
く
 、
宗
教
生
活
の
一
面
の
現
わ
れ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
 

が
 、
時
折
誤
解
さ
れ
る
 
よ
う
 に
、
教
典
が
そ
れ
を
定
着
 
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
 

な
い
。
信
仰
と
生
活
の
規
準
を
求
め
て
結
集
さ
れ
た
「
 

正
 典
 」
（
 

c
a
 

コ
 
o
 
コ
 
）
と
言
え
ど
も
、
教
団
の
中
で
実
際
に
用
 

い
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
 

1 (1) 

を 
'@  /-@" 

八 論文 示教規宗教 八 キー 越 を 彼の 宗教 のも 重視 ムラ 場面 ま 、 
ヰプ Ⅰ ヰプ Ⅰ 史家 ワえ l てざめ 目を っす 「るが l も教要 考 興言   
こ 関   
ら 近 
た の 

め 研 
て 究   
要は 謹 謂 " 
  

す 従 
る 来 の 研究学問（ 研究 的 ラ ュ ー 宗 教典 明らか ・編集 く、む 
に 目 
い 明 
た な は、教 科学）」を志向 は、歴 教 」に にする 者であ しろ、 
っ も 

たの 。 と 

そ し 

も て 

そ 用 ナ - @ 
ち い 
教 ら 

土 

  
に 

  
て い 

で、 ぅ 

は 概 
な 念   

直
観
 
と
教
説
 

F
,
 

マ
ッ
ク
ス
・
 
，
、
ュ
 ラ
ー
の
教
典
論
  
 



教
典
概
念
の
広
範
な
適
用
に
対
す
る
抵
抗
感
が
 

え
り
、
彼
自
身
の
教
典
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
 

典
の
 イ
メ
一
ジ
 を
さ
ぐ
り
、
同
時
に
、
ミ
ュ
ラ
 

お
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
 

-
5
-
 

な
く
な
っ
て
き
た
と
言
 う
 。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
も
う
 一
 度
 ミ
ュ
ラ
ー
の
著
作
に
立
ち
か
 

で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、
 

宗
教
学
の
草
創
 期
 に
お
け
る
 教
 

１
 0
 意
図
が
果
た
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典
概
念
の
一
般
 化
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
 問
 

-
4
@
 

ラ
ハ
ム
は
、
 

F
.
 
マ
ッ
ク
ス
：
 ，
ュ
 ラ
ー
が
 
円
 東
方
聖
典
 ヒ
の
 翻
訳
・
編
集
作
業
に
と
り
か
か
っ
た
一
八
七
九
年
 以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
 

は
、
 書
き
記
さ
れ
た
文
字
に
 よ
 り
普
遍
妥
当
性
を
確
保
し
 続
け
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
た
。
例
え
ば
 W
.
A
.
 

グ
ラ
ハ
ム
は
、
教
典
の
 

-
l
@
 

も
つ
口
承
的
機
能
の
側
面
（
 0
 「
 
巴
 p
s
 
瀋
ヱ
 。
）
を
重
視
し
 、
 宗
教
史
を
通
し
て
そ
れ
を
見
な
お
そ
う
と
す
る
。
そ
の
 さ
い
彼
が
注
目
す
る
の
 

は
 、
教
典
が
書
き
記
さ
れ
る
以
前
の
口
頭
伝
承
の
段
階
 だ
 げ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
一
日
重
日
 
ぎ
 記
さ
れ
た
教
典
が
 の
ち
に
口
頭
で
用
い
ら
 

れ
る
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
 朗
 謂
の
仕
方
と
か
 
レ
ト
リ
ッ
ク
と
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
グ
ラ
ハ
ム
 が
こ
の
点
に
気
づ
か
さ
 

-
2
-
 

れ
た
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
と
の
出
会
い
を
通
し
て
で
あ
っ
た
 と
 述
べ
て
い
る
こ
と
は
十
分
に
納
得
で
き
る
で
あ
ろ
う
  
 

近
代
の
 =
=
 

ロ
ま
叩
で
「
教
典
」
を
指
し
示
す
よ
 う
 に
な
っ
た
 号
 
ロ
葉
 、
英
語
で
あ
れ
ば
。
 オ
 0
 妬
の
 0
q
 

ぢ
目
 

お
色
 "
 。
。
 

s
p
 

の
 Ⅱ
の
 
巨
 毛
上
（
 
い
 
目
的
 
宜
 ）
 ，
、
 

・
 

親
 は
、
正
典
の
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
固
執
す
る
度
合
に
 

、
、
の
 

a
c
 

「
の
 

巨
す
 0
0
 
ガ
 （
 
し
 "
.
 
 

ユ
 p
 
 
火
 Ⅲ
Ⅰ
も
た
Ⅰ
 

つ
ヰ
 
Ⅰ
イ
メ
ー
ジ
は
 、
 多
か
れ
少
な
か
れ
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典
を
モ
デ
ル
 と
し
 

お
い
て
、
ま
さ
に
諸
宗
教
の
教
典
観
の
極
北
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
 

て
お
り
、
書
き
記
さ
 

（
 
3
-
 

れ
た
文
書
あ
る
い
は
印
刷
さ
れ
た
書
物
と
し
て
の
「
皇
室
 
旦
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
 
の
 宗
教
集
団
の
活
動
に
 

見
ら
れ
る
教
典
の
位
置
づ
げ
は
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
 の
場
合
と
同
一
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
は
 、
排
他
的
な
正
典
を
定
 

め
る
と
い
う
点
で
、
教
典
の
成
立
に
さ
い
し
て
や
や
あ
い
 ま
い
な
選
別
の
論
理
を
も
ち
こ
ん
で
い
る
し
、
特
に
 ブ
 ロ
テ
ス
タ
 ソ
ト
 の
教
典
 

い
つ
の
ま
に
か
、
一
般
に
教
典
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
 キ
 リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
前
提
が
 形
 成
さ
れ
て
い
っ
た
。
 
グ
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直観と教 説 

東
方
諸
宗
教
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
各
種
の
文
献
を
 

ュ
ラ
一
が
円
 東
方
聖
典
 ヒ
と
 総
称
し
、
同
じ
 レ
ベ
 か
て
 扱
お
 う
 と
し
た
 

と
き
、
そ
こ
に
は
彼
な
り
の
教
典
論
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
 り
 、
そ
れ
は
、
彼
の
提
唱
し
た
「
宗
教
学
」
（
の
 

c
@
 
の
 コ
り
 
の
 0
 （
（
 臼
俺
 @
0
 
き
の
重
要
 

な
 契
機
と
も
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
 

，
 
」
の
よ
う
に
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
宗
教
学
の
出
発
点
 
は
教
 典
論
で
あ
っ
た
に
も
か
 

か
わ
ら
ず
、
の
ち
の
宗
教
学
の
流
れ
に
お
い
て
は
、
ミ
ュ
 -
 
フ
 ー
の
教
典
論
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
教
典
を
 め
ぐ
る
議
論
は
、
各
教
 

田
内
部
の
教
義
論
争
へ
と
後
退
し
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
 し
か
し
、
宗
教
学
の
 バ
ラ
ソ
ス
 
の
と
れ
た
展
開
の
た
め
 に
は
、
本
来
の
教
典
論
 

に
 然
る
べ
き
位
置
を
与
え
、
今
日
提
起
さ
れ
て
い
る
前
述
 0
 間
題
意
識
と
も
っ
 き
 合
わ
せ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
 

 
 

円
 東
方
聖
典
し
の
翻
訳
・
編
集
作
業
開
始
に
先
立
つ
こ
と
 六
年
、
一
八
七
三
年
に
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
円
宗
教
学
入
門
 口
を
出
版
し
、
こ
れ
 

（
 
7
@
 

が
 事
実
上
狭
義
の
宗
教
学
の
成
立
山
 
皇
苗
 と
な
っ
た
。
彼
の
 考
え
る
宗
教
学
と
ほ
「
世
界
の
諸
宗
教
に
関
す
る
 
真
 に
 学
問
的
な
研
究
」
 
す
 

（
 
8
-
 

丑
 
Ⅱ
 
臣
卜
せ
 
の
り
 
-
 
。
 
毘
 （
 
-
 
Ⅱ
 
-
 
り
の
 丑
 
二
 %
 ぜ
 0
 Ⅱ
 吋
ず
 
。
Ⅱ
。
 
コ
の
 
-
0
 
毘
の
 0
 Ⅱ
 吋
ゴ
 
。
 毛
 0
 Ⅱ
 
-
 
串
 ）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
の
歴
史
的
形
態
を
扱
 う
 
「
 比
較
神
学
」
 
宜
 。
日
ロ
 

a
.
 

（
の
（
 

@
 

（
 
ォ
の
 
0
 ）
 
0
 鞄
 ）
と
宗
教
を
可
能
に
す
る
た
め
の
 話
条
 件
を
説
明
す
る
「
理
論
神
学
」
（
（
 ゴ
の
 
0
 （
の
（
 

@
 
。
（
 汀
 0
-
0
 

鞭
 ）
 と
に
 分
 げ
ら
れ
る
が
、
 

（
 
9
 ）
 

さ
し
あ
た
り
「
比
較
」
の
方
法
を
と
る
前
者
に
優
先
権
が
 与
え
ら
れ
る
。
比
較
神
学
の
研
究
が
十
分
に
な
さ
れ
た
 あ
と
で
、
は
じ
め
て
 理
 

論
 神
学
が
研
究
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
比
較
か
ら
 出
 発
す
る
場
合
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
歴
史
的
諸
宗
教
 の
 
「
分
類
」
と
い
う
 課
 

題
に
直
面
せ
さ
る
を
え
な
し
 

，
 

（
 
o
 
@
 
 

、
 
）
 
O
 ミ
ュ
ラ
ー
 は
 、
こ
れ
ま
で
 に
 試
み
ら
れ
て
き
た
種
々
の
分
類
を
批
判
的
に
検
討
し
 、
結
局
、
「
宗
教
の
唯
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

」
学
問
的
で
真
に
発
生
論
的
な
分
類
は
言
語
の
分
類
と
同
 一
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
に
到
達
す
る
 

0
 し
か
し
、
 言
五
 中
の
比
較
研
究
に
あ
た
 

っ
て
は
文
法
書
や
辞
書
が
使
え
る
が
、
宗
教
の
比
較
研
究
 の
場
合
に
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
。
 

そ
こ
で
、
そ
の
か
わ
り
 
3 く B) 

  

  



（
 
ぉ
 ：
 臼
 
b
o
o
F
 

）
で
あ
っ
て
何
が
そ
う
で
な
い
か
を
決
定
 す
る
の
は
容
易
で
な
い
こ
と
を
、
 

、
、
、
ュ
ラ
 

一
も
承
知
し
て
 い
る
。
彼
が
一
 

定
 し
た
教
典
の
条
件
ほ
、
「
宗
教
問
題
に
つ
い
て
の
最
高
 
の
 権
威
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
教
団
か
ら
公
式
に
認
め
 ら
れ
て
い
る
」
）
 

（
Ⅱ
 

@
@
 

 
 

り
 （
 
@
0
 
コ
 ）
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
 う
 な
 教
典
 観
の
モ
デ
 

な
っ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
 仁
 正
典
的
性
格
を
も
つ
キ
リ
 ス
ト
教
の
聖
書
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
 
，
、
ュ
 
ラ
ー
 は
 そ
 う
 は
 言
わ
ず
、
あ
ら
 

教
典
 は
 東
方
に
由
来
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
で
き
た
も
の
は
 な
い
と
の
見
方
を
と
る
。
教
典
誕
生
の
地
は
 イ
 ソ
 ド
、
 。
ヘ
ル
シ
ア
、
中
国
 

（
Ⅱ
）
 

レ
ス
テ
ィ
ナ
、
ア
ラ
ビ
ア
の
五
つ
の
東
方
地
域
で
あ
り
、
 

そ
れ
ら
に
対
応
す
る
形
で
大
き
な
宗
教
の
系
統
が
整
理
 で
き
る
の
で
あ
る
 

た
が
っ
て
東
方
聖
典
と
い
う
名
称
は
、
西
方
聖
典
・
南
方
 聖
典
な
ど
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
教
典
 は
元
 来
 東
方
に
属
す
る
 

ぅ
 意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る
。
 

確
か
 仁
 教
典
宗
教
は
、
教
典
に
よ
っ
て
一
定
の
方
向
づ
 け
 を
 与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
教
典
が
当
 諸
宗
教
の
創
始
 

よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
 よ
 れ
ば
、
教
典
宗
教
も
初
め
 ほ
 父
か
ら
 子
 へ
、
教
師
か
ら
 
弟
子
へ
と
教
義
や
 麻

殻
 

  
」
と
、
 

ル
と
 

ゆ
る
 

 
 

。
 し
 

と
い
 

者
 に
 

慣
習
 

に
な
る
も
の
を
し
い
て
探
す
と
こ
ろ
か
ら
、
教
典
が
浮
か
 び
 上
が
る
。
「
規
範
的
な
書
物
」
⑧
 
p
n
o
 

コ
 @
c
a
-
 

す
 0
0
 

村
の
）
 

ほ
 、
不
完
全
で
あ
る
と
 

は
 言
え
、
宗
教
研
究
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
 と
 考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
 ヵ
 テ
キ
ズ
ム
・
信
条
 ・
信
仰
告
白
な
ど
は
、
 

宗
教
の
「
 影
 」
（
 与
芭
 。
 韻
 ）
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
見
な
さ
 

 
 

手
が
か
り
と
す
る
の
 

で
あ
る
。
 

、
，
、
ュ
 

ラ
ー
は
「
教
典
宗
教
」
（
 
す
 0
0
 
村
 Ⅱ
。
 

-
@
g
@
O
 

。
）
と
「
罪
数
 

異
宗
教
」
（
 す
 0
0
 
二
 。
の
の
（
臼
田
 

0
,
 

）
と
い
う
分
類
の
仕
方
に
 
つ
い
て
再
三
言
及
 

す
る
。
そ
の
さ
い
彼
は
同
時
に
こ
こ
に
価
値
的
観
点
を
 も
ち
こ
み
、
教
典
宗
教
 
は
 宗
教
の
中
の
「
貴
族
」
（
 
り
 （
 
@
 
の
 
（
 
0
 日
柁
 ）
で
あ
る
と
ヰ
二
ロ
 

@
 
は
 @
 

ぅ
 。
彼
に
 よ
 れ
 ば
 、
教
典
宗
教
の
み
が
「
現
実
の
宗
教
」
 

（
（
の
 

巴
ぉ
拝
 @
o
 
コ
の
 
）
で
あ
り
、
た
と
え
誤
っ
た
教
え
を
 含
 ん
で
い
た
と
し
て
も
あ
 

@
 
Ⅱ
 @
 

る
 程
度
大
目
に
見
ら
れ
る
が
、
非
教
典
宗
教
と
い
う
一
般
 大
衆
は
審
理
の
対
象
に
す
ら
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
 つ
 と
も
何
が
「
教
典
」
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ぬ
 
宗
教
の
歴
史
的
形
態
を
探
求
す
る
宗
教
史
学
の
方
法
 を
 重
視
し
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
全
体
と
し
て
は
 、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
を
克
 

雛
 
服
す
る
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
 

「
そ
れ
ゆ
え
比
較
神
学
の
研
究
者
は
、
自
ら
の
 
宗
 教
 が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
㈲
 

 
 

直
 

ね
 、
そ
の
た
め
の
特
権
、
そ
の
た
め
の
何
ら
か
の
例
外
的
 ぬ
 位
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
比
較
神
学
の
研
 究
 者
の
目
的
に
と
っ
て
 

を
口
頭
 

て
い
た
 

ぶ
い
 @
 
隼
 e
 
コ
 

す
る
一
 

が
自
ら
 

は
適
当
 

れ
 自
身
 

な
ら
な
 

の
意
義
 

啓
蒙
 

に
も
な
 

は
な
い
 

る
も
の
 

こ
と
が
 

の
 哲
学
 で

 伝
え
る
点
で
、
非
教
典
宗
教
と
同
じ
状
況
に
あ
つ
 @
7
 

）
十
八
 

1
 
こ
 。
 法
典
以
前
に
法
が
存
在
し
た
 よ
う
 に
、
教
典
以
前
に
も
 宗
教
は
存
在
し
 

の
で
あ
る
。
書
く
と
い
う
こ
と
は
「
比
較
的
最
近
の
発
明
 」
で
あ
り
、
そ
れ
が
起
こ
る
か
ど
う
か
は
「
全
く
の
 
偶
然
」
③
石
お
 

（
）
で
あ
っ
た
。
 

@
8
 

@
 
 

-
 
）
 
。
 最
初
の
起
源
か
ら
の
へ
だ
た
り
の
ゆ
え
 に
、
 時
に
は
教
典
が
 、
 疑
い
を
さ
し
 ほ
 さ
ま
な
い
黙
従
 的
 信
仰
を
要
求
 

積
め
 7
 ヱ
 テ
ィ
シ
 ュ
 に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
東
方
 諸
宗
教
の
研
究
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
場
 合
 に
は
、
信
者
 

の
 宗
教
に
対
し
て
有
す
る
責
任
は
消
滅
す
る
。
こ
う
し
た
 点
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
非
教
典
宗
教
を
の
 げ
 も
 の
に
す
る
こ
と
 

で
は
な
い
。
そ
れ
ら
に
は
不
利
な
条
件
も
あ
る
が
、
若
干
 の
有
利
な
条
件
も
あ
る
 

u
 
 

@
9
 

1
 
 

）
 
。
 そ
こ
で
「
如
何
な
る
教
典
で
 あ
れ
、
わ
れ
わ
 

の
間
で
安
全
か
つ
堅
固
な
基
盤
を
見
出
す
 よ
う
 に
な
る
に
 は
 、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
自
ら
の
非
教
典
宗
教
を
も
っ
 て
い
 な
け
れ
ば
 

 
 

は
こ
の
よ
う
な
形
で
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
的
宗
教
」
（
 
口
ぃ
 
田
 
Ⅰ
㍉
 
い
 
-
 ㍉
の
 
コ
 の
 -
O
 

目
 
）
 

を
 示
唆
す
る
 よ
う
 に
見
え
る
の
で
あ
る
。
 

主
義
の
時
代
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
に
深
い
影
響
を
 ゑ
 ぼ
し
て
き
た
自
然
的
宗
教
の
思
想
は
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
 考
え
方
の
背
景
 

っ
て
お
り
、
彼
は
著
作
の
中
で
こ
の
言
葉
を
頻
繁
に
用
い
 て
い
る
。
し
か
し
自
然
的
宗
教
そ
れ
自
体
は
現
実
に
存
 在
す
る
も
の
で
 

「
宗
教
学
に
お
け
る
自
然
的
宗
教
は
、
言
語
学
に
お
 い
て
一
般
文
法
（
 締
 目
ヨ
 p
@
 

㍉
。
 
温
口
ひ
 
㍉
 
p
-
 

。
）
と
呼
び
な
ら
 わ
さ
れ
て
 ぃ
 

に
 対
応
す
る
。
…
…
自
然
的
宗
教
の
純
粋
で
単
純
な
教
義
 だ
 げ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
現
実
の
宗
教
は
か
 つ
て
存
在
し
た
 

な
い
。
自
ら
の
宗
教
が
完
全
に
合
理
的
で
あ
り
、
実
際
の
 と
こ
ろ
純
粋
で
単
純
な
理
神
論
で
あ
る
と
信
じ
る
に
い
 た
っ
た
幾
人
 か
 

者
は
 存
在
し
た
の
で
あ
る
が
」
。
啓
蒙
主
義
的
思
考
の
ひ
 と
つ
の
問
題
点
は
そ
の
非
歴
史
性
に
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
 
｜
 は
 終
始
一
貫
、
 



（
㌍
 
@
 

は
 、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
自
然
的
で
歴
史
的
（
。
 

a
 （
 
臣
 ～
 
a
-
 
目
 ヰ
目
降
 。
二
色
）
な
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
「
自
然
的
」
 

ほ
 
「
歴
史
的
」
と
と
も
 

に
、
 個
々
人
の
宗
教
的
信
念
を
相
対
化
す
る
た
め
に
用
い
 ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
歴
史
的
宗
教
を
越
え
 た
と
こ
ろ
で
、
自
然
的
 

宗
教
に
相
対
化
の
最
終
的
 歯
 ど
め
を
求
め
よ
う
と
す
る
 点
 に
、
、
，
、
ュ
 

ラ
ー
の
考
え
方
の
特
徴
が
あ
る
の
で
は
な
い
 か
と
思
わ
れ
る
。
 

前
述
の
よ
う
に
円
宗
教
学
入
門
口
で
は
、
 

、
、
、
ュ
 

ラ
ー
は
 甘
 口
語
の
分
類
に
そ
く
し
た
宗
教
の
分
類
を
主
張
し
て
い
た
 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

の
ち
に
そ
れ
と
は
や
や
趣
を
異
に
す
る
宗
教
の
分
類
方
法
 を
 提
示
し
、
彼
の
説
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
方
が
か
え
っ
 て
 有
名
に
な
っ
た
。
 
結
 

局
 彼
は
歴
史
的
諸
宗
教
を
扱
 う
 だ
け
で
は
満
足
で
き
ず
、
 

彼
の
関
心
は
た
え
ず
自
然
的
宗
教
へ
と
引
き
も
ど
さ
れ
 て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
新
た
な
分
類
方
法
は
 、
 要
す
る
に
自
然
的
宗
教
の
分
 類
 だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
 ば
 、
無
限
 な
る
も
の
が
知
覚
さ
れ
 

-
 
㏄
 -
 

る
の
は
自
然
・
人
間
・
自
己
に
お
い
て
で
あ
る
の
で
、
 

自
 黙
約
宗
教
の
全
領
域
は
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
形
で
分
け
 ら
れ
 ぅ
る
 。
し
た
が
っ
 

て
 
「
物
の
山
本
教
」
（
 

吝
 ）
の
 

@
c
 

目
 

「
人
の
宗
教
」
（
 ぃ
ニ
ゴ
 
～
 
0
 
づ
 0
-
0
 

ユ
り
巴
 ～
 
臼
仔
 @
0
 
コ
 ）
、
「
心
の
古
木
 

教
 」
（
 づ
 留
り
 
ゴ
 0
-
O
m
 

@
C
a
 

臣
の
 

-
@
g
@
O
 

口
 ）
と
い
う
 

分
類
 

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

力
 
，
 

。
 
（
 
4
@
2
 
 

0
 彼
は
一
八
八
九
年
の
著
 書

司
自
然
的
宗
教
 ヒ
を
 皮
切
り
に
、
三
種
類
の
宗
教
の
 名
称
を
表
題
と
す
る
 著
 

-
 
あ
 -
 

書
を
相
次
い
で
公
刊
し
て
い
っ
た
。
現
在
の
時
点
か
ら
ふ
 り
か
え
っ
て
こ
の
よ
う
な
分
類
方
法
の
妥
当
性
に
つ
い
 て
 詳
し
く
論
評
す
る
こ
 

と
に
は
、
さ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
 ，
 
し
 こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
ミ
ュ
ラ
一
の
関
心
が
ど
こ
へ
 向
 か
っ
て
い
た
か
を
確
認
 

し
て
お
け
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
ひ
と
っ
た
 げ
 、
こ
の
分
類
方
法
の
隠
さ
れ
た
神
学
的
性
格
に
つ
い
 て
は
注
意
を
促
し
て
お
 

ぎ
た
い
。
 
q
 自
然
的
宗
教
三
の
最
後
の
部
分
で
ミ
ュ
ラ
 ｜
 が
 述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
 
よ
 れ
 ば
 、
「
物
の
宗
教
」
・
「
 
人
の
山
本
教
」
・
「
心
の
宗
 

教
 」
の
完
成
形
態
は
そ
れ
ぞ
れ
 父
 ・
 チ
 ・
聖
霊
を
暗
示
す
 る
 。
つ
ま
り
、
彼
の
思
い
描
く
自
然
的
宗
教
の
構
造
は
 、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
教
 

神
学
の
説
く
三
位
一
体
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
ミ
ュ
ラ
一
の
業
績
全
体
は
、
自
然
的
宗
教
を
志
 
向
 す
る
合
理
主
義
的
 動
 

機
 、
ヴ
ェ
ー
ダ
に
あ
こ
が
れ
る
 ロ
マ
ソ
 主
義
的
動
機
に
加
 え
て
、
も
う
ひ
と
つ
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
動
機
が
暗
黙
 の
う
ち
に
ま
ざ
り
合
っ
 

た
と
こ
ろ
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
き
た
 よ
う
 に
見
え
る
。
 
，
 
」
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
動
機
に
は
、
さ
ら
に
進
化
の
 図
式
が
結
び
つ
い
て
い
 

(6)  6 
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ミ
ュ
ラ
ー
の
教
典
論
を
再
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
 注
 目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
教
典
成
立
の
基
盤
に
 人
間
の
も
つ
非
教
典
 

（
 
拐
 @
 

宗
教
が
存
在
す
る
と
い
う
、
先
に
引
用
し
た
発
言
で
あ
る
 。
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
非
教
典
宗
教
 
し
 （
 
0
 昌
 
。
 
圭
臣
す
 0
0
 
オ
ト
 
。
の
㏄
Ⅱ
 

臼
俺
 @
o
 
臣
 
）
 

が
 、
歴
史
的
形
態
を
と
っ
た
既
成
宗
教
（
 口
 
o
 の
 
@
 
（
 
@
4
0
 
ぺ
色
鍍
 
@
o
 
コ
 ）
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
 は
ど
こ
 仁
 求
め
ら
れ
る
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
発
言
 
ロ
の
 背
後
 に
は
 、
人
間
の
 本
性
的
能
力
を
め
ぐ
る
ミ
ュ
ラ
ー
独
自
の
考
え
方
が
あ
 る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
 

円
 
純
粋
理
性
批
判
 目
 の
英
訳
を
出
版
し
 
@
,
@
 

2
 
 
、
 カ
ン
ト
哲
学
の
 
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
同
時
に
そ
れ
に
対
し
て
一
定
の
 疑
問
を
も
ち
続
け
て
 

い
た
よ
う
に
見
え
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
 

カ
ソ
ト
 は
 先
天
的
綜
合
的
判
断
の
可
能
性
を
証
明
し
た
こ
と
に
 満
 足
し
て
そ
れ
以
上
進
も
 

ぅ
 と
せ
ず
、
人
間
の
知
性
に
対
し
て
、
有
限
な
る
も
の
を
 超
越
す
る
力
、
す
な
わ
ち
無
限
な
る
も
の
 に
 近
づ
く
 能
 力
 を
否
定
し
た
。
そ
れ
 

に
よ
っ
て
 ヵ
ン
ト
 は
、
無
限
を
の
ぞ
 ぎ
 見
る
こ
と
が
で
 き
 た
 
「
古
代
の
門
し
を
閉
鎖
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
他
方
口
実
践
 

理
性
批
判
目
で
は
、
義
務
の
感
覚
お
よ
び
 神
 的
な
も
の
の
 感
覚
を
容
認
す
べ
く
、
「
横
木
戸
」
（
ぎ
の
 出
 0
0
 

。
）
を
開
か
 

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
 

@
 
花
 -
 

ミ
ュ
ラ
ー
は
こ
こ
に
「
 カ
ソ
ト
 哲
学
の
弱
点
し
を
見
出
す
  
 

カ
ン
ト
が
ふ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
ミ
ュ
ラ
 一
 が
強
調
 す
る
人
間
の
本
性
的
能
力
は
、
「
感
覚
」
（
 
探
，
 の
の
）
や
「
 

理
性
」
（
「
 

e
a
 

の
 
o
 コ
 ）
 と
 

同
等
で
あ
る
が
そ
れ
ら
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
「
人
間
 の
 第
三
の
能
力
」
（
（
 ゴ
一
 

「
Ⅰ
（
 
お
日
 （
 
ヒ
 0
 （
日
当
）
、
「
無
限
な
 る
も
の
の
能
力
」
（
（
 ォ
の
 

 
 

心
的
能
力
な
い
し
心
的
傾
向
で
あ
り
、
「
信
仰
の
能
力
」
（
 

侍
す
 

0
 片
㏄
 
り
年
 
-
 
圧
 
Ⅱ
 0
 
片
片
田
（
 

す
 ）
 

と
 呼
ぶ
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
で
人
間
を
 意
味
す
る
「
 ア
ソ
ト
 
p
l
 ポ
ス
」
の
語
源
を
「
目
を
あ
 げ
る
も
の
」
に
求
め
る
 
7 ( の 

一 
一 

く
 。
次
に
再
び
教
典
論
に
焦
点
を
合
わ
せ
う
っ
、
こ
の
 占
 緩
 詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
。
 



@
 
㌍
 -
 

諸
宗
教
を
め
ぐ
る
事
実
に
対
す
る
認
識
と
共
感
は
、
ミ
ュ
 ラ
ー
の
発
想
を
た
え
ず
歴
史
的
な
も
の
へ
と
 引
 ぎ
も
 ど
 す
 。
彼
の
言
 う
 
「
 信
 

宗
教
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
 明
白
で
あ
る
。
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
 
で
も
板
些
ミ
ロ
語
の
問
題
 

と
 類
比
的
に
宗
教
の
問
題
を
語
る
「
あ
ら
ゆ
る
歴
史
 約
言
語
形
態
か
ら
独
立
し
て
、
話
す
能
力
が
存
在
す
る
 よ
う
 に
、
あ
ら
ゆ
る
 歴
 

史
的
宗
教
か
ら
独
立
し
て
、
人
間
の
中
の
信
仰
の
能
力
 が
 存
在
す
る
」
。
人
間
の
右
す
る
信
仰
の
能
力
が
「
話
す
 能
力
」
（
。
 
h
 
：
三
宅
 

0
h
 

の
っ
 
の
の
り
 

ォ
 ）
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
用
い
ら
れ
 た
 地
楡
と
は
言
え
、
本
論
文
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
 注
 目
 に
価
す
る
で
あ
ろ
 

あ
ノ
 
0
 

ミ
ュ
ラ
ー
の
用
い
る
「
能
力
」
（
す
り
 

三
 （
 
ぜ
 ）
と
い
う
概
念
 が
 、
カ
ン
ト
哲
学
と
の
関
連
で
見
た
と
き
に
、
か
な
り
 
不
明
瞭
な
印
象
を
与
 

え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
彼
自
身
も
そ
れ
に
気
づ
い
 て
お
り
、
あ
と
か
ら
加
え
た
長
い
注
に
よ
っ
て
説
明
を
 補
お
 う
 と
し
て
い
る
。
 

実
際
、
純
粋
に
想
像
の
産
物
で
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
非
 嫡
 田
子
に
す
ぎ
な
い
「
能
力
」
概
念
は
、
啓
蒙
主
義
的
な
 一
九
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
 

く
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
 よ
う
 で
あ
る
。
 し
 か
し
ミ
ュ
ラ
ー
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
 自
 己
の
暗
い
奥
底
に
座
を
 

-
 
Ⅱ
 @
 

占
め
て
い
る
緑
色
の
目
を
も
つ
怪
物
」
で
あ
っ
た
。
今
日
 カ
ソ
ト
 哲
学
に
関
す
る
ミ
ュ
ラ
ー
の
理
解
が
適
切
で
あ
 っ
 た
か
ど
う
か
を
問
題
 

に
す
れ
ば
、
あ
ま
り
肯
定
的
な
評
価
は
出
て
こ
な
い
で
あ
 ろ
う
。
確
か
に
、
 
、
、
ュ
う
 
一
の
考
え
方
は
 、
カ
ソ
ト
 が
 避
 げ
よ
う
 と
し
た
旧
来
の
 

独
断
的
形
而
上
学
へ
、
と
も
す
れ
ば
逆
も
ど
り
し
か
ね
な
 い
 。
だ
が
他
方
、
宗
教
を
安
易
に
道
徳
法
則
と
結
び
っ
 げ
る
弊
害
に
は
お
ち
い
 

っ
て
い
な
い
と
も
言
え
よ
う
。
何
よ
り
も
ミ
ュ
ラ
 l
 は
 歴
 史
的
諸
宗
教
を
め
ぐ
る
あ
れ
こ
れ
の
事
実
を
つ
ぶ
さ
に
 知
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
 

に
 対
し
て
共
感
を
い
た
い
て
い
る
。
宗
教
を
論
じ
る
さ
い
 に
 重
要
な
の
は
ま
さ
に
そ
の
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
 限
り
、
 カ
ソ
ト
 解
釈
の
 

是
非
に
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
主
張
に
耳
を
傾
げ
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

@
 
㏄
 @
 

が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
宗
教
も
、
い
な
最
も
低
い
 偶
 像
 
・
呪
物
崇
拝
す
ら
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
ミ
ュ
 ラ
ー
の
言
う
非
教
典
㈹
 

説
 が
正
し
い
に
せ
 よ
 誤
っ
て
い
る
に
せ
 よ
 、
そ
れ
が
あ
る
 が
た
め
に
人
間
は
自
ら
の
顔
を
天
に
向
け
る
こ
と
が
で
 き
 る
「
そ
の
能
力
  

 



仰
の
能
力
 二
は
 、
人
間
本
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
 非
歴
史
的
で
あ
り
、
自
然
的
宗
教
の
不
可
欠
性
を
示
唆
 す
る
 よ
う
 に
見
え
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
「
人
間
が
無
限
を
の
ぞ
 
ぎ
 見
た
古
代
の
門
（
 （
 
ゴ
 0
 目
 臼
の
コ
 

（
㏄
 
里
毬
 ）
」
を
そ
の
「
信
仰
の
能
力
」
と
関
連
 つ
げ
る
に
及
ん
で
、
 

彼
の
目
は
依
然
と
し
て
歴
史
に
向
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
 明
ら
か
に
な
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
研
究
者
、
い
な
む
し
ろ
 ヴ
 ヱ
 ー
 ダ
鎮
 御
者
で
あ
っ
 

た
 ミ
ュ
ラ
ー
は
、
「
古
代
」
の
宗
教
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
 
そ
の
根
源
に
価
値
を
見
出
す
。
歴
史
の
出
発
点
す
な
わ
 ち
 古
代
に
価
値
が
見
出
 

さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
歴
史
的
な
も
の
全
体
が
肯
定
さ
れ
る
 

「
古
い
貴
金
属
の
よ
う
に
古
代
の
宗
教
は
、
時
代
 
の
さ
び
が
除
去
さ
れ
た
 

あ
と
で
、
そ
の
純
粋
さ
と
 輝
 ぎ
の
全
体
を
も
っ
て
現
わ
れ
 出
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
明
ら
か
に
す
る
 イ
メ
 ｜
ジ
は
 、
「
 父
日
 す
な
 

-
 
㏄
 @
 

わ
ち
地
上
の
万
民
の
日
文
 日
の
 イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
」
。
 

こ
の
古
代
の
宗
教
は
各
種
の
教
典
を
通
し
て
知
ら
れ
て
い
 る
 。
そ
れ
ら
の
教
典
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
人
々
の
 間
で
育
て
ら
れ
て
き
 

た
 宗
教
思
想
の
集
成
で
あ
り
、
宗
教
の
創
唱
者
が
作
り
 田
 し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ュ
ラ
ー
の
 考
，
 
え
る
古
代
の
宗
教
は
個
 

人
的
宗
教
で
は
な
い
「
言
葉
の
真
の
意
味
で
の
個
人
 ぬ
 宗
教
は
存
在
し
な
し
」
 

-
4
@
 

甲
 0
 と
こ
ろ
が
、
諸
民
族
の
宗
教
 の
 歴
史
的
形
態
に
は
、
 

「
真
の
宗
教
」
（
（
「
 

E
 
の
 「
の
 
由
 g
@
o
 

コ
 ）
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
 な
 諸
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
 そ
 れ
ら
は
「
す
べ
て
の
 宗
 

教
の
不
可
避
の
こ
ぶ
」
（
（
 

ゴ
の
ぎ
 
e
 
丘
コ
 匡
の
の
お
お
お
 
臼
 。
 
毬
 O
H
 
単
 
「
の
 

-
@
 

注
 。
 
乙
 ）
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
諸
宗
教
の
「
 ま
な
る
源
泉
」
（
 
ぎ
 。
「
の
 

d
 

@
 
お
 @
 

s
p
r
@
,
m
 

。
）
に
達
す
る
た
め
に
は
、
「
各
宗
教
の
創
唱
者
の
 

心
 」
（
（
 
ゴ
の
 
乱
臣
 

o
H
 
 

捷
 H
o
E
,
 

由
の
「
）
に
目
を
向
げ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
「
信
仰
 

の
 能
力
」
は
ま
さ
に
そ
こ
へ
直
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
 し
た
言
い
方
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
ミ
ュ
ラ
ー
は
 
、
教
 英
宗
教
を
重
視
し
っ
 っ
 

も
 、
さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し
て
非
教
典
宗
教
を
考
え
、
 &
 
示
教
の
問
題
を
取
り
扱
う
た
め
に
は
歴
史
的
な
諸
民
族
の
 
宗
教
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
 

ぬ
 
せ
ざ
る
を
え
な
 い
 こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
、
そ
の
 眼
 源
 に
あ
る
人
間
の
心
へ
と
思
い
を
め
ぐ
り
す
の
で
あ
る
  
 

艇
 

根
源
に
あ
る
も
の
と
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
 を
 常
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
ミ
ュ
ラ
ー
の
発
想
 法
は
、
 神
話
に
対
す
る
見
方
に
お
 い
 

㈹
 

 
 

直
 

て
も
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
「
 
@
 語
疾
病
 説
 」
と
し
て
知
ら
 れ
る
彼
の
神
話
起
源
論
は
、
の
ち
に
彼
を
有
名
に
し
た
 学
 説
 の
ひ
と
つ
で
あ
る
 



と
こ
ろ
が
 

中
に
現
わ
れ
 

む
 ミ
ュ
ラ
 一
 

そ
か
に
彼
の
 

来
 に
お
い
て
 

方
向
の
両
方
 

る
 。
し
か
し
 

ょ
う
と
す
る
 

も
の
へ
の
た
 

い
て
最
初
か
 

他
方
、
歴
史
的
形
態
の
真
実
を
そ
の
根
源
に
求
め
る
発
想
 と
は
一
見
手
 肩
 す
る
よ
う
な
傾
向
も
、
時
折
、
 
、
、
ュ
ラ
一
 
の
 論
述
の
 

る
 。
そ
れ
は
、
歴
史
の
進
行
方
向
に
真
実
を
見
出
す
と
い
 う
 傾
向
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
、
啓
蒙
主
義
の
 
流
れ
を
く
 

の
 意
識
に
は
、
一
種
楽
観
的
な
進
化
の
図
式
が
し
み
っ
 い
 て
お
り
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
動
機
と
結
び
つ
 い
て
、
 ひ
 

信
念
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。
彼
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
 の
 信
仰
が
最
も
「
進
化
」
し
た
宗
教
の
歴
史
的
形
態
で
 あ
り
、
 将
 

@
 
㏄
 @
 

も
そ
れ
が
純
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
 要
す
る
に
ミ
ュ
ラ
ー
の
価
値
観
に
よ
れ
 ば
 、
歴
史
の
根
 源
 と
進
行
 

に
 真
実
が
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
時
間
の
流
れ
は
直
線
 と
 言
う
よ
り
も
む
し
ろ
円
環
の
よ
う
に
す
ら
見
え
て
く
 る
の
で
あ
 

彼
が
考
え
て
い
る
時
間
は
決
し
て
静
的
な
円
環
で
は
な
く
 、
そ
れ
を
 っ
 か
さ
ど
る
進
化
の
図
式
は
 、
 何
ら
か
の
形
 で
 前
進
し
 

ヱ
 ネ
ル
ギ
 l
 を
示
唆
す
る
。
宗
教
に
は
「
言
語
の
物
質
的
 性
格
に
対
す
る
心
の
戦
い
」
と
「
精
神
的
な
も
の
か
ら
 物
質
的
な
 

え
ざ
る
逆
行
」
と
い
う
二
種
類
の
傾
向
が
存
在
し
、
「
 こ の
 作
用
と
反
作
用
（
。
 き
 0
 コ
 。
 乱
 
（
：
 呂
 0
,
 

）
は
宗
教
の
 

一
 
目
語
に
お
 

@
 
㏄
 @
 

ら
 起
こ
っ
て
お
り
、
今
で
も
続
い
て
い
る
」
。
そ
れ
は
、
仝
 

言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
宗
教
に
お
け
る
「
弁
証
法
的
 な
 成
長
と
 

（
 7
@
 

あ
る
。
 

人
法
的
神
話
表
現
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 

こ
う
し
た
推
移
が
「
言
語
の
疾
病
」
（
 
d
@
s
 

の
 
い
 
お
 O
f
-
a
 

コ
の
臣
 

い
 
の
の
）
と
呼
ば
れ
た
た
 

め
 、
と
も
す
れ
ば
、
 、
、
ュ
 
ラ
ー
が
神
話
を
否
定
的
に
と
ら
 ，
 
え
 て
い
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
や
す
か
っ
た
。
し
か
 し
 彼
の
ね
ら
い
は
、
 
神
 

話
の
形
成
に
対
す
る
言
語
の
不
可
避
の
影
響
（
言
語
に
 ょ
 る
 神
話
の
発
生
）
と
回
避
で
き
る
影
響
（
 =
=
 

ロ
ま
巾
の
疾
病
 
）
と
を
区
別
す
る
こ
と
 

で
あ
り
、
歴
史
の
根
源
に
お
い
て
言
語
と
の
本
来
の
か
か
 わ
り
の
中
で
形
成
さ
れ
た
神
話
を
低
く
評
価
し
ょ
う
 と
 

 
 

神
話
の
出
発
点
に
あ
る
詩
的
直
観
に
基
づ
く
構
想
は
、
お
 そ
ら
く
彼
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
 い
 。
と
も
に
言
語
に
起
 

因
 す
る
神
話
と
教
典
は
、
い
ず
れ
も
積
極
的
意
味
づ
 け
と
 消
極
的
意
味
づ
 
け
 と
が
歴
史
を
舞
台
に
互
に
交
錯
す
る
 形
で
説
明
さ
れ
る
の
で
 

(10) 

が
 、
同
時
に
誤
解
さ
れ
や
す
い
学
説
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
 

よ
 れ
 ば
 、
太
陽
の
姿
の
変
化
を
表
わ
す
名
詞
の
性
が
き
 

っ
 か
げ
と
な
っ
て
、
 

擬
 
0
 



学
者
（
 庄
 。
 
0
 の
 
0
 口
 
三
二
）
と
呼
び
 
ぅ
 る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
 

 
 

よ
 う
 に
し
て
「
心
の
宗
 

教
 」
は
次
第
に
非
歴
史
的
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
合
理
主
 義
者
ミ
ュ
ラ
ー
が
究
極
の
宗
教
と
し
て
思
い
描
い
た
の
 が
 神
智
学
で
あ
っ
た
 と
 

い
 う
 事
実
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
 

ミ
ュ
ラ
ー
の
信
念
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
歴
史
的
宗
教
の
背
 後
に
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
価
値
あ
る
も
の
が
存
在
 し
て
お
り
、
そ
れ
は
 

お
そ
ら
く
歴
史
的
宗
教
の
純
化
さ
れ
た
最
終
形
態
と
同
じ
 も
の
で
あ
る
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
偏
見
な
し
に
 見
 さ
え
す
れ
ば
、
も
し
 ね
 

れ
わ
れ
が
常
に
そ
 う
 す
べ
ぎ
で
あ
る
 よ
う
 に
 、
 倦
む
こ
と
 の
な
い
 愛
 と
思
い
や
り
と
を
も
っ
て
判
断
し
さ
え
す
れ
 ，
ぼ
、
 

春
の
空
の
青
い
色
 

ぬ
 
の
ご
と
く
、
古
代
神
話
の
雲
の
背
後
か
ら
わ
れ
わ
れ
 の
 前
に
現
わ
れ
て
く
る
美
と
真
理
の
新
し
い
世
界
に
驚
 

  

雛
理
 と
と
も
に
美
に
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
 こ
の
新
し
い
世
界
を
感
得
し
 ぅ
 る
の
は
、
詩
人
の
鋭
敏
 な
 直
観
の
よ
う
な
も
の
で
は
 

直
 

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 、
、
、
ュ
 

ラ
ー
は
さ
ほ
ど
頻
繁
に
「
 直
 観
 」
（
 @
 
口
 
（
 
u
@
t
@
o
 

コ
 
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
 
な
い
 0
 し
か
し
彼
は
 、
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@
o
-
 

4
 

衰
微
」
（
 
臼
 a
-
 

の
の
（
 

@
c
 
 

隅
 。
 
由
 ニ
ぃ
 註
年
 。
 
c
a
 
セ
 ）
で
あ
り
、
 こ
 ）
 
」
に
「
宗
教
の
弁
証
法
的
生
命
」
（
Ⅰ
 

@
"
-
 

：
き
目
。
 0
 
～
 ，
 
。
 
-
@
 

住
 。
し
が
あ
る
。
ミ
ュ
 

ラ
ー
は
一
見
矛
盾
し
た
表
現
で
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
 宗
教
史
の
活
力
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

「
物
の
宗
教
」
・
「
人
の
宗
教
」
・
「
心
の
宗
教
」
と
い
 

5
 前
 述
の
分
類
も
、
単
純
に
わ
り
 き
 る
 わ
 げ
に
は
い
か
な
い
 と
は
二
 
%
 
ロ
え
、
一
応
 三
 

段
階
の
発
展
方
向
を
示
し
て
い
る
「
一
般
法
則
と
し
 て
、
 物
の
宗
教
が
ど
こ
で
も
最
初
に
現
わ
れ
、
人
の
宗
 教
 が
そ
れ
に
続
 き
、
最
 

後
 仁
心
の
宗
教
が
現
わ
れ
る
。
…
…
こ
れ
ら
三
類
型
の
発
 展
 の
ぎ
ざ
し
は
大
抵
の
宗
教
の
中
に
発
見
さ
れ
る
。
 あ
 る
と
き
に
は
こ
れ
ら
の
 

う
 ち
の
ひ
と
つ
が
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
別
の
ひ
と
つ
が
 

 
 

で
は
、
 ウ
パ
 ニ
シ
ャ
 

ッ
ド
 哲
学
、
ス
 l
 フ
ィ
ズ
ム
、
フ
ィ
 ロ
ソ
、
新
 プ
ラ
ト
ン
 主
義
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
 ギ
タ
 、
キ
リ
ス
 ト
教
 神
智
学
な
ど
、
 広
 

義
の
神
秘
主
義
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ミ
ュ
 ラ
ー
が
本
来
の
意
味
で
の
神
智
学
と
考
え
る
も
の
で
あ
 る
 

「
心
霊
叩
首
 や
 

テ
ー
ブ
ル
回
転
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
神
秘
学
や
黒
魔
術
 を
 信
じ
る
も
の
と
い
う
嫌
疑
を
か
げ
ら
れ
る
こ
と
な
し
 に
、
 人
は
自
ら
を
神
智
 



説 を 教 教 あ 小ま 

胡 塞 異 学 る 以 扱い わ @ け リス と考 究極 こと 

さ 盤 論 の の 上   
れ と に 出 で の あ と ら 完 本 く ぅ 観 
る し ほ 発 は よ る と れ 教 可 い l が 
こ て か に な り か も て と 能 道 に あ とっ 発展とに なら らにいしで 、 パ るてあ                       
ょ す ね て そ 典   
つ る か 本 れ 論 ナ Ⅰ タ 。   め む るあ 0 ばの 

