
」
数
立
館
、
一
 九
九
二
年
 

な
ど
を
参
照
）
。
し
か
し
、
本
書
で
方
法
論
の
大
枠
に
据
え
 も
 れ
て
い
る
 

よ
う
な
、
著
者
が
舌
口
う
と
こ
ろ
の
「
史
学
的
再
構
成
」
と
し
て
 

の
 
「
歴
史
 

的
 
・
批
判
的
」
研
究
は
、
学
問
上
の
方
法
と
し
て
相
対
化
で
き
 ない
も
の
 

で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
解
釈
学
 や
、
 新
し
い
文
芸
学
，
文
学
 批
評
を
用
 

い
た
聖
書
研
究
の
中
に
は
そ
の
 ょ
う
 な
方
向
を
模
索
し
て
い
る
 も
の
も
あ
 

る
 。
そ
れ
ら
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
主
と
し
て
言
語
学
 に
よ
っ
て
 

も
た
ら
さ
れ
た
学
問
方
法
上
の
 モ
ヂ
ル
 の
大
転
換
に
源
を
持
っ
 
て
い
る
。
 

い
わ
ば
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
 

チ
ヰ
ソ
ジ
 
を
経
た
上
の
二
つ
の
 モ
デ
 か
せ
 
「
 統
 

 
 
 
 

合
 」
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
さ
し
あ
た
り
は
二
つ
の
方
 向
 を
そ
れ
⑧
 

ぞ
れ
の
方
法
に
忠
実
に
辿
っ
て
み
る
以
外
の
道
は
な
い
で
あ
ろ
 う
 、
と
い
㌍
 

 
 

ぅ
 の
が
同
じ
研
究
対
象
を
持
つ
評
者
の
率
直
な
感
想
で
あ
る
。
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。
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Conversion to Japanese New Religion: The 
Case of Igreja Messianica Mundial do Brasil 

-Church of World Messianity of Brasil- 

Hideaki MATSUOKA 

According to its spokesman, lgreja Messianica Mundial do Brasil 
(IMMB, Church of World Messianity of Brasil) has 200, 000 followers, 

which is second in size only to Seicho-No-Ie among Japanese New 
Religions in Blazil. From different viewpoints, Nakamaki and Shim- 

azono indicate some factors which facilitated the expansion of Japa- 
nese New Religions into foreign countries. First, this paper considers 

if these factors apply to the case of IMMB. The results are positive: 

the factors which Nakamaki indicates in terms of adaptation, and 
those which Shimazono indicates in terms of doctrine and content of 

belief are found in IMMB. Second, by analaysing life-histories of the 

followers, this paper discusses features of conversion to IMMB. It 
reveales that some important doctrinal concepts of IMMB are common 

or similar to those of influencial Brazilian religions such as Catholi- 

cism, ardecismo and also Umbanda. Third, this paper makes it clear 
that autonomy of the followew is one of the important features of 

IMMB. By offering flexible community to the followers, this feature 
makes IMMB attractive especially for urbanites. 



Christianity@ and@ the@ Spirit@ of@ ImpeFalism 
一 the  Case  of  Yun  Chi-ho 一 

Hyun ・ hea Yang 

In@ this@ essay ， by@ way@ of@ an@ analysis@ of@ the@ structure@ of@ the@ faith 

of@ Yun@ Ch     ・ ho ， a@ believer@ who@ has@ had@ conSderable@ i   f@   ence@ on 

Christianity@ in@ Korea ， and@ exploration@ is@ made@ of@ the@ relationship 

between@ Christianity@ and@ spirit@ of@ imperialism ． Yun@ Chi ・ ho@ imbibed 

the@ knowledge@of ， American@soci8@   evolatio Ⅰ     sm ・ regardi   g@the@Chistian 

ethic@ as@ an@ "improvementali   t@ aserti   @   m"@ of@ se Ⅰ   -control@ and@ the 

Christian@ God@ as@ the@ guardian@of@ industrial@ civilization ． In@ doing@ this 

he@ constructed@ a@ Stat@@   moni   t@@   wo Ⅱ   d@ vi   w@ supported@ by@ the@ dual- 

value@ theory@ of@ indistrial@ ci   ilization@=@good@=@etern3@   hapPness@/ncn ， 

industrial@ civiization@=@bad@=@eternal@ ruin,@ and@ came@ under@ the@ spell 

of@ a@ false@ consCousness@ ， which@ rejects@ conpletely@ the@ hi   tory@ and 

tradii   n@ of@ one's@own@ peop Ⅰ   and@ encourages@ se Ⅰ， destructi   n@ through 

subD   cti   n@ to@ impe Ⅱ     ali   m. 
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A Consideration of the Depiction of Late Western 
In dian Buddhist Society and its Downfall 

in Islamic Sources 
-Buddhism as an anti-Hindu Influence and the 

Rise and Fall of its Carrier Class- 

Shun ji HOSAKA 

Research on Indian Buddhism has in past virtually never made use 

of Islamic historical materials. References to late Indian Buddhism in 
Islamic Indian Sources are however plentiful (if also partial). The 
author draws attention to this point, and attempts to employ Islamic 

Indian sources to Buddhism's late and final periods in India-periods 
for which historical resources have been thought scarce. 