か ィ   
そ と の 必 の づ   
の 教 で 要 教 い ; あ 立 に 教 的 教 か 

ュ る ち 関 の な の と 

う こ か し 秤 目 所 思 て、ミ 歴史的 典は相 ある。 であっ 説の差 l と え て 其 駒 究 わ 
形 五 元 た 異 ュ が は る も ほ に に れ 
悪 運 来 の を ぅ 

が 関 比 は 越 l 
"  " す と あ る 

                と神べづた   
直 フ は と て て づ 

相 対 の う冒 較、 さ えほ た 「 観 ァ メ 人 メ は て 
化 ち 詰 ま 夫 家 を l タ 闇 タ 特 は 
さ に 学 ざ 通 教 重 で フ と フ に " 

れ と か ま の 学 
た ら ら な 根 」   
よ え 北 宗 源 の て 」 0 で を か で メ 

う ら 較 教 に 可 あ 架 ら あ タ 

の あ 能     
教 い 字 義 と を 
典 た へ の い 展 
の よ と 比 う 望 
歴 う い 較 誌 し 
更 に ぅ   識 た 
的 見 道 諦 に   

形 え を 惇 正 教 其 態も の る 。 歩ん など ちい 

相 神 た で た 本 
対 話 ; は っ 質 

不 は、 書 化されの発生 たから エラ l なく、 
  き印地 る 。 か ぶ @ 口 に し レ ま少と であ 

そ 語 っ に る さ 
れ 疾 て こ 。 れ ソ で， て   
は " 病はの新た 説 " ょた教 基 る ら   現 高 

各 か 言 う た 説 づ 。 れ ま す 語 
々 ら 語 な 宗 に く キ る た る は 

「
直
観
な
き
概
念
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
な
き
直
観
は
盲
 
目
で
あ
る
」
と
い
う
 ヵ
ソ
ト
 の
原
則
を
、
あ
ら
ゆ
る
 哲
 学
の
基
礎
と
考
え
て
い
 

@
 
偲
 @
 

る
 。
ま
た
ヴ
ェ
ー
ダ
の
う
ち
に
「
最
も
原
初
的
な
形
態
に
 お
 げ
る
神
的
な
も
の
の
直
観
」
を
見
出
し
、
「
宗
教
的
知
 

識
の
真
の
基
礎
と
し
て
 

@
 
穏
 @
 

の
 直
観
」
を
擁
護
す
る
。
さ
ほ
ど
意
識
的
に
は
言
及
さ
れ
 な
い
と
こ
ろ
が
、
直
観
の
直
観
た
る
所
以
で
あ
り
、
 

彼
 0
 発
想
の
根
源
に
は
や
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の
 宗
教
の
教
義
や
倫
理
的
 教
説
 が
相
対
化
さ
れ
て
 い
 く
 ，
 
し
 と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
も
の
の
見
方
 の
 原
点
は
、
神
話
・
 
教
 

典
を
成
り
立
た
し
め
た
根
源
的
直
観
、
す
な
 ね
 ち
、
無
限
 を
 認
知
す
る
と
同
時
に
至
高
の
美
に
向
か
う
よ
う
な
人
 間
の
詩
的
直
観
で
あ
っ
 

た
 。
言
語
の
表
現
形
態
と
し
て
は
、
そ
の
直
観
は
メ
タ
フ
 ァ
 ー
の
形
で
表
わ
さ
れ
る
。
 

し
か
し
こ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
べ
 き
 宗
教
学
は
、
ミ
ュ
 
-
 
フ
 l
 に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
方
向
 づ
 げ
を
与
え
ら
れ
た
の
 で
あ
ろ
う
か
。
前
述
 

の
よ
う
に
彼
は
「
世
界
の
諸
宗
教
に
関
す
る
真
に
学
問
的
 な
 研
究
」
を
目
ざ
し
て
お
り
、
こ
の
「
学
問
」
（
 s
c
@
 

の
 
口
 
c
n
 

）
を
素
朴
 

仁
 
「
自
然
 

@
 
㎎
 @
 

科
学
の
一
つ
」
（
 0
 乙
 
o
f
 
 

（
 
ゴ
の
 
富
三
，
 ニ
 "
 。
 
@
 
の
コ
 
c
 の
の
）
 

と
理
 解
し
て
い
た
。
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
と
す
る
実
証
的
方
 
法
が
 、
学
問
の
将
来
の
 

豊
か
な
成
果
を
約
束
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
時
代
に
あ
 っ
て
は
、
こ
う
し
た
楽
観
的
展
望
が
出
て
く
る
の
も
 無 理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
 

っ
 た
が
、
彼
の
根
本
的
動
機
は
必
ず
し
も
そ
の
後
の
自
然
 科
学
と
は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
 「
科
学
的
」
方
法
に
こ
 

だ
わ
っ
た
宗
教
学
は
 、
 彼
の
動
機
か
ら
離
れ
、
そ
れ
を
 亡
 
心
れ
 去
っ
て
い
く
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
 
目
 ざ
し
た
学
問
は
 一
 種
の
総
合
的
性
格
を
有
 

@
 
㎎
 "
 

し
 、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
法
は
彼
の
詩
人
的
素
質
 と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
た
。
彼
が
宗
教
学
を
「
最
後
 の
 学
問
（
Ⅱ
科
学
）
」
 

（
（
 

汀
 
-
a
 
の
（
 
o
f
 
s
c
@
 

の
 
ロ
り
 
の
の
）
と
呼
ぶ
と
ぎ
、
も
し
か
す
る
と
 
彼
の
「
直
観
」
が
、
そ
の
後
の
宗
教
学
の
困
難
な
運
命
 を
す
で
に
見
通
し
て
い
 

 
 

紀
 が
経
過
し
た
現
在
、
宗
教
学
に
関
心
を
も
つ
も
の
は
 、
 彼
 以
後
に
残
さ
れ
た
 

課
題
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
あ
ら
た
め
て
問
 う
 て
み
る
 必
 妻
 が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

円
 
東
方
聖
典
口
を
編
集
し
た
ミ
ュ
ラ
ー
が
 、
 書
き
記
さ
れ
 た
 教
典
 テ
 グ
ス
ト
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
 懐
疑
問
の
余
地
は
 

な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
彼
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
 当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
書
か
れ
た
教
典
だ
け
で
宗
教
 を
理
解
す
る
 め
 げ
に
は
 

鱒
 

い
か
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
諸
々
の
教
典
 の
 根
源
に
あ
る
一
種
の
言
語
感
覚
が
 、
い
 わ
ゆ
る
自
然
 的
 宗
教
に
通
じ
る
も
の
と
 理
 

鍵
 

解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
ま
ず
口
頭
 伝
承
が
生
ま
れ
、
や
が
て
文
字
に
書
き
写
さ
れ
て
 
ぃ
 く
 

「
多
く
の
古
代
聖
典
 

（
 
口
 
@
@
 

直
 

は
 、
記
述
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
前
に
は
、
長
 い
 世
代
に
わ
た
 
っ
て
口
頭
伝
承
の
形
で
伝
え
ら
れ
て
ぎ
た
」
。
だ
が
、
 

続
 げ
て
 
ミ
ュ
ラ
 一
が
ウ
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注
 

（
 l
 ）
 G
 「
 
り
す
 
い
 ロ
ア
 ミ
 .
P
.
,
B
e
y
o
n
 

㌔
 -
 
キ
ぃ
ミ
 
ド
 ド
 
@
-
e
 

コ
ミ
 
ド
す
 
「
㌔
 0
 「
 
さ
 ～
卜
も
 ぃ
 
（
 
-
 
の
 母
㏄
 c
 
「
 
受
ミ
 「
 ぃ
ぎ
き
 ぃ
中
～
 
め
 
-
0
 
「
 
ヒ
 束
ね
 隠
 @
 
ぬ
 田
も
さ
（
の
 

p
@
 
す
 ユ
ら
内
の
・
 

の
り
日
す
 

エ
 ら
の
の
 
巳
コ
 
@
 
せ
の
「
の
 

ぎ
せ
 ㌧
Ⅰ
如
の
タ
ト
の
㏄
Ⅱ
）
 

（
 
2
 ）
 ぎ
連
 ：
で
・
 
ぉ
 ・
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
と
り
あ
げ
 る
 前
提
と
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
の
 方
ロ
 対
す
る
信
仰
が
人
間
 の
 宗
教
生
活
に
深
く
 

根
 ざ
し
て
い
る
こ
と
も
、
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
㌔
・
 ロ
の
 
Ⅰ
（
 
ゴ
 0
-
 
の
 
（
 
，
下
 ：
し
で
 寒
 Q
n
 
キ
 -
Q
 
ぬ
 
「
 知
宇
 「
 
か
 
Ⅰ
 -
 ～
さ
 
い
 ～
 
さ
ミ
 
亜
も
Ⅹ
 

（
 
曲
 ）
 

ニ
シ
 ヤ
ッ
ド
の
 聖
昔
 
「
オ
ー
ム
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
 
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
、
単
に
文
字
伝
承
の
前
段
 階
 と
し
て
口
頭
伝
承
を
 

想
定
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
本
質
的
に
彼
に
は
 「
 昔
 」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
 る
 。
残
念
な
が
ら
そ
の
 

点
は
、
 彼
の
論
述
か
ら
は
必
ず
し
も
ほ
 づ
 き
り
し
な
い
。
 
い
ず
れ
忙
し
て
も
彼
の
ま
な
ざ
し
は
、
文
字
で
記
さ
れ
 た
 教
典
を
越
え
て
歴
史
 

の
 根
源
へ
さ
か
の
ば
る
と
と
も
に
、
ひ
る
が
え
っ
て
歴
史
 の
 進
行
過
程
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
 彼
 の
 仕
事
 は
 非
歴
史
的
方
 

@
 
㏄
 @
 

向
へ
 流
れ
る
こ
と
な
く
、
た
え
ず
宗
教
の
歴
史
的
形
態
を
 見
つ
め
続
け
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

あ
く
ま
で
歴
史
的
形
態
を
保
持
し
っ
 っ
、
 書
か
れ
た
も
の
 
を
 相
対
化
し
て
い
く
宗
教
の
あ
り
方
 は
 、
儀
礼
の
う
ち
 に
 求
め
ら
れ
る
。
 
昔
 

や
 語
り
言
葉
に
よ
る
表
現
も
儀
礼
に
含
ま
れ
る
の
で
、
 

，
 
、
ュ
 ラ
ー
の
教
典
論
 は
 何
ら
か
の
形
で
儀
礼
研
究
と
結
び
 つ
い
て
然
る
べ
き
も
の
 

と
 思
わ
れ
る
が
、
彼
の
問
題
意
識
 は
 そ
こ
ま
で
及
ん
で
い
 な
い
。
一
般
的
に
言
っ
て
 、
彼
は
 宗
教
的
行
為
を
あ
ま
 り
 重
視
し
て
い
な
い
。
 

慣
習
や
法
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
一
応
考
察
し
て
 は
い
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
ら
の
起
源
や
目
的
を
特
定
 の
 観
念
と
結
び
つ
け
よ
 

ぅ
 と
す
る
。
 

@
4
"
5
 
 

ミ
ュ
ラ
ー
 は
や
ほ
り
 言
語
か
ら
出
発
し
、
 
号
 口
語
に
帰
る
研
究
者
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
ほ
 
彼
の
業
績
 は
 あ
る
種
の
 

完
結
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
教
典
論
と
い
う
テ
ー
マ
に
 限
 産
 し
て
今
日
の
時
点
か
ら
再
検
討
し
て
み
る
と
、
書
き
 記
さ
れ
た
教
典
と
い
う
 

面
 だ
け
で
ほ
す
ま
な
い
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
 

そ
れ
ほ
文
字
の
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
 

、
、
、
 

ュ
 ラ
 ー
 自
身
が
す
で
に
 

@
 
㏄
 @
 

無
意
識
の
う
ち
に
考
え
て
い
た
事
柄
を
も
含
め
て
、
さ
ま
 ざ
ま
な
角
度
か
ら
文
字
表
現
の
性
格
を
相
対
化
し
て
い
 く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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直観 と教説 

な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
 

（
 
8
 ）
～
 申
 
～
 
L
 ：
 ロ
 ・
 か
 ・
塚
田
 訳
 、
三
頁
。
以
下
引
用
す
る
訳
文
は
 す
べ
て
私
記
。
 

（
 9
 ）
音
ミ
・
・
 
ワ
ふ
 （
・
塚
田
 
訳
 、
一
五
頁
。
 

（
 
印
 ）
「
真
の
学
問
は
す
べ
て
分
類
に
基
づ
く
。
信
仰
の
多
様
な
 方
言
の
分
類
に
成
功
し
え
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
 わ
 れ
わ
れ
は
、
宗
教
学
㈹
 

な
ど
実
は
不
可
能
な
の
だ
と
い
う
告
白
を
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
 
（
 
@
 
け
送
 
：
 っ
 ・
 
お
 ，
塚
田
 訳
 、
五
九
頁
）
。
 

1
5
 

（
Ⅱ
）
 @
 
け
 
～
 
d
 ：
 ワ
健
 ・
塚
田
 訳
 、
七
一
頁
。
 

拉
ヌ
由
ト
ぎ
 
「
 
む
円
 
Ⅰ
悪
 
き
 $
 （
巴
の
「
 

巨
 ・
下
村
 
曲
隼
の
ヨ
げ
 

・
せ
 
い
 ハ
下
田
）
 
っ
 肚
の
）
 

（
 
3
 ）
大
文
字
を
用
い
た
。
（
 ゴ
 の
の
り
「
 

ぢ
 （
 
臣
 「
の
（
㏄
）
 

，
は
 ギ
リ
ス
ト
 教
の
聖
書
の
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 
4
 ）
 
円
 
東
方
聖
典
 b
 に
つ
い
て
は
、
次
の
版
を
参
照
。
 呂
む
 二
の
（
 

・
Ⅱ
・
三
曲
 
お
 （
の
 
ヰ
じ
 
・
 つ
 ぎ
 
め
 Ⅰ
ま
へ
 
淫
 ㏄
 0
0
 

か
め
ら
へ
 

二
 尽
し
い
 
と
，
 （
 
Ⅰ
ヰ
目
 

匹
 ・
 ヴ
せ
ヰ
ぃ
弓
 

p
O
 
臣
 ㏄
 

0
 「
 
鰍
コ
 
（
田
の
 
c
 
ゴ
 。
 す
 「
の
，
 

切
 。
 ヰ
 0
 ア
 ・
（
 
0
 パ
ヰ
 
0
 （
 
口
 。
 0
 お
 （
 
0
 「
 
隼
 C
 三
メ
あ
 
（
 
の
ざ
 
せ
り
 お
 s
s
.
 

Ⅰ
 
つ
 0
0
,
 
オ
の
つ
 
・
 し
匹
ゴ
 
@
.
 
ヲ
ミ
 
0
 二
 @
-
 い
い
 
コ
ゆ
 
「
 
匹
 ら
い
お
 
，
 ト
つ
 
㏄
 ト
 
）
 

（
 
5
 ）
の
「
 芋
リ
 ヨ
，
 毛
 ・
 
ト
 ：
 る
 ・
（
 
@
 
（
：
 
ワ
 二
名
・
も
ち
ろ
ん
 グ
 フ
 ハ
ム
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
典
概
念
の
広
範
な
適
用
の
開
始
を
 ミ
ュ
ラ
ー
に
帰
し
て
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
が
 目
ぢ
 （
 
E
 （
の
 
，
 （
お
よ
び
そ
の
語
源
と
な
 
っ
て
い
る
言
葉
）
が
世
俗
的
文
書
と
い
う
意
味
に
加
え
て
、
 古
 
示
教
的
文
書
と
い
 

ぅ
 意
味
を
獲
得
し
、
さ
ら
に
聖
書
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
る
ま
で
に
は
、
長
い
歴
史
が
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
 コ
 
東
方
聖
典
 b
 と
い
 

う
 命
名
は
 、
 ，
 
s
p
o
r
 

色
ゴ
 0
0
 

下
の
概
念
を
広
く
用
い
る
試
み
が
 

、
す
で
に
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
 で
あ
る
。
 

（
 
6
 ）
拙
稿
「
教
典
論
の
新
し
い
可
能
性
」
（
㍉
宗
教
研
究
 b
 二
 五
八
号
、
一
九
八
三
年
）
。
な
お
、
そ
の
後
日
本
宗
教
学
会
第
五
 一
回
学
術
大
会
（
 一
 

九
九
二
年
）
で
、
教
典
論
と
現
代
の
文
学
理
論
と
の
関
係
に
つ
 い
て
の
考
察
を
口
頭
で
発
表
し
て
お
り
（
国
ホ
 教
 研
究
 b
 二
九
五
 号
 、
一
九
九
三
 

年
に
要
旨
掲
載
）
、
そ
の
内
容
も
い
ず
れ
 
別
稿
 で
ま
と
め
る
予
定
 で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
三
 %
 二
の
（
・
 

戸
 
客
実
・
～
 
$
 （
 
ャ
 
も
土
 
悪
 （
巳
も
 

ミ
ざ
 （
 
キ
の
 
め
 已
 め
 
$
 驚
 も
 
へ
ヵ
心
安
岐
 

ぎ
笘
 （
Ⅰ
 
0
 目
ら
 
0
 
コ
 ・
Ⅰ
 
0
 二
 %
@
 

コ
曲
コ
タ
 
の
「
 
毬
コ
 の
目
色
 
の
 0
 ：
Ⅰ
㏄
 
Ⅱ
の
）
・
周
知
の
よ
う
に
 

こ
の
著
作
は
、
一
八
七
 0
 年
 二
月
、
三
月
に
 ロ
ソ
ド
ソ
 の
王
立
 研
究
所
で
話
さ
れ
、
二
月
、
三
月
、
四
月
、
五
月
の
㍉
 ャ
 
a
N
e
 

ャ
 
・
 
め
 旨
 Ⅰ
 
め
 o
N
@
@
 

芯
に
 

掲
載
さ
れ
た
連
続
講
義
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
序
文
に
 よ
 れ
ば
、
ミ
ュ
ラ
ー
は
本
書
を
も
っ
と
充
実
し
た
形
に
し
た
か
 
っ
 た
の
で
あ
る
 

が
 、
時
間
が
な
い
た
め
に
、
最
低
限
の
追
加
・
修
正
に
と
ど
め
 、
出
版
に
ふ
 み
 ぎ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
書
の
日
本
語
訳
と
し
て
 は
 、
比
屋
根
 安
 

定
訳
㍉
宗
教
学
概
論
 b
 誠
信
書
房
、
一
九
六
 0
 年
が
か
つ
て
 出
 仮
 さ
れ
た
が
、
恐
竜
的
な
基
準
 に
よ
 る
内
容
の
省
略
、
そ
し
て
 何
 よ
り
も
許
容
範
 

囲
を
越
え
た
不
正
確
な
訳
文
の
ゆ
え
に
、
今
日
で
は
使
 い
 も
の
 に
な
ら
な
い
。
そ
の
後
塚
田
 貫
康
訳
 
「
宗
教
学
入
門
口
先
洋
書
房
 
、
一
九
九
 0
 年
 

が
 出
て
、
か
な
り
の
改
善
が
見
ら
れ
た
が
、
依
然
と
し
て
本
書
 に
と
っ
て
重
要
な
脚
注
と
補
遺
（
 名
 。
こ
の
目
ら
 
巨
 u
s
 

（
（
 

曲
 （
 
@
o
 
コ
巴
 が
 訳
さ
れ
て
 ぃ
 



 
 

英
 宗
教
と
い
う
二
分
法
は
、
教
典
に
積
極
的
意
義
を
見
出
す
立
場
 を
す
で
に
前
提
と
し
 

1
6
 

て
い
る
の
で
、
あ
ま
り
公
正
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
 も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
な
に
が
し
か
の
 影
響
を
及
ば
し
㈹
 

て
い
る
。
例
え
ば
 F
.
 
ハ
イ
ラ
一
仁
よ
れ
ば
、
「
聖
典
の
成
立
は
 
諸
宗
教
の
歴
史
に
お
け
る
ひ
と
っ
の
深
い
切
れ
目
で
あ
り
、
 教
 異
宗
教
（
の
り
 
ゴ
 

「
 
@
f
 

（
「
の
 

-
 
俺
 @
C
 
コ
 ）
は
非
教
典
宗
教
を
越
え
て
高
く
そ
び
え
立
っ
て
 い
る
」
出
色
 こ
グ
コ
 ・
Ⅱ
ま
き
 
め
 
～
 
ぉ
ま
 
Ⅹ
下
白
 
ミ
き
め
ぉ
ま
ぉ
 

も
ヰ
や
め
ぬ
 

お
へ
 ぬ
 
ャ
わ
隠
 
～
 
下
ぎ
 
Ⅹ
 

（
 
田
 三
 %
 ぃ
ユ
，
ヨ
 
ア
 イ
 
c
D
 
ヨ
ぎ
ヨ
ョ
 目
せ
目
下
四
）
 ま
 Ⅱ
）
。
の
㌍
 
ダ
 
さ
ら
に
同
じ
箇
所
で
ハ
イ
ラ
ー
が
、
教
典
宗
教
の
中
で
も
 正
 典
を
定
め
た
も
 

の
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
的
 視
 点
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
 G
.
 メ
ン
シ
ン
グ
は
 、
 教
典
宗
教
（
 平
 

い
 
す
「
の
 

-
 
挿
す
コ
 
）
な
る
も
の
が
一
義
的
で
は
な
く
、
あ
る
宗
教
が
 教
 異
宗
教
で
あ
る
か
ど
う
か
も
歴
史
的
段
階
に
よ
っ
て
異
な
る
 
と
 言
う
。
彼
は
 

「
啓
示
宗
教
」
（
 
o
f
f
 

の
 
コ
す
 
a
q
u
 

目
の
「
の
由
ユ
 

0
 コ
 ）
と
い
う
そ
れ
自
体
 問
 題
 の
あ
る
概
念
と
教
典
宗
教
と
の
か
か
わ
り
を
論
ず
る
が
、
 あ
 ま
り
歯
切
れ
が
 ょ
 

く
な
い
三
の
 コ
 の
り
す
ぎ
や
の
・
・
も
や
 

き
 ～
 
心
ぎ
 下
卑
お
ぎ
 ぎ
芸
 叱
せ
っ
Ⅰ
 

ま
も
ヌ
 ㏄
 -
 
Ⅰ
 ミ
か
 
-
 
ミ
 Ⅰ
 
ぢ
 ㌧
も
Ⅹ
 
ミ
さ
 
も
 ト
 も
 
す
 
も
 
お
い
 
㎏
も
 
り
ぬ
 
-
N
 
も
（
㏄
㎡
 

偉
 （
（
 
幅
 
い
き
の
口
 「
（
 憶
 

ぽ
ゴ
毛
注
 ，
 1
9
5
0
 

）
・
の
 

球
 @
1
0
 
の
・
下
宮
守
之
・
田
中
元
謀
 ヱ
 ホ
教
と
は
何
か
現
象
形
式
・
構
造
類
型
・
生
の
法
則
 

三
 法
政
 大
学
出
版
局
、
 

一
九
八
三
年
、
八
八
 ｜
一
 0
0
 頁
 。
 

（
Ⅱ
）
 才
目
 二
の
「
・
コ
 
ア
す
メ
 
・
生
ぃ
～
ミ
ャ
 

ぃ
 ～
 わ
隠
あ
 
～
 
っ
ぉ
 
。
 n
@
h
S
Q
 

ャ
も
 ト
も
 
隠
悪
 
ャ
ぬ
め
 
～
㏄
㏄
㏄
（
Ⅰ
。
 

コ
 Ⅰ
 0
 
コ
，
 
Ⅰ
。
 
コ
幅
ヨ
ぃ
 

目
色
 の
 「
の
の
 

コ
ぃ
臣
 
Ⅰ
の
。
 ・
）
㏄
㏄
 

9
 。
河
の
 
づ
 ・
 ニ
 0
 
名
 

ト
 三
の
下
品
 拝
乙
 Ⅱ
 り
 ）
。
や
り
 
ト
 O
f
.
 

こ
の
著
書
は
、
成
熟
し
た
 

段
 階
 に
お
け
る
ミ
ュ
ラ
 l
 の
思
想
を
総
括
的
に
示
し
て
い
る
。
 

ぺ
目
托
 

（
 
巧
 ）
 @
 
す
 
@
Q
.
.
 

づ
 ・
の
 
ひ
 
の
 

（
㎎
）
 由
迂
 ：
 づ
 ・
 
2
1
4
 

。
の
 

ひ
 
㏄
１
 

0
4
9
.
 

あ
ら
ゆ
る
教
典
が
東
方
に
由
 

来
す
る
と
言
 う
が
 、
そ
れ
は
起
源
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
こ
 と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
 

の
 正
典
が
最
終
的
に
確
定
さ
れ
た
の
は
、
四
世
紀
の
西
方
教
会
 に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
 

（
Ⅳ
）
 @
 
す
 
～
 
Q
.
.
 

づ
 ・
の
の
 

ひ
 

（
 
M
 ）
 き
 ～
 
Q
.
.
 

づ
，
 
の
の
 
つ
 

（
は
）
 ぎ
ミ
 ・
・
や
り
の
㏄
１
ぃ
 

詔
 ・
ミ
ュ
ラ
ー
は
 、
 新
し
い
時
代
へ
 の
 不
適
応
に
由
来
す
る
教
典
の
固
定
化
を
指
摘
し
つ
つ
、
非
教
典
 宗
教
に
も
利
点
が
あ
 

る
こ
と
を
説
く
が
、
逆
に
教
典
宗
教
の
方
向
を
さ
ら
に
お
し
 進
 め
て
、
新
た
に
「
第
二
の
教
典
」
を
作
っ
て
い
く
可
能
性
も
な
い
 
わ
 げ
で
は
な
い
。
 

㌔
・
 臼
丁
の
グ
 し
し
Ⅰ
 つ
 ぎ
 簗
っ
 
ゼ
ミ
㏄
 き
 @
p
 

～
ミ
ャ
 

ぬ
 
@
 早
っ
 ま
 0
 ャ
ぃ
 
～
 づ
さ
 Q
@
-
@
Q
 

さ
さ
 -
 
き
ぬ
 薫
ふ
 -
 
こ
ぉ
閏
ミ
も
 （
 
之
 。
 
毛
ぺ
 O
 
「
 
F
-
 
口
い
 
の
 
@
n
 
い
 0
0
 
オ
辞
 P
o
O
0
 

）
 

（
 邪
 ）
 才
 （
 
申
 =
 の
 「
・
ト
ミ
 ぃ
パ
，
 
生
ぃ
～
ミ
ャ
 

ミ
力
 ㏄
～
 
@
 
め
 @
Q
 

ぉ
 ・
 づ
 ・
の
の
の
 

（
 右
 ）
日
の
 ヨ
，
臣
 ～
 
さ
娃
隠
 ぎ
さ
ざ
～
 
ぎ
 ㏄
 c
 
～
 
ぬ
お
 
c
0
 

品
わ
ぬ
～
 

@
 
め
 ～
 
っ
お
，
 

づ
 ・
 
べ
 o
f
.
 

塚
田
 

訳
 、
六
一
頁
。
 



（
 牡
 ）
 
胡
 。
 ヨ
 ・
 臣
ず
 -
 
零
 Ⅹ
 さ
 ～
力
 め
 ～
～
 

ミ
っ
お
，
つ
 
・
 曲
い
 

（
㌍
）
周
知
の
と
お
り
ミ
ュ
ラ
ー
 は
 、
「
無
限
な
る
も
の
の
知
覚
 
」
を
中
心
と
し
て
宗
教
を
定
義
す
る
（
 ま
ミ
 ・
・
 

P
.
I
 

ゆ
ゆ
 ）
「
 & 示教
と
は
、
人
間
の
道
 

徳
的
 性
格
に
影
響
を
与
え
う
る
よ
う
な
現
わ
れ
方
を
す
る
無
限
 な
る
も
の
の
知
覚
で
あ
る
」
（
 
勾
 色
品
 ビ
 コ
 c
o
 
コ
の
 
@
 
の
 
（
の
 日
 （
二
の
潟
「
 
0
 。
 つ
ヱ
 
0
 コ
 0
 片
 ぅ
す
 
0
 

-
 
コ
椅
 
-
 
コ
 ミ
 0
 二
コ
 
年
 0
 日
の
 /
 い
 二
ヨ
㏄
 コ
目
 
0
 の
円
 
い
ゴ
 
0
 コ
い
 い
の
 0
 日
 
0
 い
す
 
-
0
 
う
 
O
-
 
三
三
の
 コ
お
 （
二
の
 
ヨ
 0
 「
 
田
ぃ
ゴ
ヰ
尽
 
ゑ
 %
 ミ
ヨ
 ヰ
コ
 
）
。
ま
た
別
の
箇
 所
で
彼
は
 
、
 「
 こ
 

の
 物
質
的
生
の
現
実
を
越
え
て
人
間
を
高
め
る
も
の
が
宗
教
で
 あ
る
」
と
言
い
、
そ
れ
を
「
超
越
の
感
賞
」
（
目
の
お
 

コ
 の
の
 0
 （
 a
 鰍
せ
 0
 コ
 し
と
 呼
 

ぶ
 
（
～
 
サ
 @
d
 
：
 つ
 ・
ま
田
）
。
し
た
が
っ
て
「
無
限
な
る
も
の
」
（
目
の
 
ぎ
 （
 巨
 （
の
）
は
「
超
越
」
（
（
 
オ
 の
ま
せ
 0
 註
 ）
と
も
言
い
か
え
ら
れ
 る
わ
け
で
あ
る
 

（
Ⅰ
 
サ
 @
 
も
 ：
 つ
 ・
の
Ⅱ
㏄
）
Ⅰ
 

（
 れ
 ）
～
 サ
 
～
 
Q
.
.
 
つ
 ・
 P
 の
 ム
 

（
 P
O
 
）
 
@
 
口
の
 
ヨ
 ・
 セ
キ
 
Ⅰ
 め
こ
ミ
 力
め
よ
 
や
 っ
さ
 
@
 ら
白
 述
ャ
 も
い
い
 
簗
 1
1
 

ャ
い
の
 
～
㏄
も
 

ら
 （
（
も
 
臣
年
 
0
 ダ
 
（
も
 
コ
 の
 う
い
 コ
 ン
 の
「
の
の
 

コ
ヰ
 コ
年
の
 0
 ：
Ⅱ
 ゆ
 0
1
.
 
オ
 。
 つ
 
才
 。
 毛
ぺ
 0
 「
五
ト
三
の
 

下
 の
の
の
・
 

1
 の
Ⅱ
の
）
・
 

田
 。
 ヨ
 ・
も
さ
き
 
ャ
 o
p
 
っ
ざ
ミ
き
 
～
力
ミ
 鏑
 ぎ
さ
 @
 ら
ニ
 Ⅰ
 っ
 
ャ
 も
し
 隠
抽
ャ
ぃ
め
 

～
㏄
も
～
（
Ⅰ
 

0
 臣
ら
 
0
 且
 
Ⅰ
 0
 口
四
ミ
リ
 
ロ
ど
 の
「
の
の
 

コ
ヰ
臣
年
の
 
0
 ：
 P
 
の
 の
が
 屈
 0
 つ
 

才
 。
 キ
ぺ
 0
 「
 
F
.
 ト
 三
の
 づ
 「
の
の
の
・
 

P
 の
Ⅱ
の
）
・
 

日
 。
 ヨ
，
 づ
か
ぬ
 
ま
っ
 
㌧
 キ
 Ⅰ
 ミ
 下
り
Ⅰ
 
0
 
か
っ
こ
 
な
 0
 
さ
 ～
 力
 ぃ
曲
 
吋
ぎ
お
 
@
 ら
 @
 
㍉
 っ
ャ
 
も
 い
ぬ
 
c
 ～
 
抽
ャ
ま
 ～
㏄
も
 

ぃ
 （
Ⅰ
 
0
 臣
年
 
0
 コ
 -
 Ⅰ
 0
 口
 Q
 ヨ
 0
 ロ
 ダ
 

の
 「
の
の
 

臣
ぃ
 コ
年
の
 0
 ：
Ⅱ
㏄
の
㏄
）
 

（
。
 

b
 ）
 
注
 
（
 舘
 ）
の
引
用
箇
所
参
照
。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
「
 
宗
教
は
も
っ
ぱ
ら
書
物
の
中
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
 主
と
し
て
書
物
の
中
 

に
 生
き
て
い
る
の
で
す
ら
な
い
。
宗
教
は
人
間
の
心
（
 ぎ
う
い
コ
 汀
ヰ
 「
（
の
）
の
中
に
生
き
て
い
る
 L
 （
 
@
 
口
の
 
ヨ
，
圭
さ
 ～
 
M
 ャ
さ
 
～
用
ぃ
～
～
 

下
ぎ
 ヌ
ワ
ピ
 ㊥
 
と
 

も
 言
わ
れ
て
い
る
。
 

（
 打
 ）
 
付
 き
き
さ
さ
ま
 

隠
 円
心
 
x
-
.
 

め
 Q
 薫
 %
 台
ま
 
い
母
セ
ま
ャ
め
 ぎ
 め Qx
.
 
（
 
コ
い
 
0
 日
日
）
 
0
 ヰ
 
（
 0
 叫
い
う
 

p
O
 
コ
 0
 Ⅰ
 う
す
 
0
 い
 0
 コ
ラ
 
0
 コ
 0
 日
 せ
 0
 片
二
の
片
 
P
 
叫
の
う
つ
屈
す
 

ヱ
 0
 い
 う
 
-
0
 
コ
・
 円
 
Ⅰ
 
い
 コ
ム
 い
う
 
0
 年
 

す
せ
乙
 ㏄
 パ
 三
白
二
の
「
・
 

キ
 @
 
巨
 
㏄
 コ
田
目
 0
 年
 口
ぃ
 
（
 
@
0
 
コ
す
せ
ア
才
 0
 ギ
の
 （
Ⅰ
 
0
 コ
 ら
 0
 コ
 ・
Ⅰ
 0
 コ
 の
ヨ
 0
 ロ
 ダ
 の
「
の
の
 

ロ
ヰ
臣
年
の
 
0
 ：
Ⅱ
㏄
㏄
Ⅱ
）
 

（
 為
 ）
 
ヲ
宙
二
 
o
r
,
 
挿
ヲ
ぎ
パ
 ・
～
 
n
-
r
o
d
u
c
@
 

つ
さ
ざ
 -
 
か
い
 の
 c
i
e
n
c
e
 

住
尽
 ～
～
 

ぬ
 @
o
n
.
 

丁
乙
 ・
塚
田
 訳
 、
一
四
頁
。
 

（
 鴉
 ）
ミ
ュ
ラ
 
一
は
 注
に
お
い
て
、
「
無
限
な
る
も
の
」
 

ほ
カ
ソ
 ト
 的
な
意
味
で
「
不
定
な
る
も
の
」
（
（
 
ゴ
 0
 目
口
の
Ⅰ
 
巨
 （
の
）
か
ら
 
は
 区
別
さ
れ
て
お
り
、
 

こ
の
よ
う
な
表
現
は
「
絶
対
的
な
る
も
の
」
（
目
の
 

レ
 す
の
 
0
 三
宮
）
 
「
 無
 制
約
な
る
も
の
」
（
目
の
 
C
 コ
 c
0
 
コ
 日
 ヱ
 0
 コ
 0
 口
）
・
「
不
可
知
な
 る
も
の
」
（
臼
の
 

ヨ
汁
 コ
 0
 キ
 ぃ
呂
 ③
な
ど
と
比
べ
て
誤
解
さ
れ
に
く
い
と
述
べ
て
 

い
る
（
 @
 
ま
 Q
.
.
p
 

ト
ム
 

コ
 ・
 
P
 ）
。
 ぃ
 h
.
 ぎ
 。
 ヨ
 ・
 い
 ぃ
喪
 
悪
 Ⅹ
 い
 
り
 っ
さ
 -
 
キ
 
n
O
 ャ
 ～
 
下
 ～
さ
さ
さ
も
 

説
 

教
 

ら
ャ
ミ
 @
 キ
 足
力
 め
 ～
 
@
 
下
 ぎ
さ
も
め
～
～
～
 

u
 え
 っ
 さ
 -
e
 
も
 サ
 
Ⅰ
き
い
た
こ
～
～
 

下
 ～
つ
き
め
 

っ
へ
 目
さ
も
も
さ
 

@
1
 

ミ
 サ
 
サ
ぃ
 
Ⅹ
～
 ト
ぃ
巨
抽
 

Ⅹ
 馬
 
㏄
Ⅰ
㏄
㍉
㏄
（
Ⅰ
 

0
 コ
 年
 0
 コ
・
Ⅰ
 
0
 口
 s
 う
い
 

  

と
 

観
 

の
 0
 ・
・
 
1
 ㏄
㏄
が
由
の
つ
・
 
才
 。
 毛
ぺ
 O
r
k
.
 

ト
プ
 亡
い
 つ
 Ⅰ
の
の
の
・
 

1
 
の
Ⅱ
 
ひ
 ）
 ，
つ
 下
 Ⅱ
 1
 出
の
 

1
7
 

直
 

（
 却
 ）
 
-
 
年
 。
 ヨ
 -
 Ⅰ
 さ
 -
 
Ⅹ
 っ
も
零
ぅ
 

-
 
さ
お
 -
 
っ
 -
 
キ
も
 め
 う
 
@
 
い
 
さ
 う
 
い
っ
て
 ね
 ぃ
安
心
 
-
 
っ
さ
 
-
 p
,
 
巳
 ・
塚
田
 訳
 、
一
二
 ｜
一
 三
頁
。
 



（
 ニ
 ）
 
@
 
け
 
@
d
.
.
 

で
・
）
の
さ
・
）
 

（
 駿
 ）
 
ぎ
 0
 ヨ
・
 ミ
 ミ
之
「
 

a
-
 

再
斗
 @
 
吐
き
・
で
・
 
簿
 ㏄
「
宗
教
は
言
 伍
 巾
と
 同
様
に
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
歴
史
的
形
成
物
で
あ
る
。
全
く
 新
し
い
宗
教
を
発
明
 

す
る
こ
と
は
、
全
く
新
し
い
言
語
を
発
明
す
る
こ
と
と
同
じ
く
 ら
い
望
み
の
な
い
仕
事
で
あ
る
」
。
 

（
㏄
）
 ナ
年
 
。
 下
づ
 
-
 Ⅱ
 さ
叶
 
Ⅰ
 っ
接
悪
い
 

～
 
-
 
っ
き
 ～
 
っ
 ～
ミ
心
㏄
 
ぃ
 -
 
ぬ
ド
 
0
%
 っ
 
㌔
 ね
壷
 
-
@
 

幅
 -
 
っ
ド
 
-
 で
 ・
 o
o
h
.
 

塚
田
 

訳
 、
四
三
頁
。
 

（
 糾
 ）
 
ぎ
の
ヨ
 ・
 レ
目
 
Ⅰ
 ぎ
 「
 0
-
 
ね
 め
 -
 
～
 
叶
 七
き
 ，
で
 ・
の
 
白
 Ⅱ
 

（
 鵠
 ）
 
で
ヰ
 
。
 下
づ
 
・
Ⅱ
 
さ
叶
 
Ⅰ
 っ
接
悪
い
 

ま
っ
さ
～
 
っ
 ～
キ
心
㏄
 

C
-
 

ぬ
ド
ぃ
 

Ⅰ
 っ
 
㌔
ね
 め
 
-
-
 

幅
 @
O
n
,
 

ワ
 ）
の
）
・
塚
田
 
訳
 、
一
六
九
頁
。
 

（
 鍋
 ）
 
@
 
け
 
@
d
.
.
 

ワ
下
 ）
 p
.
 

）
で
 

は
 、
 E
.
B
.
 

タ
イ
ラ
ー
の
見
解
と
 

の
 関
連
で
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
も
っ
 

と
 高
い
見
地
か
ら
 見
 

れ
ば
、
心
を
支
配
す
る
も
の
ほ
も
ち
ろ
ん
言
語
そ
れ
自
体
で
は
 な
い
。
思
想
と
言
語
は
同
じ
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
の
相
互
に
決
定
し
合
 う
 二
種
類
の
現
 
わ
 

れ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
 気
 つ
か
な
い
と
、
タ
イ
ラ
ー
の
 

よ
 う
 に
、
す
べ
て
の
神
話
の
明
白
な
源
泉
と
し
て
、
旧
来
の
い
わ
 ゆ
る
神
人
同
形
 

同
性
論
（
 ぃ
巨
ァ
 
「
 0
 づ
 0
 ヨ
 0
 「
 つ
 ま
の
 
ヨ
 ）
 へ
 逃
避
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

し
か
し
こ
れ
ほ
わ
れ
わ
れ
に
神
話
に
つ
い
て
の
同
語
反
復
的
 説
 明
を
与
え
る
だ
 

げ
で
、
そ
の
発
生
論
的
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
言
語
の
特
性
の
 不
可
避
の
影
響
と
回
避
で
き
る
影
響
と
の
間
に
は
、
重
要
な
相
違
 が
あ
る
。
神
話
 

の
 最
も
深
い
源
泉
は
言
語
の
特
性
の
不
可
避
の
影
響
の
う
ち
に
 あ
り
、
の
ち
に
時
々
生
じ
る
言
語
の
疾
病
か
ら
ほ
注
意
深
く
区
別
 さ
れ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
」
。
 

（
 抑
 ）
ミ
ュ
ラ
ー
は
言
語
を
基
礎
に
お
い
て
神
話
や
教
典
を
考
・
 
え
 て
い
る
「
言
語
以
上
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
も
の
ほ
な
い
 

と
い
う
こ
と
を
、
 

わ
 

れ
わ
れ
は
見
て
ぎ
た
。
神
話
 は
 @
=
 

ロ
ま
幅
の
変
容
に
す
ぎ
な
い
。
 わ
 れ
わ
れ
の
聖
典
は
最
も
高
度
に
発
展
し
た
言
語
で
あ
る
。
わ
れ
わ
 れ
の
慣
習
や
伝
 

統
 は
し
ば
し
ば
衰
微
 し
 誤
解
さ
れ
た
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
 

ぎ
 0
 ヨ
・
 ミ
 Ⅰ
～
 
悪
 「
 ミ
ね
叉
心
ぎ
 x
,
 ワ
 ㏄
㏄
 
旬
 ）
。
慣
習
や
伝
統
に
つ
い
て
 

は
 、
本
稿
の
最
 

後
の
部
分
で
あ
ら
た
め
て
考
察
す
る
。
 

（
 舘
 ）
日
の
 ヨ
 ・
 ト
 0
%
 

悪
ミ
 

め
っ
さ
 き
 め
 0
 「
 守
ぎ
 
Ⅰ
 ぉ
接
 Q
 さ
き
き
つ
 ㌔
 再
ぬ
 
-
 
～
 
幅
 @
Q
 
ぉ
 ・
 つ
 ・
㏄
㏄
 

っ
 

「
キ
リ
ス
ト
の
教
え
が
世
界
の
最
良
の
 部
分
を
征
服
し
た
の
 

は
 、
そ
れ
が
他
の
宗
教
の
創
唱
者
の
教
え
を
越
え
て
、
初
め
に
 最
高
の
真
理
の
表
現
を
提
供
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 ユ
 ダ
 ヤ
の
 大
工
た
ち
 

も
 、
ロ
ー
マ
の
収
税
人
た
ち
も
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
も
 、
 心
か
ら
そ
の
真
理
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」
。
 

（
㏄
）
 @
 
下
 Ⅰ
 ま
，
 Ⅱ
 さ
叶
 
Ⅰ
 っ
接
 
悪
ぃ
～
 

ぎ
き
 ～
 
っ
 ～
キ
心
㏄
 

n
@
 
ぬ
ド
ぃ
壷
っ
 

㌔
 再
ぬ
 
-
@
 

ト
 @
Q
 
さ
 ・
 や
 ）
 ミ
 ・
塚
田
 訳
 、
一
七
四
 ｜
 一
七
五
頁
。
こ
の
「
作
用
と
反
作
 用
 」
は
、
そ
れ
に
 続
 

く
 箇
所
で
「
人
間
の
思
想
の
流
れ
と
逆
流
」
（
由
良
 

い
コ
ヰ
 
「
の
Ⅱ
 

日
 ぉ
 ㌔
 
巨
ヨ
 当
手
。
 白
的
 
三
）
と
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 側
 ）
 
母
ぎ
 ：
で
・
 

2
0
 

）
・
塚
田
 

訳
 、
一
七
八
頁
。
 

（
Ⅱ
）
 ぎ
空
コ
 ・
旧
キ
 
ヒ
め
 
@
n
Q
-
 

再
ぬ
 
-
 
～
 
め
 @
Q
 
さ
 ・
で
 ，
白
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本
稿
の
目
的
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
 、
 近
年
新
約
聖
書
学
の
領
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
 ち
で
試
み
ら
れ
て
い
 

る
 テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
新
し
い
意
味
で
の
「
文
学
批
評
（
 圧
 。
 
r
a
 
尾
 C
r
@
t
@
C
@
s
 

日
 ）
」
に
基
づ
い
た
研
究
、
と
り
わ
け
 ョ
 ハ
不
 福
 土
日
車
目
ニ
 

ノ
ク
ス
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八 
全レト析 切簾研の新金 

よ ｜ 

じ 

め 
[ 

佐   
さまざ テなミク 音書 具体的 ソトマ きる。 テクス に多様 皆 
巨 ク な ンそ ト な ま 

・ ス 分のれの もな 

新
し
い
「
文
学
批
評
」
と
ヨ
ハ
ネ
 福
 土
日
垂
口
 



さ
て
、
こ
の
新
し
い
「
文
学
批
評
」
を
、
ご
く
概
略
的
に
 と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
世
俗
の
（
 ぉ
 c
u
@
 
）
文
学
批
評
 

運
動
の
理
念
的
影
響
を
受
け
、
ま
た
そ
の
具
体
的
分
析
 方
 法
を
応
用
し
た
も
の
だ
と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
 ら
の
世
俗
の
文
学
批
評
 

く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
従
来
の
い
 

「
文
学
批
評
（
 -
@
 

（
の
「
 

ぃ
 「
 
せ
 C
r
@
t
@
C
@
 

。
 
ヨ
 ）
」
 

（
 
4
 ）
 

た
の
で
あ
る
。
 

わ
ゆ
る
「
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
」
聖
書
研
究
に
お
け
る
「
 文
 献
 批
判
・
資
料
批
判
」
と
い
う
意
味
で
の
 

と
は
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
「
文
学
批
評
」
的
研
究
 へ
の
公
式
な
認
可
と
し
て
も
 受
 げ
と
ら
れ
 

史 わ は 単 車 見 
釣 れ 、 本 批 位 て 

評 と み 
研 究 るぎ 。 稿 e.  で 」 し る 

に た こ 

  よ よ と 

ろ う で 

る 白 田 新   の 福 後 

  
の ト そ 
可 に の 

」 ら 文 応 
か 半 谷 

の に 牝 牡     れ こ的 と 研 と、 
で 究 筆 

べ l : こ 
て グ ， と 

あ と 者 
る の が 

。 接 現 
い る @  ユ レよ "             点 在 

まで 示 を 研究者 。しか 直接的 ハ レソ 。 
し に l た   

あ っ   わ て 
以 旧 よ 間 せ き 

上 約 る で て た   
こ の 講 - に 

こ れと 主 
ら し 

の い 演 巴調 め て 

提 わ 以 知 新 個 
実 の 来 さ し 々 

い の れた ま、セ 様 る だと 「 語 
歩 武 育 め 立 な 

様
な
「
文
学
批
評
」
的
研
究
方
法
の
な
か
で
も
、
こ
の
 ョ
 ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
際
し
て
現
在
有
効
と
 考
え
ら
れ
用
い
ら
れ
て
 

-
1
@
 

い
る
一
つ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
「
読
者
 ｜
 応
答
批
評
（
 お
 %
 安
 由
 。
 "
 
口
 0
 ：
。
。
。
 
田
 。
 
@
"
 
こ
 」
を
用
い
た
分
析
の
代
表
例
 を
と
り
あ
げ
て
詳
し
く
 

(22) 

ト
 
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
 
き
 た
そ
の
よ
う
な
研
究
を
瞥
見
し
 、
そ
の
主
な
な
が
れ
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
 第
二
は
、
そ
れ
ら
の
 多
 

 
  

 



彼
は
、
文
学
批
評
理
論
の
タ
イ
プ
を
、
以
下
の
四
つ
に
 

分
類
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
模
倣
的
（
 

臣
ョ
の
 
（
 
@
c
 

）
 
し
 
、
「
表
現
的
の
 

x
p
 

「
の
。
 

s
@
v
 

。
）
」
、
「
客
観
的
（
。
 

ヴ
 
-
 
の
 
。
 
エ
お
 
）
」
、
そ
し
て
「
実
用
主
義
 

的
 G
 「
 
い
 
の
毒
牙
）
」
で
あ
る
。
最
後
の
二
つ
、
す
な
わ
 

ち
 「
客
観
的
」
と
「
 

実
 

用
 主
義
的
」
が
、
ま
さ
に
前
述
の
現
代
の
文
学
批
評
理
論
 

の
 共
通
し
た
特
徴
だ
と
言
え
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
 

、
も
う
少
し
詳
し
く
 

述
 

轄
 
べ
れ
ば
、
「
客
観
的
」
タ
イ
プ
の
批
評
と
は
、
テ
ク
 

ス
ト
そ
の
も
の
に
中
心
を
お
き
、
作
品
を
自
己
完
結
し
た
 

世
界
と
見
な
す
よ
う
な
 

批
 

ぬ
 
評
で
あ
る
。
作
品
の
評
価
は
、
作
品
の
さ
ま
ざ
ま
な
 

構
成
要
素
の
相
互
関
係
の
よ
う
な
作
品
に
内
在
す
る
 

諸
 範
 塙
の
分
析
と
な
る
。
 
ま
 

か
た
、
「
実
用
主
義
的
」
タ
イ
プ
の
批
評
と
ほ
、
読
者
 

に
 中
心
を
お
き
、
作
品
を
そ
の
作
品
が
読
者
に
与
え
る
 

効
果
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
 

と
 

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ご
く
簡
潔
に
言
目
え
ば
、
現
代
の
 

文
学
批
評
理
論
は
、
そ
の
中
心
的
関
心
を
著
者
か
ら
 

テ
 ク
ス
ト
そ
の
も
の
へ
、
 

 
 

 
 

 
 

ハ
 
7
-
 

新
 
い
く
第
二
の
大
き
な
革
命
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
 

新
約
聖
書
研
究
に
お
け
る
新
し
い
「
文
学
批
評
」
の
さ
ま
 

ざ
ま
な
理
論
の
適
用
は
、
以
上
の
よ
う
に
転
換
し
て
き
 

た
 世
俗
の
文
学
批
評
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と
は
、
古
く
は
一
九
四
 0
 年
代
の
い
わ
ゆ
る
 

「
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
」
 
、
ふ
 Ⅰ
し
て
「
 フ
一
 
フ
ン
ス
構
造
主
義
」
、
 
さ
 

ら
に
「
修
辞
批
評
 宙
鰍
 （
。
 
ュ
 。
 
田
 。
「
 

@
t
@
C
@
 

。
 
ョ
 ）
」
、
「
物
語
 

批
 評
 
（
 
コ
き
 
r
p
t
@
V
 

の
り
「
 

@
t
@
C
@
 

の
 
ヨ
 ）
」
、
最
後
に
既
に
述
べ
た
「
 
読
 者
｜
 応
答
批
評
」
な
ど
 

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
個
々
の
文
学
批
評
運
動
の
展
開
や
評
 価
 、
さ
ら
に
そ
れ
ら
と
聖
書
研
究
と
の
影
響
関
係
に
つ
 い
 て
 ほ
 論
ず
べ
き
点
も
 

多
い
が
、
紙
幅
の
都
合
上
こ
こ
で
そ
れ
を
十
分
に
論
じ
る
 こ
と
ほ
で
き
な
い
。
（
 

5
@
 

し
か
し
、
こ
こ
で
以
上
の
よ
う
な
現
代
の
文
学
理
論
の
基
 木
杓
考
え
方
を
あ
る
程
度
ま
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
 だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
 

に
は
、
 

M
.
H
 
.
 

エ
 イ
ブ
ラ
ム
ズ
の
文
学
批
評
理
論
に
関
 す
る
古
典
的
分
類
が
最
も
適
確
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
、
 そ
れ
を
用
い
て
叙
述
し
 

@
6
 
）
 

て
み
た
い
。
 



ま
ず
は
じ
め
に
、
テ
ク
ス
ト
の
い
わ
ゆ
る
構
造
主
義
的
 分
 析
を
適
用
し
た
一
連
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
 。
そ
の
代
表
的
な
も
 

理
論
の
な
が
れ
 仁
 相
即
し
て
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
 が
 、
そ
の
特
徴
を
い
く
 っ
 か
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
第
一
の
特
徴
と
し
て
、
新
約
聖
書
研
究
に
お
け
る
 新
 し
い
「
文
学
批
評
」
で
は
、
新
約
聖
書
の
現
在
の
 テ
ク
 ス
ト
を
あ
く
ま
で
 統
 

一
 性
の
あ
る
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
理
解
し
ょ
う
と
す
 る
 。
こ
の
考
え
は
、
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
「
資
料
」
、
 そ
 れ
を
利
用
し
て
記
述
 

す
る
「
記
者
」
、
さ
ら
に
そ
れ
に
編
集
・
付
加
の
手
を
加
 え
る
「
編
集
者
（
た
ち
）
」
と
い
っ
た
発
展
過
程
を
予
想
 
す
る
従
来
の
「
歴
史
的
 

｜
 批
判
的
」
研
究
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
理
解
と
は
根
本
的
 に
 異
な
る
。
そ
 う
 い
っ
た
い
わ
ば
適
時
的
な
テ
ク
ス
ト
 観
に
支
え
ら
れ
た
従
来
 

の
 「
歴
史
的
 
｜
 批
判
的
」
研
究
の
枠
内
に
あ
る
「
文
学
 批
 評
 」
は
、
現
在
あ
る
テ
ク
ス
ト
を
上
記
の
よ
う
な
通
時
 的
な
各
層
に
切
り
分
け
 

る
た
め
の
道
具
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
 に
 第
一
 一
の
特
徴
と
し
て
、
聖
書
研
究
に
お
け
る
新
し
い
「
文
学
 
批
評
」
は
、
テ
ク
ス
ト
 

に
 記
述
さ
れ
て
い
る
「
内
容
」
と
そ
の
記
述
の
仕
方
で
あ
 る
 「
形
式
」
と
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
 つ
ま
り
、
例
え
ば
「
 ジ
 

ャ
 ソ
ル
」
、
「
文
体
」
の
よ
う
な
記
述
の
「
形
式
」
も
 

、
実
 は
 、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
あ
る
種
の
使
 信
 Ⅱ
 メ
 "
 セ
｜
 ジ
の
 一
部
と
な
っ
て
 い
 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
の
特
徴
は
、
な
ん
 で
あ
れ
テ
ク
ス
ト
の
著
者
の
意
図
を
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
 の
か
ら
再
現
で
き
る
と
 

す
る
考
え
（
 @
,
 
（
：
 
ヱ
 0
,
 
。
 
-
f
"
 

コ
 "
 
轄
 ）
の
放
棄
で
あ
る
。
 こ
 れ
は
、
現
在
あ
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
 イ
ヱ
ス
 で
あ
れ
 初
 期
 教
会
で
あ
れ
、
そ
れ
 

ら
の
言
葉
や
活
動
を
再
構
成
し
ょ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
 そ
れ
が
で
き
る
と
考
え
る
、
従
来
の
「
歴
史
的
 ｜
 批
評
 的
 」
研
究
方
法
の
基
本
 

-
@
 
）
 

的
 発
想
に
も
重
大
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
世
俗
の
文
学
批
評
理
論
お
よ
び
 そ
れ
と
の
影
響
関
係
の
な
か
に
あ
る
新
約
聖
書
に
対
す
 る
 新
し
い
「
文
学
 批
 

評
 」
的
研
究
の
諸
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
 う
 い
っ
た
 新
し
い
「
文
学
批
評
」
の
多
様
な
方
法
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
 書
の
分
析
に
具
体
的
に
 

適
用
し
た
研
究
を
瞥
見
し
て
み
た
い
。
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統
一
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
多
様
な
文
学
的
 

 
 

 
 

@
 
け
 @
 

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 

「文学批評」と 

ほ の 

異 侠 も 

と、挺 色な し 
と て 先 
こ い @ に 
る る じ言 

で， 。 及 

ま 十 Ⅹ し 
ナ， Ⅰ 

Ⅰ ヰ グ 

わ   
ゆ マ 

る   
世 な 
俗 ど 
文 の 

学 
の 

構 

研 
究 

進呈 

義 
者 的 
で， 手 
あ 法 
る ワァ L 
F 且 『 

し 

カ ナ ・ Ⅰ 

  
モ 

分 

  
析 

ド 

方 
法 

ヰプ L を 
よ 提 
る 日日 『 

  
  

す 
る 

不 の 

百日 キネ l 立 
で 

  あ 
重目 る 
の が 、 

文 

学的 

  
  

１ %   
面 ス 

の   
研   
究 
が 、 

あ 
はそ 

れ 

  

ヨハネ福音書 

あ
る
い
は
、
口
頭
言
語
と
記
述
言
語
と
の
間
の
相
互
関
係
 、
つ
ま
り
、
福
音
書
の
成
立
に
お
け
る
 @
 
言
ま
叫
媒
体
の
変
 換
の
問
題
に
視
点
を
 

据
え
た
 W
.
H
.
 

ケ
ル
バ
ー
の
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
と
そ
の
 
脱
｜
 中
心
化
と
い
っ
た
き
わ
 め
て
現
代
的
概
念
を
用
 

@
 
巧
 "
 

い
た
分
析
と
も
な
っ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
 

E
.
 

ギ
ュ
ッ
ト
 
ゲ
マ
ン
ス
の
テ
ク
ス
ト
 @
 
目
 旺
幅
学
 
理
論
に
依
拠
し
た
 W
.
S
.
 

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
研
究
が
 あ
る
。
神
学
に
お
 け
 

る
 言
語
の
問
題
の
重
要
性
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
ギ
ュ
 ッ
ト
ゲ
マ
ソ
ス
 は
、
「
発
生
詩
学
（
 巷
お
 q
p
 

（
宇
の
 

で
 。
 痒
ざ
 。
）
」
と
い
う
基
本
構
想
 

し
ば
し
ば
こ
の
手
の
分
析
は
秘
儀
的
（
の
の
 
0
 （
の
 
l
@
 

。
）
だ
と
 

ま
た
、
い
ず
れ
も
ま
と
ま
っ
た
著
作
で
は
な
く
論
文
 

ま
ず
、
 P
.
P
.
A
.
 

コ
ッ
 ツ
ヱ
 は
、
 W
.
 
イ
ー
 ザ
 

の
 理
論
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ギ
ャ
ッ
プ
 や
 酸
味
 さ
 

@
 
Ⅱ
 @
 

的
 特
性
を
吟
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

い
 う
 批
判
を
免
れ
な
い
。
 

の
 体
裁
で
は
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
 が
あ
る
。
 

１
 の
い
わ
ゆ
る
「
受
容
美
学
」
の
方
法
を
適
用
し
て
 テ
ク
 ス
ト
を
分
析
し
た
。
 
こ
 

に
 対
す
る
読
者
の
感
受
性
に
関
わ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
お
 げ
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
 

-
 
の
 @
 

の
は
 

D
.
 

ク
ロ
ッ
 

サ
ソ
の
 研
究
で
あ
る
。
 

@
9
-
 次
に
、
 

A
.
J
 

・
グ
レ
マ
ス
の
構
造
主
義
的
記
号
学
理
論
を
適
用
し
た
 
も
の
と
し
て
、
 
H
.
 ボ
 

@
 
は
 @
 

 
 

ト
の
 指
導
の
下
で
書
か
れ
た
い
く
つ
か
の
博
士
論
文
が
 あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
 

@
 
㎎
 @
 

方
法
は
、
邦
訳
さ
れ
て
い
る
 パ
 "
 ト
の
 著
作
 
向
 構
造
主
義
 的
 聖
書
釈
義
と
は
何
か
 b
 を
見
れ
ば
わ
か
る
 ょ
 り
に
、
 非
常
に
繁
雑
で
あ
り
、
 



さ
て
、
前
節
で
多
少
詳
し
く
述
べ
た
こ
の
新
し
い
「
文
学
 批
評
」
に
即
し
た
最
近
の
 ョ
 ハ
不
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
 分
析
に
お
い
て
、
 最
 

も
 重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
程
度
確
立
し
 た
 評
価
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
 A
.
 力
 ル
ペ
 ッ
パ
 l
 と
 J
 
.
L
 
.
 
ス
 

テ
イ
リ
ー
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
何
で
き
る
 

，
 

。
 
、
 。
 
0
@
l
@
2
 
 

両
者
と
も
 、
前
節
で
論
じ
た
よ
う
な
現
代
の
さ
ま
ざ
ま
文
学
批
評
 理
論
を
明
示
的
に
利
用
 

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
両
者
と
も
 
G
 ・
ジ
ュ
 不
 "
 ト
や
 S
.
 チ
 ヤ
ッ
ト
マ
ン
の
物
語
分
析
 理
 論
 
（
 
コ
ロ
 
Ⅱ
Ⅱ
 
ぃ
 
（
 
コ
ペ
 

e
 
 
片
オ
 
0
 
。
Ⅰ
Ⅱ
）
 

ナ
ヲ
テ
 

イ
ヴ
 

-
 
㏄
 @
 

に
 大
 ぎ
く
依
拠
し
て
し
る
 

、
 
O
@
2
@
z
 
 

特
に
、
 図
 1
 に
示
し
た
チ
ャ
 ッ
 ト
マ
 ソ
 の
物
語
テ
ク
ス
ト
，
 
モ
ヂ
ル
 が
両
者
の
分
析
 0
 基
底
を
な
し
て
い
 

る
 。
し
た
が
っ
て
両
者
は
、
い
わ
か
る
「
物
語
批
評
」
に
 
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
る
 

。
・
 杓 
Ⅹ
（
 

、
 
4
@
 ス
テ
イ
リ
 l
 ほ
 、
そ
の
著
 作

の
副
題
も
再
か
ぬ
～
も
「
・
 

@
 
ぃ
軋
 卜
さ
も
も
り
 

下
ぬ
 
Ⅰ
 ま
 も
さ
も
㌔
～
下
も
Ⅱ
 

ま
 ㌧
韻
も
氏
民
心
心
軋
も
Ⅱ
キ
ミ
 

ト
 
か
心
 
き
浦
 「
～
 
か
 ③
も
鸞
が
示
す
 2
9
 に
、
「
内
的
読
者
（
 
目
菩
 。
 
Ⅰ
「
の
 
曲
 
Ⅰ
の
「
）
」
、
す
み
は
 

わ
 
@
 

  
一 

「
読
者
 ｜
 応
答
批
評
」
と
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
 

最
後
に
、
い
く
つ
か
の
「
修
辞
批
評
」
に
分
類
さ
れ
る
 研
 究
 を
あ
げ
て
お
ぎ
た
い
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
「
 ア
イ
Ⅰ
ロ
ニ
ー
」
の
 問
 

@
 
は
 "
 

題
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
 P
.
 ア
ユ
 ー
 ク
 が
こ
の
主
題
に
関
し
て
一
書
を
な
し
た
。
ま
た
 

A
.
 

ケ
ネ
デ
ィ
 

｜
は
 、
新
約
聖
書
解
釈
に
お
け
る
古
典
的
修
辞
学
の
問
題
 を
 扱
っ
た
彼
の
著
作
の
な
か
で
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
 ス
ト
の
理
解
に
役
立
つ
 

修
辞
学
の
問
題
を
扱
つ
 0
@
 

々
 
。
 
@
1
 

こ
 
ハ
 

く
 新
し
い
「
文
学
批
評
」
の
方
法
に
目
を
配
り
つ
つ
 ョ
 ハ
不
 垣
 旧
土
日
重
目
テ
ク
ス
ト
 

@
 
㏄
 @
 

の
 修
辞
の
問
題
を
探
求
し
た
 M
.
 

デ
イ
ヴ
ィ
 

ス
 の
著
作
な
 ど
が
あ
る
。
 

は
 上
、
こ
こ
で
あ
げ
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
関
す
 る
さ
ま
ざ
ま
な
「
文
学
批
評
」
の
実
践
は
、
当
然
の
こ
 と
な
が
ら
代
表
的
な
 

も
の
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
多
く
の
試
み
が
な
 さ
れ
、
研
究
書
も
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
 げ
 、
こ
の
節
で
論
じ
た
 

っ
 か
た
「
物
語
批
評
」
と
「
読
者
 ｜
 応
答
批
評
」
は
重
要
 で
あ
る
が
、
次
節
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
若
干
詳
し
く
 述
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新しい「文学批評」とヨハネ 福音書 

図 1 

S. Chatman, Sf0r ノ Ⅰ 竹 d DiSc0 ぴグ ㏄， p.l51     
れ 舌 ドコ の 庁訂 三ミ Ⅱ た ち 

地 合 「 の）」、 抽 ヱヨ 「内的 項目を 方析テ 、 をク 
「 

て 用 号 場 あ 以   
  

  
る す 

F き し 一 同 途 
  ち い 定 時 べ 

F,   
セ し 学 栗 本 う 

  こ コヴ 稿で てな。 、 生評 を一小 V 
ィ ぜ 」 す 新 前 

ア 相 理 も し 者   
の 応 論 の い の 

適 し の と 「 ス 
確 か 新 見 文 テ 

な の 約 な 学 ィ 

指 か 聖 す 批 リ つ Ⅰ 

摘 に 書 こ 評 l 

」 の 

にっ研と 即 い 究がと 分   
し て へ で 言 析 そ の 
て "  の き @ ぅ こ め そ 

、 先 週 るぎと そ 
以 K=  用 。 こ   

概な 日私 下 説 と こ ろ 最 
の 明 し の の も 

三 し て 「 研 徹 
点 て 、 講 究 底 
に お と 老 巧 し 舌 L  「 
ま き り l 法 た 
と た わ 応 を か 
ぬ か け 答 ョ た 
ら 。 ョ 北 ハ ち 
れ ハ 評 ネ の 
る ネ 」 福 「 

であ 読者 福音 とい 音書   細 
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図 2 

J.L. Staley. T 万 e Pri 竹 z,s Firsf K@ss, p,22   

現実の著者 ①内的著者   ④内的聴衆 ( 読者 )  現実の聴衆 ( 読者 ) 
Real@ author Implied@ author Implied@audience@ Real@audience 

  
  
  (Implied@reader)@ (Real@reader) 
    

② ( 語り手 )  ③ ( 聞き手 ) ソ 

(Narrator) (Narratee) 
    

㌔人物 'Character/s ( たち )  Ⅰ ソ 

② ① 

  
  る存 二ア 者 
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新
 

し し 、 「文学 @ ヨハネ福音書 

 
 

①
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
 テ
 グ
ス
ト
は
、
文
学
的
観
点
か
ら
し
 て
 非
常
に
問
題
が
あ
る
と
伝
統
的
に
考
え
ら
れ
て
 き
た
 。
し
か
し
、
「
読
者
 ｜
 

 
 
 
 

応
答
批
評
」
の
よ
う
な
新
し
い
「
文
学
批
評
」
の
分
析
 理
 論
 に
よ
る
と
、
文
脈
上
に
あ
る
種
の
ア
ポ
リ
ア
 や
 困
難
 

 
 

も
 、
こ
の
福
音
書
 テ
 グ
ス
ト
の
物
語
単
位
や
場
面
を
 、
 現
在
の
こ
の
福
音
書
物
 壬
山
テ
 
グ
ス
ト
に
あ
る
そ
の
ま
ま
 の
か
た
ち
で
、
有
意
味
 
2
 

ナ
ノ
テ
イ
 

ク
 

此許」と 

ろ （ 

Ⅰ） ハ @ ノ o し ・ Ⅰ ロ ロ 

③
第
四
福
音
書
に
お
い
て
は
、
物
語
の
特
定
の
語
り
の
場
面
 
で
ま
だ
起
き
て
い
な
い
出
来
事
を
語
り
手
 

が
 過
去
時
制
を
用
い
て
描
写
す
る
と
き
に
は
い
っ
で
も
、
物
語
 に
関
す
る
聞
き
手
の
知
識
（
そ
し
て
 っ
 

ま
り
は
聞
き
手
自
身
）
を
内
的
読
者
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
 き
る
（
四
四
）
。
 

 
 

 
 

ヨ
ハ
ネ
六
・
六
四
）
 
、
 霊
の
賜
物
に
関
す
る
聞
き
手
の
 知
識
（
ヨ
ハ
ネ
 七
 ，
三
九
）
 
、
 

そ
し
て
イ
ェ
ス
の
 塗
油
 に
関
す
る
聞
き
手
の
知
識
（
 

ハ
ネ
一
一
・
二
）
に
よ
っ
て
、
第
四
 幅
 

音
書
は
、
そ
の
 聞
き
 手
を
内
的
読
者
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
 （
四
四
）
。
 

④
テ
ク
ス
ト
の
「
直
線
性
（
 旨
臼
 ヱ
目
）
」
が
、
「
内
的
読
者
 

」
と
い
う
言
葉
で
わ
れ
わ
れ
が
意
味
す
る
 

も
の
で
あ
る
（
三
四
）
。
 

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
内
的
読
者
の
理
解
は
、
全
体
性
の
感
覚
を
 要
求
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
全
体
 

性
 の
感
覚
 は
 、
物
語
の
時
間
的
性
格
や
記
述
（
 屈
ぎ
 （
）
の
線
的
 
性
格
を
内
的
著
者
の
無
時
間
的
性
格
 

に
 捧
げ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
（
三
五
）
。
 

内
的
著
者
は
前
方
へ
向
け
て
も
後
方
へ
向
け
て
も
テ
ク
ス
ト
を
 知
っ
て
い
る
が
、
内
的
読
者
は
所
与
 

の
時
点
ま
で
に
読
み
と
ら
れ
て
ぎ
た
こ
と
に
つ
い
て
し
か
知
識
 を
 持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
（
三
五
）
。
 

内
的
読
者
は
読
ん
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
の
完
壁
な
知
識
と
記
 憶
を
持
っ
て
い
る
、
し
か
し
や
は
 

り
 、
そ
の
知
識
は
内
的
読
者
の
時
間
的
身
分
に
よ
っ
て
制
限
さ
 れ
る
の
で
あ
る
（
三
五
）
。
 

内
的
読
者
は
物
語
の
時
間
的
性
質
の
な
か
に
示
さ
れ
る
の
で
、
 そ
れ
は
ま
た
物
語
の
言
語
と
形
式
、
 

す
な
わ
ち
言
語
的
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
 =
 コ
幅
 
二
の
（
 

@
c
 

の
 
守
 三
音
 お
 ）
 と
 物
語
媒
体
（
 

n
p
 

目
里
寺
の
ヨ
 の
 
日
 年
日
）
 

に
 結
び
つ
げ
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
（
三
五
 ｜
 三
上
 
、
 ）
。
 



ナ
ヲ
テ
 
イ
ヴ
 

ス
テ
イ
リ
ー
は
チ
ャ
ッ
ト
マ
ン
の
物
語
テ
ク
ス
ト
・
 三
 ァ
ル
 を
用
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ヨ
ハ
ネ
福
音
 書
 テ
ク
ス
ト
に
当
て
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実 
際 次 

  
析 上 

  
干 よ 

具 う 

体 な 
的 「 
に 読 

見 者   
い 応 

き 答 
た 批 
い 評 
  」 

の 

特徴 

を 
お 
さ 

え 
ナ - Ⅰ 

づ @ ノ 

え 
で， 

以 
T 
で 

ま、 @ 

  
ア 

イ 

  
  
の 

そ 
づ @ ノ 

い 
  

た方 

法 
ンブ し 

よ 

る 

  のあ 、立・ り已机解過 しての 文 い「 のさ ト 点とし モデル うとす 論への 歴 の「 ある。 とい ため 史的 味 そ 程の まざテク 学批 て見 ヮ貝 こ ロ ると 転換 力， Ⅰ 

ハケ る こ も 
従 の 

崇来と 枠 トと 0 かして 方 「読者 分 た この って があ 厳密   
      

  
テ て わ 

ク スた、 きち 
ト よ そ 

な ら に 植 う の う れ   も な 述 の な 
の か べ 出 訴 
と っ た 発 し 
し た よ 点 い   
てと しにし 。 うと「 文   
ら か 、 て 学     そ 理 的 を 」 

や が可能 困難 「記者」 

ケこ "  を 



は
め
た
も
の
が
図
 

、
 
@
 
@
 
 

@
5
@
3
 
 

2
 で
あ
る
 。
 そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
 
内
 的
 実
体
 は
 、
図
 2
 に
抜
き
出
し
た
よ
 
う
 に
、
ス
テ
イ
リ
 
１
 0
 記
述
に
即
し
て
 
同
 

走
 す
る
こ
と
が
で
き
る
。
チ
ャ
ソ
ト
マ
ン
の
モ
デ
ル
の
 

「
テ
ク
ス
ト
内
的
実
体
」
の
す
べ
て
が
、
「
語
り
手
」
Ⅱ
「
 

イ
ェ
ス
の
愛
し
て
お
ら
 

れ
た
弟
子
」
（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
二
三
草
二
三
節
、
第
二
 

一
章
 七
 、
二
 0
 節
 ）
の
よ
う
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
 
ト
 に
お
い
て
名
指
さ
れ
 

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
図
 
2
 に
記
し
た
 よ
う
 に
、
そ
れ
ら
 
が
 ヨ
ハ
ネ
 福
 土
日
 
圭
月
 
の
物
五
町
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
 

朋
凹
 

確
 な
か
た
ち
で
分
節
で
 

ナ
ヲ
 
テ
イ
プ
 

  

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
図
式
に
即
し
て
ス
テ
イ
リ
ー
は
 

ョ
ハ
 不
福
音
書
の
「
読
者
 
｜
 応
答
批
評
」
、
す
な
わ
ち
「
 
内
 的
 読
者
」
の
分
析
を
 

打
た
ぅ
 わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
優
れ
て
物
語
世
界
の
 
「
時
間
的
分
析
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
好
き
な
 

ょ
 う
に
テ
ク
ス
ト
を
読
む
 

こ
と
の
で
き
る
（
例
え
ば
、
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
か
ま
わ
 

な
い
、
あ
る
い
ほ
ど
こ
で
読
み
終
え
て
も
か
ま
わ
な
い
 

）
わ
れ
わ
れ
を
含
む
 

 
 

語
 
，
プ
 

自
体
が
時
間
的
実
体
で
あ
る
」
の
 

@
 
㏄
 
-
 
に
 応
じ
て
、
物
語
 自
体
に
内
在
す
る
「
 
内
 

的
 読
者
」
は
 、
 「
そ
の
時
間
的
身
分
に
制
限
さ
れ
」
 

巳
 

@
7
 

3
 
 

）
 て
お
 り
 、
最
初
か
ら
読
ん
で
き
て
「
所
与
の
時
点
ま
で
に
読
み
 

と
ら
れ
て
ぎ
た
こ
と
に
 

書
 
つ
い
て
し
か
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
し
な
・
 

、
、
 
O
@
,
 

レ
 
3
 
 

）
 
」
 そ
 の
よ
う
な
「
内
的
読
者
」
は
 
、
 「
テ
ク
ス
ト
の
直
線
性
 
雀
 コ
 
の
の
「
 

@
 
（
）
）
」
に
即
し
て
、
「
 

漸
 

福
次
 的
に
真
実
が
開
示
さ
れ
る
方
向
へ
動
い
て
行
く
」
 

こ
と
に
な
る
。
結
局
、
「
内
的
読
者
は
物
語
の
時
間
的
 

性
質
の
な
か
に
示
さ
れ
る
の
 

@
9
 
）
 

土
日
 

不
ハ
 
で
、
そ
れ
は
ま
た
 
靭
 ，
詫
の
言
語
と
形
式
、
す
な
わ
 

ち
 さ
ま
ざ
ま
な
言
語
的
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
（
 

-
@
 

コ
 
明
日
 
き
い
 の
 
@
m
 

コ
 
@
f
@
 

の
「
の
）
や
物
語
媒
体
 

宙
き
 ・
 

 
 尽

 （
守
の
ヨ
組
 

ぎ
ヨ
 
）
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
る
」
 

、
 
O
@
o
 

4
 
 

）
 し
た
が
 っ
て
、
こ
の
分
析
方
法
の
具
体
的
手
続
き
ほ
 

、
 「
テ
ク
ス
 
ト
の
 修
辞
的
構
造
」
、
 

と
 

 
 

辮
 
「
 
犠
詑
部
 と
言
説
（
 妄
 。
仁
恵
）
部
の
関
係
」
、
 

さ
 ら
に
「
 鍵
語
 （
「
の
 

@
 
（
圭
ぎ
 

t
m
 

「
）
」
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
の
大
小
 

さ
ま
ざ
ま
な
単
位
や
要
素
を
 

学
 

ほ
 
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

@
 
伯
 -
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て
解
決
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
 

そ
 

ざ
ま
な
「
テ
ク
ス
ト
外
的
実
体
」
 

浜
方
法
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
 テ
 

の
目
論
見
な
の
で
あ
る
。
ス
テ
イ
 の

よ
う
な
分
析
作
業
と
解
決
の
試
み
の
中
で
、
「
し
る
し
 
資
料
」
や
「
ヨ
ハ
ネ
教
団
」
と
い
っ
た
さ
ま
 

@
 
托
 ）
 

に
関
す
る
仮
説
が
提
出
さ
れ
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
 ト
 0
 間
頭
の
そ
う
い
っ
た
従
来
の
通
時
的
解
 

ク
ス
ト
内
的
に
、
つ
ま
り
 共
時
 的
に
説
明
し
ょ
う
と
す
る
 の
が
前
節
で
述
べ
た
新
し
い
「
文
学
批
評
」
 

リ
ー
が
行
な
っ
た
分
析
も
結
局
同
じ
目
論
見
の
も
と
に
な
 さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
 ョ
ハ
 

@
 
Ⅱ
）
 

非
常
に
多
岐
に
渡
る
。
従
来
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
こ
の
 福
 音
書
テ
ク
ス
ト
の
生
成
過
程
を
推
測
す
る
と
い
う
い
わ
 ば
 適
時
的
分
析
に
よ
っ
 

に コ 結 

土日書出ル J . 
研 ヴ に 

究 ヱ も   
は か 述 

  
お ハ ベ       
い ゥ た 
て ゼ ョ マ   
定 ン 。 

ク 
う た 。 

式 や ネ 、 
口 

イヒ E  7% 
さ ， 昔 な 
れ ，ン 書 
て ュ テ 

き ヴ ク   
た ァ ス 

も ル ト へ 
の ッ に 

」 
で 以 お 

と あ る 。 44  ） 来 、 げ る   つ   
の 」 

そハ学 モク 。 ョ文 
ロ 
  

れ ネ 的 
な 

  
ら 福 間 ル な 

文 「 ため 、 、 
音書の 大 題 は、 点、   わ ヱ ネ 

に 味 文 
お で 脈 
げ の 上 
る 「 の ス 

も 文 ア 
の 学 ボ の 」 に 
か 批 リ 

ら評ァ 単 」 や     
語 上 田   た た 

レ の 難 
ヴ 問 と 

ヱ は の 呼ば ヱレノ 題と ノン   具 
に し れ 
至 て る 
る ョ も 
ま ハ の 

で " " ネ、 7% p ま " 祈 ま 詳   
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新しい「文学批評」とヨハネ 福音書 

  ふ
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ぉ
，
造
 

ぬ
構
 

t
 

円
 

5
 ア
 
む
 

 
 

3
F
 

同
 

5
 
の
 

 
 

庇
四
 

T
 

第
 

 
 

 
  

 

S
t
 

 
 

J
 

プ 戸口 - グ 第一の宣教旅行 

1 : 1 - 18  1 : 19 - 3 : 36 

ロゴスと伸，創 
造，人間との 関 

係 

1 : 1 - 5 

ヨハネの証言 

1 : 6 - 8 

 
 

 
  

 

栄
む
 
業
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例
え
ば
、
筆
者
自
身
詳
し
く
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
 ョ
ハ
 不
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
 倹
 記
 し
て
み
た
い
。
 

一
見
非
常
に
小
さ
な
問
題
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
ヨ
ハ
ネ
 福音
書
第
三
章
一
一
節
で
は
、
イ
ェ
ス
の
舌
口
葉
の
中
に
 

「
わ
た
し
た
ち
の
」
 

（
 豊
 w
 
（
 、
 
）
」
と
い
う
一
人
称
複
数
代
名
詞
 
と
 
一
人
称
複
数
 動
 詞
 
「
わ
た
し
た
ち
は
・
・
・
知
っ
て
い
る
（
 
黛
 、
 
b
R
 
幕
こ
 」
 が
 唐
突
に
現
わ
れ
て
 

く
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
さ
な
要
素
の
と
ら
え
方
に
も
 
、
従
来
の
「
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
」
研
究
の
枠
内
で
の
「
 文
学
批
評
」
と
新
し
い
 

「
文
学
批
評
」
と
の
間
で
は
、
両
者
の
基
本
的
モ
デ
ル
の
 

相
違
に
よ
る
問
題
解
決
方
法
の
差
異
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
 く
る
。
従
来
の
発
展
 

モ
デ
ル
あ
る
い
は
通
時
的
説
明
の
仕
方
に
よ
る
解
釈
の
 一
 例
 を
あ
げ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
著
者
が
、
イ
エ
ス
と
ニ
 コ
 @
 
ァ
モ
の
対
話
と
い
う
 
テ
 

ク
ス
ト
の
文
脈
を
忘
れ
、
「
現
実
の
著
者
（
。
の
。
 
-
 ：
 巨
 ：
）
」
 の
 同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
「
テ
ク
ス
ト
外
的
実
 

  

う
な
彼
自
身
の
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
全
体
に
関
す
る
 

あ
力
し
 

構
造
を
確
立
す
る
た
め
の
傍
証
と
し
て
い
る
の
で
あ
が
  
 

-
 
好
 ）
 

た
 教
団
の
証
を
投
影
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
 る
 。
 

し
か
し
、
ス
テ
イ
リ
ー
の
よ
う
な
分
析
に
お
い
て
は
、
 

ま
 っ
 た
く
異
な
っ
た
観
点
か
ら
そ
れ
が
と
ら
え
ら
れ
る
こ
 と
に
な
る
。
ヨ
ハ
ネ
 

の
 テ
ク
ス
ト
を
時
間
的
に
、
す
な
わ
ち
「
内
的
読
者
」
と
 

し
て
最
初
か
ら
読
み
進
め
る
な
ら
ば
、
第
三
章
ま
で
に
お
 い
て
、
イ
ェ
ス
が
 
か
奄
 

す
な
わ
ち
一
人
称
単
数
代
名
詞
を
用
い
て
発
言
す
る
こ
と
 は
な
い
、
む
し
ろ
第
三
章
ま
で
は
そ
れ
は
専
ら
洗
礼
者
 ヨ
ハ
ネ
が
用
い
る
と
い
 

う
 
「
時
間
的
」
 な
 テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
と
ら
え
て
、
こ
の
 人
称
代
名
詞
の
単
数
・
複
数
の
変
化
を
ス
テ
イ
リ
ー
は
 先
に
図
 3
 で
示
し
た
 ょ
 

@
8
@
 

ス
テ
イ
リ
ー
は
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
か
な
り
注
目
し
て
 い
る
が
、
人
称
代
名
詞
を
越
え
て
、
さ
ら
に
動
詞
の
人
 称
の
問
題
を
考
え
て
 

学 い ネ 

批 。 福 
許 そ 昔 

書 」とど テク こで、 
の こ ス 

よ の ト 

ぅ 節 に 
に の 存 
出 標 柱 
全 額 す 
ぅ て   る 

こ冒 と うべ す 
に と て 
な こ の 

  
  口 許 

著 た 」 
干 「 上 
詩 文 の 

し 学 問 
く 批 題 
示 評 と 

し 」 、 ス 

  
  

  
る 色女 

分 れ 

ること 析が新 

し は 
い で 

きな 文 「 
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新
 
しい「文学批評」とヨハネ 福音書 

い
く
な
ら
ば
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
が
言
え
る
。
 

例
え
 ば
 、
こ
れ
も
や
 ほ
り
 従
来
の
分
析
の
枠
組
み
で
は
、
「
 
-
 
ア
 ク
ス
ト
外
的
実
体
」
 

-
 
㎎
 "
 

で
あ
る
「
編
集
者
」
の
手
 に
 帰
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
 あ
る
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
二
一
章
二
四
節
の
一
人
称
 複
数
「
わ
た
し
た
ち
は
 

つ
て
い
る
（
 っ
へ
 
～
 
際
セ
寺
 
）
」
を
 、
彼
は
 
「
内
的
 著
 者
（
 冨
 @ の Ⅰ ゥ
ロ
 
（
 
ゴ
 0
q
 

）
」
が
、
「
語
り
手
（
 

鼠
パ
 「
 
ゥ
 （
 
0
q
 

）
」
の
 

二
重
の
指
示
（
「
こ
の
 

@
 
㏄
 @
 

テ
 ラ
 テ
 
イ
ヴ
 

弟
子
」
と
「
わ
た
し
た
ち
」
）
と
い
う
手
法
を
使
っ
て
 

、
 自
己
と
物
語
レ
 ダ
ヱ
ル
 を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
、
 

と
 主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
 

に
 、
こ
の
一
人
称
複
数
表
現
は
、
ヨ
ハ
ネ
 福
 土
日
書
の
い
わ
 ゆ
る
「
 ブ
 a
.
a
 

ー
グ
」
（
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
第
一
章
一
 

9
 
一
八
節
）
の
第
一
章
一
 

四
節
の
一
人
称
複
数
代
名
詞
「
わ
た
し
た
ち
の
あ
い
だ
に
 （
 
%
 
み
 セ
 ～
 
て
 
）
」
 や
 一
人
称
複
数
動
詞
「
わ
た
し
た
ち
は
 
（
そ
の
栄
光
を
）
見
た
 

（
か
も
の
 

a
q
 

か
椀
ぎ
 ）
」
、
同
じ
く
一
六
節
の
「
わ
た
し
た
ち
（
 

 
 

・
（
恵
み
を
）
受
け
た
 

@
 
目
 @
 

（
 
か
コ
か
 

B
o
 
セ
の
、
 

）
」
な
ど
と
微
妙
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
 

考
 慮
 す
る
必
要
が
あ
る
と
も
ス
テ
イ
 リ
ー
は
 指
摘
し
て
い
 
る
 。
筆
者
自
身
が
か
り
 

て
 行
な
っ
た
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
称
 代
 名
詞
の
分
析
 は
 、
動
詞
の
人
称
の
問
題
と
ほ
結
び
つ
け
 ら
れ
て
い
な
っ
か
 
た
 

し
 、
「
内
的
読
者
」
や
テ
ク
ス
ト
の
「
時
間
的
」
読
解
を
 
考
慮
し
て
い
な
い
の
で
、
 
ョ
 ハ
不
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
 
め
げ
る
人
称
代
名
詞
の
 

-
 
㏄
 @
 

全
般
的
使
用
の
特
徴
と
、
そ
れ
ら
の
言
語
的
・
形
式
的
機
 能
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
逆
に
 、
 そ
 う
 い
っ
た
観
点
に
 

は
あ
ま
り
気
を
配
っ
て
い
な
い
ス
テ
イ
リ
ー
の
考
察
に
筆
 者
の
か
っ
て
の
探
求
を
結
び
合
わ
せ
た
場
合
に
は
、
 

こ
 の
方
向
で
の
分
析
が
さ
 

ら
に
進
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

テ
フ
テ
 

イ
ヴ
 

例
え
ば
、
さ
ら
に
ス
テ
イ
 リ
 ー
は
、
「
物
語
部
分
と
直
接
 話
法
部
分
が
常
に
結
び
つ
い
て
そ
れ
が
ま
と
ま
っ
た
か
 た
ち
で
繰
り
返
し
て
 

ナ
ラ
テ
 

イ
ヴ
 

い
る
構
造
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
神
学
と
物
語
の
展
開
 

 
 

、
叙
法
や
話
法
へ
の
 注
 

意
も
喚
起
し
て
い
る
 0
 し
か
し
、
そ
れ
は
、
人
称
代
名
詞
 や
 同
じ
く
か
つ
て
筆
者
自
身
が
分
析
し
た
こ
の
テ
ク
ス
 ト
 に
お
け
る
特
徴
的
な
 

ナ
ラ
ア
イ
ヴ
 

音
 。
と
い
う
接
続
詞
の
使
用
の
問
題
と
も
、
 

実
は
 密
接
な
 関
連
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
@
4
@
5
 
 

さ
ら
 
モ
 
ス
テ
イ
リ
ー
 
は
ョ
ハ
 ネ
 福
音
書
の
物
語
に
 

お
い
て
は
、
そ
の
「
内
的
読
者
」
が
「
イ
ェ
ス
に
つ
い
て
 の
他
の
人
々
の
知
識
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
二
次
的
経
験
 を
 土
台
と
し
て
信
仰
 へ
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目 

体 ロ ク 似 す ま 

  ク " . -   
な 文 レ 点妄 動 
分 掌 ヴ に が 詞 

析 批 ェ 関 あ の 
を 評 ル 

進」のてこ しる特 制       
題 り っ は イ 

と @ て あ @ 
し の い く   
て 行 る ま 千ま 

残 な と で， 
さ っ は 示 
れ た 言 唆 

聞 「 
き 

て よ え 約 手 
い う な な   
る な い も 由 り   
で 「 の の   

の任           
「 内   

読者 」のり のよ " 」の 方法 な う また 

に 観   区   
な 合 ィ ど 
が め り Ⅰ ' ブ ヒ 

ら て l 際 自 し 
て 

さテ見 ろク が 
  

に ス こ そ 
ぅ 単 「 で 著 
壮 絶 歴 用 件 
況 で 史 い の 

阻 ト の れ 
織 の 種 
的 マ の に者 

がは的 、 な @ らな れか倒景 

書 に 」 一 
後に若 新約聖いよう 批判的 ている で H. p えま 、   
げ 。 の 代 ゥ 福 と 

る そ な 名 ル 首 展 
解 れ が 詞 ス 書 聖 

釈ぞれ のれの「、 はは第を 三述 
歴 の な べ こ 章 べ 
支 持 か エ こ 一 て 

おきた 色 代がそにも では、 洗 スと の記事 一節の 

    
て 代 解 」 ス 代 名詞 いる の合 釈は のこ と二 

の 理 一 と コ の 
で 性 蹴 で ヂ 例 
は ・ さ あ モ に 
な 学 れ る の っ 
い 問 る と 出 い 
だ 性 で し 全 て 
ろ を あ て ぃ み 
う ぬ る い @ は る か 。 ぐうる竪文 っが 。 字 と、 

て 、 十 ど 一 

八二八 葛藤を ことが 九世紀 史 おり 

統 ら 以 実 年 に げ 出 て p ま 、 降の であ   
と ほ の こ れ 
い ど る こ た 

  
の か 

膨 れ 
式 る篭 

的 」 - 

性 な 
格 ど 

と と 

関 も 

連 述 
が べ 

あ て 
る い 
と る 

考な 
え 
ら こ 

の れる 一一 5 @6@ 次 
性 
や 
ア 
  
ス 

  

のあ 

る 

種 
の 

間接 

性 

ま、 p 

や 
セま 

@ 
人 

和代 

名詞 

や 
  
  

の 

も 
つ   
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新 しい「文学批評」と ョ " ネ 福音書 

笘
レ
倖
 

 
 

（
 1
 
）
 

こ
の
用
語
に
関
し
て
は
定
訳
が
な
い
。
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
 え
る
と
、
「
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
読
者
の
応
答
作
用
の
分
析
」
と
 
で
も
な
る
が
、
 
37  (37) 

本
稿
で
述
べ
て
ぎ
た
新
し
い
「
文
学
批
評
し
は
さ
ま
ざ
ま
 な
 学
問
領
域
や
理
論
に
そ
の
根
を
持
っ
 、
と
 
一
で
論
じ
 た
が
、
そ
の
一
 
つ
に
 

言
語
学
者
 R
.
 
ヤ
コ
ブ
 ソ
ソ
 の
理
論
が
あ
る
。
 
彼
は
、
言
 口
語
の
指
示
（
「
の
 
ド
 
の
「
の
 

コ
い
 
の
）
性
、
つ
ま
り
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
 

「
内
容
」
で
は
な
く
、
 

@
 
㏄
 @
 

詩
的
機
能
、
つ
ま
り
非
指
示
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
「
形
式
 」
そ
の
も
の
の
研
究
に
学
問
的
詩
学
と
し
て
の
厳
密
性
 を
 与
え
た
の
で
あ
る
。
 

そ
の
 ょ
う
 な
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
理
論
と
も
基
本
的
理
念
を
共
 有
す
る
と
言
え
る
新
し
い
「
文
学
批
評
」
を
応
用
し
た
 ヨ
ハ
ネ
福
音
書
研
究
に
 

-
 
㏄
 @
 

お
い
て
ほ
 、
 新
た
に
 
"
 壺
 " と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
 探
 求
が
必
要
で
あ
る
、
と
 G
.
R
.
 

オ
デ
ィ
は
論
じ
て
い
 る
 。
こ
の
…
 目
、
ト
の
 

…
 と
 

ほ
 、
 R
.
 