In this article, through a comparison of the UChachu NZmeJ, the 
basic text of Islamic Indian history, and UDaito SeiikikiJ, an indispe- 
nsable soucce in Buddhology, the author considers the causes of the 
downfall of Buddhism in Western India. 

At the time of Genjo Sanzo's visit to Western India, Western Indian 

Buddhism was flourishing on a par with the Eastern Indian Buddhism 
which has been thought the center of Buddhism. That this Western 

Indian Buddhist Society declinec and fell with great speed in the face 
of the Moslem attack becomes clear on reading chachu Name. It is 

shocking to the Conventional wisdom to find that a major cause of 
the demise of Buddhist society in Western India was Buddhists the- 
mselves casting off their Buddhism and converting to Islam. In the 
background here was the tension-religious as well as tribal-between 
the main supporters of Buddhism and Hindus. 

While there is undeniably bias in the Islamic account of these 
events, that the Islamic sources are valuable to Buddhology, too, 
surely cannot be denied. 



"God" and Time-Space" in Heidegger's 
"Contributions to Philosophy" 

Tetsu SUZUKI 

In his manuscript "Contributions to Philosophy" (1936-38), 

Heidegger gives the name "happening" (Ereignis) to the "nature" 

(Wesen) of "being" (Seyn), and defines the fundamental movement 

of this "happening" as "turning" (Kehre). This "turning" develops 

as "the turning between the call of being and man's listening nature" 

and as the turning between man's listening nature and God's necess- 
ity." Further, Heidegger calls the basis of the (unhidden qua a retia) 
truth fit in being via these two turnings "time-space," whose essence 

it is to be the site-moment (Augenblicks-statte) of the final God's 

passing (Vorbeigang). In this paper the basic concepts of this 

thinking are analyzed, and the attempt is made to clarify the relation 

of timespace and the final God, and the human existence which 
ought to be achieved in the light of this relation. 



Religion und Sprache 
- "Seinsfrage" und "Gottesfrage" bei Heidegger- 

Shizuhiro TANIGUCHl 

In dieser Abhandlung wird iiber das Verhaltnis zwischen "Religion 
und Sprache" gedacht und die Moglichkeit der sprachlichen 

Darstellung der religiosen Dimension erortert. Zu diesem Zweck wird 
hier die enge Beziehung zwischen "Seinsfrage" und "Gottesfrage" in 
Heideggers Denken thematisiert. In seiner "Seinsfrage" geht es nicht 

um das Sein als Grundwort der europaischen Metaphysik, sondern 
um das Sein als etwas Ursprungliches und in diesem Sinne ist dieses 

Sein "dem Gott" nahe. Im Grunde des Seinsdenkens Heideggers liegt 
die "Gottesfrage". In seinem Seinsdenken geht es also um die "Spra- 

chew, mit der man etwas Ursprungliches (das Heilige) beschreiben 
kann. In dieser Hinsicht findet Heidegger in der Dichtung Holderlins 

die Verwandtschaft zu seinem eigenen Denken. Das Mresen der 
Dichtung Holderlins lie@ in der "Sprache", mit der der Dichter "das 

Heilige" nennt, und dieses Nennen ist gebunden an die "Winke der 

Gotter". 
Mit dem Nennen des "Heiligen" beginnt aber die Geschichte der 

Religion. Unsere Frage ist jetzt: "Mit welcher Sprache kann man das 
Heilige darstellen?," genauer: "1st es uberhaupt moglich, das Heilige 
mit irgendeiner Sprache darzustellen?". Hiermit mochte ich im Denken 
Heideggers die Molichkeit des Antwortens auf diese Frage suchen. 



The Move towards a Cosmic Christianity in  
Eliade's " Theology" 

Michiaki OKUYAMA 

The historical process of the withdrawal of the supreme sky-god 

and his transformation into a deus otiosus that Eliade deals with in 

his Patterns in Comparative Religion is closely bound up with the 

ambiguous relationship that he posits between humans and the sacred, 

an ambiguity that includes the ambivalence of the sacred and the 

paradoxical nature of the human. Borrowing his use of the term 
theology, it is possible here to speak of a "theology of divine with- 
drawal. " 

Yahweh, whom Eliade evinces as one example of a supreme sky- 
god, is taken up in The Myth of the Eternal Return, a study of the 
contrast between cosmos and history, in terms of the relationship of 
the divine to history. Working from a theory of cyclical return, he 

sees cosmology and liturgy as a kind of archaic ontology pivoting 

about a particular myth of cosmogony. To some extent maintaining 
the line of argument of cyclical return, he now draws attention to 

the significance of the Judeo-Christian God as the appearance of will 

in history and thence to the discovery of a new religious experience 
in the form of faith in monotheism. This concern with Yahweh allows 

us to speak of a second "theology7' in Eliade. 

Against the backdrop of the relationship between history and the 

sacred in Christianity on the one hand, and the "cosmic religionn 

treated in The Sacred and the Profane on the other, we see Eliade 
take up the synthesis of cosmic religion in rural Europe. This "cosmic 

Christianity," as he calls it in Myth and Reality, is for him a new 

religious phenomenon that integrates cosmos and history. He sees in 

it a kind of "popular theology" entrusted with the task of resisting 

the terrors of history, as in the case of certain folk traditions in 
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Rumania. It is this third sense of theology that leads Eliade to his 
reflections on a more universal popular religious history of Europe. 