ブ
ル
ト
マ
ン
が
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
啓
示
理
解
の
 た
め
に
提
案
し
た
有
名
な
。
 毛
拐
 "
 と
 
、
、
 國
 
。
の
 
二
 公
 法
を
も
じ
っ
た
も
の
 

で
あ
る
。
オ
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
現
在
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
 解
釈
に
際
し
て
、
そ
の
啓
示
理
解
の
た
め
に
頻
繁
に
用
 い
ら
れ
る
概
念
で
あ
 

ナ
テ
テ
 

イ
ヴ
 

る
 
"
 名
器
。
と
 
"
 墨
 " の
二
分
法
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
 の
 物
語
を
定
式
化
さ
れ
た
神
学
的
抽
象
 
初
に
 還
元
 し
 て
し
ま
っ
て
お
り
、
 
そ
 

（
 
n
@
@
 

の
 言
語
の
持
つ
特
殊
性
や
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
形
式
」
 と
「
内
容
」
の
相
互
関
係
を
見
落
と
し
て
い
る
と
さ
れ
 る
 。
し
た
が
っ
て
 、
そ
 

の
よ
う
な
不
備
を
避
け
る
た
め
に
要
請
さ
れ
る
の
が
、
 

ョ
 ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
 

"
 目
 " す
な
わ
ち
 物
語
様
式
（
：
，
 呂
由
 ：
 

ナ
フ
 
テ
イ
 
ブ
 

ヨ
経
 ③
の
探
求
な
の
で
あ
る
。
オ
デ
ィ
は
、
「
第
四
幅
 立
 口
書
の
物
語
は
 、
 （
共
観
福
音
書
の
報
告
に
お
い
て
し
ば
 

し
ば
そ
う
で
あ
る
 よ
う
 

-
 
㏄
 @
 

に
 ）
た
ん
に
啓
示
を
媒
介
す
る
も
の
で
は
な
く
、
啓
示
そ
 の
も
の
で
あ
る
し
と
ま
で
言
い
ぎ
っ
て
い
る
。
こ
の
 発
ョ
 
@
 の
神
学
的
含
意
は
ひ
 

と
ま
ず
留
保
す
る
と
し
て
も
、
今
日
で
は
、
本
稿
で
論
じ
 た
よ
う
な
新
し
い
「
文
学
批
評
」
、
あ
る
い
は
「
読
者
 ｜
 応
答
批
評
」
に
即
し
 

て
、
ョ
 
ハ
不
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
そ
う
い
っ
た
 、
 
、
毛
い
 
の
 "
 の
 研
究
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
も
と
 め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 



（
リ
ム
の
 

も
ぺ
 0
 Ⅱ
 
討
 @
 エ
り
 Ⅱ
 
づ
の
 
Ⅱ
 り
コ
 
口
目
 0
 毛
 .
 Ⅰ
 
0
0
 
幸
 ）
 

（
 
5
 ）
い
わ
ゆ
る
世
俗
の
文
学
批
評
理
論
を
概
観
で
き
る
も
の
 と
し
て
ほ
、
や
は
り
次
の
著
作
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。
日
田
四
 
%
 0
 コ
，
い
 @
 
～
 
雨
 
「
Ⅰ
「
 

臣
づ
下
め
 

っ
ミ
 @
 も
さ
Ⅰ
 さ
 -
 
「
 
っ
へ
 
ま
 い
 
～
 
@
Q
 
さ
 （
 
0
 パ
 Ⅱ
 
0
 Ⅱ
 
卸
 
甘
い
 
ゑ
 -
 し
瓦
。
 
討
も
 の
 
-
-
.
 

Ⅰ
寮
の
）
・
大
橋
洋
一
調
㍉
文
学
と
は
何
か
 
｜
 現
代
批
評
理
論
へ
の
 招
待
 L
 岩
波
書
 

店
 、
一
九
八
五
年
。
他
方
、
そ
れ
ら
世
俗
の
文
学
批
評
理
論
と
 新
約
聖
書
研
究
、
と
り
わ
け
福
音
書
研
究
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
 新
し
い
「
文
学
 批
 

評
 」
を
関
連
 づ
 げ
た
議
論
・
評
価
に
関
し
て
は
、
著
者
の
 デ
リ
 ダ
的
 
・
脱
構
築
主
義
的
か
た
 
よ
 り
を
留
保
す
れ
ば
、
次
の
も
の
 が
 よ
い
。
い
し
 

ノ
ミ
 
0
0
 
Ⅱ
の
・
 
卜
音
ぬ
 
「
 
ぃ
ト
 
田
の
Ⅱ
安
洋
洋
 
き
い
 さ
も
～
寸
心
の
 
っ
少
 
㌧
 め
 
㌻
 @
 づ
 寸
心
づ
 下
 
も
 
っ
 
ド
も
 
よ
り
 
ぃ
 
～
の
 下
 Ⅰ
～
～
 

め
さ
 
心
心
（
 
ヱ
 。
キ
エ
 ぃ
セ
 
の
 
ロ
 ・
Ⅰ
 
0
 目
コ
 
0
 臣
 @
 べ
 い
 -
 
の
 9
 コ
 -
 
セ
の
 
「
 
臼
 （
 
セ
巾
 「
の
の
の
・
 

1
9
 
の
 
0
 ）
・
た
だ
し
、
こ
の
書
で
は
、
「
構
造
主
義
的
解
釈
」
、
「
 
談
 話
 
（
ま
 
き
 o
E
 

「
の
の
）
分
析
」
、
「
修
辞
批
評
」
な
ど
は
考
察
の
対
象
 

に
な
っ
て
い
な
 

    
    3 ）） 2 

  

  

-. 且 っ 八分な   
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しい 「文学批評 」と ョ   、 ネ 福音書 

い
 0
%
 ～
 
氏
 ・
・
Ⅹ
Ⅹ
 

（
 6
 ）
 
ミ
 ・
 
由
 ・
 レ
す
 ㍉
 
能
ヨ
ダ
づ
 下
ぃ
 卜
へ
寺
 
「
 っ
 「
 a
n
 
氏
 
き
ぃ
吏
き
 ㌧
 
わ
っ
き
さ
さ
執
 

り
づ
下
 e
o
 
ミ
 
Ⅰ
 さ
氏
 ～
下
ぃ
 
の
 「
～
～
～
 

ぃ
ミ
づ
 Ⅹ
Ⅰ
 
氏
 ㌔
 ぎ
お
 （
）
 

4
@
 毛
ぺ
 。
 井
 -
 ミ
 ・
 毛
 

之
 0
 臣
 0
 コ
能
コ
 Ⅰ
の
 

0
.
.
1
9
 

銅
の
）
・
た
だ
し
、
本
文
で
の
ま
と
め
は
 

、
 次
の
著
作
に
よ
る
。
 
ま
 ・
 
下
 ・
㌧
 0
 黄
ヒ
 

c
o
 

ヨ
 ア
 
ド
ぎ
 
㏄
 @
 
轄
 -
 
。
 Q
 薫
 
寒
寒
。
「
 
さ
 

ト
 @
 
～
 
ぃ
 
「
 a
 さ
い
よ
よ
 r
.
i
 

の
ま
 

@
 ト
 
の
ふ
 臣
 c
a
-
 
ト
 の
の
 
e
 の
 
め
ま
き
～
 a
 お
屯
 ム
 さ
さ
 
0
 ～
 
憶
 ～
 瞳
 
㏄
 @
 
電
ぎ
下
 
「
 る
ン
セ
 （
 
之
 0
 キ
ぺ
 0
 「
 
オ
，
 韻
の
呂
Ⅰ
 
0
 ユ
，
の
 0
 コ
コ
 
・
 ，
 Ⅰ
 0
 臣
 Ⅰ
 0
 臣
 

の
 「
の
の
っ
 

毛
 0
0
 
Ⅰ
 巾
 お
の
の
・
Ⅱ
 

0
 の
 り
 ）
。
Ⅰ
Ⅰ
切
片
 

（
 7
 
片
 ）
 
@
 
け
 
Ⅰ
も
・
・
 

@
 
り
 
・
ト
ド
 

（
 8
 ）
こ
の
 ょ
う
 な
新
約
聖
書
研
究
に
お
け
る
新
し
い
「
文
学
 批
評
」
が
持
っ
基
本
的
前
提
に
関
し
て
は
、
 

注
 
（
 5
 ）
で
あ
げ
た
 ム
ー
ア
の
著
作
の
次
 

の
 箇
所
を
参
照
。
 
呂
 0
0
 
お
 ・
 る
 ・
 c
i
-
 

：
 毛
 ・
 u
 １
目
・
ま
た
、
 
筆
 者
は
、
こ
の
よ
う
な
新
約
聖
書
 学
 方
法
論
の
問
題
を
、
「
言
葉
」
 

と
い
う
よ
り
 大
 

ぎ
な
一
般
的
文
脈
で
論
じ
た
。
拙
稿
「
言
葉
と
宗
教
」
上
屋
 博
 編
著
 
円
 聖
と
俗
の
交
錯
１
１
宗
教
学
と
そ
の
周
辺
 ヒ
北
 大
図
書
判
 付
 会
、
一
九
九
 

三
年
、
一
三
八
 !
 
一
六
四
頁
。
従
来
の
「
歴
史
的
 

｜
 批
判
的
」
 方
法
の
枠
内
に
あ
る
「
文
学
批
評
」
と
こ
の
新
し
い
「
文
学
 
批
 評
 」
と
の
間
に
 

は
 、
い
わ
ば
Ⅰ
フ
ダ
イ
ム
・
 

チ
ヱ
ソ
ジ
 が
生
じ
て
お
り
、
両
者
 は
 通
約
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
に
お
い
て
も
筆
者
の
 基
本
的
考
え
で
 

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
「
文
学
批
評
」
 の
方
法
を
従
来
の
「
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
」
方
法
の
枠
内
に
あ
る
 「
文
学
批
評
」
に
 

「
統
合
」
し
て
い
こ
 
う
 と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
 て
は
、
大
貫
性
 著
円
 福
音
書
研
究
と
文
学
社
会
学
 ヒ
 岩
波
書
店
、
 
一
九
九
一
年
、
 

と
り
わ
け
「
Ⅱ
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
文
学
社
会
学
的
分
析
の
た
 
め
に
隣
接
理
論
と
の
方
法
論
的
統
合
を
め
ざ
し
て
 

（
回
書
、
八
五
 @
 

一
四
三
頁
）
を
参
照
。
二
つ
の
「
文
学
批
評
」
 

に
 そ
れ
ぞ
れ
潜
む
 対
照
的
な
方
向
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
く
か
に
関
し
て
は
、
 次
の
論
文
が
参
 

臣
 
う
に
な
る
。
ト
オ
・
 ニ
 o
 荘
 P
 
。
の
 
せ
コ
斗
 「
 
0
 コ
ず
 a
 コ
 Ⅰ
 り
 ざ
り
 下
 ㍉
 0
 コ
ざ
 レ
ロ
 ロ
 ㍉
 0
 ゆ
 り
 ヰ
 0
 の
 圧
 
0
 ㏄
 -
 
す
コ
 
0
 曲
 -
 Ⅰ
 
臣
円
 
e
 ㍉
で
㍉
の
（
の
 

エ
 0
 コ
 ・
 
=
 い
 -
 
～
 
ぃ
 Ⅹ
Ⅰ
存
目
Ⅹ
 

ぃ
 鯨
つ
 ぎ
 隠
 6
 
ぬ
 Ⅱ
Ⅱ
 

（
）
 

9
9
3
 

）
。
 

毛
 ・
 P
 き
｜
 三
の
・
そ
こ
で
は
、
両
者
の
関
係
が
「
競
合
 

的
 
（
 
a
 コ
 （
 
a
 ㏄
。
三
の
（
 

@
c
 

）
」
で
あ
る
こ
と
が
も
っ
と
も
生
産
的
で
あ
 ると
さ
れ
る
。
 

Ⅰ
 
亜
へ
氏
 

・
 
-
 で
・
ト
目
㏄
 

（
 9
 ）
ナ
ロ
・
の
「
 0
 の
の
の
 

コ
 ・
ま
 
%
 安
 ユ
コ
 e
 コ
ン
の
 目
 二
ユ
二
ロ
二
 
%
 レ
コ
 能
 -
 
せ
ゑ
 の
 0
 片
 Ⅰ
 
0
 す
コ
 の
・
 
，
め
擾
 
ま
 い
 
Ⅰ
Ⅰ
い
の
（
Ⅱ
 

0
 ㏄
の
）
。
Ⅰ
で
・
の
 

｜
い
 Ⅱ
  
 

（
 叩
 ）
 
グ
レ
 
マ
ス
の
構
造
主
義
的
記
号
学
理
論
に
関
し
て
は
、
 

次
の
著
作
を
参
照
。
Ⅰ
）
・
の
 
r
 
の
ぎ
 括
 ・
で
き
 

a
n
 

～
 
ぎ
 g
e
s
-
r
u
c
 

～
 
ま
 「
 
a
 

 
 

ま
 ぬ
き
已
め
（
正
エ
 兜
ゴ
年
生
 「
田
守
「
 

o
F
s
 

お
 ・
）
 
ま
 e
.
 

田
島
 

宏
 
鳥
居
正
文
課
口
構
造
意
味
論
 ｜
 方法
の
探
求
 ヒ
 紀
伊
 國
 昌
言
 店
 、
一
九
八
八
 

 
 
 
 
 
 
 
 

年
 。
 

 
 

（
 皿
 ）
 
由
 ・
㏄
 0
 の
㍉
 

s
.
 

Ⅰ
ヒ
ぎ
 

注
め
マ
 0
 さ
づ
 津
の
 チ
ヘ
 
o
u
 
き
 Ⅰ
キ
ミ
 
リ
 二
 
%
 ト
キ
ミ
 
目
て
 
Ⅱ
 悪
笘
 
Ⅰ
 む
ま
 @
 ト
 ㏄
 叶
ミ
氏
セ
ハ
 

Ⅰ
 目
ご
き
さ
へ
 
（
 
レ
ニ
 の
 目
円
能
 の
り
 
す
 0
-
 
能
 ㍉
の
 り
 ㍉
 0
 の
の
・
Ⅱ
 

0
 ㏄
㏄
）
 

 
 

（
は
）
 由
 ・
 
レ
 ・
の
曲
目
下
㍉
 

0
 コ
目
 ：
・
 づ
ゴ
 の
 ヨ
 8
 
ヨ
温
 0
 ト
木
 ぎ
 ㏄
の
す
 

る
 
-
 
コ
 Ⅰ
 0
 す
い
 
ロ
ロ
 
-
 
コ
 の
の
 す
 ㍉
 -
 
の
 （
 
0
-
0
 

㏄
 せ
 @
 レ
の
ト
 ㍉
 臣
り
 
円
仁
㍉
の
 

-
 
吊
目
Ⅱ
Ⅹ
の
㏄
 

の
の
 
-
 
㏄
 0
 片
 Ⅰ
 0
 す
コ
ト
 
㏄
 



田
｜
い
 っ
 @
 ）
 
9
,
 
弓
 下
し
・
 

年
ピ
 P
.
 

せ
の
 

口
詣
 Ⅰ
ま
岸
 
巳
コ
 @
 浅
ゑ
（
 ぜ
 
・
）
 0
 ㏄
 か
 
・
ヒ
カ
・
 
ヒ
 
0
 口
の
の
・
 

，
 
老
い
～
（
～
 

い
ヱ
セ
 
の
の
 甘
 E
n
 （
 
屈
 ～
の
の
の
 

コ
 Ⅰ
 ン
 目
の
 
の
申
 
-
 
コ
 ㏄
 -
 
コ
ヒ
 0
 テ
コ
 

 
 

 
 

目
 
-
 ）
１
 
%
 こ
 。
 巾
 デ
ロ
・
 
年
宙
 P
.
 せ
の
コ
 年
の
「
 

ま
耳
 
C
 田
セ
の
 ～
 
ゑ
モ
，
 ）
 
の
 Ⅱ
の
・
の
・
の
・
中
の
二
打
・
 

，
の
田
 

Ⅰ
 屈
 
0
 片
 
屈
片
 
ヒ
レ
コ
 巴
ぜ
ゑ
 ㏄
 0
 日
ヒ
 0
 テ
申
甘
 
@
 ト
 ，
紹
 
-
 ま毬
コ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

@
 
由
由
 o
f
 （
 
す
 。の
 せ
ヨ
す
 0
-
 、
 
い
目
 ぃ
年
 o
h
 Ⅰ
目
の
・
ミ
 
%
 ゴ
 ・
 ロ
 ・
 年
ガ
の
 
：
 せ
 。
 コ
 年
の
「
 

す
宙
 
（
 C
 コ
 @
 
セ
の
 
～
の
 
ぎ
ゴ
 
）
 
0
 ㏄
 下
 

（
 
M
 ）
 
い
イ
 中
の
（
（
の
・
 

ヨ
ま
 Ⅰ
～
 @
 
め
 ㏄
 マ
霊
い
 
～
 
霊
 Ⅱ
 
ミ
り
ャ
 ～
～
 

と
凍
き
 ㌧
（
 巾
テ
 @
 
寸
寸
与
田
三
つ
 0
 コ
 お
お
 
り
 ～
の
の
の
，
）
 

ミ
 0
 ）
・
山
内
一
郎
，
神
田
健
 
次
 誠
司
構
造
主
義
的
 

聖
書
釈
義
と
は
何
か
 b
 
ヨ
ル
ダ
ン
 社
 、
一
九
八
四
年
。
 

（
Ⅱ
）
 巾
 ・
 
巾
 ・
 
レ
 ・
 パ
 o
 （
 
N
 史
 
。
 
ヒ
 
0
 二
ロ
 の
コ
年
オ
の
い
片
 
Ⅱ
の
力
の
の
㌧
 
0
 口
お
 ・
・
 

。
 き
 @
@
 

（
 
@
@
@
@
 

～
Ⅰ
）
 

や
 @
 
ミ
 ～
 
@
n
n
 ト
 
O
 
（
）
の
の
Ⅰ
）
・
㌧
 

b
@
.
 

き
 1
.
 の
 ㏄
・
イ
ー
ザ
ー
の
 理
論
 肛
 関
し
て
は
 次
 

の
 彼
自
身
の
著
作
を
参
照
。
 

毛
 ・
 ロ
 
の
の
～
・
 
ヨ
 0
%
 

～
母
力
 Q
Q
Q
@
 

さ
め
 
@
 ト
 
ド
 薄
り
さ
 

母
ト
 まき
 隠
 と
力
 ま
ミ
 Ⅹ
 
ほ
 
（
 
い
 已
ま
 ヨ
 0
 ～
化
 ヒ
 
0
 テ
ロ
の
 
目
 0
 ㌧
 ガ
 @
 
申
の
 

目
口
 @
4
0
 
「
の
 
@
 
口
中
「
の
の
の
・
）
 
0
 ～
の
）
・
留
出
 収
訳
 「
行
為
と
し
て
の
 読
 書
 b
 岩
波
現
代
選
書
、
一
九
八
二
年
。
 

（
 
F
 ）
 
%
@
.
 
宙
 ・
 ホ
 の
子
ミ
・
 バ
コ
 
（
二
の
い
の
的
 
ぎ
 三
口
的
ヨ
ガ
 お
 
（
二
の
 
%
@
0
 
～
 年
 ㌔ 
円
テ
 0
 
レ
㌧
 0
 （
 
テ
の
 
0
 の
 
げ
 
の
 コ
 Ⅰ
 老
い
 ～
～
 
巴
ぞ
 の
し
ぢ
宮
 p
n
 
0
 日
。
戸
田
 
0
 日
 Ⅰ
 0
 ㏄
 
0
 ダ
，
 

Ⅰ
 り
ミ
 
ャ
 
さ
ミ
 
。
 
ト
 ～
き
 
め
ら
き
 も
 
ャ
 @
 
（
 
Q
S
 ト
 %
 Ⅰ
巳
も
き
 

セ
り
ト
ん
ぬ
 -
 
ぬ
 
%
 ～
 
り
き
白
 ㏄
 宙
 の
 
0
 っ
）
・
㌧
 
申
 6
0
 １
 %
.
 
言
語
媒
体
の
変
換
の
問
題
在
蘭
わ
る
 ケ
ル
 

１
 0
 基
本
的
 

考
え
に
つ
い
て
は
、
次
の
著
作
を
参
照
。
 

ぎ
の
ヨ
，
づ
淀
 
0
 ャ
 
Q
-
Q
 
3
%
 ～
 
キ
も
 ゃ
 
）
 （
 
ャ
 ～
～
～
 

Q
x
 い
り
 
め
 
b
Q
-
 （
Ⅰ
。
 

牙
 @p
 Ⅰ
の
 
-
 
で
牙
 
@
p
-
 
Ⅱ
 づ
 
二
 %
 拐
 
㌧
～
の
 
隊
 ・
 ト
斡
 
㏄
の
）
・
ま
た
 

次
の
書
評
も
参
照
。
拙
稿
「
 毛
目
 ・
寄
与
 ミ
 ・
 づ
薄
 
0
 さ
 -
Q
 ミ
 
～
き
も
）
や
せ
 

よ
 ざ
さ
い
り
る
 
隠
 
（
 
巾
 三
寸
Ⅰ
の
 丁
三
 a
;
 つ
 o
 ユ
 q
n
 
の
の
 弓
 q
e
 
の
の
 ト
 
0
 ㏄
㏄
・
 
お
セ
出
 @
 

N
m
 
下
口
・
）
」
北
海
道
基
督
教
学
会
編
「
基
督
教
学
 b
 第
二
十
一
号
 、
一
九
八
七
年
、
八
 @
 
一
五
頁
。
 

（
 
托
 ）
 
%
@
.
 
の
・
 
せ
 0
 ～
の
（
の
～
・
。
 

円
テ
 の
の
 0
 の
㌧
 
臼
 
o
h
 ヒ
 
o
 二
ロ
 い
 
の
Ⅰ
の
 口
 ㏄
養
の
の
・
 

"
 圭
 S
 ～
も
め
～
Ⅰ
 

き
 Q
x
 

～
～
黛
の
宙
 

0
 日
 じ
 ・
㌧
 ワ
ト
斡
 1
 。
ミ
 .
 ギ
ュ
 
ッ
ト
デ
 
マ
 ソ
ス
 
に
お
 

け
る
神
学
と
 @
 語
の
問
題
 仁
 関
し
て
は
、
次
の
彼
自
身
の
著
作
 を
 参
照
。
 
り
 
0
E
 （
（
 
堺
ヨ
の
コ
乙
 -
O
R
 き
 燕
ミ
 碍
 Q
N
 

ミ
ャ
Ⅱ
 

冥
 き
 ト
も
 
お
キ
 @
n
 
キ
 
③
荘
も
め
 

め
 e
Q
S
%
 よ
 霊
ミ
あ
 （
 
ン
 自
由
 
コ
 0 テ
 0%
0
 テ
 「・
パ
日
 お
 ～
 せ
の
 Ⅰ
 
団
下
 
）
の
Ⅱ
 

こ
 

と
り
わ
け
、
構
造
主
義
言
語
学
と
い
わ
ゆ
る
「
様
式
 史
 」
に
 
っ
 い
て
述
べ
た
 
第
 

三
章
を
参
照
。
 
@
 
Ⅰ
～
 

Q
 ：
 卯
よ
 １
 %
.
 
し
か
し
、
そ
こ
で
は
言
語
 学
と
 テ
ク
ス
ト
分
析
の
展
開
は
留
保
さ
れ
て
い
る
。
 

連
ぎ
 ・
 い
白
 ゴ
 
「
発
生
詩
学
」
 

に
 関
し
て
は
、
次
を
参
照
。
 

@
 
年
の
 
ヨ
 -
,
 毛
テ
ぃ
 （
 げ
 
・
の
の
 

コ
 の
「
 
ぃ
 （
 
@
 
ヰ
の
 巾
 0
 の
 
ヱ
 0
 の
・
～
 
円
テ
 。
の
の
の
の
 

申
 Ⅰ
 オ
 。
 
コ
 ③
 
0
 曲
 0
 コ
の
 00
 申
 0 の
～
 
申
 @
 
コ
 ㏄の
三
の
 
毛
目
お
 の
的
 
ユ
ざ
巴
 

ま
宰
 ゴ
 oP
,
 り
釜
 ぬ
 
れ
 
Ⅰ
の
（
）
 0
 ～
の
）
・
 
ヨ
 ・
）
ー
 ぎ
 ・
具
体
的
分
析
 に
 関
し
て
は
、
次
を
参
照
。
 

@
 
Ⅰ
の
 
ヨ
，
 。
ロ
ロ
（
「
 

o
 Ⅰ
 En
 （
 
o
 「
 ぜ
鰍
ヨ
キ
ガ
 の
 0
0
 申
 0 。
㍉
 
申
 -
 
申
 ㏄
 

ヰ
 
二
の
の
 ヰ
 
㍉
 屈
 
0
 片
目
㍉
曲
目
の
田
目
ら
 

ぜ
 0
 日
 三
の
Ⅰ
Ⅰ
の
曲
 

セ
 P"
 ㏄
も
 
き
ゑ
 Ⅰ
 ひ
 （
 ト
の
 
Ⅱ
 
0
 ）
・
㌧
 口
 ・
 い
 ㏄
 
@
@
 
）
い
 
か
 ・
 ぎ
 0
 ヨ
・
 ，
 
三
の
～
～
 

ぃ
 （
 
ギ
 0
 レ
 コ
 の
 モ
 の
 
宙
 
o
h
 の
 ぜ
口
 
0
 ㌧
（
 
@
n
 円
の
お
 田
ダ
，
 

㏄
 へ
き
 
㌻
Ⅰ
 ひ
 （
 ト
の
 
Ⅱ
 ひ
 ）
・
㌧
㌧
・
 

ト
い
 
Ⅱ
 
1
.
 ト
 
Ⅱ
 の
 

（
Ⅳ
）
下
木
耳
 ヨ
 o
 年
 
P
 
。
 
ヒ
 
0
 二
戸
。
 力
 ・
 
レ
 ・
レ
コ
の
～
 
キ
 Ⅰ
押
本
 の
 Ⅰ
 
ヨ
 0
 年
の
の
 宕
 ・
・
づ
き
も
ト
臣
も
 
ャ
 Ⅰ
 心
 
い
ま
 @
 
荘
も
ぎ
～
き
も
㏄
 こ
 こ
・
（
 の
の
 
ヨ
 手
口
器
，
 
ま
レ
 

い
 臼
井
 コ
の
 
㌧
 巾
 Ⅰ
。
㏄
 

P
 
）
の
㏄
Ⅱ
）
・
㌧
 

口
 ・
下
ト
 

つ
 
1
,
 
下
 ひ
ひ
 

（
 
田
 ）
刃
ロ
臆
の
・
キ
 リ
ミ
ぎ
 
～
 
薄
 
Ⅱ
ミ
ャ
ま
い
り
 め
 
㌧
 
Q
-
 （
 
レ
 （
了
ヨ
 ぃ
ヒ
 0
 テ
コ
 ホ
コ
 0
 ぉ
巾
 Ⅰ
の
㏄
 

9
 
ト
 
0
 ㏄
 白
 ）
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て
を
知
っ
た
」
も
の
と
し
て
、
「
語
り
手
」
と
「
内
的
読
者
」
は
 「
内
部
の
者
（
 ぎ
の
ニ
浅
 
）
」
で
あ
る
 よ
う
 に
み
え
る
。
と
り
わ
け
 、
「
内
的
読
者
」
 

は
そ
の
よ
う
に
思
い
込
む
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
物
語
の
 
時
間
的
展
開
の
な
か
で
、
「
語
り
手
」
は
し
ば
し
ば
、
「
内
的
読
者
 

 
 

同
を
裏
切
り
、
「
内
的
読
者
」
を
「
部
外
者
（
 

o
u
 

（
の
 

@
 の
「
）
」
の
 
位
 置
に
酵
 め
る
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
三
・
一
二
一
、
一
二
 

ハ
に
 対
し
て
 四
 ・
 

ゆ
 

 
 

 
 

二
）
。
こ
の
よ
う
な
「
内
的
読
者
」
を
「
だ
ま
す
（
ヱ
ロ
 

目
 @
N
 
の
）
 
」
装
置
が
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
物
語
に
は
随
所
に
み
ら
れ
る
、
 
と
い
う
わ
け
で
 

あ
る
。
詳
し
く
は
次
の
箇
所
を
参
照
。
里
田
 轄
 ・
 る
 ・
 h
@
 
～
：
 つ
つ
 の
べ
 Ⅱ
 

（
 佃
 ）
 
ト
 ヨ
ガ
二
鼠
 話
の
コ
 
・
 馬
 Ⅰ
 さ
ふ
ざ
 「
 *
s
 
下
ぬ
 
さ
 
だ
 ミ
 
ニ
さ
憲
 「
お
さ
 
熟
さ
 @
 
ま
 史
む
 
ミ
ぬ
さ
馬
 e
o
 

さ
下
ぬ
こ
悪
ま
（
 

馬
 。
ユ
コ
の
・
 オ
田
ヨ
 0
%
,
P
 

つ
つ
 

㏄
）
・
の
・
の
。
二
毛
の
弓
円
 

か
 

，
キ
づ
 
o
 ㍉
 p
e
 
コ
 @
 
ヨ
せ
ピ
ユ
 。
コ
田
 
せ
 ㏄
 コ
 Ⅰ
田
田
 ヨ
 ㍉
 毛
 Ⅰ
 い
 き
ふ
 
い
 き
ぼ
さ
目
 
雫
 
い
 も
り
 
ぬ
 -
 
尹
ぅ
き
 
Ⅰ
㌔
～
捷
も
Ⅰ
田
ド
 

@
 
の
 
の
め
さ
お
き
Ⅰ
㌔
 

は
さ
 ～
さ
ら
 
轄
 ～
 
巨
さ
 
下
も
さ
（
 
ト
 つ
つ
 
べ
 ）
の
・
㏄
 
肚
い
 
l
 ㏄
べ
い
 

，
 

（
 
ト
の
 
。
㏄
）
の
・
 
ト
ト
 
白
１
ト
㏄
㏄
・
の
・
目
の
べ
 

｜
 白
の
。
 

（
 
蝸
 ）
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
「
歴
史
的
 ｜
 批
判
的
」
方
法
 0
 枠
内
に
あ
る
従
来
の
「
文
学
批
評
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
 次
 の
 記
述
が
参
考
に
な
 

る
 。
 ロ
 ・
の
。
 
す
コ
 
の
 コ
 の
・
も
 ミ
ぎ
 Q
 か
斗
沫
 
い
か
ぬ
の
薄
才
～
 

Q
 ざ
憶
ぬ
 @
 
ま
 
き
 き
 Ⅰ
さ
さ
 
ぬ
の
め
 

V
a
 
さ
下
ぬ
 
-
@
U
 

ま
 @
 馬
 @
n
 
ぬ
 目
さ
～
 
ぬ
 
「
 め
 
U
c
 
き
 U
n
 
下
め
 U
 「
 め
 ～
 
ぬ
 ～
 
-
U
n
 

下
目
も
り
 e
@
 
ぬ
 Ⅰ
 さ
 さ
 

内
史
Ⅰ
 
お
 下
も
こ
悪
ま
り
 

-
 
お
 目
も
Ⅰ
Ⅰ
つ
き
Ⅰ
お
さ
 

ぬ
 
@
 
り
 
い
き
も
さ
め
い
き
 

悪
 -
 
ぬ
 （
 
0
0
 

円
目
コ
的
。
 

コ
 
せ
 い
 コ
目
 
e
 け
す
 

o
e
c
 

左
困
オ
隼
づ
弓
 
e
c
 
す
ダ
ト
 の
㏄
の
）
・
の
・
 

ト
い
 
1
.
 
ト
つ
 

（
㏄
）
「
し
る
し
資
料
」
に
関
し
て
は
、
次
の
著
作
を
参
照
。
 

オ
 づ
 ・
 巾
 0
 ユ
 コ
 チ
 
づ
き
ぬ
 ら
 Q
 め
憶
 -
Q
 ㌔
 め
 @
 
下
さ
 印
ト
わ
 ま
っ
さ
 
臣
 「
 悪
ミ
 @
Q
 
さ
 Q
h
 
 

～
か
め
 

り
ミ
 
Ⅰ
「
「
Ⅰ
～
～
 

史
ぬ
 

め
 Q
*
 
「
 ぃ
ぬ
 安
目
雲
せ
 ぎ
下
 ～
か
 
め
 F
@
o
M
 

・
 
「
き
ら
。
 
館
ミ
 
（
の
 
ド
 5
 陣
目
的
の
 い
い
ヨ
す
 
「
 ぎ
 的
の
 ロ
 コ
ア
の
「
 
臼
 （
せ
 り
 「
の
の
の
 

-
 ）
の
 
べ
 0
 ）
・
「
 ョ
 ハ
不
乱
秋
日
」
 に
つ
い
て
の
 
研
 

先
史
に
関
し
て
は
、
次
の
著
作
の
示
し
た
箇
所
が
参
考
に
な
る
 っ
の
 0
 す
コ
ユ
 
-
 
夕
戸
㌧
・
 ぃ
 
～
～
・
 

，
の
 ・
切
の
 
｜
 白
の
 

（
 仰
 ）
例
え
ば
次
の
著
作
の
示
し
た
箇
所
に
お
け
る
解
釈
を
参
 照
 。
 づ
 ・
 0
 コ
 仁
王
・
ら
も
ま
 
ぬ
 
～
さ
目
 

ぬ
 *
 さ
捷
黄
 も
よ
～
 
ま
 Ⅰ
。
 
き
 Ⅰ
さ
さ
 
ま
ぬ
 
e
Q
 
さ
下
ぬ
 
-
@
 

だ
 ま
 @
 馬
ぎ
 ㏄
 ぬ
 @
 
～
「
Ⅰ
 

下
 

め
 *
 「
 ト
 「
Ⅰ
 
下
ぬ
 s
Q
h
 

き
札
 

ぬ
 
「
き
ぬ
 0
-
0
 

下
沖
 き
ぬ
 
s
*
x
 捷
も
「
Ⅰ
 
下
ま
 Ⅰ
～
 
@
 
め
き
う
 

ぬ
 さ
ト
 *
S
 
ま
 @
Q
s
 
捷
羽
 ）
 
Q
 
き
 Ⅰ
 さ
燕
 @
 
き
心
 さ
マ
 も
 悪
ミ
 ㌻
ま
 だ
 0
 
合
（
三
の
隼
 
左
 ヰ
 0
 す
の
コ
 
。
 
せ
 -
 
隼
せ
コ
 

三
の
隼
 
左
ぢ
 臼
の
 コ
 の
 弓
せ
浅
 下
田
 
ト
の
 
㏄
 仁
 ）
・
の
㏄
㏄
 叶
 

（
 趙
 ）
の
丹
土
の
）
 
-
 う
 
㌧
 h
@
 
～
：
 つ
つ
 
・
の
 

P
.
 

べ
の
 

（
 鵠
 ）
例
え
ば
次
の
注
解
書
の
示
し
た
箇
所
に
お
け
る
解
釈
を
 参
照
。
戸
い
 三
 （
 
ヨ
ド
コ
コ
，
も
 

三
 
%
 抹
さ
め
 
ぬ
 -
 
ぎ
ま
憲
め
 
b
Q
 
か
 Ⅰ
き
 め
め
 （
 
刃
口
ト
）
（
の
 
ウ
 二
三
的
の
 
コ
 

せ
 い
コ
隼
 
。
 コ
す
 
0
 の
 0
 左
餌
匁
隼
づ
お
 。
 す
 （
・
 
P
 
の
 べ
 の
 -
o
 

）
 ，
 の
切
切
切
 

（
㏄
）
 田
呂
 0
 ）
 ，
 Q
 
ち
 ・
 隠
 ～
・
 
，
づ
 ・
 A
O
 

（
 
@
 ）
 
@
 
レ
ヘ
捷
 

（
 
韓
 ）
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
代
名
詞
に
関
す
る
 
円
 文
学
批
評
三
的
分
析
の
試
み
」
北
海
道
大
学
文
学
部
隔
ョ
北
海
道
 大
学
文
学
部
紀
要
ヒ
 

三
十
九
 
ノ
一
 、
一
九
九
 0
 年
 、
八
三
 @
 
一
二
 0
 頁
 。
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頁
を
参
照
。
 

（
 
駝
 ）
の
（
 

a
-
 

の
せ
・
 

Q
b
.
 

ミ
 ：
 づ
 ・
 
ミ
 ・
お
よ
び
、
本
稿
の
図
 2
 も
 参
 照
 。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
動
詞
時
制
の
問
題
 
は
、
 次
の
論
文
を
参
 

照
 。
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
時
制
（
 称
 ）
論
の
試
み
」
日
本
 新
約
学
会
日
新
約
 学
 研
究
し
第
二
二
号
、
一
九
九
四
年
（
予
定
）
 
 
 

（
㏄
）
 由
 ・
 
ロ
 ・
 
p
 
㌧
 ぃ
 三
口
の
・
も
湧
い
 

斗
 ぃ
さ
 
濤
 め
ま
・
 

ミ
 め
ら
Ⅱ
ま
さ
 

ミ
さ
憶
 
ぃ
驚
 さ
 い
 
「
「
 
斗
 さ
 い
さ
 
ら
ま
き
す
ま
い
も
 

斗
 目
さ
 
ゎ
き
 
「
 
沈
 こ
さ
 
ぎ
き
尹
 Ⅰ
 づ
 0
 才
 
（
立
臼
山
色
す
の
「
 

9
@
 

の
・
Ⅱ
 

ま
 @
 
コ
 （
の
「
・
 

田
鑓
 ）
・
た
だ
し
、
本
文
の
記
述
は
次
の
著
作
の
示
し
 
た
 箇
所
の
述
に
よ
る
。
 ま
 ・
い
比
呂
・
目
安
。
 

ぜ
憶
ミ
 き
つ
い
 の
 
～
 
さ
 
き
き
 ～
お
い
 

の
 
n
Q
 
「
 
ゎ
キ
 
・
 

Ⅱ
。
 
ぎ
き
 Ro
 さ
 R
@
 
Ⅱ
「
 
Q
 
ま
 も
ぃ
 
沈
 き
～
 Q
 つ
ま
 ～
 
憶
き
 
?
 （
 
@
 の
造
 0
-
@
 
Ⅱ
 0
 「
（
Ⅱ
 

0
 
の
㏄
㌧
Ⅱ
 

0
 の
の
・
 

-
 
の
の
 
い
 
）
。
七
口
・
 

い
 
o
P
 
日
 

（
㏄
）
例
え
ば
次
の
論
文
を
参
照
。
戸
村
 村
 。
 
拓
 。
 尹
 
，
 
9
0
 の
 
ぎ
 的
の
（
 
ぃ
 
（
 
0
 ヨ
目
 ヴ
ま
コ
的
 /
 宙
由
 
c
s
a
 コ
コ
㌧
 
0
 
の
 岳
 ?
.
 ド
 ・
 
ト
 ・
の
の
す
の
 

0
 村
 。
 宙
 ：
㏄
 ぢ
こ
 ～
 
さ
 

い
 口
さ
 
憶
 ま
さ
心
ぃ
（
老
の
毛
 

ぺ
 o
 「
 
F
@
 メ
且
 
@
 
す
せ
 
・
 P
 
の
の
 
つ
 
）
 ，
つ
つ
 
・
の
り
 

0
1
 ㏄
べ
べ
 
川
本
茂
雄
監
修
、
田
村
 す
ビ
子
他
訳
 
「
 @
=
 

ロ
ま
曲
学
と
詩
学
」
 

二
 般
 言
語
学
 ヒ
み
 

す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
一
八
三
 ｜
 一
二
二
頁
。
 

（
㏄
）
 

Q
.
 

オ
 ・
 0
 し
 い
せ
 
・
。
老
 
い
目
ぃ
 
（
守
の
目
 
0
 よ
 い
コ
 
コ
ド
す
の
 
0
-
0
 

彊
 。
 
巳
 C
-
a
@
 

ヨ
 @
 下
の
目
 宙
せ
ぎ
 （
二
の
Ⅱ
 

0
 仁
ユ
す
 
Q
0
 
の
 
で
三
 
・
 
，
 Ⅰ
 Q
 
ま
 Ⅱ
 
さ
ミ
 Q
 
㌔
由
ぎ
 -
 
～
 
ゎ
互
ヒ
 ～
 
ぃ
 
「
・
 

（
㏄
）
の
（
 

a
-
 

。
 
せ
 ・
 Q
 
も
・
 
ゎ
 
@
 
～
・
・
 

つ
 ・
の
の
 

（
 
訊
 ）
次
の
論
文
を
参
照
。
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
 代
名
詞
に
関
す
る
「
文
学
批
評
ロ
的
分
析
の
試
み
」
、
拙
稿
 ョ
ハ
 ネ
 福
音
書
に
お
け
る
 

め
 
r
 
へ
の
問
題
」
日
本
宗
教
学
会
編
「
宗
教
研
究
し
二
七
七
号
、
一
 九
八
八
年
、
一
七
五
 l
 二
 0
 二
頁
。
 ま
 ・
 ま
 /
0
-
-
 

コ
ミ
・
 哺
圧
 （
 ぎ
的
 Ⅰ
昆
の
い
 

p
O
 

村
 

@
 
コ
 （
 
0
 （
 
す
の
 Ⅰ
 a
N
a
 

「
 
/
 の
の
（
 
0
 「
せ
い
 
コ
コ
 Ⅰ
（
の
匁
の
 

a
d
@
 

コ
 的
ド
二
の
老
い
目
 
接
ぎ
の
 屈
 す
 宰
 0
 「
 
ざ
 
0
 日
 ）
 
0
 す
コ
コ
い
 の
（
す
の
老
 

い
 「
 
団
由
 0
 コ
 0
 日
何
 い
ざ
 
デ
，
 ㏄
 い
 
き
 ぃ
 
～
 
さ
 

り
の
 （
Ⅱ
の
の
Ⅱ
）
。
 

毛
 ・
 口
 ㏄
 
｜
 Ⅱ
の
 

0
.
 

山
内
項
 

訳
 
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
 
福
 音
書
案
 皿
草
 
（
ラ
ザ
ロ
の
物
語
）
の
物
語
修
辞
法
」
東
京
神
学
 大
学
神
学
会
編
 

日
神
学
し
 辮
号
 
（
信
仰
と
歴
史
）
、
一
九
九
 
0
 年
 、
二
四
二
 @
 二
 五
六
頁
。
特
に
 、
 次
の
箇
所
を
参
照
。
 ま
 /
 の
 
-
-
 

コ
ミ
・
 

Q
 
や
黛
且
つ
 P
N
 

の
・
山
内
訳
、
 

二
五
二
頁
。
 

（
㏄
）
の
（
 

a
-
 

の
せ
・
 

o
p
.
 

ふ
 ～
・
・
 

づ
 ・
の
Ⅱ
 

（
 
駈
 ）
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
種
の
間
接
性
に
関
し
 て
は
、
次
の
論
文
を
参
照
。
拙
稿
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
け
る
 い
 く
つ
か
の
文
体
の
統
 

合
的
 把
握
の
試
み
」
日
本
新
約
学
会
編
目
新
約
手
研
究
 ヒ
 第
十
 九
号
、
一
九
九
一
年
、
二
五
Ⅰ
四
二
頁
。
と
り
わ
け
、
こ
の
論
 文
の
三
四
Ⅰ
三
六
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的
 提
示
で
は
な
く
実
存
的
提
示
で
あ
り
、
読
者
の
実
存
の
 変
化
を
念
頭
に
お
い
た
実
践
的
な
性
格
を
も
っ
も
の
と
 し
て
捉
え
ら
れ
な
く
て
 

 
 

あ て 
っ あ キ 
た る ヱ 

八 
キ 性が ト よキの 八 論 

と と か 
述 規 ケ   
べ 定 ゴ   l ま ル者 は 、 と と 旨 
て し l 卜 た ケ にわの し V 
い て ル ゾ宗 ゴ倒 れ対 た 

キ 
  仮酌んか 教 l きる 。 話 を持ヱ 。 キ 

Ⅰ レ   
ゴール 作 、語リストの考察 キリス で @ ま、 ことを 仮名著     

[- Ⅰ @ 

のの点 ま目口 あ   
ま 的 に 性 がい 期 ら 一 て 

受 が お た な る ぅ 仮 れっ 無 
  
て 示こ意名 唆 と図 著 るで 。 あ 自 覚 

読者にけ入れ いて、   
こ変そ 誌と 対     
の も お参の キ 
考 た の 与 キ リ   

ケ キ エ 
察 がすき ものを 促ルト ヱス 
キ 溝ヒ すケ教 
ヱ 造に 「 ゴ的 
ルを 即諾 l な 

ケ ゴっ もしり て」がの か も 

l こ 仮 と 背へ 
ル と 名 い 後覚 
の を著 う に 醒   み 老者 点返 さ 

な 察の か く せ 
単 に か らす語 ら こ ろ 
な 注 も 

ずるりのとこ " 。 方アにと   宗長 に プ よ を 

教 せ 徳 教徒注 口 っ自 

居、 る 的 
想 こ @ 著 
の とさ 作 （ 

らの著 的テキ にこの 目し、 ｜チは 、読 て 

理 」 家巴 ス語テ トりキ 少者 なに 作 活 
論 で 」 の方 ス いテ動 

    (47) 

キ
エ
 ル
 ケ
 コ
ー
ル
仮
名
著
作
の
語
り
 

大
利
裕
子
 



著
者
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
本
人
の
手
を
離
れ
て
仮
名
著
者
の
 も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仮
名
著
作
 ほ
 、
い
わ
ば
仮
名
著
者
 

を
そ
の
語
り
手
と
す
る
一
種
の
フ
ィ
ク
シ
，
 ン
 の
よ
う
に
 

理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
キ
 

ェ
 ル
ケ
ゴ
 @
 ル
 に
 固
有
の
解
釈
上
の
難
 

し
さ
が
存
在
す
る
。
一
般
に
解
釈
は
テ
キ
ス
ト
か
ら
著
者
 

，
コ
ー
ル
と
我
々
の
前
に
あ
る
仮
名
テ
キ
ス
ト
と
の
間
に
は
 

以
上
に
著
者
を
知
る
こ
と
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
 き
 

断
絶
が
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
の
上
に
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
 自
 身
を
探
す
こ
と
は
困
難
 

た
 。
し
か
し
 キ
ヱ
ル
ケ
 

@
8
@
 

ル
ケ
 
ゴ
ー
ル
の
名
は
引
用
し
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
 い
、
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
仮
名
の
著
書
は
建
前
 と
 し
て
は
、
す
で
に
真
の
 

@
S
@
 

る
 。
自
ら
「
転
回
 点
 」
と
呼
び
、
そ
れ
以
前
の
仮
名
著
者
 が
 自
分
で
あ
る
と
告
白
し
た
 日
 哲
学
的
断
片
の
非
学
問
 的
 後
書
 b
 の
後
も
、
 ア
 

ソ
チ
Ⅱ
 ク
リ
 マ
 ク
ス
 と
い
う
仮
名
で
著
作
を
出
版
し
て
い
 る
 。
先
の
円
視
点
 b
 で
は
、
前
期
に
一
連
の
仮
名
著
作
 を
 出
版
し
た
背
景
と
し
 

-
6
@
 

て
 以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
現
代
の
 
キ
 リ
ス
ト
 教
 界
の
人
間
は
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
る
と
い
う
 空
 想
に
 囚
わ
れ
て
い
る
の
 

で
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
再
び
キ
リ
ス
ト
教
を
導
入
す
る
 こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
人
々
の
錯
覚
は
直
接
的
 に
は
除
去
さ
れ
な
い
。
 

そ
れ
ゆ
え
本
来
宗
教
的
著
作
家
で
あ
る
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
一
ル
 
が
 、
ま
ず
キ
 リ
ス
 卜
者
で
ほ
な
く
審
美
的
人
間
を
装
う
 「
 欺
臓
 」
が
必
要
と
な
 

り
 、
仮
名
と
い
う
手
段
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 っ
 ま
り
、
彼
の
意
図
は
彼
の
言
葉
に
 よ
 れ
 ば
 無
自
覚
な
自
 称
 
「
キ
リ
ス
卜
者
し
を
 

@
7
-
 

「
欺
く
こ
と
に
よ
っ
て
真
実
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
」
で
あ
 
る
 。
 

仮
名
著
作
に
関
し
て
 キ
ヱ
ル
ケ
 
・
コ
 
l
 ル
は
、
 円
 後
書
 b
 の
 
「
最
初
に
し
て
最
後
の
説
明
」
の
告
白
の
後
、
仮
名
の
 諸
著
書
に
は
自
分
自
 

身
の
言
葉
 は
 一
言
も
な
い
の
で
、
も
し
誰
か
が
仮
名
著
 圭 目
の
言
葉
を
引
用
す
る
 場
ム
ロ
 
に
は
、
各
々
の
仮
名
著
者
の
 名
前
を
引
用
し
て
 キ
ヱ
 

-
4
-
 

る
 。
彼
は
前
期
に
は
、
審
美
的
著
作
を
仮
名
で
出
版
し
 、
 仮
名
著
作
の
発
行
に
従
 う
 よ
う
な
形
で
建
徳
的
談
話
を
 実
名
で
出
版
し
て
い
 

徴 
を キ 
な ヱ 

し か 
て ケ 
Ⅰ ' コ " 
る l 

と か 

居 ね、 、 は 
れ こ 

  
侍 り 

異 ス 
え %  ト 

仮 数 

的な 名。 
実 も 

名 の 
著 へ 

作 の 
と 党 
い 醒 
ぅ の 
一 一 ホ， Ⅰ 

重 ぬ 
構 は 
追 様 
も 々 
ま な 
た 手 
こ 段 
の を 
意 用 
図 い 

に た 
月 U   
し 彼 
た の 

も 著 
0 件 
で 活 

あ 動 
る で 
と 最 
我 も 

々 大 
@ ぎ 

老 な 
え 持 
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キヱルケコ ・ 一ル 仮名著作の語り 

に
な
る
。
逆
に
言
え
 ，
は
、
 
彼
は
テ
キ
ス
ト
を
「
著
者
 キ
ヱ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
」
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
自
ら
の
姿
を
消
 し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
 

は
 読
者
に
「
著
者
」
（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
）
で
は
な
く
 テ キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
 る
 。
 

で
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
仮
名
テ
キ
ス
ト
の
場
合
、
我
々
 ほ
 如
何
に
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
知
り
得
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
一
 つ
 考
え
ら
れ
る
 

の
は
、
歴
史
的
な
ア
プ
ロ
 
@
 チ
、
つ
ま
り
彼
の
当
時
の
事
 清
 に
遡
り
、
個
人
史
か
ら
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
 う
 一
つ
は
、
テ
キ
ス
ト
 

か
ら
で
あ
る
。
後
者
の
ア
プ
ロ
 

一
チ
 で
は
、
我
々
は
一
旦
 著
者
を
括
弧
に
い
れ
て
、
ま
ず
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
と
 対
侍
 す
る
こ
と
へ
促
さ
 

れ
る
。
読
者
が
ま
さ
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
の
思
惑
に
 従
い
、
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 逆
に
 キ
ヱ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
メ
ッ
セ
 

（
 
Q
g
@
 

｜
ジ
を
 聞
き
取
り
得
る
の
で
ほ
な
い
か
。
本
論
で
は
テ
キ
 ス
ト
と
読
者
と
の
対
話
と
い
う
面
か
ら
、
 

キ
エ
 ル
 ケ
 。
 
コ
 ｜
か
め
 仮
名
著
作
を
見
 

て
み
た
い
。
 

た
だ
し
、
こ
の
立
場
は
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
排
除
し
合
 う
も
の
で
は
な
い
。
い
か
に
テ
キ
ス
ト
と
の
対
話
を
試
 み
て
も
、
 
キ
ヱ
ル
ケ
 

，
コ
ー
ル
自
身
特
定
の
状
況
の
中
に
生
き
て
お
り
、
そ
の
 

状
 

る
な
ら
ば
、
読
者
に
対
話
を
呼
び
起
こ
す
テ
キ
ス
ト
の
性
 況

は
現
代
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
当
然
ず
れ
が
あ
る
。
 こ
 

格
 、
「
語
り
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 

，
 

の
ず
れ
を
捨
象
し
て
 
読
 

」
こ
で
筆
者
代
仮
名
著
 

む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
最
低
限
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
一
ル
が
 
念
頭
に
お
い
た
読
者
像
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
は
、
 

彼
 の
 意
図
を
 よ
 り
ょ
く
 理
 

解
す
る
上
で
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
付
 け
加
 え
て
お
く
な
ら
ば
、
こ
の
立
場
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
 @
 ル
 本
 人
の
思
想
の
研
究
を
も
 

排
除
し
な
い
。
仮
名
著
作
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
で
主
題
的
 な
 思
想
が
一
貫
し
て
日
記
や
実
名
著
作
に
現
れ
て
 い
 れ
 ば
 、
吟
味
し
た
上
で
 キ
 

エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
本
人
の
思
想
と
見
な
し
て
よ
い
。
む
し
ろ
 、
著
作
全
体
を
通
し
て
思
想
の
概
観
を
得
て
お
く
こ
と
 は
 、
対
話
の
上
で
よ
い
 

導
き
と
な
る
の
で
ま
な
 

@
 
L
-
0
@
i
 

、
か
 。
 

読
者
と
テ
キ
ス
ト
と
の
対
話
と
は
、
テ
キ
ス
ト
の
語
り
か
 げ
に
反
応
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
自
身
も
変
容
 し
て
ゆ
き
、
そ
れ
に
 

よ
っ
て
新
し
い
認
識
を
読
者
が
得
る
こ
と
 ｜
 自
己
化
 ｜
を
 意
味
す
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
仮
名
著
作
の
意
図
が
 対
話
さ
せ
る
こ
と
に
あ
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こ
こ
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
一
八
四
三
年
の
円
お
そ
れ
 と
お
の
の
き
 ヒ
 を
用
い
た
い
 0
 こ
の
著
作
は
、
創
世
記
 二
十
二
章
の
ア
ブ
ラ
 

考 能 阿 る い 居、 
察 と ら 、 て わ キ 
の 居、 か ひ い れ ェ 

最 わ の と た る ル 

後 れ 意 っ 「 
' 一 

o ケ 

一 ほろ 、 じで 味の 試り論 キ小ゴ i 
こ ， キ み ス は か 

円お 

そ 
れ 
と 

な   
に C 請 作 関 

お 者 の し 

の 
の 
き   射 に 従 

ヒョ 

の 

考   
察 ス つ の 

小 に な る 
唆 

よ 

も   
る " 当 て っ じ   
ほ の も か キ る 
対 空 の と ェ ケ 
す 容 で か か l 

る を は ぅ ケ ス 

枕 経 な プ ゴ が 
判 験 く ロ l 多 
と す " セ ル か 
も る 少 ス が つ     

者
が
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
に
着
目
し
た
い
。
語
り
 の
 ス
タ
イ
ル
は
、
思
想
研
究
に
お
い
て
は
と
も
す
れ
ば
 非
本
質
的
で
あ
る
と
さ
 

ね
 、
思
想
内
容
を
単
に
伝
達
す
る
た
め
の
媒
体
に
過
ぎ
た
 い
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
少
な
く
 と
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

に
お
い
て
は
そ
れ
は
妥
当
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
著
 作
 活
動
の
目
的
は
 、
 先
に
述
べ
た
 ょ
 り
に
読
者
を
し
て
 真
に
キ
リ
ス
卜
者
に
な
 

ら
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
化
を
起
こ
さ
せ
る
語
り
に
 彼
自
身
配
慮
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
ば
し
 ば
 指
摘
さ
れ
る
よ
り
に
 

「
内
面
性
」
「
主
体
性
」
と
い
っ
た
彼
の
思
想
概
念
の
抽
出
 

が
 、
テ
キ
ス
ト
ほ
ど
の
魅
力
を
持
た
な
い
こ
と
を
考
え
 て
み
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
 

  

 
 

う
 。
 日
 後
書
丘
の
言
葉
の
通
り
、
「
客
観
的
に
は
何
が
（
 

す
 
せ
り
 
色
 ）
言
わ
れ
る
か
が
強
調
さ
れ
る
が
、
主
体
的
に
は
ど
 の
よ
う
に
 
宝
せ
 0
 ～
 -
 
の
印
の
も
 

@
 
Ⅱ
 @
 

言
わ
れ
る
か
が
強
調
さ
れ
る
」
（
傍
点
部
は
原
文
 
ィ
タ
リ
 ッ
ク
 ）
の
で
あ
る
。
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銘
持
 し
た
人
ほ
全
て
の
人
に
ま
さ
っ
て
偉
大
と
な
っ
た
 

ハ
ム
の
 イ
 サ
ク
奉
献
を
モ
チ
 一
フ
 と
し
た
も
の
で
あ
る
が
 

」
と
述
べ
ら
れ
、
創
世
記
の
十
二
章
か
ら
の
 ァ
 ブ
ラ
 ハ
 

、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
が
死
後
も
こ
の
著
作
だ
け
は
 

ム
 に
関
す
る
記
述
が
始
ま
 

不
朽
で
あ
ろ
う
と
評
価
 

し
た
も
の
で
 

@
l
@
@
 
@
 

2
 
 

ハ
 我
々
か
ら
見
て
も
文
学
的
に
優
れ
た
件
目
 叩
 で
あ
る
。
こ
れ
を
テ
キ
ス
ト
に
用
い
る
理
由
と
し
て
は
 、
こ
の
著
作
が
研
究
者
 

の
間
で
様
々
な
解
釈
を
許
容
し
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
 る
 。
後
述
す
る
よ
う
に
「
倫
理
的
な
も
の
の
目
的
論
的
 

 
 

一
 シ
ョ
ナ
 か
 な
 テ
 一
 ％
を
 扱
っ
た
た
め
、
倫
理
を
不
合
理
 な
も
の
の
た
め
に
廃
棄
し
た
と
し
て
し
 ぱ
 し
ば
そ
の
 テ
 ｜
ゼ
の
 是
非
だ
け
が
 論
 

（
 
u
@
 

じ
ら
れ
て
ぎ
た
。
そ
の
結
果
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
 概
念
仁
対
し
て
激
し
い
批
判
も
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
 が
ら
、
そ
の
よ
う
な
 批
 

判
の
多
く
ほ
、
筆
者
に
ほ
仮
名
著
作
の
意
図
を
看
過
し
た
 こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
か
ら
で
 あ
る
。
 

こ
こ
で
語
り
手
 は
 「
 ョ
 ハ
ン
ネ
ス
，
 デ
 ・
シ
レ
ソ
チ
オ
」
 （
沈
黙
の
 ョ
 ハ
ン
 ネ
ス
 ）
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
 、
 自
ら
「
信
仰
を
も
 

っ
て
い
な
い
」
と
断
言
す
る
。
語
り
手
が
さ
し
あ
た
り
 念
 頭
に
お
い
て
い
る
語
り
の
対
象
た
る
相
手
は
、
デ
ン
マ
 一
ク
の
 同
時
代
人
、
 つ
 

ま
り
制
度
的
に
ほ
国
教
会
に
属
す
る
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
り
 、
 彼
ら
は
知
識
と
し
て
ほ
キ
リ
ス
ト
教
を
熟
知
し
て
い
 る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
 
 
 

、
 語
り
手
は
そ
れ
と
 は
 断
ら
ず
に
自
由
に
用
い
る
こ
と
 が
で
き
る
。
こ
の
著
作
 

は
 「
序
言
」
、
「
調
律
」
、
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
 

讃
 え
る
言
葉
」
 
、
「
問
題
」
、
「
結
び
」
の
五
部
か
ら
成
立
す
る
が
、
こ
こ
 

で
は
主
に
「
ア
ブ
ラ
 ハ
 

詞
ム
 

-
 
。
 

を
請
 え
る
言
葉
」
と
「
問
題
」
に
即
し
て
語
り
の
 特
徴
の
一
端
を
見
て
ゆ
ぎ
た
い
。
 

栖
 

ま
ず
、
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
 
請
 え
る
言
葉
」
に
お
い
 て
、
 「
だ
れ
で
も
そ
の
期
待
に
応
じ
て
偉
大
と
な
っ
た
 し
か
し
不
可
能
な
こ
と
を
 期
 

@
 
騰
 @
 

著
 ゆ

る
 。
信
仰
に
よ
っ
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
神
か
ら
の
命
令
 に
 従
い
、
行
く
先
も
知
ら
ず
に
故
郷
の
地
を
出
で
、
 約
 束
の
地
に
至
っ
た
。
そ
の
 行
 

が
 
為
が
信
仰
に
 よ
 る
も
の
で
な
け
れ
ば
常
軌
を
逸
し
た
 

ぅ
 命
令
が
下
っ
た
時
も
信
仰
に
よ
っ
て
捧
げ
、
イ
サ
ク
が
 

も
の
で
あ
っ
た
 と
ョ
ハ
ソ
キ
 ス
は
言
 う
 。
続
け
て
、
 信
 

返
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
た
、
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
 叙
 

仰
に
よ
っ
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
 

述
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
 

メ
 
契
約
を
受
け
取
っ
た
が
、
サ
ラ
の
不
妊
に
も
か
か
わ
 ら
ず
契
約
の
成
就
を
諦
め
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
 契
 約
の
子
イ
サ
ク
を
捧
げ
る
 ょ
 

 
 

51 (51) 



交
え
た
 へ
 ブ
ル
書
の
再
構
成
で
あ
る
。
 

（
 
@
 
り
 
）
 

「
問
題
」
の
「
 
序
想
 」
に
お
い
て
、
「
人
々
は
働
こ
 
う
と
し
 な
い
で
こ
の
物
語
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
」
す
な
わ
ち
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
皮
相
 

に
讃
 え
る
人
々
が
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
の
行
為
は
そ
れ
自
身
は
 子
殺
し
で
あ
り
、
彼
が
如
何
に
不
安
と
葛
藤
を
感
じ
つ
 つ
 行
っ
た
の
か
を
忘
却
 

し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
 奉
 献
を
口
で
は
 讃
 え
る
説
教
師
も
、
い
ざ
仮
に
ア
ブ
ラ
 ハ
 ム
を
 真
似
て
我
が
子
を
 

殺
そ
う
と
す
る
男
が
い
れ
ば
、
こ
の
男
を
罵
倒
す
る
で
あ
 ろ
う
と
 ョ
ハ
ソ
キ
 ス
は
想
像
し
、
説
教
師
の
矛
盾
を
椰
 撤
 す
る
。
も
ち
ろ
ん
 ァ
 

ブ
ラ
ハ
ム
の
行
為
 は
 信
仰
 に
 よ
る
か
ら
こ
そ
偉
大
な
の
で
 

「
信
仰
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
。
そ
の
理
由
は
次
 
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 に
 ょ
 れ
ば
、
「
 諦
 

あ
り
、
こ
の
男
の
行
為
は
神
の
命
令
 仁
 従
っ
た
信
仰
に
 よ
る
も
の
と
は
限
ら
な
 

め
 」
と
「
信
仰
」
は
 区
 

い
 。
し
か
し
 ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 は
こ
の
想
像
を
行
い
、
ア
ブ
 -
 
フ
 ハ
ム
の
問
題
を
現
代
 仁
 置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 読
 者
と
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
の
 

間
の
距
離
を
取
り
払
い
、
読
者
自
身
の
問
題
と
し
て
 突
 き
 付
け
よ
う
と
す
る
。
 

@
 
け
 @
 

こ
の
よ
う
に
自
ら
「
聞
き
手
を
感
動
さ
せ
、
信
仰
の
弁
証
 法
的
な
戦
い
と
巨
大
な
情
熱
を
感
じ
さ
せ
」
つ
つ
も
、
 ョ
ハ
ソ
不
ス
 自
身
は
 

（
㎎
）
 

別
さ
れ
る
。
「
諦
め
」
は
有
限
性
の
放
棄
で
あ
り
、
信
仰
 
が
 地
上
的
な
欲
望
の
断
念
を
要
求
す
る
以
上
、
信
仰
の
 
一
 契
機
を
な
す
。
し
か
 

し
 、
両
者
の
決
定
的
な
相
違
は
信
仰
が
有
限
性
を
諦
め
た
 上
 で
再
び
有
限
性
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
 理
性
的
に
は
背
理
と
し
 

か
 言
い
様
が
な
い
。
「
信
仰
の
騎
士
」
は
外
面
的
に
は
 
全
 く
 判
別
で
き
な
い
が
、
こ
の
運
動
を
絶
え
ず
行
っ
て
 
い
 る
 0
 ョ
ハ
ソ
 ネ
ス
自
身
 

は
 「
無
限
性
の
連
動
」
（
諦
め
）
は
出
来
る
が
、
信
仰
の
 
弁
証
法
的
運
動
は
出
来
な
い
、
と
述
べ
る
。
ア
ブ
ラ
 
ハ
 ム
は
 イ
サ
ク
を
諦
め
 う
 

つ
 、
背
理
な
も
の
の
 力
 に
よ
っ
て
再
び
 イ
 サ
ク
が
返
っ
て
 く
る
と
信
じ
た
 ｜
 こ
れ
は
 へ
 ブ
ル
書
の
理
解
に
合
致
し
 て
い
る
 ｜
 が
ゆ
え
に
、
 

ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 に
と
っ
て
「
逆
説
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
 、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
な
ぜ
信
仰
を
理
解
で
 き
な
い
 ョ
ハ
ソ
キ
 ス
が
 

ぬ 識 認 す 

る を 
こ 持 
と っ 
で、 読 

あ 者 
る 仁 

  
一 て 

て は 
十 へ 

九 ブ 
節 ル 
） 圭 
が め 

忠 男 
起 十 
さ - 
れ 車 
よ （ 「 
ぅ 信   
とは、 「アブ 

  ノ う、 望ん 

な で 

謂 い 

え る 
る 事 

柄を 言葉 

」 確 
自 信 
体 し 

き王三 ロロ ま 
り だ 
毛 見 
ョ え " 
ハ て 
らノ Ⅰ 、 

ネ ヵょ 

ス い 

の 事 
忠 実 
像 を 
を 確 
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ゴ -/ レ キ - ルケ %
 
 り
 、
市
民
社
会
的
な
規
範
を
指
す
も
の
と
推
測
さ
れ
 る
 。
 

仮
 

問
題
一
で
は
、
こ
の
立
場
か
ら
見
れ
 ば
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
 イ
 サ
グ
 を
捧
げ
た
行
為
は
全
く
私
的
な
行
為
で
あ
り
、
 倫
 理
 的
に
は
正
当
化
さ
 

れ
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
 ギ
り
ッ
ャ
 悲
劇
の
 、
国
 家
 の
た
め
に
自
分
の
娘
を
捧
げ
た
悲
劇
的
英
雄
ア
ガ
 メ
 ム
ノ
ソ
 と
対
比
さ
れ
 

あ
り
、
個
別
者
が
普
遍
的
な
も
の
を
介
さ
ず
に
個
別
 

-
 る
 。
問
題
二
で
は
、
神
に
対
す
る
絶
対
的
義
務
が
あ
 的

に
神
へ
の
義
務
を
負
 う
 と
い
う
こ
と
ほ
、
矛
盾
と
な
る
 

る
か
が
問
わ
れ
る
。
先
の
倫
理
的
な
立
場
に
お
い
て
ほ
 義
 勝
 と
ほ
普
遍
的
な
も
の
で
 

。
問
題
 三
 に
お
い
て
も
、
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諦
め
と
信
仰
と
の
区
別
を
語
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
 謂
 え
ら
 れ
る
の
か
。
 

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
想
像
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
 
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
出
来
な
し
」
 

@
9
 

l
 
 

～
 と
い
う
 ョ
ハ
ソ
 キ
 ス
の
言
葉
の
示
 

す
 通
り
、
信
仰
と
諦
め
の
区
別
は
彼
自
身
の
想
像
の
産
物
 で
あ
り
、
こ
の
著
作
の
副
題
た
る
自
弁
証
法
的
野
情
詩
 臼
に
 Ⅰ
も
 
表
 八
リ
 
き
た
れ
る
 

少
 

ょ
 

う
 に
彼
は
詩
人
と
し
て
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
 ョ
 ハ
ン
 キ
 ス
が
あ
え
て
 へ
 ブ
ル
書
の
名
を
引
か
な
か
 っ
 た
の
も
、
一
つ
に
は
 

信
仰
者
で
な
 い
 も
の
と
し
て
聖
書
の
権
威
を
用
い
ら
れ
な
 か
っ
た
と
い
う
理
由
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
な
お
役
目
 身
 予
見
し
て
い
る
よ
 う
 

-
 
㏄
 -
 

に
、
 彼
は
信
仰
に
関
し
て
反
省
的
で
あ
り
、
読
者
か
ら
 非
 常
な
 信
仰
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
 

続
い
て
「
問
題
」
一
で
三
に
お
い
て
、
 ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 は
 「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
物
語
の
う
ち
に
あ
る
弁
証
法
的
な
も
の
 
突
い
く
つ
か
の
 間
 

題
の
形
に
取
り
出
し
て
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
い
か
に
 途
 方
 も
な
し
逆
説
で
あ
る
 

t
 
 
。
 

力
 
@
l
-
 

セ
 」
 を
 示
そ
う
と
す
る
。
そ
の
 問
題
と
は
、
 一
 倫
理
 

的
な
も
の
の
目
的
論
的
停
止
は
存
在
す
る
か
、
二
神
に
 
対
す
る
絶
対
的
義
務
が
存
在
す
る
か
、
 三
ァ
 ブ
ラ
 ハ
 ム
が
 自
ら
の
意
図
を
 サ
 

ラ
、
ェ
り
ェ
セ
 ル
、
イ
サ
 ク
 に
対
し
て
語
ら
な
か
っ
た
の
 ぼ
 倫
理
的
に
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
 
か
 、
と
い
う
三
点
で
あ
 

る
 。
三
点
に
共
通
す
る
逆
説
と
は
「
個
別
者
が
普
遍
的
 

 
 

題
 」
で
 ョ
 ハ
ン
 キ
 ス
は
 



「
倫
理
的
な
も
の
」
は
、
普
遍
的
な
も
の
を
媒
介
と
す
る
 
こ
と
、
公
明
に
語
り
得
る
こ
と
と
し
て
現
れ
る
。
し
か
 し
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
自
ら
 

の
 意
図
を
誰
仁
も
話
さ
な
か
っ
た
の
で
、
倫
理
的
に
も
 彼
 0
 行
為
は
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
三
の
問
題
、
 つ
 ま
り
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
 自
 

分
の
意
図
を
語
れ
な
か
っ
た
の
は
、
自
分
の
行
為
が
「
 逆
 説
 」
で
あ
っ
た
た
め
相
手
に
説
明
し
て
も
理
解
さ
れ
な
 か
っ
た
点
に
起
因
し
て
 

い
る
点
で
、
信
仰
の
弁
証
法
的
運
動
か
ら
派
生
す
る
も
の
 で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
点
を
通
じ
て
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
は
 「
倫
理
的
な
も
の
」
の
 

立
場
か
ら
は
全
く
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
 こ
 @
 
」
で
付
記
し
て
お
け
ば
、
こ
れ
ら
の
倫
理
観
は
必
ず
し
も
 ョ
ハ
ソ
 不
ス
自
身
の
も
 

の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
一
）
 三
 ま
で
の
倫
理
的
 な
も
の
の
定
義
に
 、
 「
も
し
こ
れ
が
正
し
げ
れ
ば
…
」
 と
条
件
を
付
け
た
上
で
 

問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
を
展
開
し
て
お
ぎ
つ
つ
、
 ョ
ハ
ソ
 不
ス
 は
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
場
ム
ロ
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
と
異
な
っ
 
て
 倫
理
的
な
も
の
の
 

後
ろ
だ
て
が
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
そ
の
行
為
は
一
層
困
難
 で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
る
に
し
ろ
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
が
 信
 仰
の
弁
証
法
的
運
動
を
 

@
 
㌍
 -
 

な
さ
な
け
れ
ば
や
は
り
一
人
の
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
で
し
か
な
 か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
る
。
 ョ
 ハ
ン
 ネ
ス
 に
と
っ
 て
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
「
 逆
 

説
 」
た
る
本
来
の
理
由
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
 ョ
ハ
ソ
キ
 ス
 の
 倫
理
観
か
ら
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
を
行
っ
た
か
ら
 で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
 

先
の
信
仰
の
弁
証
法
的
運
動
を
な
し
た
こ
と
に
よ
る
。
「
 
信
仰
が
い
か
に
途
方
も
な
い
逆
説
で
あ
る
か
を
示
す
」
 た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
 

れ
る
の
問
題
は
 、
 実
は
信
仰
に
と
っ
て
二
次
的
な
問
題
に
 過
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
 ョ
ハ
ソ
 ネ
ス
 自
 寿
 は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
 

正
し
か
っ
た
か
否
か
の
点
に
つ
い
て
判
断
を
保
留
し
て
い
 る
 。
 

以
上
の
 、
 「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
 讃
 え
る
言
葉
」
と
「
問
題
」
 か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
信
仰
理
解
、
信
 仰
 と
市
民
道
徳
の
関
 

係
、
へ
｜
 ゲ
ル
主
義
者
へ
の
批
判
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
テ
ー
マ
 と
 な
ろ
う
。
し
か
し
、
 ョ
 ハ
ン
 キ
 ス
の
意
図
は
何
で
あ
 っ
 た
の
か
 0
 し
ば
し
ば
 

こ
の
著
作
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
「
信
仰
 は
 不
合
理
で
あ
り
、
倫
理
よ
り
も
高
い
」
と
い
う
こ
と
 だ
と
さ
れ
、
批
判
さ
れ
 

て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
 ョ
ハ
ソ
 ネ
ス
自
身
語
っ
 て
い
な
い
こ
と
を
読
み
込
ん
で
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
 。
そ
し
て
こ
の
解
釈
が
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生
じ
た
原
因
は
 
、
 書
き
手
の
立
場
の
唆
 

抹
 さ
つ
ま
り
 信
仰
者
で
な
い
と
い
い
つ
つ
も
信
仰
者
に
見
え
る
 

点
 

に
あ
る
と
思
わ
れ
 

る
 。
こ
の
 
暖
抹
 さ
は
批
判
的
に
見
れ
ば
、
視
点
の
一
貫
性
 

の
 欠
如
と
い
う
真
の
著
者
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
 

l
 ル
自
身
の
失
 
敵
 に
帰
せ
ら
れ
る
か
も
 

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮
名
著
者
 

ョ
 ハ
ン
 
ネ
ス
 の
意
図
の
 
暖
昧
 さ
は
、
真
の
著
者
 
キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
一
か
め
 
意
図
が
不
 
明
 で
あ
る
こ
と
に
は
 

直
 

結
し
な
い
。
 
円
 
お
そ
れ
と
お
の
の
ぎ
 

口
 冒
頭
の
モ
ッ
ト
一
 
「
タ
ル
ク
 
イ
ニ
 ウ
ス
・
ス
ペ
ル
 
フ
 ス
が
庭
園
で
け
し
の
 

苗
以
 
に
よ
っ
て
生
口
げ
た
こ
 

と
を
彼
の
子
は
理
解
し
た
が
、
使
者
は
理
解
し
な
か
っ
た
 

」
と
い
う
ハ
ー
マ
ソ
の
言
葉
は
 

、
 極
め
て
示
唆
的
で
あ
 

る
 。
こ
の
言
葉
は
 
、
意
 

図
を
語
ら
な
い
、
 

暖
 味
な
行
為
も
受
取
り
手
に
よ
っ
て
は
 

理
解
し
 
ぅ
 る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
意
図
を
語
 

う
な
い
こ
と
自
体
が
 

メ
 

ッ
 セ
ー
ジ
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
沈
黙
は
こ
の
著
書
に
 

と
っ
て
重
要
な
 
テ
 一
 ％
 で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
問
題
 

二
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
 

糖
佐
 

-
 
神
 
）
 

黙
 だ
け
で
は
な
く
、
仮
名
著
者
自
身
の
沈
黙
を
も
指
し
て
 

い
る
、
と
考
え
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 

ま
さ
に
、
彼
の
名
「
 

シ
 

レ
 ソ
チ
オ
」
の
示
す
よ
 

う
 に
仮
名
著
者
 
ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 
は
 、
 鋭
吉
で
あ
り
つ
つ
も
何
も
明
ら
か
 

に
 し
な
い
。
 

 
 

と
い
が
点
を
用
い
な
け
れ
ば
 

却
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
仮
名
著
作
は
単
な
る
思
想
 

円
 
お
そ
れ
と
お
の
の
ぎ
口
を
充
 

書
 

討
と
を
示
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
テ
キ
ス
ト
の
も
つ
語
り
 

-
-
 

。
 っ

た
 
0
 こ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
の
も
つ
語
り
と
い
う
点
に
注
 

我
々
の
前
提
 
は
、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
仮
名
著
作
が
「
 

読
 

 
 

 
 

か
け
の
構
造
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
 

目
し
、
実
は
こ
の
語
り
手
の
立
場
の
暖
 

昧
 さ
が
、
読
者
 

者
の
キ
リ
ス
ト
教
的
覚
醒
」
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
 

 
 

持
っ
て
お
り
、
文
学
的
な
観
 

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
 

イ
 

に
 働
き
か
け
て
い
る
こ
 

、
と
い
う
こ
と
で
あ
 

ヱ
 
イ
ー
ザ
ー
の
理
論
に
つ
い
て
こ
こ
で
一
言
口
述
べ
て
 

彼
は
、
テ
キ
ス
ト
の
隠
さ
れ
 

れ
室
 
風
味
の
解
明
を
目
 

的
と
し
た
従
来
の
解
釈
 

と
 

ノ
ン
 

 
 

は
 異
な
り
、
意
味
は
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
と
読
者
と
の
 

相
 互
 作
用
に
お
い
て
成
立
す
る
と
す
る
 

0
 テ
キ
ス
ト
は
。
 
読
者
の
側
の
能
動
的
行
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い
か
と
い
う
疑
問
を
喚
起
し
う
る
。
こ
こ
で
、
 ョ
ハ
ソ
ネ
 ス
は
 、
自
分
に
は
信
仰
の
運
動
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
 信
仰
者
で
は
な
い
と
 述
 

べ
る
。
如
何
に
信
仰
に
つ
い
て
深
い
知
的
洞
察
を
も
と
 う
 と
も
、
 ョ
ハ
ソ
キ
 ス
の
言
う
「
信
仰
」
と
は
知
的
理
解
 で
は
な
く
運
動
を
行
 う
 

こ
と
、
「
行
為
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
読
者
 
は
 察
知
す
る
。
こ
の
緊
張
の
解
消
、
す
な
わ
ち
「
空
所
 
」
の
補
填
は
、
読
者
に
 

よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
、
解
消
の
仕
方
は
も
ち
ろ
ん
 一
 意
 的
に
決
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
読
者
に
よ
っ
て
様
々
 な
 解
消
の
仕
方
が
生
ま
 

（
 
乃
 ）
 

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
緊
張
は
、
読
者
に
 ョ
ハ
ソ
ネ
 ス
の
 意
味
し
て
い
る
「
信
仰
」
と
自
分
の
信
仰
理
解
に
 差
異
が
あ
る
の
で
は
な
 

ま
ず
、
 ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 は
 へ
 ブ
ル
書
の
名
を
出
さ
ず
に
引
用
 し
て
い
る
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
。
こ
こ
で
 へ
 ブ
ル
 書
 を
 知
っ
て
い
る
読
者
 

は
 語
り
手
に
つ
い
て
、
自
分
と
同
じ
知
識
を
前
提
と
し
て
 い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 は
信
仰
に
つ
い
 て
 情
熱
を
傾
げ
て
思
索
 

し
、
 語
る
。
そ
の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
情
熱
の
た
め
、
 ョ
ハ
 ソ
キ
 ス
は
読
者
よ
り
信
仰
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
 る
 。
こ
こ
で
 毛
 
-
m
 

者
は
彼
 

が
 当
然
の
こ
と
な
が
ら
信
仰
者
で
あ
る
と
い
う
予
想
を
抱
 く
 。
し
か
し
こ
の
予
想
は
続
い
て
彼
の
「
信
仰
者
で
は
 な
い
」
と
い
う
言
葉
に
 

よ
っ
て
裏
切
ら
れ
る
。
「
信
仰
者
で
は
な
い
」
と
い
う
 
自
 己
 規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
非
常
な
信
仰
者
の
よ
う
に
 見
え
る
と
い
う
点
で
、
 

緊
張
が
生
ま
れ
る
。
読
者
は
こ
の
緊
張
を
解
消
し
、
両
者
 の
 結
合
関
係
を
見
い
だ
す
よ
う
誘
発
さ
れ
る
。
こ
こ
に
 
「
空
所
」
の
一
種
が
見
 

よ
う
な
機
能
が
必
要
と
な
る
。
 イ
 ー
ザ
ー
は
こ
の
機
能
を
 「
空
所
」
が
担
 
う
 と
す
る
。
「
空
所
」
の
現
れ
方
の
局
面
 
は
 様
々
で
あ
る
が
、
 い
 

ず
れ
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
 ソ
 に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
 を
し
め
て
い
る
。
（
 

7
 
2
 
 

）
 円
 り
そ
れ
 

い
 

L
L
 
ふ
 
㎏
の
の
き
 b
 の
テ
キ
ス
ト
 の

中
に
も
、
こ
の
「
 空
 

所
 」
に
相
当
す
る
も
の
が
現
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
 -
 
ァ
 キ
ス
ト
の
意
図
た
る
読
者
の
覚
醒
を
推
進
す
る
力
と
な
 っ
て
い
る
と
我
々
は
 考
 

（
㌍
 
-
 

え
る
。
 

 
 

作
品
は
、
テ
キ
ス
ト
と
読
者
に
よ
る
具
体
化
と
の
間
に
位
 直
 す
る
。
」
 

@
6
-
2
 
 
デ
 キ
ス
ト
と
読
者
間
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
 コ

 
ン
関
係
が
成
り
 丈
 

 
 
 
 
 
 
 
 

つ
の
で
あ
る
が
、
当
然
通
常
の
対
人
間
の
コ
ミ
ュ
 テ
ケ
｜
 シ

ョ
ソ
 と
は
異
な
る
た
め
、
テ
キ
ス
ト
に
は
対
話
を
呼
 び
 起
こ
し
、
手
引
す
る
 

為
を
呼
び
起
こ
し
、
理
解
を
手
引
す
る
構
造
を
も
ち
 つ
 っ
 も
 、
読
者
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
意
味
 
が
 成
立
す
る
。
「
文
学
  

 



 
 

5
7
 

ハ
ム
を
殺
人
者
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
先
に
 述
べ
た
よ
 う
 に
必
ず
し
も
彼
自
身
の
倫
理
観
と
し
て
 輯
 小
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
 

ね
 

攻
撃
し
て
い
る
の
で
は
な
い
 0 
彼
自
身
は
二
者
択
一
 
か
ら
逃
れ
て
お
り
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
が
殺
人
者
で
あ
る
か
 、
信
仰
の
逆
説
が
あ
る
か
、
 

 
 
 
 
 
  
 

レ
 

判
断
を
保
留
し
て
い
る
。
（
「
倫
理
的
な
も
の
」
を
 

自
 ら

の
倫
理
観
と
し
て
提
示
し
た
 場
 ム
ロ
、
彼
自
身
も
ジ
 
ン
 
ソ
マ
 
に
立
た
さ
れ
、
ア
ブ
ラ
 

仮
 

ル
 

「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
へ
の
覚
醒
」
と
い
う
著
作
 
の
 意
図
に
反
す
る
結
果
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
 ョ
ハ
ソ
ネ
 
ス
は
 、
信
仰
を
一
方
的
に
 

 
 

名著作の語り 

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
こ
れ
に
 ょ
っ
 て
 、
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
、
自
身
の
信
仰
理
解
を
反
 省
す
る
契
機
と
な
る
 可
 

能
 性
が
開
か
れ
る
。
 

続
い
て
「
問
題
」
に
お
い
て
 ョ
 ハ
ン
 キ
 ス
は
、
イ
サ
ク
 奉
 献
を
賞
賛
す
る
人
々
が
実
際
に
は
そ
の
行
為
の
不
ム
ロ
 
理
 さ
を
理
解
し
て
い
な
 

い
 点
に
批
判
を
向
け
、
信
仰
の
逆
説
性
を
も
っ
と
も
尖
鋭
 化
し
た
形
で
論
じ
る
。
こ
こ
で
も
「
空
所
」
に
相
当
 
す
る
も
の
が
見
ら
れ
よ
 

ぅ
 。
彼
は
逆
説
性
を
際
だ
た
せ
る
た
め
市
民
社
会
の
規
範
 と
し
て
の
「
倫
理
的
な
も
の
」
の
概
念
を
取
り
上
げ
る
 。
そ
し
て
こ
の
「
倫
理
 

的
な
も
の
」
か
ら
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
行
為
 は
 正
当
化
さ
れ
 な
い
、
と
す
る
。
従
来
キ
 リ
ス
 卜
者
と
し
て
、
ア
ブ
ラ
 ハ
ム
の
信
仰
を
疑
念
も
 

抱
き
も
せ
ず
 讃
 え
て
ぎ
た
読
者
に
と
っ
て
こ
の
テ
ー
ゼ
 は
 彼
ら
が
無
自
覚
に
持
っ
て
い
た
、
慣
習
化
さ
れ
た
（
 市
 民
社
会
の
規
範
と
融
合
 

し
た
 ）
信
仰
概
念
を
否
定
す
る
方
向
に
働
く
。
読
者
が
 ナ
 
」
れ
ま
で
通
り
、
キ
 リ
ス
 卜
者
を
自
認
し
ょ
う
と
す
れ
ば
 、
倫
理
的
に
は
到
底
容
 

認
 で
き
な
い
殺
人
行
為
を
も
信
仰
と
し
て
認
め
な
く
て
は
 な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
追
い
込
ま
れ
る
。
 ョ
ハ
 ソ
ネ
ス
 は
信
仰
を
「
 逆
 

（
㏄
）
 

説
 」
で
あ
る
と
 繰
 返
す
が
、
信
仰
の
中
に
い
る
者
に
と
っ
 て
は
信
仰
は
必
ず
し
も
「
逆
説
」
と
は
な
ら
な
い
。
 従
 っ
て
Ⅰ
 ョ
ハ
ソ
不
ス
は
 

信
仰
の
外
に
お
り
、
自
ら
の
倫
理
観
か
ら
信
仰
を
「
逆
説
 」
と
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
倫
理
 的
な
も
の
の
前
提
が
 読
 

者
に
と
っ
て
自
然
に
見
え
れ
ば
見
え
る
ほ
ど
信
仰
は
文
字
 通
り
「
逆
説
」
と
な
る
。
こ
れ
は
、
 ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 が
 巧
 妙
に
読
者
に
「
倫
理
的
 

な
も
の
」
か
ら
の
視
点
を
と
る
よ
 う
 に
仕
向
け
た
効
果
で
 あ
る
。
 

読
者
の
も
っ
て
い
た
慣
習
的
な
信
仰
が
全
面
的
に
否
定
 
さ
れ
る
 場
 ム
ロ
、
信
仰
自
体
の
瓦
解
を
招
く
。
そ
れ
で
は
 
我
々
が
前
提
と
し
た
 



さ
ら
に
、
な
ぜ
 ョ
ハ
ソ
キ
 ス
は
信
仰
を
あ
の
よ
う
な
形
で
 否
定
し
た
の
か
、
と
い
う
問
 い
が
 読
者
 に
 生
ま
れ
れ
ば
 、
信
仰
を
自
己
の
間
 

題
 と
し
て
で
は
な
く
、
単
に
対
象
的
に
し
か
捉
え
な
く
 な
っ
た
人
々
へ
の
批
判
、
と
い
う
語
り
手
の
意
図
も
明
確
 に
な
る
で
あ
ろ
う
 
0
 ァ
 

プ
ラ
ハ
ム
 仁
表
 わ
さ
れ
る
よ
う
な
信
仰
が
自
ら
の
日
常
的
 理
解
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
無
自
覚
に
生
き
て
き
 

た
人
間
が
、
信
仰
 に
 自
覚
的
に
目
を
向
け
る
パ
一
ス
ペ
グ
 テ
ィ
ブ
の
変
化
が
可
能
に
な
る
 0
 今
ま
で
の
読
者
の
 キ
 リ
ス
ト
教
へ
の
関
わ
り
 

@
 
㌍
 @
 

方
が
反
省
さ
れ
、
ど
 う
関
 わ
る
か
自
身
の
選
択
が
迫
ら
れ
 る
 。
 

も
ち
ろ
ん
、
読
者
に
選
択
を
迫
る
だ
け
で
は
「
キ
リ
ス
ト
 教
へ
と
導
く
」
目
的
を
必
ず
し
も
達
成
で
き
る
と
は
 限
 う
な
い
。
し
か
し
 

㍉
不
安
の
概
念
 b
 や
日
死
に
至
る
病
 b
 の
自
己
の
弁
証
法
 に
お
い
て
は
、
自
覚
的
な
異
教
徒
は
無
自
覚
的
な
キ
リ
 ス
 卜
者
よ
り
も
高
く
に
 

位
置
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
と
な
る
こ
と
ー
と
り
も
 直
 さ
ず
 キ
リ
ス
卜
者
と
な
る
こ
と
 ｜
仁
 と
っ
て
決
定
的
な
 モ
 ノ
ソ
ト
 は
「
自
己
 意
 

識
 」
で
あ
る
。
選
択
を
意
識
し
な
い
状
態
か
ら
、
選
択
し
 ぅ
る
 状
況
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
自
身
自
己
 の
 覚
醒
を
意
味
す
る
。
 

読
者
を
真
仁
キ
リ
ス
卜
者
へ
と
な
ら
し
め
る
た
め
仁
は
 、
 ま
ず
選
択
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

（
：
 
@
 

る
 。
」
 

は
な
い
。
）
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
依
然
と
し
て
信
仰
を
賞
賛
 
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
語
り
手
は
、
ア
プ
ラ
ハ
ム
自
行
 為
 を
め
ぐ
っ
て
読
者
に
 

二
つ
の
異
な
る
視
点
を
用
意
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 、
旺
 
-
m
 

者
 自
身
が
信
仰
の
立
場
に
立
つ
か
、
「
倫
理
」
の
立
場
 に
 立
つ
か
の
二
者
択
一
 

を
 迫
ら
れ
る
。
 

慣
習
的
な
規
範
が
否
定
さ
れ
た
場
合
、
読
者
の
側
に
も
 「
空
所
」
が
生
じ
る
、
 と
イ
 ー
ザ
ー
は
言
 う
 。
否
定
が
 旺
 
-
m
 

者
を
、
当
然
 規
 し
て
 

き
た
従
来
の
世
界
に
対
し
て
新
た
な
関
係
 に
 お
く
か
ら
で
 あ
る
。
こ
の
種
の
空
所
は
、
規
範
 肛
 対
す
る
読
者
自
身
 の
 関
係
を
問
 う
 、
重
要
 

な
 機
能
を
も
っ
て
い
る
。
イ
ー
ザ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
 。
「
空
所
を
補
填
す
る
た
め
仁
は
、
読
者
が
そ
れ
に
 ょ
 っ
て
、
テ
キ
ス
ト
を
 真
 

に
 経
験
し
 ぅ
 る
よ
う
な
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 読
 者
が
ど
の
よ
う
な
経
験
を
す
る
に
し
て
も
、
読
者
は
各
 々
態
度
決
定
を
迫
ら
れ
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キヱルケゴ一 

討
 
-
 
。
 キ
 ェ
 
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
「
内
面
性
」
は
最
重
 

要
 
概
念
の
一
 

つ
 
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
を
一
貫
し
て
 

自
 分
 
自
身
の
実
存
の
問
題
と
し
 

 
 

 
 

 
 

怖
れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
 円
 お
そ
れ
と
お
の
 

窒
 b の
テ
キ
ス
ト
 

み
 出
す
「
空
所
」
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
 語
  
 

見
え
る
、
と
い
う
緊
張
関
係
に
由
来
す
る
 よ
う
 に
思
わ
 れ
 

に
判
断
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
 

ョ
ハ
 
 
 

に
 読
者
の
従
来
の
立
場
が
揺
る
が
さ
れ
る
こ
と
は
な
 い
 か
 

て
 注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
、
後
期
の
仮
名
著
作
 円
 キ
リ
ス
 

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
仮
名
著
者
自
身
が
「
 無
 」
と
な
 る
 

ク
リ
マ
 ク
ス
 
は
述
べ
て
い
る
 0
 信
仰
の
「
攻
撃
で
も
 防
 衛
 

@
 
㏄
 -
 

て
 」
そ
の
人
の
真
の
姿
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 0
 そ
 し
 

一
貫
し
て
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

に
は
、
読
者
を
参
与
さ
せ
、
変
化
さ
せ
る
構
造
が
看
取
さ
 れ
た
。
こ
の
力
を
生
 

手
が
「
キ
リ
ス
卜
者
で
な
い
」
と
い
う
自
己
規
定
を
行
い
 つ
つ
キ
リ
ス
卜
者
に
 

る
 。
 ョ
ハ
ソ
ネ
ス
 が
信
仰
者
と
し
て
権
威
を
も
っ
て
現
れ
 た
場
合
、
読
者
自
身
 

不
ス
は
 信
仰
者
と
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
立
場
を
認
め
る
，
 

」
と
に
な
り
、
結
果
的
 

ら
で
あ
る
 0
 ョ
ハ
ソ
キ
 ス
は
あ
え
て
キ
リ
ス
ト
信
仰
の
中
 に
い
な
い
も
の
と
し
 

ト
 教
へ
の
修
練
 ヒ
 で
述
べ
ら
れ
て
い
る
前
期
仮
名
著
作
の
 特
徴
に
一
致
す
る
も
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
思
い
が
明
ら
か
に
出
来
る
 、
と
 仮
名
著
者
ア
ン
チ
 @
 

で
も
な
い
形
で
提
示
さ
れ
た
叙
述
を
 、
 人
が
ど
の
よ
う
に
 判
断
す
る
か
に
よ
っ
 

て
こ
の
手
法
は
 、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
認
め
て
い
る
通
り
 、
前
期
仮
名
著
作
に
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最
後
に
こ
の
よ
う
な
語
り
は
ど
こ
に
由
来
す
る
も
の
か
 考
 察
し
た
い
 0
 こ
の
由
来
に
関
し
て
は
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
 自
身
が
「
キ
リ
ス
ト
 

救
世
界
内
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
を
自
認
し
た
こ
と
も
あ
り
、
 ソ
ク
ラ
テ
ス
の
問
答
法
と
の
関
連
が
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
 う
 0
 ソ
ク
ラ
テ
ス
は
 知
 

者
に
見
え
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
愚
者
と
自
称
し
て
人
々
を
 欺
い
た
。
相
手
に
真
理
と
は
何
か
を
問
い
、
問
答
を
続
 げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 相
 

手
の
答
え
の
中
に
含
ま
れ
る
誤
謬
を
引
き
だ
し
、
相
手
の
 従
来
の
知
識
を
否
定
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
自
身
は
 、
相
 手
の
知
識
を
否
定
す
る
 

の
み
で
、
何
の
解
答
も
与
え
る
こ
と
は
な
い
。
 キ
ヱ
ル
ケ
 ・
コ
ー
ル
は
、
そ
の
学
位
論
文
日
イ
ロ
ニ
ー
の
概
念
に
つ
 
い
て
 ヒ
 で
、
 ソ
 ク
ラ
テ
 

 
 

も
 信
仰
者
江
見
え
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
来
の
姿
を
欺
 き
、
相
手
の
無
批
判
な
 

信
念
を
否
定
す
る
点
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
法
と
確
か
に
 似
 て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
そ
こ
に
は
差
異
も
当
然
見
ら
 れ
る
。
 

「
無
限
の
否
定
性
」
と
し
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
相
手
の
 
真
理
の
中
に
含
ま
れ
る
矛
盾
を
指
摘
す
る
。
矛
盾
が
あ
 れ
ば
、
そ
の
真
理
は
 

廃
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
新
た
な
真
理
の
探
 求
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 0
 し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
 自
身
は
真
理
の
方
向
性
 

を
 示
さ
な
い
 0
 一
方
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 、
 既
に
見
た
よ
 う
に
キ
リ
ス
卜
者
と
錯
覚
し
て
い
る
相
手
と
同
じ
立
場
 に
 立
ち
な
が
ら
、
キ
リ
 

ス
ト
教
の
逆
説
性
を
強
調
し
、
相
手
の
そ
れ
に
対
す
る
 当
 惑
か
ら
相
手
の
隠
さ
れ
た
矛
盾
を
明
る
み
に
出
す
。
 し
 か
し
キ
リ
ス
ト
教
が
 相
 

手
か
ら
矛
盾
だ
と
認
識
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
 真
理
自
体
は
廃
棄
さ
れ
な
い
。
後
で
述
べ
る
 よ
う
 に
 キ
 ヱ
ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
に
よ
れ
 

ぱ
 、
理
性
の
立
場
か
ら
は
逆
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
 キ
 リ
ス
ト
教
の
本
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
仮
名
著
 者
が
全
く
非
キ
リ
ス
ト
 

者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
逆
説
性
を
攻
撃
し
て
い
れ
ば
、
 読
者
は
そ
れ
に
説
得
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
 
し
 、
す
で
に
見
た
 よ
う
 

に
、
ョ
ハ
ソ
キ
 ス
は
信
仰
者
で
な
い
と
言
い
つ
つ
も
、
 自
 ら
 キ
リ
ス
ト
教
の
逆
説
性
を
前
提
と
し
て
語
っ
て
い
る
 。
こ
の
矛
盾
が
、
相
手
 

      

キ 
Ⅰ l 
ス 
@ 
理 
解 
と 

の 
関 
係 
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が
 
宣
教
を
し
、
奇
跡
を
行
い
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
に
 ょ
 

あ
る
。
 イ
ヱ
ス
 が
神
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
た
 場
 ム
ロ
、
つ
ま
 

っ
て
直
ち
に
 神
 だ
と
信
じ
ら
れ
た
わ
 け
 で
 は
 な
い
。
 イ
 

り
 「
 つ ま
づ
き
の
可
能
性
が
も
し
な
け
れ
ば
…
…
 、
神
 

ヱ
ス
は
 故
郷
で
は
受
け
入
れ
 

人
は
偶
像
と
な
る
。
」
 

か
ら
れ
ず
、
奇
跡
を
行
っ
て
も
か
え
っ
て
恐
れ
ら
れ
、
 
追
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
 年
購
 は
キ
リ
ス
ト
教
に
と
 っ
て
決
定
的
な
モ
 ノ
ソ
ト
 で
 

@
 
辞
 ）
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咄
 
こ
こ
で
選
択
は
、
背
理
を
直
ち
に
拒
否
す
る
可
能
性
 

と
 、
背
理
を
拒
む
自
ら
自
身
を
反
省
す
る
可
能
性
を
生
 

み
 出
す
。
実
際
、
 
イ
ヱ
ス
 
は
 

名著作の語り 

ら
の
言
動
は
 ィ
ヱ
ス
 が
肉
の
形
を
と
っ
た
が
ゆ
え
に
「
 矛
 盾
の
徴
し
と
な
る
。
こ
の
矛
盾
の
あ
り
か
た
が
 ィ
ヱ
ス
 
の
 
「
イ
ソ
 コ
グ
ニ
ト
し
 

（
 卑
賎
 ）
神
で
あ
り
な
が
ら
肉
の
姿
を
と
る
で
 あ
る
。
矛
盾
の
徴
に
つ
い
て
は
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 「
あ
る
人
間
が
直
面
す
 

@
 
㏄
）
 

る
 矛
盾
は
…
…
一
つ
の
鏡
で
あ
る
。
そ
の
人
が
ど
 う
 判
断
 す
る
か
に
よ
っ
て
・
そ
の
人
間
の
中
に
凄
む
思
い
が
 必
 然
 的
に
表
わ
さ
れ
る
。
」
 

が
 従
来
の
段
階
に
留
 

て
い
る
 0
 そ
れ
に
比
 

留
ま
る
、
と
も
考
え
 

こ
の
相
違
は
 
キ
ヱ
 

く
こ
と
を
課
題
と
し
 

 
 

 
 キ

 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

前
期
の
仮
名
著
作
 円
 

"
 グ
 リ
マ
 
ク
ス
 
に
 よ
 

諒
 し
で
あ
る
。
彼
は
 

喚
起
す
る
も
の
で
あ
 ま

る
の
か
、
キ
リ
ス
卜
者
と
な
る
の
か
と
い
う
選
択
を
可
 能
 に
し
、
一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
方
向
性
を
示
 し
 

べ
れ
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
相
対
的
に
は
知
者
で
あ
っ
た
が
 、
彼
自
身
真
理
を
知
ら
な
い
点
で
ほ
や
ほ
 り
 
「
愚
者
」
 Ⅴ
 
プ
 
Ⅰ
 

ら
れ
る
。
 

ル
ケ
 ゴ
ー
ル
が
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
前
提
と
し
、
「
 
キ
リ
ス
ト
教
世
界
内
で
し
再
び
キ
リ
ス
ト
教
へ
読
者
を
 導
 

て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
こ
で
、
む
し
ろ
仮
名
著
 
作
の
語
り
は
彼
の
キ
リ
ス
ト
理
解
に
近
い
こ
と
を
示
し
 ホ
，
 

Ⅰ
 

は
 ・
 円
 キ
リ
ス
ト
教
へ
の
修
練
 怯
 に
お
い
て
 イ
ヱ
 ス
ー
 キ
 リ
ス
ト
と
の
同
時
性
を
問
題
と
し
て
い
る
 0
 こ
の
問
題
 は
  
 

断
片
口
に
お
い
て
既
に
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
 

そ
 の
 主
張
も
基
本
的
に
ほ
変
わ
っ
て
い
な
い
。
著
者
ア
ソ
 チ
 

れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
は
神
人
で
あ
り
、
神
と
人
と
の
間
の
 
絶
対
的
断
絶
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
 は
 本
質
的
に
ほ
「
 逆
 

イ
ヱ
ス
 を
、
「
矛
盾
の
徴
」
と
呼
ぶ
。
 

@
5
 

3
 
 

）
 
矛
盾
の
徴
と
は
・
 

「
直
接
性
」
で
は
な
く
、
自
己
の
矛
盾
の
上
に
人
の
注
意
 
を
 

る
 。
歴
史
的
人
物
と
し
て
 ィ
ヱ
ス
 は
人
で
あ
る
が
、
様
々
 な
 奇
跡
を
行
い
、
自
ら
を
「
人
の
子
」
と
呼
ん
だ
。
 こ
 れ
 



八 時 著 性 に に け ぅ へ こ 立 
に 代 作 格 キ 即 居 、 る 。 の の っ 

つ に の の ヱ 

ノ ン 

し わ 洗 面 移 予 て 
ま 土 語 一 た れ 定 者 行 唐 歌 
づ き り 端 ケ   きつつ 結 ものと る 。も 的意義 の関係 を可能 なくし 

思 ち を に に て   

び わろ れんめいる 認 つす ほ 、 そ の   
本 る と が 著 る 0 キ ヱい てての ほで 疑レ 問べ 
質 い の 仮 作 ル た " あ は か 

的 は 類 の の 
に 遠 似 キ 語 
属 く 性 リ り 

は 異 ケゴ なら 。ここ る 3 @8@ 生ま 

  ば で こ れ は 
し 離 の ス が 
て れ 者 ト 「 
い た 察 理 キ るが、 は キ か 仮名 は示唆 のこと ない。 
る 後 が 解 り 

か 代 あ に ス ス n, に よ留 に は遊 " に み ず 
ら の る 対   ト る ま 仮 そ か 
で 者 。 店 数 と 敗 ろ 名 の ら 
あ に 神 す 的 
る と 入 る な のう きに異な カ 、、 。 著作 疑問 

0 っ の も も り よ キ が が ち 

後 て 逆 の の 見 に     
人 じ い る 覚 

な キ ケ 宿 老 盾 示 に を しり ス ゴ ｜ の徴 に対 間で があ りキ ニ 醒 」 行 ト ル 」 し し 

ぅ 教 が と て て   の 的 キ 呼 そ 緊 
ス と ト し う         の し コ こ か 、 

と ヱ 仰 兜 読     
ば ゴ 件 顕 達 方はト は 、 に よっ 照に 射疑 
" l ほ と 択 キ あ キ て し 問 

そ ル キ し を り る り も " を 
れ ば り て 呼 ス 意 ス 確 新 喚 

ト 味 ト 調 た 起 
の で 教 さ な す   矛 自 に れ 段 る 
盾 然 お ょ 階   

自 ク 

以 我 リ 

上 を マ 

の 反 ク 

よ 映 ス 
ぅ さ に 
に せ よ 

、 た れ 
キ 偶 は 
リ 像   
ス と キ 
ト 九二 リ 

理 っ ス 

解 て ト 

と仮 
名著 うの 。 際 
作 り に   
り き 者 
方 の を 
ほ 廃 自 

、 棄 己 

パラ は 、 否 定 
レ 白 さ 
ル 己 せ 
な と る 
も 神 実 機 とのの が と 

考 関 排 
え 保 険 
ら の さ 
れ 転 れ 
る 倒 た 

。 を 場   
ら め キ 
も で リ 

見 あ ス 

る る ト 

者 。 は 
と 単 
同 Ⅴ "" """" 

じ 認 
立 識 
場 
ケプ し 

者 
の 

く 62) 62 
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キ ェ ルケゴール仮名著作の 語り 
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甘 ロ - い き ぎ 

Ⅱ 臣は 

0@ = 
せ - ル 
鰭ケ 

を ㎡ コ 
    

刊提 

ロ - w l 
  

F こ お 金 
す 8 集 
  ） 第 
@ カ 。 ト を 三 

円板           
あ ゴ き よ     

刊提 

弓 l Ⅱ へ   用 
を @% ト 1 へ レ @. 寸 

と   
ら そ 鮭 
な れ %     ぞ や 

立 れ ㌔ 

場 巻 き 
を 数ま 
ト Ⅱ と @ 
除   
す 
  数を ぺ on 
も 
  「かも「・ 示し   で た 

@% 
    ま ま ・ r @ こ よ っ   ま めよ @. い つ ても 

  幅宇簿 なお、 
弓 @ 。 ヰ 

レ戸 周文献 

    上ナ 
最 ㌻ 

    

ほ う 

出 示教 ノス フ 

。ヘクト 的認識 

の に 

解 っ 

いて 明に 

つ も 
い 考 
て 察 
も せ 
手 ね 
助 は 
げ な 
と ら 

な な 
る い 

が、キ 可能性 

を ヱ 

含 め 
む ケ 
も ゴ 
の l 

と か 
居、 の 

わ 仮 

名著作 れる。 
の 
託 
口口 

  

ま、 @ 
  

ホ教 

的 
ア 

干 
ス 

  
の 

性 
格、 

さ 

ら 

か
め
 
仮
名
著
作
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
性
質
が
看
取
 

さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
，
 

@
l
@
4
 
 

も
ち
ろ
ん
そ
の
際
、
権
 

威
や
歴
史
、
恩
寵
と
い
 

約
 聖
書
か
ら
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
 

可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
聖
書
の
語
り
に
お
 

い
て
も
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
｜
 



（
Ⅱ
）
㏄
 ン
コ
 の
・
 
P
 
の
の
 

（
は
）
 巾
ぃ
ョ
浅
 Ⅹ
い
く
Ⅰ
 

い
 Ⅱ
Ⅰ
㏄
 
雨
ャ
 
e
n
 氏
 ざ
 Ⅰ
専
い
 

い
 a
a
 
ャ
荘
 Ⅰ
 a
p
@
e
 

ャ
 ・
 9
 隼
 下
 せ
 巨
目
押
か
 ・
 由
臼
ヴ
浅
幅
 0
 幅
せ
 ・
木
口
 
す
 ～
 0
 的
中
日
 0
 助
ヱ
コ
 
Ⅰ
 

  

（
㎎
）
こ
の
よ
う
な
批
判
は
 、
 り
目
 
ヴ
浅
 ・
 ミ
ひ
 ～
（
 
ぎ
，
 。
 
Q
O
 
ま
 e
S
f
@
 

巳
 （
 
目
 ・
。
・
 
p
 母
ャ
 亡
さ
 
田
 悪
 き
ャ
ヰ
 @Q
 

ャ
 か
も
め
 ャ
め
 
～
ミ
田
口
 き
 ・
（
 
由
 。
 
@
 ニ
 ヴ
 の
～
の
 
，
せ
 色
品
㈱
 

Ⅰ
 ぃ
ヨ
ヴ
 
。
甘
い
㏄
 
り
ゴ
臣
 
㊥
目
印
。
 

コ
 
Ⅱ
の
ひ
い
）
の
印
の
Ⅱ
 

b
.
 巾
 ヒ
 
%
 コ
の
ゴ
ぃ
ト
隼
 

・
 巾
ト
 
ぃ
臣
 
P
,
 本
ず
ト
オ
 
。
Ⅰ
ひ
ひ
 

ト
隼
 0
 口
中
 ひ
ぎ
ゴ
 
：
 ，
 @
 
コ
 一
づ
下
ぃ
Ⅰ
 
ぃ
ャ
め
っ
 

さ
心
安
江
・
 
き
 ・
 ヨ
穣
等
多
 

く
 見
ら
れ
る
。
 

（
 u
 ）
㏄
 4
.
5
.
1
0
.
 
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
桝
田
啓
三
郎
訳
「
 お
そ
れ
と
お
の
の
き
」
昌
世
界
の
大
思
想
一
七
キ
ル
ケ
 
ゴ
 一
ル
 仁
 （
河
 田
 書
房
新
社
、
 

一
九
七
四
）
を
参
照
し
た
が
、
引
用
文
は
適
宜
筆
者
の
責
任
に
お
 い
て
変
更
し
て
い
る
。
 

（
 巧
 ）
～
 け
 
～
 
A
.
.
P
 

の
 

（
㎎
）
 @
 
け
 
～
 
A
.
.
N
 

㏄
 

（
Ⅳ
）
～
 け
 ～
 
A
.
,
 
び
 ）
 

（
 m
 ）
 
@
 
け
 
～
 
荘
 

（
㎎
）
 ぎ
 Ⅰ
 
荘
 ・
・
㏄
 
印
 

（
㏄
）
～
 ミ
 A
.
.
 
び
 Ⅱ
 

（
 担
 ）
 
@
 
け
 
～
 
A
.
.
0
 

つ
 

（
 @
W
 

何
 ）
 
b
@
@
 

Ⅰ
 
荘
 .
.
 
印
ぃ
 

（
 お
 ）
 
へ
け
 
@
 
荘
 ・
・
Ⅱ
 
い
 

（
 舛
 ）
 
ミ
 0
 音
の
せ
，
Ⅰ
 
0
 呂
辞
 
。
 
ド
ゴ
 の
 せ
ピ
 ま
守
 0
 ヨ
 
コ
お
 ひ
打
か
 
勾
 。
 ひ
 年
日
Ⅰ
 0
 円
 Ⅱ
 し
 か
 勾
 や
才
 し
円
勾
由
呂
巾
 Ⅰ
Ⅰ
 
之
 Q
 。
 ，
ぎ
 井
守
 ャ
討
い
い
 

Q
Q
 
ャ
 A
@
 
卜
 0
 。
 ミ
 n
n
 

～
～
 

っ
さ
 

住
 
の
ふ
 泣
 ハ
ミ
Ⅱ
ま
馬
）
 
め
，
 
0
%
.
 
ヴ
せ
 ト
ド
 ゴ
 0
 ヨ
 ㌧
の
 
0
 コ
 （
 
Q
p
 
～
 隼
目
 り
ざ
 ヂ
之
 。
 ま
ぺ
 0
 芽
 .
 し
 o
E
 
匡
 。
 隼
 p
 円
 か
の
 ダ
ト
 の
円
い
）
・
や
㏄
の
の
 

（
 u
l
 
）
こ
こ
で
用
い
る
の
、
打
目
，
圭
三
拝
 ぃ
コ
や
づ
 下
ぃ
 ト
ミ
 
っ
㌔
 わ
 n
Q
A
 

ぎ
れ
づ
下
 n
Q
 さ
住
 卜
い
 
に
下
足
音
わ
い
の
㌧
 

っ
さ
寒
 （
い
田
二
ヨ
 
0
 ト
 。
 
ひ
 コ
年
Ⅰ
 0
 コ
年
 
0
 臣
 -
 

ヨ
の
 
）
 0
 ゴ
コ
 
の
 出
 O
b
 
五
 %
C
 

コ
 i
V
 

の
～
の
 

@
 
（
 
せ
 ・
 P
 葵
 ㊥
・
留
目
 収
訳
 「
 行
為
と
し
て
の
読
書
 L
 、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
。
 

ィ
一
ザ
一
 
の
 理
論
は
 、
文
 

学
 テ
キ
ス
ト
の
本
質
を
規
範
の
否
定
と
見
な
し
、
自
身
の
言
葉
 と
は
裏
腹
に
実
際
に
は
あ
る
特
定
の
型
の
読
者
を
念
頭
に
置
い
て
 い
る
、
と
の
 
批
 

判
を
受
け
て
い
る
。
（
 
力
 ・
 
0
.
 ホ
ル
プ
、
鈴
木
聴
訴
二
空
白
口
を
 読
む
１
１
受
容
理
論
の
現
在
口
 

助
 草
書
房
、
一
九
八
六
年
）
一
五
 

0
 ｜
 一
五
三
頁
。
 

し
か
し
筆
者
は
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
 l
 ル
の
仮
名
著
作
の
役
割
は
 、
キ
 リ
ス
卜
者
で
あ
る
と
い
う
読
者
の
自
己
意
識
の
否
定
で
あ
る
と
 見
 て
い
る
た
め
、
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
 l
 ル
の
仮
名
テ
キ
ス
ト
の
場
ム
ロ
に
は
イ
ー
ザ
ー
の
 

理
論
を
援
用
し
て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
。
 



キ ェ ルケゴール仮名著作の 語り 

（
 
お
 ）
（
 お
 「
・
 
づ
 ・
 
ぎ
 ・
 邦
却
螢
西
頁
 

（
 
却
 ）
空
所
は
現
れ
方
に
よ
っ
て
空
白
、
空
所
、
否
定
へ
と
 分
 類
さ
れ
、
さ
ら
に
説
明
を
要
す
る
。
し
か
し
 ィ
一
ザ
 一
の
言
及
は
 、
あ
く
ま
で
筆
者
の
 

考
察
を
説
得
的
に
行
 う
 た
め
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
紙
面
の
都
 今
上
、
こ
れ
以
上
の
説
明
を
避
け
て
こ
こ
で
は
ま
と
め
て
「
 空
 所
 」
と
呼
ぶ
。
 

（
 
盤
 ）
さ
ら
に
、
テ
キ
ス
ト
の
相
互
作
用
に
は
当
然
受
容
者
の
 想
像
力
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
考
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
 が
 、
そ
れ
に
関
し
て
 

は
 改
め
て
稿
を
譲
り
た
い
。
 

（
 
四
 ）
こ
の
よ
う
な
空
所
の
実
例
に
つ
い
て
は
、
（
の
の
「
 

-
 づ
 ・
 
ま
 @
 ミ
 ・
邦
訳
 一
 0
 八
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
 

（
㏄
）
 ま
 0
0
 

目
の
ぜ
 

-
 ロ
 ・
コ
カ
 き
軋
ぎ
吋
木
ざ
 
「
 
ざ
 ㎏
 塞
薫
 -
 
め
わ
 Ⅱ
も
 カ
 も
ミ
 も
 つ
カ
由
寒
 
㏄
 卜
 Ⅰ
 
巨
づ
 （
 
下
 -
 
す
ト
 
ロ
 ト
 の
（
 
ド
 （
の
白
田
せ
の
「
の
 

ぎ
ぜ
 o
h
 
z
 の
 毛
ぺ
 0
 寺
下
の
の
の
・
 

Ⅰ
の
の
Ⅰ
）
 

弔
 
㌣
 馬
ゆ
 
・
こ
の
こ
と
 片
卜
 
、
 目
 0
0
 

目
の
ぜ
も
 

注
 弔
し
 
目
 0
 
イ
ハ
ぎ
目
 

。
 
口
 に
よ
る
指
摘
と
し
て
引
用
し
て
い
る
が
、
「
逆
説
」
と
い
う
 
壬
 
ニ
 葉
が
仮
名
著
作
 

に
お
い
て
見
ら
れ
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
実
名
で
自
ら
の
信
仰
 的
立
場
を
表
わ
し
た
、
い
わ
か
る
宗
教
的
著
作
に
お
い
て
は
見
ら
 れ
な
い
こ
と
に
 

関
連
し
て
い
る
。
 

（
 
綴
 ）
 
打
簗
 ，
 づ
 ・
 0
 に
，
邦
訳
三
七
一
頁
以
下
。
 

（
㌍
）
こ
こ
で
は
、
読
者
と
し
て
無
自
覚
的
「
キ
リ
ス
卜
者
」
 を
 念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
さ
ら
に
時
代
的
制
約
を
こ
え
た
対
話
 に
お
い
て
も
同
様
の
 

変
容
を
引
 き
起
 こ
し
 ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
 

（
㏄
）
の
 

4
.
1
 

の
・
 

1
 
ひ
 
0
 

（
 
縫
 ）
㏄
 ぺ
 ・
 P
.
N
N
A
h
.
 

（
 
肪
 ）
の
せ
・
 1
 
の
，
 

1
2
3
.
 

（
㏄
）
Ⅰ
 
ヰ
 
～
 
Q
.
.
P
@
*
A
.
 

（
 
辞
 ）
Ⅰ
 @
@
 

田
 
Q
.
.
P
@
 

Ⅰ
 
M
W
 

（
㏄
）
も
ち
ろ
ん
中
り
ス
ト
認
識
偉
関
し
て
は
恩
寵
の
問
題
も
 絡
む
が
、
こ
こ
で
は
不
問
と
す
る
。
 

（
 
辞
 ）
Ⅰ
 浅
 
@
 Q
.
,
P
N
@
 

ツ
 

（
 
如
 ）
Ⅰ
れ
活
 

Q
.
.
 

寸
 
@
 
つ
 

（
 
蛆
 ）
聖
書
の
語
り
が
一
般
に
キ
リ
ス
ト
と
対
応
し
た
二
重
性
 を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
 る
 。
特
に
弟
子
以
外
㈹
 

の
人
間
達
に
 イ
ヱ
ス
 が
語
っ
た
た
と
え
話
は
、
日
常
的
な
光
景
 を
 語
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
矛
盾
、
ね
じ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
 よ
っ
て
神
の
国
㏄
 

を
 指
示
し
て
い
る
。
た
と
え
は
、
聞
き
手
に
驚
き
を
与
え
つ
つ
 引
き
込
み
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
同
時
代
人
し
受
け
入
れ
る
 か
 否
か
の
判
断
を
 



 
 

 
 

 
 

二
 0
 頁
 。
）
こ
の
よ
う
な
た
と
え
話
と
キ
 

ェ
 
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
の
 
仮
 名
著
作
の
類
似
性
の
考
察
も
、
キ
リ
ス
ト
理
解
を
媒
介
に
し
て
 

接
近
し
得
る
と
 

思
 
㈹
 

わ
れ
る
。
 



西
欧
に
お
い
て
神
話
復
興
の
気
運
を
も
た
ら
し
た
 ロ
マ
 ン
 主
義
の
旗
手
 F
.
 
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
、
古
代
の
詩
に
 た
い
し
て
現
代
の
詩
 

@
l
-
 

が
 遅
れ
を
と
っ
て
い
る
決
定
的
な
点
は
神
話
の
不
在
で
あ
 る
と
指
摘
し
て
以
来
、
移
し
い
作
品
が
生
ま
れ
て
 き
た
 。
さ
す
が
に
素
朴
な
意
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P
 
.
 ヴ
ァ
レ
リ
 l
 

阿
部
秀
男
 

八
 論
文
芸
ヒ
ロ
 

V
F
.
 

シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
詩
に
お
け
る
神
話
の
不
 在
を
指
摘
し
て
凡
そ
二
百
年
に
な
る
。
彼
に
と
っ
て
神
話
と
は
 詩
 の
 
「
中
心
 
目
 @
 
（
（
 

臼
 ・
 

旧
号
、
す
な
わ
ち
詩
を
詩
た
ら
し
め
る
 

ハ
 
詩
の
根
拠
 マ
 で
あ
 る
 。
現
代
詩
の
歴
史
は
あ
る
意
味
で
そ
の
神
話
を
模
索
す
る
 
試
み
の
歴
史
で
あ
っ
 

た
と
も
い
え
よ
 
う
 。
神
話
が
果
た
し
て
き
た
規
範
と
し
て
の
 効
 力
 が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
現
代
、
字
義
ど
お
り
の
神
話
の
再
生
は
 あ
り
え
な
い
。
 
要
 

請
 さ
れ
る
の
は
い
わ
ば
（
新
し
い
神
話
）
の
構
築
で
あ
る
。
 

そ
 れ
は
伝
承
的
神
話
と
の
対
決
を
通
し
て
の
（
創
造
的
発
掘
）
の
 形
で
は
じ
め
て
可
能
 

と
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
 R
.
M
.
 

リ
ル
ケ
の
作
品
に
 

掩
 い
て
特
権
的
象
徴
と
も
い
う
べ
 

き
 
（
天
使
）
に
焦
点
を
絞
っ
て
 
、
そ
の
大
胆
な
試
 

み
を
 跡
づ
 げ
て
み
る
。
そ
の
天
使
は
聖
書
を
中
心
と
し
た
伝
承
 的
 天
使
像
を
対
抗
原
理
に
 、
 （
根
源
的
に
語
る
こ
と
へ
と
促
す
 、
こ
と
ば
の
根
拠
）
 

と
し
て
自
己
を
規
定
し
て
ゆ
く
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 天
使
、
神
話
、
こ
と
ば
 

名
に
し
負
う
詩
人
な
ら
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
 や
 ア
ン
フ
ィ
オ
ン
 
を
 蘇
ら
せ
も
し
ょ
う
 

は
じ
め
に
 

現
代
詩
人
リ
ル
ケ
に
よ
る
新
し
い
 
神
 話
の
試
み
 



二
十
世
紀
前
半
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
い
わ
ゆ
る
リ
ル
ケ
 ブ
ー
ム
な
る
も
の
を
引
 き
起
 こ
し
、
両
大
戦
で
枯
渇
し
 た
 精
神
風
土
を
慈
雨
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い も す ャ が 的 ナ 神 こ と れ 口 話 
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を 、 て レ る ら な を よ 

ほスゆ んタ え 「 新版 娘 いり 。 もる 飢 う 

の ン ひ し り サ る l す明 鏡 索 る な 
  ス と い 上 口 。 の @ 蜥 え 村 ボ こ 

の ル え 
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Ⅰ ょ 、 憶突サ享ツ雙霜乙息雙留 
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関 抜 拒 の 簡 ? 妃 め 作 枠 に     
じ 詩 高 き い し 象 で 傍 か 聖 代 割 



同
様
、
諸
作
品
を
移
し
い
神
話
で
彩
っ
て
い
る
。
そ
の
神
 

話
圏
は
 
ギ
リ
シ
ャ
、
 
p
 ー
 マ
 の
西
欧
古
典
、
旧
新
約
聖
宝
 

日
は
 
Ⅰ
い
 

う
 ま
で
も
な
く
、
 

北
欧
か
ら
ロ
シ
ア
、
イ
ス
ラ
ム
の
世
界
そ
し
て
遠
く
東
洋
 

の
 仏
教
の
伝
承
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
を
い
ち
 

い
ち
取
り
上
げ
る
い
と
 

ま
 は
な
い
し
、
ま
た
必
要
で
も
あ
る
ま
い
。
重
要
な
こ
と
 

は
 詩
人
に
と
っ
て
の
神
話
の
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

詩
 人
 が
そ
れ
ら
の
神
話
に
 

何
を
託
そ
う
と
し
た
か
、
そ
し
て
現
代
詩
に
と
っ
て
神
話
 

が
 何
を
意
味
し
得
る
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
 

る
の
に
、
詩
人
に
と
っ
（
 

5
@
 

て
も
っ
と
も
重
要
な
神
話
の
素
材
を
一
つ
挙
げ
る
だ
け
で
 

十
分
だ
ろ
う
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
同
様
、
リ
ル
ケ
の
場
合
も
 

そ
れ
は
天
使
で
あ
る
。
 

ヱ
 リ
オ
ッ
ト
の
口
荒
地
ロ
 

と
 並
ん
で
、
今
世
紀
を
代
表
す
 

る
打
 情
詩
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
世
界
の
打
情
詩
の
総
 

決
 算
 と
目
さ
れ
る
代
表
 

作
日
 ド
ク
イ
 
ソ
 の
悲
歌
口
（
以
下
㍉
悲
歌
口
）
は
完
成
に
十
 

年
を
要
し
た
、
大
伽
藍
色
 

も
 比
す
べ
き
長
大
な
作
品
だ
 

が
 、
天
使
は
そ
れ
を
 

支
 

 
 

ぇ
に
 
暗
濱
 と
し
て
咽
び
泣
く
呼
び
掛
け
の
声
を
飲
み
込
む
 

「
第
一
悲
歌
」
で
始
ま
 

 
 

 
 

 
 

試
 

 
 

年
 」
に
生
ま
れ
た
 
円
 
悲
歌
口
（
一
九
一
二
年
完
成
）
を
中
心
 

と
し
て
、
ご
く
初
期
の
段
階
 

@
8
-
 

 
 

肛
か
ら
 最
 晩
年
に
い
た
る
ま
で
（
リ
ル
ケ
は
一
八
七
五
年
 

牛
 
一
九
二
六
年
没
）
天
使
は
と
き
に
あ
か
ら
さ
ま
に
、
 

と
き
に
 
秘
 か
に
 は
ば
 全
作
品
 

 
 

日
蘭
、
日
記
の
果
て
に
い
た
る
ま
で
そ
の
事
情
は
変
わ
ら
 

な
い
。
そ
の
天
使
 

像
 は
ま
こ
 

に
ケ
 と
に
多
様
で
そ
れ
ら
に
着
想
を
与
え
た
も
の
も
 

へ
ル
 ダ
ー
リ
 ソ
や
 ク
ロ
ッ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
な
ど
の
文
学
作
品
 

、
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
、
 

（
 
0
g
@
 

駒
騒
 ㍗
 一
 ㍊
㍊
㍉
㍉
㍉
㍗
㍉
 れ 

 
 

 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

現
 

動
物
ラ
イ
オ
 
ソ
、
 ス
フ
ィ
 
ソ
ク
ス
 
な
ど
の
守
護
神
 
に
 由
来
 
す
る
も
の
で
、
そ
う
し
た
原
初
の
天
使
は
リ
ル
ケ
の
 

話
 に
も
登
場
す
る
。
 
ェ
ジ
 

の
よ
う
に
潤
し
た
ド
イ
ッ
の
現
代
詩
人
、
姿
を
晦
ま
し
た
 

神
を
求
め
て
詩
作
し
た
と
い
わ
れ
る
 

R
-
4
@
 
M
,
 

リ
ル
ケ
 
も
ま
た
同
時
代
の
詩
人
 

  



に
 -
 コ
 ）
で
も
あ
っ
た
 、
 時
と
し
て
「
罪
へ
の
憧
れ
」
（
 
ト
 
よ
の
 0
 ）
が
心
を
よ
ぎ
る
堕
天
使
ル
シ
フ
ァ
ー
、
「
青
年
に
 寄
り
 

の
の
の
）
と
し
て
ト
ビ
ア
を
導
く
旧
約
外
典
同
ト
ビ
卜
書
 
ヒ
 （
 馬
 -
 に
 ）
の
大
天
使
ラ
フ
ァ
 
ヱ
ロ
 、
そ
し
て
受
胎
 告
 丸
め
 

新
約
に
関
連
す
る
天
使
と
し
て
は
キ
リ
ス
ト
の
血
を
 受
け
と
め
る
「
蝶
の
よ
う
に
青
白
い
」
（
）
の
）
 
め
 
・
 N
.
 
ニ
 ）
 「
Ⅱ
 

最
 

健
ミ
 ヵ
ヱ
ル
 、
そ
し
て
リ
ル
ケ
の
独
特
な
天
使
 観
 を
も
 
つ
 と
も
鮮
や
か
に
際
立
た
せ
る
「
オ
リ
ー
ブ
 園
 」
の
天
使
 、
す
 

@
 
㏄
 @
 

ネ
で
 祈
り
を
捧
げ
る
キ
リ
ス
ト
に
現
わ
れ
た
 能
 天
使
カ
マ
 
ヱ
ル
と
 覚
し
き
天
使
な
ど
で
あ
る
。
 

さ
て
そ
う
し
た
天
使
は
い
ず
れ
も
な
ん
ら
か
の
形
で
伝
承
 に
 基
づ
く
も
の
だ
が
、
リ
ル
ケ
作
品
の
分
水
嶺
と
で
も
 Ⅰ
Ⅹ
 

を
 境
に
、
伝
承
で
は
説
明
で
き
な
い
天
使
が
現
わ
れ
る
。
 た
と
え
ば
「
第
二
悲
歌
」
で
天
使
は
あ
か
ら
さ
ま
に
「
 曙
光
 

の
 関
節
、
…
溢
れ
出
た
お
の
が
美
を
、
お
の
が
か
ん
ば
せ
 に
 吸
い
戻
す
鏡
」
（
）
よ
の
の
）
と
呼
び
掛
げ
ら
れ
る
。
 又
 
「
 第
 

使
は
人
形
劇
の
舞
台
を
見
つ
め
る
詩
人
の
「
凝
視
の
重
み
 0
 対
重
た
ら
ん
と
し
て
」
（
）
よ
の
の
 
f
.
 

）
現
わ
れ
、
そ
の
 

桐
 体
を
 添

う
青
年
」
（
 7
 

大
天
使
ガ
ブ
リ
 
ヱ
 

後
の
審
判
」
の
 大
 

な
わ
ち
 ゲ
ッ
セ
マ
 

ぅ
 べ
き
同
悲
歌
 ヒ
 

に
 輝
く
尾
根
…
九
 

四
 悲
歌
」
で
は
 天
 

高
々
と
掲
げ
て
 
劇
 

@
 
Ⅱ
 @
 

プ
ト
旅
行
を
回
想
し
た
手
紙
（
 こ
に
 ・
 o
.
P
 

）
で
彼
は
砂
 漠
の
壮
麗
な
夜
を
同
一
の
気
圏
と
す
る
ス
フ
ィ
 ソ
 ク
ス
、
 
ラ
イ
オ
 ソ
 、
天
使
の
類
 

@
 
は
 @
 

縁
性
 に
言
 口
及
 し
て
い
る
。
生
者
と
死
者
の
両
罪
に
通
じ
 る
ヱ
 ト
ル
リ
ア
の
 
鳥
 
（
 ト
曲
ト
の
 

）
、
は
る
ば
る
と
吹
き
渡
る
 

ヱ
 ー
ゲ
海
の
風
に
翼
を
 

拡
げ
た
ニ
ー
ケ
ー
（
 甲
ぃ
め
 
㏄
）
な
ど
も
こ
れ
ら
の
古
い
天
 
使
臣
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
ん
と
い
っ
て
も
 
主
流
を
し
め
る
の
は
こ
 

@
M
@
 

@
u
 
）
 

れ
る
の
諸
天
使
像
を
異
種
交
配
す
る
の
に
手
腕
を
発
揮
し
 た
へ
 フ
ラ
イ
人
の
残
し
た
旧
約
を
中
心
と
し
た
天
使
で
 あ
る
。
思
い
付
く
ま
ま
 

に
 列
挙
し
て
み
る
な
ら
、
 

ヱ
デ
ソ
 の
園
の
守
護
者
、
り
 
か
 ケ
に
ょ
 れ
ば
「
気
高
い
憎
悪
を
も
っ
て
神
を
愛
す
る
」
 （
）
 
@
 コ
）
 智
 天
使
ケ
ル
 

・
ヒ
ー
ム
ミ
創
世
記
 三
た
き
 ）
、
「
重
い
鳥
の
よ
う
に
か
の
 人
 0
 周
り
で
思
い
に
ふ
け
る
」
台
ム
 
ぎ
 ）
 験
 天
使
セ
ラ
 

フ
ィ
ー
ム
、
ヤ
コ
ブ
を
 

「
激
し
い
格
闘
で
鍛
え
る
」
（
 ト
去
 ㊧
）
天
使
（
観
世
 記
三
 （
 
3
2
;
 
ぎ
 ）
、
イ
ス
ラ
 
ヱ
ル
 の
守
護
者
で
も
あ
る
大
天
使
ミ
 ヵ
ヱ
ル
 を
頂
点
と
す
る
 

守
護
天
使
。
不
安
な
夜
、
幼
い
詩
人
を
守
っ
て
く
れ
た
 天
 使
を
称
え
る
「
第
三
悲
歌
」
は
 ボ
 ル
ノ
 l
 の
よ
う
に
 実
 存
 主
義
的
に
解
す
る
の
 

@
 
は
 @
 

が
 穏
当
で
は
あ
る
が
、
幼
年
期
リ
ル
ケ
の
守
護
天
使
へ
の
 信
仰
告
白
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
「
明
け
 の
 明
星
」
（
 ョ
イ
 
ザ
ヤ
書
 L
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現代詩人り か 

現 
れ き 

天 た ず 
使 ガ 円 
が ;  ブ マ 
入 リ リ 

づ エ ア 

て ル の 

き へ 生 
た の 種 
と 鷲 ヒ 
い 倖 の 

う に た 
こ 関 か 
と し で 
で て 受 
は り 胎 
な ル 舌 

くケ知 、 はす 
次 る 

の 大 
よ 天 
ぅ 使 
に ガ 
記 フ ・ 

し り 

て ヱ 
い か 
る が ど 

@% ノ 

扱 
わ 
れ 
て 

い 

る 

か 
を 
み 
て 

み 
よ 

@% ノ 

マ 
リ 

  
の   
目 lJ 
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  ケに   よる新しい神話の 試み 

      
す 

基のル 。 の ソ たく 

な ら そ l 

し の     いたも う 。 神話の に対す とは正 実 ほこ ザヤ イ 円 天使に い う関 神 しい 重要性 が内部   
を と の 便 の 期 立 担 す ん 多   



る 
。 こ に 人 位 のるつに 。 い触 ス 卜書こ 画こ 

一
人
の
若
者
の
面
差
し
を
し
た
天
使
が
 

間
近
に
顔
を
寄
せ
、
天
使
の
眼
差
し
と
、
仰
ぎ
み
る
マ
リ
 ァ
 の
眼
差
し
と
が
 

あ
た
か
も
突
然
 外
 な
る
一
切
が
虚
ろ
と
な
っ
た
か
の
よ
 う
 ソ
プ
 

Ⅰ
 

そ
し
て
 機
 百
万
の
人
々
が
み
つ
め
、
求
め
、
担
っ
た
も
の
 が
 
，
 

二
人
の
眼
差
し
の
中
に
凝
集
し
た
か
の
よ
う
に
 

互
い
に
合
い
撃
っ
た
と
い
う
こ
と
 

そ
し
て
た
だ
マ
リ
ア
と
天
使
、
見
る
眼
差
し
と
見
ら
れ
る
 も
の
に
な
り
ぎ
っ
た
と
い
う
こ
と
 

そ
の
こ
と
が
マ
リ
ア
を
驚
か
せ
た
の
だ
。
（
）
 
l
6
6
0
 

）
 

に
は
こ
の
詩
句
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
典
拠
、
す
な
わ
ち
 円
 ル
カ
伝
 b
 や
新
約
外
典
 円
 ヤ
コ
ブ
 原
 福
音
書
ヒ
あ
る
 い
は
ロ
 ア
ト
ス
 m
 

@
 
け
 @
 

b
 に
は
な
い
リ
ル
ケ
独
自
の
読
み
込
み
が
あ
る
。
す
な
わ
 ち
 マ
リ
ア
を
 驚
 博
さ
せ
た
の
は
天
使
そ
の
も
の
の
現
出
 、
す
な
わ
ち
キ
リ
 

の
 告
知
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
突
如
と
し
て
一
切
を
虚
 ろ
に
し
て
し
ま
う
二
人
の
 ハ
 凝
視
Ⅴ
の
切
り
結
び
に
あ
 っ
た
 。
こ
れ
は
 先
 

れ
た
「
第
四
悲
歌
」
で
天
使
を
誘
い
出
す
詩
人
の
 ハ
 凝
視
 ）
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
天
使
と
 人
形
。
そ
の
と
 ぎ
 

に
清
哉
 が
 ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
す
る
」
 

ヱ
す
 
@
d
 
）
と
さ
れ
 る
が
、
「
天
使
と
人
形
」
と
「
マ
リ
ア
と
天
使
」
の
 
対
 応
は
明
ら
か
で
あ
 

@
 
㎎
 @
 

人
形
と
マ
リ
ア
と
の
対
応
は
一
見
奇
異
 に
 思
え
る
が
、
 
ク
 テ
イ
ス
ト
の
ロ
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
劇
場
 b
 に
示
唆
さ
れ
て
 
出
来
た
こ
の
詩
句
 

形
 が
そ
の
不
様
さ
ゆ
え
、
す
な
わ
ち
人
間
の
宿
命
で
あ
る
 意
識
の
呪
縛
に
縛
ら
れ
な
い
自
在
さ
ゆ
え
に
人
間
に
た
 い
し
て
決
定
的
便
 

立
つ
こ
と
を
考
え
る
と
納
得
し
 ぅ
 る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
で
注
意
し
て
お
ぎ
た
い
点
は
こ
の
詩
句
の
諸
典
拠
で
 前
 提
 に
な
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
存
在
が
背
後
 
に
 退
い
 て
い
る
こ
と
で
あ
 

リ
ル
ケ
が
こ
こ
で
狙
っ
て
い
る
の
は
、
天
使
が
登
場
す
る
 も
っ
と
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
こ
の
 八
 聖
史
劇
Ⅴ
を
キ
リ
 ス
ト
不
在
の
八
人
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現代詩人           によ る新し し 、 神話の試み 

的 探 れ 八 か 
に い た 転 で ほと 伝え 旋律 とな 調 Ⅴ 
て な っ が し 
い 秦 て み ど 
る で い ら 京 
め る る れ 像 

冷 た 
た ぜ 
く 天 
大 使 

  
が ;  な 
ざ ど 

わ と 

め   

く あ 

あ、 夜だ 

づ や 
た づ 

め て 

に き 
  ナ， Ⅰ 

の 

ヤ @ 土 @ 

が 弦 が る の 形 
円 の     ま 壕 U 

後 も 私 も な い 結 か よ り す ま ） 
ほ う に は ぜ ま 局 ヵ ラ か な 作 へ 

人 あ は 
々 な あ と改 私 私はや 「あ こ う 伝ヒ 感 に む ケま ね ち ロィ ロ ヒ " 
は た な さ 竃 
い は た す なた仁は 円創 歩か なっ （ お - じる 金 「 れ 
づ 見 は 
た え も 

。 な う   え 
が 私 な し 頷 ヤ る 
や は い 
づ 見   
て 拾 わ 
き て た 
た ら し 
の れ の 

だて 、 、 ヵカ よ、 v プ Ⅰ "@ 

と る に   ヤプ Ⅰ 

も 
に て つ み 

他 望 い 
者 さ る 
の ね め 
な ろ は 
か の 

ヤプ Ⅰ か 
も   
  あ と 身 ャ 0 月 
  

百 0 
され る 。も 印 体を コブ 扱い 

の に る 
の 象 深天腿も伝 「 
な 
か く 、 使の は番 紛う 承的 

v プ ト 

も か指 つのが いか た使 天 
決 下 は な の 
定 仁 ず い た 
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毎
夜
々
々
過
ぎ
て
ゆ
く
だ
け
の
夜
。
犬
が
眠
り
、
石
が
転
 が
っ
て
い
る
だ
け
の
夜
。
 

 
 

と
い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
祈
り
手
に
天
使
が
や
っ
て
く
る
 な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
 

こ
の
よ
う
な
祈
り
手
を
め
ぐ
っ
て
夜
が
偉
大
な
夜
に
高
ま
 る
よ
う
な
こ
と
は
な
Ⅱ
 
リ
か
 
り
だ
。
（
 
ト
 
l
 肚
の
 
ぃ
 
（
・
）
 

そ
の
と
 ぎ
 の
 イ
ヱ
ス
 の
祈
り
の
激
し
さ
を
ロ
ル
カ
伝
 ヒ
は
 、
「
汗
が
血
の
し
た
た
り
の
よ
う
に
地
に
落
ち
る
」
（
 
燵
 
@
 宝
 ）
と
伝
え
て
い
る
。
 

そ
の
 ィ
ヱ
ス
 を
「
 力
 づ
け
る
」
（
 2
;
4
0
 

）
た
め
に
天
使
が
 

現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
り
 か
ケ
 は
天
使
に
 
イ
ヱ
ス
 
の
祈
り
を
黙
殺
 

さ
せ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
他
で
も
な
い
そ
の
祈
り
こ
そ
 が
 天
使
を
遠
ざ
け
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
大
胆
な
解
釈
の
背
景
に
あ
る
の
は
 ア
 ソ
チ
ク
リ
 
ス
ト
・
ニ
ー
チ
ェ
の
衣
鉢
を
継
ぐ
リ
ル
ケ
の
キ
リ
ス
ト
 教
観
で
あ
る
。
彼
が
 

ひ
た
す
ら
キ
リ
ス
ト
の
功
業
に
近
付
く
こ
と
を
願
 う
い
じ
 ら
し
い
少
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
多
く
の
証
言
が
 

だ
が
幼
年
学
校
 

を
卒
 え
る
一
五
 オ
頃
 転
機
が
訪
れ
、
棄
教
し
た
ら
し
い
（
 お
 0
9
%
 じ
 。
初
期
の
円
使
徒
 ヒ
、
ロ
 
キ
リ
ス
ト
一
一
の
 
幻
 頽
ゅ
ヒ
 
は
激
し
い
キ
リ
ス
 

ト
 批
判
の
作
品
で
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
 的
 態
度
は
早
く
か
ら
天
使
観
に
も
投
影
さ
れ
て
い
て
、
 

初
期
作
品
の
円
天
使
の
 

%
 三
で
は
「
長
い
こ
と
手
放
す
こ
ど
の
で
ぎ
な
か
っ
た
 守
 護
 天
使
」
（
 ト
凸
 ま
）
を
「
子
供
の
頃
に
咲
い
た
淡
い
花
 」
（
 7
1
5
 
～
）
と
述
懐
し
 、
 

「
自
由
に
翼
を
拡
げ
 星
 々

の
静
寂
を
押
し
広
げ
飛
ん
で
ゆ
 く
が
 よ
い
」
 
宙
ニ
頷
 ）
と
歌
っ
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ
 ば
こ
の
作
品
は
天
使
 へ
 

の
 訣
別
の
詞
華
集
で
も
あ
っ
た
。
リ
ル
ケ
が
信
仰
を
捨
て
 る
に
到
っ
た
経
緯
に
立
ち
入
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
 

神
 が
 姿
を
消
し
た
理
由
を
 

通
し
て
こ
の
詩
は
そ
の
一
端
を
示
唆
し
て
い
る
。
 

こ
の
詩
で
リ
ル
ケ
は
た
し
か
に
天
使
を
し
て
キ
リ
ス
ト
を
 見
捨
て
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
キ
リ
ス
ト
を
盲
目
に
す
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 リ
 

ル
ケ
 は
見
捨
て
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
悲
惨
さ
を
一
層
 際
立
 た
せ
 十
 
Ⅰ
Ⅱ
 
リ
る
 。
し
か
し
ハ
イ
デ
 ガ
 1
,
 
流
 ト
 
ド
 Ⅰ
Ⅵ
え
ば
、
 二
 l
 チ
ヱ
 同
様
、
激
し
く
 

(744) 

や
っ
て
ぎ
た
夜
は
、
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
夜
だ
っ
た
   

 
  

 



現代詩人 リルケによる 新しい神話の 試み 

神
を
求
め
た
無
神
論
者
で
あ
り
、
「
神
に
近
付
く
た
め
の
 
激
し
い
仕
事
の
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
神
を
忘
れ
て
し
 
せ
 ち
た
」
（
の
 
も
ま
 ）
り
 か
 

ケ
の
 キ
リ
ス
ト
観
に
は
き
わ
め
て
屈
折
し
た
も
の
が
あ
る
 。
リ
ル
ケ
は
キ
リ
ス
ト
へ
の
憎
悪
仁
愛
を
隠
し
た
の
で
 あ
る
。
そ
れ
を
示
唆
し
 

て
い
る
の
が
「
盲
目
」
と
い
う
措
辞
で
あ
る
。
と
い
う
の
 も
 「
盲
目
の
天
使
」
こ
そ
あ
り
 
ラ
 べ
き
天
使
の
極
限
の
 形
態
で
あ
っ
た
こ
と
か
 

ら
も
判
る
 よ
う
 に
、
本
来
貢
 性
 な
ほ
ず
の
目
の
暗
さ
は
 実
 ほ
 天
使
へ
の
距
離
を
測
る
尺
度
で
あ
る
。
高
い
範
例
 と
 し
て
作
品
に
登
場
す
る
 

人
物
に
圧
倒
的
に
盲
目
が
多
 い
 ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
 詩
 で
 キ
リ
ス
ト
は
「
 亡
 
日
日
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
」
 、
つ
 ま
り
天
使
は
「
髪
に
差
 

し
た
花
冠
の
乱
れ
を
直
し
て
」
 宙
よ
 の
 
0
 
）
ま
さ
に
扉
の
 一
 
刊
 ま
で
や
っ
て
き
て
い
た
の
だ
、
と
リ
ル
ケ
 は
 み
て
い
る
 。
と
こ
ろ
が
祈
り
に
よ
 

っ
て
キ
リ
ス
ト
は
そ
の
扉
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
 詩
を
比
類
な
く
美
し
い
詩
編
以
上
の
も
の
に
し
て
い
る
 の
は
 キ
リ
ス
ト
へ
の
こ
 

の
 愛
惜
で
あ
る
。
 

だ
が
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
こ
の
愛
惜
の
詩
的
効
果
 仁
あ
 る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
 詩
業
 に
励
む
自
己
自
身
を
 キ
 リ
ス
ト
に
重
ね
て
み
 

て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
愛
惜
 は
 暗
黙
の
う
ち
 に
 キ
リ
ス
ト
の
挫
折
が
ほ
か
な
ら
ぬ
リ
ル
ケ
自
身
に
と
 っ
て
の
挫
折
と
な
り
か
 

れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 天
 使
を
招
来
し
ょ
う
と
し
て
焦
燥
に
駆
ら
れ
、
自
殺
し
た
 カ
ル
ク
ロ
イ
ト
な
る
 一
 

ダ
ソ
 の
営
為
に
範
を
仰
ぐ
 八
 遂
行
）
 

@
o
@
z
 
 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
 

指
弾
の
調
子
も
、
キ
リ
ス
ト
批
判
と
同
様
、
リ
ル
ケ
の
 愛
 

り
 ）
に
 対
侍
 さ
せ
た
の
が
、
「
空
想
に
一
切
余
地
を
考
え
 

ら
そ
の
こ
だ
わ
り
 は
 天
使
に
近
什
く
こ
と
が
い
か
に
至
難
 

人
の
詩
人
の
た
め
に
リ
ル
ケ
 は
 長
編
の
鎮
魂
歌
を
捧
げ
て
 

で
あ
る
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
こ
と
ば
を
捨
て
る
性
急
さ
は
 何
 

0
 戦
い
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
詩
で
祈
り
に
こ
だ
わ
る
の
も
 

ず
、
 …
鋤
の
し
り
え
に
つ
い
て
ゆ
く
農
夫
の
よ
う
に
歩
ん
 

た
 。
聖
史
劇
か
ら
人
形
劇
へ
の
翻
案
を
促
し
た
の
は
、
 

惜
の
情
の
反
証
と
な
っ
て
い
る
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
 天
 

な
こ
と
で
あ
る
か
を
物
語
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 そ
 

そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
だ
わ
り
を
過
小
評
価
し
て
 

よ
り
危
険
な
誘
惑
で
あ
っ
た
。
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
 詩
業
 

い
 る
が
、
そ
の
鎮
魂
歌
を
異
様
な
も
の
に
し
て
い
る
、
 祈

り
に
た
い
す
る
遂
行
 

と
は
そ
う
し
た
誘
惑
と
 

使
の
招
来
を
謀
る
詩
人
 

死
者
を
鞭
打
つ
厳
し
い
 

ほ
 な
ら
な
い
 0
 な
ぜ
な
 

こ
で
、
リ
ル
ケ
 火
 
T
 本
初
 

で
ゆ
ノ
入
 
」
 ハ
 1
 お
 0
 
）
 口
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冷
た
い
方
の
天
使
 ょ
 あ
な
た
は
わ
た
し
た
ち
の
存
在
に
っ
 い
て
何
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
。
 

そ
し
て
一
層
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
な
が
ら
あ
な
た
は
日
時
計
 の
 文
字
盤
を
掲
げ
て
ゆ
く
の
で
は
、
夜
の
な
か
 へ
と
 （
 ト
｜
 
串
 
0
 
㍉
）
 

こ
の
詩
に
即
し
て
い
え
ば
、
遂
行
は
天
使
が
夜
の
な
か
 へ
 と
文
字
盤
を
掲
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
 い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
 

リ
ル
ケ
が
天
使
固
有
の
圏
域
を
伝
承
に
逆
ら
っ
て
 、
 光
で
 は
な
く
そ
の
 反
極
 で
あ
る
 闇
 と
す
る
い
わ
れ
も
示
さ
れ
 て
い
る
。
ま
た
「
盲
目
 

の
 天
使
」
が
天
使
の
取
り
 ぅ
る
 最
高
の
形
態
で
あ
る
こ
と
 の
 深
い
意
味
も
こ
こ
に
あ
る
。
遂
行
と
ほ
「
満
ち
溢
れ
 る
ば
か
り
の
日
時
計
か
 

ら
 滑
り
落
ち
て
ゆ
く
」
日
常
的
時
間
を
刻
む
指
針
を
闇
で
 覆
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
働
き
そ
の
も
の
を
無
効
に
 す
る
敢
為
の
こ
と
で
あ
 

る
 。
指
針
を
覆
う
遂
行
に
よ
っ
て
現
出
す
る
、
高
い
同
時
 性
は
 見
掛
け
上
い
か
に
類
似
し
て
い
よ
う
と
、
祈
り
が
 夢
想
す
る
「
心
の
荒
涼
 

た
る
仮
眠
」
（
 
慌
誌
の
 
）
に
す
ぎ
な
い
、
身
を
閉
ざ
し
て
 凝
 固
し
た
い
わ
ゆ
る
永
遠
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
 た
 。
な
ぜ
な
ら
近
づ
い
 

そ
の
日
時
計
の
上
で
は
す
べ
て
の
時
間
は
同
時
的
で
、
 ひ
 と
し
く
リ
ア
ル
で
、
深
い
均
衡
を
保
っ
て
い
る
、
」
 

ま
る
で
す
べ
て
の
時
間
が
豊
か
に
熟
れ
て
い
る
か
の
 よ
う
 Ⅴ
 
プ
 

"
@
 

の
 優
位
性
で
あ
る
。
天
使
を
誘
い
出
す
凝
視
も
そ
の
遂
行
 か
ら
生
ま
れ
る
。
「
第
四
悲
歌
」
で
凝
視
そ
の
も
の
に
な
 
る
た
め
に
詩
人
が
「
 人
 

形
 舞
台
を
前
に
し
て
ひ
た
す
ら
待
つ
し
 宙
 ム
 %
 ）
ゆ
え
ん
 

で
あ
る
。
 

天
使
が
到
来
す
る
夜
を
い
は
 ば
 崩
壊
さ
せ
る
祈
り
に
た
い
 し
 、
そ
の
夜
を
高
め
る
と
で
も
い
 う
 べ
き
遂
行
を
 、
シ
 サ
ル
ト
ル
の
ノ
ー
ト
 

ル
ダ
ム
寺
院
を
訪
れ
て
作
っ
た
「
子
午
線
の
天
使
」
の
 営
 為
に
み
て
み
よ
う
。
 

あ
な
た
は
気
が
っ
か
な
 い
 、
い
か
に
わ
た
し
た
ち
の
時
間
 が
 

あ
な
た
の
満
ち
溢
れ
る
ば
か
り
の
日
時
計
か
ら
滑
り
落
ち
 て
ゆ
く
か
を
、
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現代詩人 り ． ， @ 

天
使
 よ
 、
御
身
 ら
 世
界
の
栄
光
、
汚
れ
た
き
被
造
物
 

曙
光
に
輝
く
尾
根
 

 
 

一
 一
 

み
 

琳
 

リ
ル
ケ
の
目
指
す
新
し
い
神
話
の
世
界
を
指
し
一
 

小
す
天
使
を
め
ぐ
る
措
辞
 

は
 後
期
に
な
る
に
つ
れ
難
解
と
 

な
る
。
そ
れ
を
解
 

き
 あ
か
す
 

話
榊
 の
が
詩
的
遂
行
と
い
う
概
念
で
あ
る
が
、
同
時
に
 

そ
の
神
話
世
界
の
構
造
が
こ
の
概
念
を
規
定
も
す
る
。
 

つ
 ま
り
神
話
の
構
造
と
詩
的
 

遂
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

々
の
詩
句
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
 

て
く
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
待
つ
静
ま
り
か
え
っ
た
海
原
 が
 
「
誰
一
人
抵
抗
で
き
な
い
歌
声
を
秘
め
て
い
る
」
 宙
 よ
目
 ）
 よ
う
 に
、
日
時
 

計
の
上
の
「
深
い
均
衡
」
は
そ
の
内
に
最
大
限
の
揺
れ
を
 学
 ん
だ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
時
計
を
掲
げ
て
夜
の
 た
 か
へ
と
飛
翔
す
る
 天
 

使
 が
じ
つ
は
歩
み
さ
え
 覚
束
 な
い
「
重
い
鳥
」
に
 他
 な
ら
 な
い
こ
と
は
、
マ
ル
テ
が
リ
ュ
ク
 サ
ソ
 ブ
ー
ル
公
園
で
 目
撃
し
た
天
使
の
遂
行
 

0
 具
現
と
も
い
 う
 べ
 き
 一
人
の
盲
目
の
男
の
歩
み
が
端
的
 に
 示
し
て
い
る
。
リ
ル
ケ
は
そ
の
男
が
「
時
計
の
指
針
 の
よ
う
に
、
指
針
の
影
 

の
よ
う
に
、
そ
し
て
時
間
そ
の
も
の
の
よ
う
に
」
（
の
 

l
0
o
o
 

）
歩
い
て
い
た
と
記
述
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
は
額
 面
 ど
お
り
に
取
ら
な
く
 

て
は
な
ら
な
い
。
指
針
か
ら
そ
の
 彩
 へ
と
、
一
歩
、
一
歩
 と
 指
針
の
働
ぎ
を
無
効
に
し
な
が
ら
闇
の
中
へ
と
踏
み
 込
ん
で
ゆ
く
そ
の
男
に
 

リ
ル
ケ
は
詩
的
遂
行
の
深
い
意
味
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
 る
 。
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原
風
景
を
思
わ
せ
る
前
半
の
詩
句
は
恐
ら
く
天
使
を
最
も
 古
い
被
造
物
と
見
る
同
 
ヨ
ブ
 記
し
む
 ま
 4
l
 
Ⅱ
）
を
踏
ま
 え
て
い
る
。
だ
が
り
 か
 

ケ
 に
と
っ
て
重
要
な
の
は
天
使
の
起
源
の
古
さ
そ
の
も
の
 で
は
な
く
、
そ
の
古
さ
ゆ
え
に
聖
な
る
急
ぎ
足
で
先
駆
 げ
 る
 い
 わ
 ぱ
 未
来
の
方
 

か
ら
差
し
迫
っ
て
く
る
天
使
特
有
の
逆
説
性
な
の
で
あ
る
 。
難
し
い
詩
語
の
中
で
天
使
が
ぬ
き
ん
で
た
象
徴
と
な
 っ
た
 所
以
も
そ
こ
に
あ
 

る
 。
こ
の
逆
説
性
の
暗
黙
の
了
解
を
伏
線
と
し
て
後
半
の
 溢
れ
出
る
美
を
吸
い
戻
す
鏡
な
る
も
の
が
導
入
さ
れ
て
 い
る
 0
 当
然
こ
の
鏡
も
 

ま
た
豊
か
に
逆
説
性
を
苧
ん
で
い
ろ
は
ず
で
あ
る
。
 

鏡
は
天
使
的
世
界
を
開
示
す
る
 鍵
 と
し
て
特
に
重
要
な
も
 の
で
あ
り
、
代
表
的
散
文
「
マ
ル
テ
の
手
記
口
を
は
じ
 め
と
し
、
随
所
で
引
 

き
 合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
扱
い
に
一
貫
 し
て
い
る
の
ほ
鏡
面
へ
の
 呪
誼
 で
あ
る
。
美
が
溢
れ
出
 て
く
る
源
泉
と
し
て
 汲
 

い
 戻
さ
れ
 収
 飯
し
て
い
く
と
こ
ろ
 ほ
 鏡
面
で
は
な
く
、
 
丑
一
 

口
 わ
ば
鏡
の
八
内
部
 V
 
 で
あ
る
。
素
顔
の
マ
ル
テ
を
 鏡
 ほ
 そ
の
内
部
に
溶
け
込
 

ま
せ
る
の
 
に
 、
マ
ル
テ
が
仮
面
を
被
り
、
偽
装
を
こ
ら
し
 た
途
端
、
裏
切
ら
れ
た
鏡
は
そ
の
「
復
讐
」
 宮
よ
 。
 
き
 
と
し
て
マ
ル
テ
を
鏡
面
 

で
 拒
絶
す
る
。
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
鏡
面
に
写
る
（
ハ
イ
 @
 
ァ
ガ
｜
 流
に
言
え
ば
 像
 と
な
る
）
と
い
う
こ
と
は
鏡
の
復
 讐
の
結
果
で
あ
る
。
 
従
 

っ
て
詩
的
遂
行
と
は
、
冷
た
く
輝
く
鏡
面
で
あ
ら
ゆ
る
も
 の
を
拒
絶
す
る
鏡
の
光
学
原
理
を
逆
手
に
と
っ
て
 、
そ
 の
 不
可
能
な
内
部
へ
と
 

入
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
鏡
の
内
部
と
 は
そ
も
そ
も
逆
理
で
あ
り
、
い
わ
ば
文
世
界
と
で
も
 言
 ぅ
 べ
き
次
元
で
あ
る
。
 

ち
な
み
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
り
 か
ケ
 に
つ
ま
づ
い
た
の
は
 
ヮ
 
」
こ
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
を
純
粋
知
性
の
光
で
押
え
よ
う
 
と
す
る
 明
蜥
 な
フ
ラ
ン
 

@
 
乃
 @
 

 
 

い
 鏡
の
内
部
は
虚
妄
の
世
界
で
あ
っ
た
。
ロ
ナ
ル
シ
ス
 断
章
三
の
詩
人
に
は
 鏡
 

面
 Ⅱ
水
面
に
溶
 け
 入
る
と
い
う
こ
と
ほ
直
ち
に
ナ
ル
シ
ス
 の
死
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
詩
で
 天
使
が
ナ
ル
シ
ス
に
 特
 

溢       
れ 
出 
る 

己 

が美 

を 

己 
が 、 

か 

んば 

せ 
ケブ ヒ 

吸 
い 

一反 

す 
鏡 
よ 
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現代詩人     ルケ による新し し 、 神話 の 試み 

権
的
象
徴
の
座
を
譲
り
渡
す
い
わ
れ
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
 

さ
て
謎
め
い
た
鏡
の
内
部
を
窺
わ
せ
る
詩
句
を
提
供
し
て
 い
る
の
は
 
ロ
 オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
に
寄
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
 ヒ
と
 言
う
、
近
年
と
み
に
 

声
価
の
高
ま
り
つ
つ
あ
る
、
 

円
 
悲
歌
ロ
 と
 並
び
称
さ
れ
る
 作
品
で
あ
る
。
そ
の
内
部
は
「
今
ま
で
本
当
の
姿
を
書
 き
 残
し
た
も
の
は
 誰
一
 

人
 と
し
て
い
な
い
…
…
一
六
角
の
鹿
が
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
 と
 な
っ
て
入
っ
て
行
く
」
盆
ム
 驚
 ）
秘
儀
的
世
界
で
あ
り
 、
そ
れ
ゆ
え
に
あ
ら
ゆ
 

る
 詩
人
の
至
高
の
範
例
た
る
こ
 の
 伝
説
的
詩
人
に
し
て
 

@
 
。
 
-
2
 

初
 め
て
歌
 う
 こ
と
の
で
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
 し
て
お
く
必
要
が
あ
 

る
 。
そ
こ
は
「
飾
の
目
で
く
ま
な
く
充
た
さ
れ
た
時
間
の
 隙
間
」
（
 @
b
@
d
 

）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
リ
ル
ケ
の
神
 話
 空
間
の
構
造
は
こ
の
 

分
か
り
に
く
い
措
辞
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
日
本
語
に
 訳
 す
と
原
語
に
籠
め
ら
れ
て
い
る
詩
人
の
意
図
が
分
か
 
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
 

「
時
間
の
隙
問
い
 毛
い
 
の
の
 
オ
 の
コ
ペ
 

a
u
 
日
年
 の
ぺ
い
の
 
岸
 」
な
る
も
 の
を
取
り
上
げ
て
見
る
と
、
こ
の
措
辞
で
リ
ル
ケ
は
 
物
 理
的
 常
識
的
カ
テ
ゴ
リ
 

１
を
超
え
て
、
時
間
洋
二
空
間
 
力
 p
E
 
日
の
硬
直
し
た
 枠
を
廃
棄
し
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
即
ち
 
こ
の
措
辞
は
先
に
見
た
 

時
計
の
指
針
を
覆
っ
て
日
常
的
時
間
を
無
効
に
す
る
敢
為
 に
 通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
天
使
固
有
の
あ
の
 高
 め
ら
れ
た
夜
を
意
味
す
 

る
こ
と
は
、
や
が
て
到
来
す
る
天
使
の
海
の
カ
ン
タ
一
夕
 の
嵐
の
前
触
れ
を
告
げ
る
「
暗
 い
 時
間
の
あ
ら
ゆ
る
 空
 虚
 、
あ
ら
ゆ
る
隙
間
が
 

虚
ろ
な
 壺
 と
な
り
、
フ
ー
ガ
が
鳴
り
響
く
貝
殻
と
な
る
」
 

（
 
ド
 
@
 の
 
ト
 
）
と
い
う
晩
年
の
詩
句
に
よ
っ
て
 裏
づ
 げ
ら
れ
る
 。
こ
の
神
話
構
造
を
成
 

す
 時
空
は
「
飾
の
目
で
く
ま
な
く
充
た
さ
れ
た
」
と
言
わ
 れ
て
い
る
が
、
言
 う
 ま
で
も
な
く
不
要
な
粒
子
を
濾
過
 さ
せ
る
飾
の
目
と
は
 空
 

虚
 な
穴
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
空
虚
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
 る
 事
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
間
の
隙
間
は
単
な
る
隙
間
を
 凌
駕
し
た
高
次
の
時
空
 

と
な
る
。
晩
年
の
り
 か
ケ
 の
詩
的
世
界
は
こ
う
し
た
異
様
 な
 時
空
に
よ
っ
て
覆
い
尽
く
さ
れ
た
観
が
あ
る
。
い
わ
 く
 
「
不
在
の
重
み
で
 軽
 

く
な
る
」
（
 ぃ
 
-
5
2
 

）
）
青
銅
の
星
の
空
間
、
「
奪
う
事
な
く
 

使
い
尽
く
さ
れ
る
」
（
）
 ふ
の
ぃ
 
）
ば
ら
の
花
の
内
部
等
等
で
 あ
る
。
 又
 そ
こ
は
い
か
 

に
 暗
か
ろ
う
と
、
そ
の
闇
は
も
は
や
光
と
の
反
立
に
よ
っ
 て
 成
り
立
つ
相
対
的
な
闇
で
な
い
事
は
、
中
世
の
神
秘
 思
想
家
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
 

ク
サ
ー
 ヌ
ス
 の
世
界
を
偲
ば
せ
る
「
光
か
ら
成
る
無
限
の
 闇
 」
（
 ヤ
ミ
 ）
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
 
闇
を
凝
集
す
る
「
盲
目
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の
 天
使
」
と
四
辺
を
照
ら
す
「
境
界
に
立
つ
 灯
 ム
ロ
」
と
し
 て
の
天
使
と
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
 言
 う
 な
ら
鏡
の
内
部
と
い
 

う
こ
の
逆
理
的
時
空
を
導
入
さ
せ
た
、
曙
光
に
輝
く
尾
根
 も
又
同
じ
鏡
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
来
る
。
な
ぜ
な
 ら
そ
の
尾
根
ほ
ほ
の
 暗
 

い
 大
地
に
向
か
っ
て
朝
の
光
を
放
ち
つ
つ
、
自
ら
放
射
し
 た
 光
を
そ
の
大
地
か
ら
 再
 吸
収
す
る
 鏡
 と
み
る
こ
と
も
 出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
 

@
 
朽
 @
 

光
の
関
節
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
。
 

リ
ル
ケ
の
神
話
構
造
 は
 結
局
 八
 こ
と
ば
に
逆
ら
っ
て
 
語
 る
 V
 
 外
 な
い
世
界
と
言
え
よ
う
。
先
に
確
認
し
て
お
い
 た
 よ
 う
 に
、
そ
こ
は
 

オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
の
こ
と
ば
し
か
歌
う
こ
と
の
出
来
な
い
 世
 界
 で
あ
り
、
封
じ
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
神
話
論
的
に
 言
え
ば
そ
の
踏
み
込
み
 

得
ぬ
時
空
 は
 詩
論
的
に
言
え
ば
こ
と
は
の
到
達
不
可
能
 な
 
「
 臣
 
二
口
ま
巾
に
結
す
イ
人
㌧
も
の
」
（
リ
ー
 

M
 
窩
り
 

e
 
 で
あ
イ
人
㌧
。
か
く
て
 
人
間
的
言
語
を
徹
底
的
 

に
 凌
駕
す
る
も
の
と
し
て
天
使
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
  
 

大
文
字
な
る
天
使
 ょ
、
 

我
々
が
徐
々
に
崩
し
て
行
く
こ
と
は
に
垂
直
に
立
つ
文
字
 よ
 0
 

我
々
の
生
の
故
郷
を
照
ら
す
青
銅
の
境
界
 石
 、
 

我
々
の
心
の
中
に
屹
立
す
る
、
荒
涼
と
し
て
 波
よ
 ろ
 う
 山
々
の
無
名
の
果
て
（
 い
 @
2
u
 
）
 

鏡
の
内
部
に
入
っ
て
付
け
る
の
が
つ
ぶ
ら
な
目
を
し
た
 野
 生
の
鹿
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
歌
い
な
が
ら
咲
 
き
 で
る
の
は
「
汚
れ
た
 き
 

花
 」
（
 い
 こ
 脂
 ）
で
あ
り
、
そ
こ
を
舞
う
の
ほ
天
使
の
暗
 楡
 た
る
「
悠
然
と
翼
を
翻
す
原
始
の
鳥
」
（
 
@
b
@
d
 

）
で
あ
る
 

。
詩
的
遂
行
と
は
そ
の
 

言
い
得
ぬ
も
の
に
こ
と
ば
で
抗
う
冒
険
で
あ
っ
た
。
サ
ル
 ト
ル
流
し
 @
 う
な
ら
初
め
か
ら
敗
北
を
宿
命
 付
 げ
ら
れ
 た
 戦
い
と
言
え
よ
う
。
 

事
実
目
悲
歌
口
に
ほ
断
念
に
も
近
い
響
き
が
あ
る
。
し
か
 し
 最
終
的
に
円
悲
歌
口
は
言
い
得
ぬ
も
の
の
象
徴
で
あ
 る
 天
使
に
あ
く
ま
で
 抗
 

わ
ん
と
す
る
詩
人
の
拮
 持
 の
こ
と
ば
で
結
ば
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
を
支
え
た
の
ほ
ま
さ
し
く
入
言
い
得
ぬ
も
の
の
 
言
い
難
さ
そ
の
も
の
 V
 

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
「
虚
ろ
 な
 過
多
へ
と
急
転
す
る
純
粋
な
過
少
」
（
 1
 
ム
 o
A
 

）
、
「
 

純
 枠
 な
飛
翔
」
（
 ヤ
ト
 「
 
ひ
 ）
 、
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み
る
危
険
性
を
リ
ル
ケ
は
身
を
も
っ
て
感
じ
て
い
た
か
 
ら
で
あ
る
（
事
実
彼
は
一
時
期
魔
術
に
近
付
い
た
）
。
 ，
 
し
の
均
衡
の
中
で
天
使
的
 
時
 

 
 

る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
見
た
。
つ
ま
り
詩
的
遂
行
は
 こ
の
均
衡
の
 
う
 え
で
 果
 た
さ
 

湘
 

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
更
に
重
要
な
こ
と
は
天
秤
を
 引
き
合
い
但
し
た
こ
の
要
請
は
、
そ
の
均
衡
が
言
い
得
 ぬ
も
の
を
載
せ
た
一
方
の
皿
 

 
 

れ
と
詩
人
の
言
葉
を
載
せ
た
も
 
う
 
一
方
の
皿
と
の
拮
抗
 
の
中
で
初
め
て
生
ま
れ
る
も
の
だ
と
言
 う
 こ
と
、
つ
ま
 り
 言
い
得
ぬ
も
の
の
重
さ
は
 

 
 

得
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
の
内
 に
 前
提
 仁
 し
て
い
る
点
で
あ
る
。
子
供
 

 
 

川
が
 遊
ぶ
ボ
ー
ル
を
言
葉
 仁
 見
立
て
た
、
次
 に
 引
用
す
 る
 詩
句
は
こ
の
消
息
を
よ
り
厳
密
に
規
定
し
て
い
る
。
 

レ
 
/
 

 
 

我
々
は
自
分
達
の
も
の
で
あ
る
こ
の
事
物
を
 

人
 

詩
 

常
に
上
昇
と
落
下
が
妨
げ
会
 う
 、
硬
直
し
た
生
の
し
が
ら
 み
か
ら
法
則
へ
と
投
げ
上
げ
る
。
 

代
 

現
 

す
る
と
そ
れ
は
舞
い
上
が
り
、
純
粋
な
飛
翔
を
描
い
て
、
 

-
 
托
 @
 

に
 抗
え
と
い
う
要
請
で
も
あ
る
。
こ
の
要
請
が
極
め
て
 切
 迫
 し
た
響
き
を
も
つ
の
は
、
対
重
を
失
 う
 と
ぎ
詩
が
 悪
 し
き
神
秘
主
義
仁
堕
ち
 

「
純
粋
な
花
の
名
」
（
 ぃ
，
い
 

の
の
）
そ
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
 詩
人
自
身
の
墓
碑
銘
と
し
て
刻
ま
せ
た
、
ば
ら
を
称
え
 ナ
，
 

し
 

）
の
の
）
と
言
っ
た
詩
句
 
仁
 見
ら
れ
る
、
晩
年
リ
ル
ケ
が
 特
 に
 依
拠
し
た
重
要
な
措
辞
「
純
粋
」
で
あ
る
。
こ
と
は
 
の
 

こ
の
「
無
名
の
果
て
」
を
彼
は
「
純
粋
な
拒
絶
の
頂
き
」
 （
 
ヤ
の
 七
）
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
硬
直
し
た
一
方
的
な
拒
絶
 の
 

あ
る
。
ち
ょ
う
ど
レ
オ
ナ
ル
ド
・
 ダ
 
・
ヴ
ィ
ソ
チ
の
「
 
モ
 ナ
リ
ザ
」
が
見
る
も
の
を
拒
み
つ
つ
一
層
 設
 へ
と
誘
い
  
 

こ
の
拒
絶
は
、
言
葉
を
厳
し
く
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
詩
人
 を
語
る
こ
と
へ
と
差
し
招
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ミ
ニ
 
ロ
 し
 
@
 

く
 言
葉
の
到
達
不
可
能
性
に
よ
っ
て
高
い
詩
的
意
義
を
獲
 得
す
る
の
で
あ
る
。
画
家
の
描
き
得
ぬ
も
の
が
絵
を
支
 ，
え
 

い
 得
ぬ
も
の
と
言
葉
と
の
こ
の
張
り
詰
め
た
せ
め
ぎ
あ
い
 が
 詩
に
リ
ア
 り
 テ
ィ
 一
 を
与
え
る
の
で
あ
る
。
舌
口
 葉
を
 放
 

か
っ
て
の
「
均
衡
を
作
れ
 、
 秤
の
上
に
静
か
に
立
て
し
（
 
め
 -
1
5
0
 

）
と
い
う
悲
痛
な
呼
び
掛
け
ほ
、
言
葉
の
対
重
を
 も
 「

純
粋
な
矛
盾
」
（
 
ヤ
 

極
北
と
も
言
う
べ
き
 

対
極
に
あ
る
も
の
で
 

ん
で
い
く
よ
う
 に
 、
 

得
ぬ
も
の
は
ま
さ
し
 

て
い
る
よ
う
 に
 、
言
 

棄
 す
る
魔
術
師
に
向
 

っ
て
言
い
得
ぬ
も
の
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し
て
行
く
様
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
 の
は
、
壮
大
な
 憧
 撮
の
弧
は
詩
的
遂
行
が
目
指
す
天
使
的
 時
空
で
あ
る
と
八
回
 

時
に
 V
 
詩
的
遂
行
即
ち
ボ
ー
ル
の
飛
翔
に
よ
っ
て
張
り
 渡
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
っ
 ま
り
リ
ル
ケ
理
解
の
要
 

諦
は
 リ
ル
ケ
に
と
っ
て
の
新
し
い
神
話
の
時
空
が
祈
り
や
 呪
文
が
招
来
で
き
る
と
称
す
る
約
束
ず
み
の
 異
 次
元
の
 世
界
で
は
な
く
、
こ
と
 

ば
 に
よ
っ
て
創
造
的
に
切
り
開
か
れ
て
行
く
べ
き
世
界
な
 の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
先
に
見
た
措
辞
「
深
淵
 の
 鋳
型
」
も
こ
の
時
空
 

の
 メ
タ
フ
ァ
一
で
あ
っ
た
。
 

お
わ
り
に
 

そ
も
そ
も
現
代
詩
に
と
っ
て
神
話
と
は
な
に
か
。
こ
こ
で
 再
び
シ
ュ
レ
 
一
 ゲ
ル
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
そ
れ
は
 詩
の
成
立
根
拠
と
し
 

@
 
お
 @
 

て
の
「
中
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
古
代
の
詩
 と
 現
代
詩
と
の
決
定
的
な
違
い
は
そ
の
「
中
心
」
が
あ
る
 か
、
 否
か
に
か
か
っ
て
 

い
る
と
み
る
。
伝
承
的
神
話
が
そ
の
 力
 を
失
っ
て
し
ま
っ
 
た
 現
代
、
そ
の
「
中
心
」
は
形
容
矛
盾
と
も
い
 う
 べ
き
 
「
 
新
 L
 レ
 
Ⅰ
神
拝
 

」
Ⅹ
 
-
9
@
2
 
 

舶
 に
 求
 

め
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
他
の
現
代
詩
人
同
様
、
り
 か
 ケ
 の
場
合
も
神
話
の
（
創
造
的
発
掘
Ⅴ
す
な
わ
ち
大
胆
 な
 解
釈
に
よ
る
伝
承
的
 

神
話
の
再
生
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
。
解
釈
の
し
か
た
は
 勿
論
異
な
る
と
は
い
え
、
神
話
が
万
古
不
易
と
は
限
ら
 ず
、
 新
し
く
解
釈
し
得
 

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
指
摘
 す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
 つ
 ヰ
 
@
0
@
 

-
@
 

い
ク
 

・
 
3
 
。
 神
話
の
 カ
 と
い
う
の
は
い
 っ
 の
時
代
で
も
新
た
な
 

我
々
が
与
え
た
 憧
 惧
の
弧
を
張
り
渡
す
。
（
 
ヤ
 ）
㍉
 
ひ
 
）
 

こ
こ
で
は
二
項
対
立
、
相
互
反
立
を
原
理
と
す
る
硬
直
 し
た
日
常
 @
=
 

ロ
ま
叩
の
次
元
か
ら
こ
と
は
が
解
き
放
た
れ
て
 

行
く
様
が
描
か
れ
て
い
 

る
 。
リ
ル
ケ
特
有
の
「
純
粋
」
な
る
詩
語
は
こ
と
ば
が
 そ
 ぅ
 し
た
原
理
に
も
は
や
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
己
が
 軌
道
を
自
在
に
飛
翔
 し
 

-
 
抑
 @
 

て
 行
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
日
常
言
語
か
ら
 詩
 約
 =
=
 

ロ
ま
由
へ
の
上
昇
で
あ
り
、
 

八
 語
り
入
れ
 V
 
 か
ら
六
 %
 由
り
い
で
 
V
 
 へ
と
変
貌
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現代詩人 
 
 ルケ による新し し 、 神話 

ぅ 話 
（ 2 （注 1 ' 現 の 

Ⅰ ） ）   代 核 
詩 と 

入 し 
に て 

課 蘇 
せ る ら   れ ヴ 

た ァ 

要 し 

号幸 ロ耳 '  り 

Ⅴ ブ し l 
  リ の 

自白とり ル ケ   フ   や 主 よ 
ノ し う 

ゴ卯已 の ヨ に の Ⅰ   
のゴ ぅ 太 の 「・ Ⅱ に 古 

答 の 

の的。 の村 コロ ㎡ o Ⅱ - の 
え 歌 

  る 人 @ Ⅰ 村 e e 0 オ 
  で ル 

    あ フ 

力 （ Ⅰ コ る ェ 
o ウ 

臣う O 本 （ @ （ ス 

や 

Ⅰ オ コ ヰコ の - 。   
  
  
    オ 

    
コム 隼 。 仁 の 

魂 

空中㎎の 力二片の 

を 

（ - 現代 

Ⅰ プ し 

・ O 中 中ヰ（ の セ @ 蘇 
目ヰ ㏄ の ら 

中り 隼 e 
  

せ 

よ - 3l   

と ゴの ，ロ のの㏄） ぢ 。 Ⅱ ～   い 
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る
 。
詩
人
で
あ
っ
た
り
 か
ケ
 に
と
っ
て
天
使
に
求
め
た
 「
中
心
」
 ほ
 「
 臣
 
二
ロ
語
に
絶
す
る
」
こ
と
ば
の
極
北
で
あ
っ
 
た
が
、
そ
れ
は
詩
の
領
 

域
 な
は
る
か
に
越
え
て
、
芸
術
一
般
、
さ
ら
に
宗
教
を
も
 含
め
、
人
間
存
在
全
般
に
ま
で
拡
が
る
い
わ
ば
同
心
円
 の
 「
中
心
」
で
も
あ
っ
 

た
 。
ま
た
こ
の
中
心
が
三
次
元
的
空
間
の
静
的
中
心
で
な
 い
こ
と
は
今
更
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
天
使
の
「
巨
大
 
な
 日
時
計
の
凹
面
」
（
 
T
 

の
ド
 
）
）
を
思
わ
せ
る
 
オ
ラ
ソ
ジ
ュ
 の
古
代
円
形
劇
場
の
中
 心
 が
し
ん
し
ん
と
闇
を
凝
集
し
て
ゆ
く
 
よ
う
 に
、
渦
巻
 き
な
が
ら
「
自
ら
を
も
 

諸
共
に
吸
い
込
ん
で
か
く
中
心
」
（
 
ヤ
 ）
 
お
 ）
は
新
し
い
 神
 話
の
力
動
的
時
空
の
深
ま
り
ゆ
く
核
で
あ
る
。
「
 
驚
鍔
の
 中
心
」
（
ヤ
コ
じ
で
あ
 

み
る
ダ
フ
ネ
ー
 、
 「
こ
と
ば
が
 
秘
 か
に
消
え
て
ゆ
く
」
 （
）
八
包
～
）
「
未
聞
の
中
心
」
（
）
 

ム
 ～
 
0
 
）
で
あ
る
オ
ル
フ
ェ
ウ
 ス
 、
「
熟
れ
て
ゆ
く
巴
旦
杏
 

ゆ
 
の
よ
う
な
…
あ
ら
 ゆ
る
 中
心
の
中
心
、
核
の
核
」
（
 
）
 
-
6
2
4
 

）
で
あ
る
仏
陀
、
こ
れ
ら
古
い
伝
承
は
リ
ル
ケ
に
 

と
っ
て
天
使
同
様
新
し
い
 神
 

に
 新
し
い
神
話
を
仮
託
し
た
の
も
、
ま
さ
に
そ
の
起
源
の
 古
さ
ゆ
え
に
天
使
は
未
来
か
ら
の
切
迫
し
た
呼
び
掛
け
 と
な
り
え
る
か
ら
で
あ
 

姿
 と
し
て
甦
り
得
る
そ
の
蘇
生
方
に
あ
る
と
い
え
 よ
 う
。
 と
い
う
よ
り
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
は
神
話
の
原
初
性
こ
そ
 が
 神
話
蘇
生
の
原
動
力
 

を
 保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
溶
け
に
く
い
神
々
を
 溶
 か
し
て
ほ
ち
き
れ
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
」
 
G
 凹
ま
）
 太
 古
 の
 銅
羅
 で
あ
る
の
 え
 

に
 「
空
間
を
裏
返
す
」
（
 
@
b
@
 

色
 
）
冒
険
的
な
詩
的
機
能
の
暗
 闇
 と
な
る
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
が
起
源
も
定
か
で
な
い
 古
い
伝
承
で
あ
る
天
使
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（
 
8
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一
九
二
二
年
完
成
。
こ
の
 他
 ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
 

円
 魅
惑
 L
 、
 ジ
ョ
イ
ス
の
 
ロ
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リ
シ
ー
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 L
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こ
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合
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コ
 
Ⅰ
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 月
の
プ
 
リ
 由
の
の
 

コ
か
 
Z
 。
二
日
 ヰ
コ
コ
 
・
）
 つ
 ㏄
㏄
）
 

，
の
 
）
 
つ
  
 

（
 
托
 ）
 
ア
 （
・
 

Q
0
 年
目
ぎ
 ・
 0
 ロ
 ・
 
臼
 （
・
・
 
ロ
 ・
ひ
ひ
 

（
Ⅳ
）
ロ
マ
リ
ア
の
生
涯
 
L
 
は
友
人
で
も
あ
っ
た
画
家
フ
ォ
ー
 ゲ
 一
 
フ
ー
の
要
請
が
ぎ
っ
か
げ
に
な
っ
て
う
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 彼
の
絵
も
こ
の
作
品
 

の
 背
景
に
あ
る
。
詳
し
く
は
 ロ
 リ
ル
ケ
全
集
 
L
 河
 田
 書
房
新
社
 

第
三
巻
、
一
九
九
 

0
 年
三
八
一
頁
以
降
の
解
説
（
田
口
義
弘
）
を
 参
照
。
 

（
 
M
 ）
 
ト
何
 ・
 
レ
 目
的
。
 
目
 0
 が
 
由
 @
 
日
 。
Ⅰ
の
の
Ⅱ
目
的
 ガ
 の
年
の
し
 田
コ
 0
 Ⅰ
の
 
の
の
 0
 二
目
。
 
い
 の
 レ
 0
 Ⅰ
Ⅰ
 
プ
ひ
 
0
 （
 
ノ
ハ
 
0
 コ
ヰ
 
出
帆
 コ
 0,
 

下
目
亡
ず
「
・
Ⅰ
の
Ⅰ
㏄
）
。
Ⅰ
 

Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
 

（
㎎
）
）
・
 つ
 ・
レ
コ
の
 

臼
 -
o
N
.
 
力
 @
@
0
.
0
 
ロ
 ・
 
n
@
 
（
・
 

，
ロ
 ・
 
N
 ㏄
 

（
㏄
）
 由
 ・
 
パ
 Ⅰ
三
の
 0
 ヲ
 ・
 オ
り
ぎ
 の
（
 
ヲ
ぎ
 （
 
@
p
 刀
目
 
日
 。
し
 い
 の
の
 
@
 
コ
 白
目
 
隼
 し
ぎ
す
 （
Ⅰ
 
コ
幅
 （
顕
安
 巨
 ，
 し
臣
コ
 
0
 ア
 0 「
 か
宙
 三
ヨ
 三
 0
 グ
 ）
の
 
ド
 
Ⅰ
）
・
の
も
 の
 ㏄
 片
 

（
 
れ
 ）
目
頭
ぃ
 の
お
 （
 
ヨ
ぃ
 二
戸
口
 0
 （
の
で
㌢
。
 乙
戸
 0
 （
お
田
の
 
コ
 。
何
（
 

0
 田
 @
@
 

「
い
い
の
 
亡
 
@
@
 
ヨ
 @
 
①
「
・
）
の
 

w
-
 

住
 ㏄
一
）
・
 

か
 
㌣
の
 ド
 

（
 
羽
 ）
芹
澤
細
ロ
リ
ル
ケ
オ
ル
フ
ォ
イ
 
ス
 の
系
譜
 L
 駿
河
台
 出
 版
 桂
一
九
八
七
年
七
七
頁
。
な
お
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
 ん
ど
理
解
不
可
能
な
 



現代詩人リルケによる 新しい神話の 試み 

ほ
ど
異
質
な
る
が
ゆ
え
に
深
い
共
感
が
生
ま
れ
た
二
人
の
出
会
 い
は
個
人
的
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
越
え
た
現
代
詩
上
の
 一
 （
事
件
 ）
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
有
益
な
文
献
は
 ミ
 ・
の
。
 
臣
 ・
 空
 三
の
ロ
コ
ら
せ
 
曲
 石
弓
Ⅱ
巨
の
 
で
 。
方
円
 

e
@
 

ゴ
弓
 
e
 弓
巾
 0
0
 

ま
方
（
 

切
 e
 弓
 
コ
ロ
ロ
ら
目
ロ
 
コ
ぃ
ゴ
 
。
 目
 ，
 勺
 弓
 
曲
コ
 
い
オ
 
0
,
 
ト
の
 
㏄
 ト
 ）
 

塚
越
 敏
弓
 リ
ル
ケ
の
文
学
世
界
 b
 理
想
桂
一
九
六
九
年
。
 

（
 為
 ）
 
オ
 ・
 
0
 宰
 口
目
，
。
木
ロ
 
ロ
 の
（
ら
の
の
ま
 
@
 の
の
の
口
の
 

N
 目
の
ぎ
の
 
3
 
目
 0
 由
イ
 ヴ
出
刃
二
方
の
ロ
コ
ら
せ
 
曲
本
 q
q
.
 

。
 @
 
口
 @
 切
 -
w
 
二
の
弓
ら
の
 

弓
オ
 二
才
の
 
の
の
の
の
 

コ
 の
 り
ゴ
曲
 
持
主
。
 ヱ
 

ト
の
 
・
 ゴ
包
 9
.
 づ
 0
 目
オ
二
方
。
の
 
2
 匹
 五
い
プ
曲
臣
 
（
 
円
ゴ
 0
q
 
ヴ
お
オ
 
の
・
 ト
 
の
の
㏄
 

）
。
の
・
㏄
 

ぃ
 

（
 舛
 ）
 
0
.
0
 
巴
 （
 斗
 @
.
O
q
 

弓
呂
の
ヨ
 
の
 注
づ
 q
0
 
弓
 ゴ
簿
 は
い
ゴ
 の
 い
 こ
の
 で
 
0
 ⑥
 円
 
e
 の
Ⅰ
 r
 
曲
コ
も
曲
 

ざ
ト
 ㏄
切
の
１
ト
の
り
の
（
㌧
 

曲
弓
が
 
・
 ロ
 -
0
 
コ
 ・
 ト
 
の
む
 
り
 ）
。
 ロ
 ・
ト
目
 
 
 

（
 お
 ）
四
戸
戸
 ヨ
曲
ロ
戸
い
臼
 （
二
ロ
ら
中
挿
 目
ヴ
由
ヨ
の
づ
曲
 （
の
 
口
 オ
 @
-
@
@
@
 

の
 ・
 
n
 ぎ
 
切
の
 
@
 
（
 
q
o
@
m
 

一
 N
@
@
@
q
H
@
O
 

の
 d
@
@
@
@
@
 

ロ
 の
の
 ヨ
 0
@
 

ロ
 0
%
 
（
 
@
@
 

の
 （
 
@
@
 
の
の
 
ロ
 
@
 @
n
 
ゴ
ド
 
。
の
（
 
巾
 Ⅰ
 宙
ヨ
コ
 
㏄
。
 
目
 ・
 

0
 ロ
 コ
 （
の
弓
立
の
の
 

オ
 の
・
 P
 
の
む
 
ト
 ）
 ，
の
 ・
 
P
 
㏄
㏄
 

（
 t
o
 
）
神
秘
主
義
は
し
ば
し
ば
非
合
理
主
義
と
し
て
警
戒
さ
れ
 て
き
た
こ
と
は
歴
史
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ト
主
 
巨
弓
ヨ
呂
弓
 
0
 コ
吋
 
・
 巾
 -
 
。
 

曲
コ
千
コ
曲
目
ら
 
0
 ゴ
ユ
 の
 
ヱ
 曲
コ
 の
 円
仁
 
ら
ピ
 の
（
Ⅰ
 
0
 目
ら
 
0
 コ
 -
G
 巴
 -
 
守
弓
ら
 
・
 ト
 
の
べ
 
の
）
・
ポ
ポ
白
ワ
 
さ
 に
よ
れ
ば
 新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
は
長
い
こ
と
 正
統
神
学
に
よ
っ
 

て
 
ハ
ス
キ
ャ
 ソ
 ダ
ル
Ⅴ
視
さ
れ
て
き
た
。
リ
ル
ケ
が
魔
術
に
接
 近
し
た
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
 接
 近
も
 、
言
語
不
信
 

の
 詩
的
資
質
に
よ
る
と
指
摘
す
る
ひ
と
 
n
.
 
の
 目
ミ
い
患
 ・
。
 し
 曲
の
 せ
 。
弓
の
 

り
ゴ
 
-
 
臣
ぃ
 
オ
円
。
㏄
 
ぃ
ゴ
 
-
 
臣
ぃ
ゴ
ぃ
 

。
目
付
 

0
0
 

ゑ
 0
 ロ
 コ
ら
巾
 0
 コ
 ヱ
オ
 ヴ
 0
@
 
オ
 p
@
 
口
目
 目
 p
q
@
p
 

オ
 二
才
 
タ
，
 @
 
目
 @
N
 目
オ
 曲
 @
 
目
 e
r
 

古
山
 

曲
ユ
 
曲
オ
牛
方
 
P
 ゴ
 弓
の
の
，
 

づ
 0
 コ
 Ⅱ
・
㏄
 
ぃ
 
ゴ
毛
曲
患
 （
臼
田
俺
の
 
ユ
 ・
Ⅱ
円
目
埋
木
こ
 
臣
 ・
 あ
 ㏄
）
 ，
の
 ・
 
と
 も
い
る
  
 

（
 折
 ）
 
中
 巨
濤
ヨ
ミ
 日
 ・
 0
 づ
 ・
 
n
 ぎ
 ・
の
 ぃ
べ
 
の
・
同
じ
 ボ
 一
ル
遊
び
に
 
こ
と
よ
せ
た
人
間
と
こ
と
ば
と
の
主
導
権
の
転
換
を
扱
っ
た
 

上
昇
す
る
と
き
あ
た
か
も
 投
 側
の
 力
 を
奪
っ
て
ゆ
き
、
 

や
が
て
そ
れ
を
手
放
す
 ｜
 そ
し
て
傾
き
か
け
、
 

停
滞
す
る
や
突
如
と
し
て
上
方
か
ら
戯
れ
て
い
る
者
た
ち
に
 

新
た
な
位
置
を
揖
し
示
し
、
舞
踊
の
よ
う
な
形
へ
と
整
え
る
（
 ト
 ー
 む
 ㏄
の
）
 

と
い
う
作
品
で
は
、
日
常
語
か
ら
開
放
さ
れ
た
根
源
的
な
こ
と
 ば
が
人
間
に
規
範
と
な
る
神
話
の
機
能
を
も
示
し
て
い
る
。
 

（
 為
 ）
 
勺
 ・
の
 
り
ゴ
こ
 
㏄
と
・
 
0
 づ
 ・
 
巳
 （
・
 
ピ
田
 

（
 
豹
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中
臣
 言
ヨ
の
 ロ
ロ
・
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乙
 戸
の
目
ら
 
ら
簗
ヲ
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Ⅱ
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ゴ
 0
 盟
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 田
 -
 オ
 二
方
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 ゴ
 。
 臣
円
 
。
 切
 e
z
-
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ゴ
 二
コ
㏄
。
ロ
ロ
 

コ
 ら
ま
二
 %
 
オ
ロ
 
コ
吋
 
。
 コ
 ・
 い
毛
 。
 耳
 e
 弓
 口
の
 
コ
 Ⅰ
（
 勺
弓
 
曲
目
方
ト
目
Ⅰ
 

円
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目
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の
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ヨ
ワ
ト
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む
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の
・
 
い
ト
 

（
㏄
）
 巨
 二
 %
0
 

（
の
 

-
 
の
の
・
 
鰍
づ
 0
 の
（
 

@
C
a
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1
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の
手
・
今
道
文
 

信
訳
コ
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
Ⅳ
 b
 岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
、
四
 0
 頁
 。
 

㏄
 

ホ
メ
ロ
ス
以
来
の
伝
承
神
話
を
仮
借
な
き
ま
で
に
糾
弾
し
た
こ
 と
で
知
ら
れ
る
プ
ラ
ト
 ソ
 も
ロ
ゴ
ス
に
窮
し
た
と
き
、
や
は
り
 プ
 ラ
ト
ン
な
り
に
 



創
作
し
た
神
話
に
頼
っ
た
こ
と
は
 プ
 シ
ュ
 一
ケ
 一
の
運
命
語
の
 援
用
等
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 

（
 紬
 ）
の
・
 

C
a
 

（
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A
 
：
情
報
か
ら
り
 
わ
さ
へ
 

 
 

現
代
は
「
高
度
情
報
化
社
会
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
 各
 種
 通
信
技
術
の
内
部
に
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
・
チ
ッ
プ
が
 侵
 入
し
て
巨
大
か
つ
 
複
 

 
 
 
 
 
 

雑
な
ネ
 
"
 ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
形
成
さ
れ
つ
つ
 あ
る
。
書
店
に
ほ
情
報
関
連
書
籍
が
山
と
積
ま
れ
、
 

積
 み
 上
げ
ら
れ
る
そ
ば
か
 

8
7
 

ら
 切
り
崩
さ
れ
て
い
く
。
そ
ん
な
中
で
、
社
会
の
シ
ス
 -
 
ア
ム
 
の
何
か
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
予
感
に
人
々
は
 駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 情
報
化
社
会
と
呼
ば
れ
る
現
代
に
あ
っ
て
 、
情
 報
 と
い
 5
 言
葉
が
今
日
の
状
況
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
 る
か
の
よ
う
に
 亮
 @
 
ロ
 

に
 語
ら
れ
る
。
だ
が
、
情
報
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
実
は
情
 報
 と
は
意
味
の
別
名
で
あ
る
。
現
実
に
対
し
て
正
確
で
あ
る
こ
と
 を
 要
求
さ
れ
た
 意
 

味
 、
そ
こ
か
ら
物
語
性
を
排
除
さ
れ
た
意
味
こ
そ
情
報
に
体
な
 う
な
い
。
そ
し
て
現
実
に
対
す
る
忠
実
さ
は
意
味
の
持
つ
特
性
 の
 一
 つ
 で
あ
る
こ
と
 

を
 考
え
る
時
、
情
報
を
包
摂
す
る
集
合
と
し
て
「
 5
 わ
さ
」
と
 い
 う
 現
象
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ま
で
 ぅ
わ
 さ
は
情
報
を
成
立
 

さ
せ
る
た
め
に
排
除
さ
れ
る
も
の
と
の
方
角
か
ら
の
み
考
察
さ
 れ
た
に
す
ぎ
な
い
か
、
口
頭
伝
承
の
系
譜
の
末
端
に
連
な
る
も
の
 と
分
類
さ
れ
て
 き
 

た
に
す
ぎ
な
い
。
本
論
は
、
む
し
ろ
 う
 わ
さ
と
い
う
現
象
を
口
 頭
 の
み
な
ら
ず
お
 ょ
 そ
あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 @
 シ
。
 ン
 0
 基
底
 部
分
に
あ
る
も
の
 

と
し
て
設
定
し
、
そ
こ
か
ら
「
 ぅ
 わ
さ
」
と
い
う
現
象
を
考
察
 0
 対
象
の
み
な
ら
ず
物
語
論
、
デ
ィ
ス
ク
 一
 ル
論
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 ｜
シ
ョ
 Y
 論
 、
 そ
 

し
て
神
話
学
を
見
る
視
点
と
す
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 情
報
・
う
わ
さ
・
意
味
・
都
市
伝
説
 

高
野
誠
司
 

 
 

情
報
・
 
ぅ
わ
さ
 ・
物
語
 

｜
 「聞
く
主
体
」
と
「
意
味
」
 

｜
 



ム
百
の
 

そ
 

ま
 、
 

t
 

で
は
 

た
め
 

今
 中

で
「
情
報
」
そ
の
も
の
が
一
番
見
失
わ
れ
て
い
る
と
 ぃ
 ぅ
 皮
肉
な
時
代
な
の
だ
」
。
 

@
5
@
 

こ
で
も
 う
 一
度
こ
の
不
可
解
な
「
情
報
」
と
い
う
言
葉
に
 つ
い
て
問
い
直
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
 0
 そ
し
て
結
論
 を
 先
取
り
す
れ
 

「
情
報
」
と
い
う
言
葉
に
は
二
重
の
意
味
で
意
 
味
 が
な
い
。
こ
の
問
い
の
終
着
点
で
わ
れ
わ
れ
を
出
迎
，
 
え
る
の
は
「
情
報
」
 

な
い
 0
 情
報
と
い
う
名
の
「
神
話
」
は
考
察
の
過
程
で
解
 体
さ
れ
、
そ
こ
に
代
わ
っ
て
座
を
占
め
る
の
は
、
か
つ
 て
 情
報
の
成
立
の
 

に
 排
除
さ
れ
、
 財
 め
ら
れ
て
き
た
「
 ぅ
 わ
さ
」
で
あ
る
。
 

日
 一
般
に
用
い
ら
れ
る
「
情
報
」
と
い
う
用
語
は
 、
 「
 サ
 イ
バ
不
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
の
提
唱
者
、
ノ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
 
１
々
ー
と
、
情
報
 

@
4
@
 

報
 と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
る
と
沈
黙
せ
ざ
る
と
を
得
な
い
 」
。
結
局
現
代
と
は
、
「
あ
ま
り
に
「
情
報
」
が
乱
用
さ
 

ね
 、
ほ
と
ん
ど
情
報
社
 

今
や
、
わ
れ
わ
れ
は
好
む
と
 

「
正
し
い
情
報
を
得
る
た
め
の
」
 

の
間
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
 

さ
れ
も
し
な
い
 ク
リ
シ
ヱ
 に
な
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
 鍵
 概
念
 

の
 正
体
を
見
極
め
た
も
の
は
い
 

「
「
情
報
」
と
い
う
概
念
を
使
い
 

好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
「
情
報
の
洪
水
」
の
さ
な
か
に
 い
る
、
従
っ
て
「
情
報
の
取
捨
選
択
技
術
」
 

や
 

テ
ク
ニ
 "
 ク
 を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
現
代
社
会
を
ス
マ
ー
 ト
に
閣
 歩
す
る
秘
訣
だ
と
い
う
認
識
が
人
々
 

え
る
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
現
代
は
情
報
の
時
代
 
で
あ
る
」
と
い
う
舌
口
薬
 は
 、
今
で
は
押
し
も
 押
 

-
2
"
 

っ
て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
誰
も
耳
を
か
そ
う
と
は
し
な
い
 」
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

と
な
っ
て
い
る
「
情
報
」
と
は
、
一
体
何
だ
ろ
う
か
。
 実
 は
 
「
や
た
ら
に
騒
が
れ
て
は
い
る
が
、
 
"
 情
報
 "
 

レ
ノ
 
@
 ソ
ド
 

な
い
。
情
報
や
コ
ン
ビ
ュ
ー
 タ
 を
め
ぐ
る
物
語
は
ま
だ
 

 
 

こ
な
せ
な
い
人
は
現
代
人
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
 

あ
 ま
り
に
陳
腐
な
語
り
方
を
す
る
な
ら
ば
、
「
 情
 

よ
う
だ
。
 

「
高
度
情
報
社
会
」
と
は
、
急
速
に
発
達
し
た
コ
ン
ピ
ュ
 

１
タ
 と
 各
種
の
電
気
通
信
技
術
が
融
合
し
て
、
複
雑
な
 
不
ソ
 ト
ワ
ー
ク
を
 

形
成
す
る
社
会
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
出
現
に
 よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
経
済
活
動
や
家
庭
生
活
は
 、
近
 い
 将
来
、
い
ち
じ
 

@
l
"
 

る
し
く
変
化
す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
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で
 情
報
と
い
う
 ョ
 
一
口
葉
の
技
術
工
学
的
な
歴
史
を
振
り
返
っ
 

て
い
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
て
お
 く
こ
と
と
す
る
。
十
九
 

世
紀
後
半
、
物
理
学
的
 記
術
 に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
 キ
｜
 ワ
ー
ド
、
「
物
質
」
に
 
、
 新
た
に
「
エ
ネ
ル
ギ
 一
 」
と
い
 ぅ
 概
念
が
加
わ
る
。
 

今
世
紀
初
頭
、
両
者
は
ア
イ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
に
よ
っ
て
 結
 

 
 

場
所
が
存
在
し
な
か
っ
 

た
 。
一
九
四
八
年
、
ク
ロ
ー
ド
，
シ
ャ
ツ
 ソ
 に
よ
り
、
 通
 信
 工
学
の
分
野
に
お
い
て
情
報
理
論
が
打
ち
立
て
ら
れ
 る
 。
彼
に
よ
っ
て
情
報
 

量
が
「
負
の
 ヱ
ソ
 ト
ロ
ピ
と
記
述
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
 
っ
て
「
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
」
と
情
報
が
結
び
つ
げ
ら
れ
た
。
 彼
の
説
明
を
簡
単
に
述
 

べ
る
な
ら
ば
、
情
報
量
と
は
予
測
可
能
性
（
情
報
源
の
 「
あ
い
ま
い
さ
」
の
減
少
）
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 
、
 起
こ
り
得
る
事
象
に
 

お
い
て
、
あ
る
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
で
減
少
す
る
不
確
 か
さ
の
量
だ
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
 の
は
、
シ
ャ
ツ
 ソ
 の
 こ
 

の
 説
明
に
お
い
て
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味
が
無
視
さ
れ
 

 
 

は
あ
く
ま
で
「
ビ
ッ
ト
 

す
ト
 
（
」
単
位
で
示
さ
れ
る
情
報
の
「
 
量
 」
な
の
で
あ
る
。
 

@
9
-
 
そ
し
て
一
方
、
シ
ャ
ツ
 
ソ
 の
同
僚
で
あ
っ
た
ノ
バ
ー
ト
 ・
ウ
ィ
ー
ナ
 l
 は
 、
物
 

質
と
ニ
 ネ
ル
ギ
ー
で
描
か
れ
た
世
界
に
生
物
を
も
含
め
よ
 ぅ
 と
も
く
る
む
。
そ
の
橋
渡
し
と
し
て
「
情
報
」
が
用
 い
ら
れ
た
。
ウ
ィ
ー
 ナ
 

（
 
川
 
@
 -
 

一
の
用
い
る
意
味
で
の
情
報
を
、
こ
れ
も
簡
単
に
説
明
す
 れ
ば
、
行
動
の
決
定
要
因
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
 こ
で
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
 

意
味
的
側
面
は
す
っ
ぱ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
 と
 指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 メ
 "
 セ
ー
ジ
は
単
に
 ノ
イ
 ズ
 と
の
対
比
に
お
い
て
 

語
 
の
み
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
 メ
ソ
 セ
ー
ジ
と
は
、
自
然
界
と
生
物
と
の
間
に
お
い
て
 

こ
れ
は
人
間
と
機
械
と
の
 間
 

物
の
 ア
ナ
ロ
ジ
ー
な
の
だ
が
や
り
と
り
さ
れ
る
 「

命
令
」
・
「
勧
告
」
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
 

さ
 

め
こ
の
 ょ
う
 に
少
な
く
と
も
情
報
理
論
の
創
始
者
に
 お
い
て
は
、
「
 メ
 "
 セ
ー
ジ
が
持
ち
得
る
意
味
論
的
側
 面
は
 、
工
学
的
問
題
に
と
っ
 

報
 
て
は
本
質
的
で
は
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
 

 
 

こ
れ
を
口
に
す
る
人
々
が
 

情
 

シ
ャ
ツ
 ソ
や
 ウ
ィ
ー
ナ
ー
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
 と
は
お
よ
そ
思
わ
れ
な
い
。
何
よ
り
、
彼
ら
二
人
の
 @
 
ニ
 
ロ
 い
 方
に
あ
わ
せ
る
と
す
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理
論
の
確
立
者
、
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ャ
ツ
 ソ
 と
の
、
両
者
に
 よ
っ
て
科
学
的
根
拠
を
与
え
ら
れ
た
と
考
え
て
い
い
だ
 ろ
 う
 。
た
だ
し
、
こ
こ
 



れ
ば
、
個
人
の
口
頭
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 一
 シ
ョ
 ソ
 で
 は
 、
情
報
を
、
振
幅
と
波
長
で
測
定
で
き
る
空
気
の
振
動
 と
し
て
定
義
し
な
け
れ
 

ば
な
ら
ず
、
手
書
き
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 一
シ
，
ソ
で
は
 、
情
報
 を
 イ
ン
キ
の
跡
や
鉛
筆
の
跡
で
定
義
し
な
け
れ
ば
な
ら
 な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
 

そ
れ
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
情
報
と
い
う
言
葉
 の
 無
駄
使
い
で
あ
ろ
う
。
人
々
が
い
お
 う
 と
し
て
い
る
 情
報
は
そ
れ
で
は
な
い
 

力
 石
，
 

ら
で
あ
 

@
 
 @
2
@
 

。
 シ
ャ
ツ
 ソ
と
 ウ
ィ
 l
 ナ
ー
の
情
報
に
関
す
 る
 考
察
は
一
般
的
日
常
言
語
内
で
「
情
報
」
と
い
う
 言
 葉
 が
持
っ
意
味
の
「
 あ
 

@
H
 
）
 

る
 特
別
な
部
分
だ
け
を
、
極
度
に
、
グ
ロ
テ
ス
ク
に
拡
大
 し
た
 
（
あ
る
い
は
先
鋭
化
し
た
）
も
の
」
だ
。
そ
れ
ゆ
 
え
 情
報
の
一
般
的
な
意
 

味
は
彼
ら
二
人
の
「
情
報
」
に
関
す
る
定
義
を
包
含
す
る
 形
で
拡
が
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
二
人
の
定
 義
を
中
心
と
し
て
、
 さ
 

だ
ろ
う
 ヮ
ブ
 リ
ッ
ツ
・
マ
ハ
ル
 プ
 の
先
に
引
用
し
た
土
日
 

ゅ
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
 ば
 情
報
源
か
ら
発
信
 

さ
れ
て
い
る
。
 

ら
に
何
が
つ
げ
加
わ
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
 

い
 換
え
れ
ば
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
 行
 

 
 

で
は
、
こ
の
上
に
さ
ら
に
つ
げ
加
え
る
べ
ぎ
は
何
だ
ろ
う
 

ね
 、
そ
の
状
態
を
区
別
で
き
る
記
号
が
情
報
で
あ
る
。
 情
 

情
報
は
目
的
を
も
つ
活
動
 に
 お
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
 

行
為
自
身
の
状
態
 仁
 関
し
て
、
行
為
者
は
情
報
を
求
め
る
 

見
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
情
報
と
は
、
声
や
文
字
の
 コ
 

さ
れ
た
情
報
は
、
ど
こ
か
別
の
場
所
に
お
い
て
、
受
 け
 

、
情
報
の
全
体
像
を
見
渡
し
た
い
。
ま
ず
予
測
可
能
性
 

動
の
決
定
要
因
、
こ
れ
は
情
報
を
得
る
「
動
機
」
と
し
 

す
る
。
そ
れ
ほ
情
報
 

丑
 
己
号
 

-
"
 
,
 

で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
情
報
の
本
質
で
あ
る
。
。
 

力
 
、
 「
動
く
も
の
」
す
な
わ
ち
伝
達
さ
れ
る
 

、
（
 

5
 
@
 
@
4
@
l
 

）
 

か
 。
つ
ま
り
「
人
々
が
い
お
 う
 と
し
て
い
る
情
報
」
と
 

報
は
無
目
的
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
行
動
の
選
択
に
有
 

あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
あ
る
活
動
を
遂
行
す
る
際
、
外
界
 

。
行
動
が
目
的
に
近
づ
い
て
い
く
と
 き
 、
い
ろ
い
ろ
の
 

取
ら
れ
得
る
。
 

て
 以
下
の
よ
う
に
説
明
 

ミ
ュ
ニ
ケ
 l
 シ
ョ
 ソ
 に
 

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
 言
 

は
ど
の
よ
う
な
も
の
 

用
 で
あ
る
こ
と
、
 

の
 状
態
あ
る
い
は
 

状
態
が
考
え
 ろ
 

も
の
だ
、
 

お
い
て
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
性
質
 に
 関
わ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 こ
 の
点
で
 い
 わ
ゆ
る
「
 情
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@
 
別
 @
 

「
 先
ヵ
 ン
ブ
リ
ア
時
代
の
黒
雲
も
、
そ
の
直
後
の
雨
 仁
関
 す
る
情
報
を
表
現
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
か
ら
。
 

そ
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
彼
ら
「
情
報
」
論
 者
が
情
報
の
内
容
に
つ
い
て
誤
解
し
つ
つ
思
案
を
繰
り
 返
し
て
い
る
こ
と
が
 

は
っ
き
り
す
る
。
彼
ら
は
情
報
以
外
の
別
の
言
葉
で
表
現
 さ
れ
て
い
る
何
か
を
 も
 り
や
り
情
報
と
呼
ん
で
い
る
に
 す
ぎ
な
い
。
言
葉
な
 い
 

し
 概
念
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
現
代
 に
 お
い
 て
、
 彼
ら
が
そ
れ
を
情
報
と
し
か
表
現
し
な
い
か
ら
、
 

情
報
と
い
う
語
が
成
立
 

す
る
以
前
の
そ
れ
を
情
報
と
呼
 

@
l
@
2
 
 

べ
な
い
が
け
だ
。
仮
に
そ
 ぅ
 で
は
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
か
の
偉
大
な
言
 語
学
者
の
名
を
挙
げ
る
 

必
要
さ
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
「
表
示
す
る
 語
 」
 が
 存
在
し
な
い
な
ら
 ぱ
 、
「
表
示
さ
れ
る
内
容
」
も
存
在
で
 

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 

 
 

は
下
に
引
用
す
る
の
は
、
言
語
の
持
つ
二
つ
の
側
面
 

す
な
わ
ち
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
 と
シ
 
ニ
フ
ィ
 ヱ
 と
い
う
概
念
 

に
つ
い
て
の
 記
号
 

-
 

詰
論
的
な
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
が
情
報
の
説
明
と
非
常
 
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
も
ら
い
た
い
。
 

物
 

報
 

用
い
ら
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
 

言
語
記
号
の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
絵
画
や
図
 と

し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
 仁
は
 、
記
号
と
な
り
得
る
の
 

表
な
ど
の
お
び
た
だ
し
い
量
の
記
号
に
囲
ま
れ
て
、
 

我
 も

 事
実
で
あ
る
。
 

々
は
日
々
の
生
活
を
営
ん
で
 

 
 

わ
 

い
る
。
そ
し
て
自
然
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
人
の
手
に
な
る
 も
の
で
あ
ろ
う
と
、
何
で
あ
れ
あ
ら
ゆ
る
対
象
 は
メ
 "
 セ
ー
ジ
の
伝
達
に
 

ム
ノ
 

（
㌍
 
@
 

情
 

記
号
が
運
ぶ
も
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
意
味
」
で
あ
る
。
 

シ
 ャ
ノ
ソ
は
 賢
明
 に
 も
そ
の
意
味
の
迷
路
を
無
視
す
る
こ
 と
で
情
報
理
論
を
確
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従
っ
て
「
情
報
」
と
い
う
言
葉
な
い
し
概
念
が
存
在
し
な
 か
っ
た
だ
け
で
、
そ
う
し
た
「
表
示
す
る
語
は
な
く
て
 も
 、
情
報
そ
の
も
の
 

（
㎎
 
@
 

は
 古
く
か
ら
あ
っ
た
」
 

@
7
@
 

Ⅱ
 

前
は
 、
 人
か
ら
人
へ
の
口
伝
に
よ
り
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
 」
の
で
あ
り
、
あ
る
 

ぃ
は
 「
 
絵
や
 像
や
建
築
物
な
ど
で
情
報
が
表
示
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

。
土
屋
 俊
に
ょ
 れ
ば
 

情
報
は
抽
象
的
で
あ
り
、
形
が
見
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
 を
 伝
え
る
に
は
、
な
ん
ら
か
の
形
あ
る
も
の
に
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
 
そ
 

（
 
巧
 @
 

の
形
が
文
字
で
あ
り
、
図
形
で
あ
り
、
あ
る
い
は
 昔
 記
号
 で
あ
る
。
 

報
 」
論
者
た
ち
の
見
解
 
は
 一
致
し
て
い
る
よ
う
だ
。
 

た
 と
え
ば
、
仲
本
秀
四
郎
 
は
 次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 



だ
か
ら
こ
そ
土
屋
の
よ
う
に
、
「
情
報
は
、
言
語
や
記
号
 
体
系
や
そ
の
他
の
通
信
、
表
現
の
手
段
と
は
独
立
に
規
定
 さ
れ
る
べ
 き
 も
の
で
 

 
 

ロ
ラ
 情
報
と
は
、
「
諸
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
生
起
す
 る
 意
味
」
に
 他
 な
ら
な
 

 
 

思
 的
で
あ
り
、
そ
し
て
言
語
記
号
の
意
味
は
統
 辞
 関
係
と
 連
辞
関
係
に
お
い
て
 規
 

@
 
お
 ）
 

定
 さ
れ
る
。
さ
ら
に
文
の
意
味
は
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
 変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
置
く
な
ら
、
土
屋
が
 主
張
す
る
よ
う
な
意
味
 

で
の
「
情
報
」
と
い
う
概
念
は
必
要
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
 か
 、
事
態
は
一
層
複
雑
さ
を
増
し
て
し
ま
い
か
れ
な
い
 。
た
と
え
・
は
 @
 
ニ
ロ
ま
 

幅
 学
ハ
 り
 

観
点
か
ら
「
聞
く
主
体
」
に
つ
い
て
述
べ
た
立
川
健
二
の
 次
の
文
章
の
、
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
を
「
情
報
」
に
 

置
 ぎ
 換
え
て
読
ん
で
み
 

れ
ば
、
土
屋
の
言
が
「
意
味
」
と
い
う
概
念
を
無
視
し
て
 初
め
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
 る
 だ
ろ
う
。
 

実
際
、
他
人
の
言
葉
を
聞
い
た
り
、
他
人
の
発
す
る
さ
ま
 ざ
ま
な
記
号
（
声
色
、
身
ぶ
り
、
表
情
、
態
度
、
服
装
 な
ど
）
を
見
た
り
 

感
じ
た
り
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
も
っ
「
 形
 」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
全
日
 ゅ味
 ）
を
一
義
 的
に
読
み
と
ろ
う
 

と
つ
と
め
て
い
る
。
（
意
味
）
と
い
う
の
が
不
確
定
な
も
 
の
で
あ
り
、
解
釈
す
る
人
や
時
・
状
況
に
よ
っ
て
無
限
 に
 異
な
っ
て
い
る
 

の
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
（
聞
く
主
体
）
 

は
 、
記
号
の
「
 形
 」
を
こ
え
て
つ
ね
に
あ
る
た
だ
ひ
と
 つ
の
意
味
を
も
と
 

@
 
托
 -
 

め
よ
う
と
す
る
。
 

そ
し
て
「
意
味
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
受
け
取
る
 の
は
人
間
で
あ
る
。
も
 う
 少
し
厳
密
に
 
@
 行
な
ら
、
 
そ
 こ
に
意
味
が
あ
る
と
 

感
じ
た
と
 き
 、
人
は
そ
れ
を
「
情
報
」
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
 情
報
を
送
り
出
す
側
は
別
に
人
間
で
な
く
て
構
わ
な
い
 。
読
み
取
る
側
に
人
間
 

が
 い
 さ
え
す
れ
ば
。
 

立
し
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
は
「
刺
激
 ｜
 反
応
」
と
い
う
機
械
論
 的
 図
式
で
捉
え
ら
れ
な
い
部
分
を
と
り
あ
え
ず
は
情
報
 と
 称
し
た
。
そ
し
て
 一
 

方
 、
「
情
報
」
論
者
の
誤
解
は
、
こ
の
「
意
味
」
が
一
つ
 

の
 記
号
に
対
し
た
だ
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
、
 土
 
思
味
 に
関
す
る
実
に
素
 

朴
 な
理
解
に
根
ざ
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
こ
れ
は
 シ
 ャ
 ノ
ン
 や
 ウ
ィ
ー
ナ
ー
ほ
ど
慎
重
で
も
厳
密
で
も
な
か
 っ
 た
と
い
う
こ
と
だ
。
 

(92)  92 



と
こ
ろ
で
こ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
味
 に
 プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
 ク
 な
「
価
値
」
が
あ
る
か
な
い
か
 と
い
う
こ
と
だ
。
 

「
情
報
」
論
者
の
多
く
が
、
「
正
し
い
」
情
報
こ
そ
価
値
あ
 
る
 情
報
で
あ
り
、
「
正
し
い
」
情
報
を
得
る
こ
と
に
よ
 っ
て
「
適
切
な
」
行
動
 

が
 可
能
に
な
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
裏
側
か
ら
見
れ
ば
、
 そ
れ
を
「
情
報
」
と
称
し
た
瞬
間
か
ら
、
人
は
何
ら
か
 0
 行
動
を
迫
ら
れ
る
と
 

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

だ
が
、
あ
る
情
報
の
価
値
は
、
一
体
い
つ
発
生
す
る
も
の
 な
の
か
 ?
 
 情
報
の
効
果
と
は
、
い
つ
判
明
す
る
も
の
 な
の
か
 ヮ
 ・
こ
れ
は
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
情
報
に
基
づ
い
た
行
動
の
成
否
如
何
だ
 。
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
・
情
報
を
受
け
取
っ
た
瞬
間
の
 時
点
に
お
い
て
は
、
 そ
 

の
 情
報
の
持
つ
価
値
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
こ
と
に
 な
る
。
情
報
と
は
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
 前
 提
 を
付
け
加
え
れ
ば
、
 

事
態
は
一
層
混
迷
の
度
合
い
を
増
し
て
く
る
。
そ
こ
 に
 い
 な
い
私
が
あ
る
情
報
を
受
け
取
っ
た
と
し
て
、
そ
の
 情
 報
 に
ど
の
よ
う
な
価
値
 

付
け
な
与
え
れ
ば
 よ
 い
の
た
ろ
 う
か
 -
?
Y
.
 

ま
し
て
そ
の
 情
 

 
 

て
 判
断
で
き
よ
う
。
 

こ
う
し
た
価
値
付
け
の
根
底
に
あ
る
の
は
神
の
視
点
で
あ
 る
 。
超
越
的
な
第
三
者
の
視
点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
 意
味
を
受
け
取
る
側
 

か
ら
、
こ
の
超
越
的
第
三
者
の
立
場
へ
と
移
行
す
る
こ
と
 で
、
情
報
な
る
も
の
の
価
値
を
定
め
る
。
し
か
も
こ
の
 移
行
に
よ
っ
て
で
き
た
 

空
席
仁
人
間
で
は
な
い
も
の
が
座
を
占
め
る
の
も
可
能
だ
 ぴ
 そ
し
て
こ
の
視
点
は
そ
の
意
味
論
的
側
面
を
排
除
し
 た
は
ず
の
シ
ャ
ツ
 ソ
 の
 

通
信
工
学
的
定
義
に
も
、
実
は
内
包
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
ず
、
送
信
者
と
受
信
者
に
共
通
の
 コ
一
ド
 体
系
を
与
 ，
 
え
る
。
次
に
、
送
信
者
（
情
報
発
信
 源
 ）
に
お
け
る
 各
コ
 一
ド
 0
 発
生
確
率
 

垂
ヰ
 

@
@
 

口
 

物
 

報
道
符
号
だ
の
次
々
と
求
め
て
い
く
論
理
的
 
仕
掛
 

と
 通
信
 路
 占
有
時
間
と
を
定
め
る
。
さ
ら
に
、
 げ

な
の
だ
 0
 も
は
や
そ
こ
で
は
、
シ
グ
ナ
ル
 と
ノ
ィ
 。
 
ス
 

ノ
イ
ズ
対
策
と
し
て
は
、
何
ら
か
の
共
通
ル
一
 か
な
決
 め
て
、
そ
れ
を
送
信
者
と
受
 

の
 弁
別
、
文
脈
に
よ
る
意
味
 

 
 

わ
 

信
者
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
。
 /
 情
報
理
論
と
は
、
右
の
 ょ
 う
な
前
提
条
件
の
も
と
で
、
 ヱ
 ン
ト
ロ
ピ
ー
だ
の
通
信
 路
 容
量
だ
の
、
 最
 

と
ノ
 

内
容
の
ゆ
ら
ぎ
な
ど
の
ア
ポ
リ
 ア
 が
一
挙
に
乗
り
超
え
 ろ
 れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
 

@
9
-
2
 

情
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Ⅴ ナ ヒ B 
成 こ 

な る こ 功 の 軍 わ で て 一 か つ ぅ 

っ あ い 九 て わ   
た ら 速 め が 十 り た 。 八   か 

危 よ 了 ら 逃れたり、 物語 が 終 3 @l" 追求し 字 社の 、電話 。この 火星人 年 一 O C. ウ ヱレ する険をうと と言 たの 幹部 む に ドラ 侵入 月三 ノ 

知 逃 ず ぅ は な か て の 0 ズ   説円 ら、たりして 功 し ィで 人々 に解 ぶ円 して アメ   
。 い 国 て 。 生 し 着 ぶ 合 戦 

近 た 中 し そ 放 ゃ 他 門 来 手 
所 。 の ま し 送 べ 貞 雄 国 Ⅱ 
の あ 入 っ て で っ に が で が 
入 る び た こ 報 た 近 二 

  
び 者 と の の 道 り 付 ュ 国 ア   
知 す 狂 
ら る っ は 、 膨大 に 文す と ｜ク ジオ で カ 

せ 者 た 雪 椿 学 る に で う 

た を ょ 時 戊 や ジ あ オ ジ 
に さ 手 ャ ら l オ   お れ 宙 l わ ソ       

斯 う 祈 い て 物 ナ れ ソ ラ 
聞 と っ て い 理 り た ・ マ 
社 駆 た 

はた⑧ 。 学ス の ト               がたり、 や放 放 専 の 何 か て 
速 し 泣 送 門 チ が ズ 放 
局 、 き 媒 家 l お が 送 
か あ さ 体 " ム こ あ さ 

ら る げ が ， 動 、 る る れ 
情 人 ん   鼻 息 か ド た 
報 び だ ノ 、 ・ @ さ せ を ぅ こ 

オ   
であ よ 電 火 

ぅ 諸 屋 る 
と で 人 が 、   
し 別 に ゆ の り 芝 送 
た れ よ ，え 将 ま 居 し 

  

な 

{ 
正 

ら 

  誤   
  

ナ， し 

る   
さ て 誤 

」 入 っ 

と 文 た 
し 科 情 

学の 研 排除 韻 て 

さ 完 す 
れ 対 な 
る 象 わ 

。 と ち 

情
報
に
つ
い
て
の
「
真
偽
」
問
題
が
発
生
す
る
の
も
、
 

，
 ）
 ぅ
 し
た
超
越
的
第
三
者
の
視
点
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
 

情
報
は
こ
の
第
三
者
 

 
  

 



こ
の
事
件
に
ア
メ
リ
カ
の
社
会
心
理
学
者
ハ
 l
 ド
レ
イ
・
 キ
ャ
ソ
 ト
リ
ル
は
、
情
報
に
接
し
た
大
衆
の
反
応
と
い
 ぅ
 面
か
ら
興
味
を
持
 

っ
た
 。
彼
が
知
り
た
か
っ
た
の
は
、
何
故
大
衆
は
、
「
 
間
 違
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
あ
る
情
報
を
信
じ
て
し
ま
う
 の
か
」
と
い
う
こ
と
 

@
3
@
3
 

だ
っ
た
。
こ
う
し
た
彼
の
研
究
は
お
そ
ら
く
、
人
文
科
学
 の
 立
場
か
ら
情
報
と
い
う
現
象
に
注
目
し
た
初
期
の
試
 み
で
あ
る
と
言
え
る
。
 

こ
れ
以
後
（
特
に
第
二
次
大
戦
後
に
な
っ
て
Ⅰ
 主
 と
し
 て
 社
会
心
理
学
の
分
野
を
中
心
に
、
こ
の
問
題
は
考
察
を
 重
ね
ら
れ
て
き
た
。
 

「
巷
間
に
流
布
し
 
、
 信
じ
ら
れ
て
し
ま
う
、
間
違
っ
た
 情
 報
 」
す
な
 ね
 ち
、
「
 
ぅ
 わ
さ
」
の
研
究
 史
 が
こ
こ
に
幕
を
 開
け
る
。
 

ま
ず
「
 ぅ
 わ
さ
に
つ
い
て
の
最
初
の
組
織
的
な
研
究
は
 ァ
 メ
り
カ
 で
お
こ
た
わ
れ
た
。
第
二
次
大
戦
中
の
多
く
の
 

そ
れ
ら
 

が
 軍
隊
や
住
民
に
お
 ょ
 ば
し
た
悪
影
響
が
 、
 多
く
の
研
究
 者
 集
団
が
そ
の
問
題
に
関
心
を
持
つ
 よ
う
 に
仕
向
け
た
 の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
 

「
こ
の
研
究
領
域
の
基
礎
を
築
い
た
」
 オ
 ル
ポ
ー
ト
 &
 ポ
 ス
ト
マ
 ソ
 の
デ
マ
に
関
す
る
定
義
は
、
今
日
の
研
究
者
の
 ぅ
 わ
さ
に
つ
い
て
の
 

定
義
と
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
。
 

ヂ
て
 は
、
特
殊
な
（
あ
る
い
は
時
事
的
な
）
信
念
の
叙
述
 で
あ
り
、
人
か
ら
人
へ
伝
え
ら
れ
る
も
の
、
ふ
つ
 り
 は
 口
伝
え
に
よ
る
も
 

@
 
㏄
 @
 

の
、
 信
じ
得
る
確
か
な
証
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
 あ
る
と
、
本
書
で
は
定
義
す
る
。
 

語
 

こ
の
定
義
に
は
「
間
違
っ
た
」
情
報
と
い
う
性
格
 は
 見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
暗
黙
の
前
提
 と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
定
義
 

ゆ
の
数
 へ
一
ジ
 後
に
あ
る
次
の
記
述
に
明
ら
か
だ
。
 

さ
 

わ
 

   
 

ロ
 
…
…
 口
 わ
れ
わ
れ
が
、
自
分
の
耳
に
す
る
も
の
が
情
報
 か
ヂ
マ
 か
を
き
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
報
告
の
 よ
 り
 ど
 こ
ろ
と
す
る
証
拠
 

@
 

 
 

@
 
㏄
 @
 

 
 

が
、
 近
く
に
あ
る
か
、
遠
く
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
判
断
し
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

情
報
 

 
 

 
 

（
情
報
 
/
 デ
マ
 ノ
 と
い
う
こ
の
対
立
は
以
後
ず
っ
と
受
け
 継
が
れ
る
。
す
な
わ
ち
（
事
実
を
伝
え
る
情
報
 /
 虚
偽
を
 伝
え
る
情
報
）
 と
 

り
 、
救
急
車
や
警
察
の
ク
ル
マ
を
呼
ん
だ
り
し
て
い
た
 人
 び
 と
も
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
六
百
万
人
が
こ
の
放
送
 を
 聞
き
、
そ
の
な
 

-
 
㌍
 -
 

か
で
少
な
く
と
も
百
万
人
が
お
び
え
た
り
、
不
安
に
落
ち
 い
っ
た
り
し
て
い
た
。
 



い
 3
 対
立
で
あ
る
。
だ
が
、
「
そ
の
情
報
は
虚
偽
で
あ
る
 

」
と
い
う
判
断
は
 、
 果
し
て
「
そ
の
情
報
を
信
じ
て
し
 ま
っ
た
人
々
」
と
同
じ
 

地
点
に
い
て
な
し
得
る
も
の
な
の
か
 ヮ
 ・
も
ち
ろ
ん
そ
ん
 な
こ
と
は
不
可
能
だ
。
そ
れ
が
虚
偽
だ
と
分
か
っ
て
 ぃ
 て
 人
々
は
信
じ
る
わ
 け
 

で
は
な
い
。
「
大
衆
は
 、
 彼
ら
が
真
実
だ
と
信
ず
る
も
の
 を
情
報
と
呼
び
、
彼
ら
が
虚
偽
、
な
い
し
、
確
か
め
ら
れ
 な
い
も
の
だ
と
思
 う
 

（
 
汐
 @
 

も
の
を
、
 ぅ
 わ
さ
と
名
づ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
す
な
 

わ
ち
「
真
偽
は
命
題
の
属
性
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
を
 信
 頼
 す
る
か
疑
 う
 か
は
、
 

@
 
鵠
 -
 

人
間
の
判
断
の
問
題
で
あ
る
」
。
し
か
も
、
そ
の
情
報
に
 

お
い
て
何
ら
か
の
行
動
な
り
判
断
な
り
を
す
る
人
々
は
 、
 そ
の
「
伝
達
さ
れ
る
」
 

と
い
う
定
義
上
、
当
然
な
が
ら
情
報
に
照
ム
ロ
す
べ
き
現
実
 

そ
の
も
の
に
立
ち
会
っ
て
は
い
な
い
。
逆
に
 @
 え
ば
、
 （
 真
 /
 偽
 ）
の
確
認
が
 

な
し
得
る
場
に
い
る
の
な
ら
ば
そ
も
そ
も
情
報
な
ど
は
 必
 要
 な
 い
 。
 

な
ら
ば
「
間
違
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
」
と
い
う
 考
，
 
ぇ
 方
が
そ
も
そ
も
の
 墳
 き
の
 石
 な
の
だ
。
人
は
そ
れ
が
「
 間
違
っ
て
い
る
」
と
 

わ
か
っ
て
い
て
信
じ
る
の
で
は
な
い
。
。
そ
れ
が
正
し
い
 と
 思
う
か
ら
信
じ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
間
違
っ
て
 い
る
に
も
関
わ
ら
ず
 何
 

故
人
は
そ
れ
を
信
じ
て
し
ま
う
の
た
ろ
 う
 」
と
い
う
問
題
 の
 立
て
方
は
不
公
平
に
過
ぎ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
 う
 し
た
設
問
は
あ
る
情
報
 

が
 結
果
と
し
て
誤
報
だ
っ
た
場
合
に
の
み
浮
上
す
る
か
ら
 だ
。
だ
が
、
正
確
な
情
報
が
人
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
、
 

間
違
っ
た
情
報
が
排
除
 

さ
れ
て
い
る
限
り
研
究
者
は
関
心
を
持
た
な
い
。
も
ち
 ろ
 ん
 、
第
四
の
場
ム
ロ
と
し
て
正
確
な
情
報
が
排
除
さ
れ
て
 

い
る
、
と
い
う
状
況
が
 

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
 

正
確
な
情
報
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
 間
違
っ
た
信
念
が
人
々
 

の
間
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
、
と
い
う
前
提
の
も
と
に
  
 

念
 の
た
め
に
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
不
公
平
だ
か
ら
と
い
 っ
て
 、
 「
 ぅ
 わ
さ
が
厄
介
な
の
は
、
そ
れ
が
正
し
い
こ
と
 が
あ
き
ら
か
に
な
 

@
 
㏄
 -
 

る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
な
ど
と
主
張
す
る
 り
 も
り
 で
は
な
い
。
こ
う
し
た
見
解
も
結
局
は
（
 真
 /
 偽
 ）
 と
 い
 う
 対
立
に
囚
わ
れ
て
 

い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
だ
。
そ
う
で
は
な
く
、
 

ま
ず
、
あ
る
言
説
を
「
聞
く
主
体
」
の
立
場
に
立
っ
こ
 と
が
必
要
な
の
だ
。
 
そ
 

の
時
（
 真
 /
 偽
 ）
な
る
対
立
そ
の
も
の
が
成
立
す
る
余
地
 を
 持
た
な
い
。
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情報， 5 わさ ・物語 る 果 る な も て る て て 八 示 
、 場 い し い 々 さ と 

  

も は 」 

を 間 な 
見 に り 

い カ ぃ 艶 が 

ぅ 生 違 間の あノり るえ とた明認 説戒 り、 しし 

  
と じ づ 

い 時 と L 感 か 努 て て 
め い い 

る る る 

。 と 」 

す い と 

な う い 

ぅ ねち、ことで こと 
ぅ あ を 

わる言 さ。 い 
に そ 換 
は し え 
個 て れ 

正 り " 人 外 は 
（ 部   

な の 伝 
し 入 た い 暁 達 

し 実 さ 

そ は れ 
の 照 た 
葉 広 言 
合 し 説 
） た の 
の い 指 

従 さ 者 指   れ は し 

97@ ( ・ 97) 

      



/
 偽
 ）
の
対
立
 

い
と
し
た
ら
、
 

を
正
確
に
伝
え
 

で
あ
る
。
こ
れ
 は

 「
聞
く
主
体
」
が
「
伝
え
ら
れ
る
記
号
」
を
前
に
し
て
 
、
そ
れ
を
信
じ
、
そ
し
て
信
じ
な
い
行
為
に
は
関
係
を
 持
た
な
 

一
体
「
情
報
」
ほ
い
か
な
る
存
在
意
義
を
持
っ
の
か
。
 わ
 れ
わ
れ
が
本
当
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
は
、
指
向
対
象
 か
 現
実
 

て
い
る
 "
 か
も
し
れ
な
い
 "
 が
、
も
し
か
し
た
ら
正
確
に
 ほ
 伝
え
て
い
な
い
 
"
 か
も
し
れ
な
い
 "
 「
伝
え
ら
れ
る
 記
号
」
 

ほ
 「
情
報
」
で
は
な
い
。
も
 ほ
 や
情
報
は
存
在
し
な
い
。
 あ
る
の
 ほ
 た
だ
「
 ぅ
 わ
さ
」
の
み
で
あ
る
。
 

-
 
㌍
 @
 

る
 。
し
か
も
「
真
偽
 は
 あ
く
ま
で
論
理
Ⅱ
実
証
的
な
概
念
 で
あ
っ
て
、
意
味
に
つ
い
て
は
は
な
は
だ
無
責
任
で
あ
 て
り
 
」
。
す
な
Ⅰ
 わ
山
つ
 
、
不
真
 

「
伝
え
ら
れ
る
記
号
」
が
伝
え
る
は
ず
の
指
向
対
象
あ
る
 
い
は
現
実
か
ら
、
「
聞
く
主
体
」
は
時
間
的
に
も
空
間
的
 

に
も
隔
て
ら
れ
て
い
 

て
、
 多
く
の
場
合
、
被
表
現
の
ほ
う
は
、
す
で
に
起
こ
っ
 

て
し
ま
っ
た
藪
の
中
の
事
件
の
よ
う
に
、
検
証
不
可
能
 

仁
 
な
の
だ
 

@
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目
 ）
 
O
 

て
こ
う
し
た
区
別
ほ
い
か
な
る
理
解
へ
も
わ
れ
わ
れ
を
 導
 い
て
く
れ
る
も
の
と
は
思
え
ず
、
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
 は
 問
題
の
現
象
を
一
括
 

し
て
「
 ぅ
 わ
さ
」
と
呼
ぶ
。
 

話
を
戻
せ
ば
、
こ
の
 ょ
う
 な
超
越
的
第
三
者
の
視
点
 は
少
 な
く
と
も
、
そ
の
時
そ
の
場
に
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
 ョ
ン
 を
行
な
っ
て
 い
 

る
 
「
人
間
」
の
視
点
で
ほ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
聞
く
主
体
 
」
の
目
で
は
な
い
。
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
超
越
的
 第
三
者
の
視
点
と
い
え
 

ど
も
そ
れ
が
神
の
視
点
と
完
全
に
同
一
で
な
い
限
り
、
 あ
 る
 出
来
事
な
り
行
為
な
り
に
つ
い
て
伝
達
さ
れ
た
こ
と
 ほ
、
 実
は
真
の
意
味
で
 

の
 「
正
確
な
情
報
」
に
ほ
な
り
得
な
い
。
 

す
べ
て
の
証
人
が
、
も
し
、
意
識
的
・
無
意
識
的
を
問
わ
 ず
 一
切
作
為
を
ま
じ
え
ず
、
ひ
た
す
ら
事
実
の
忠
実
な
 記
述
を
目
ざ
し
た
 

と
し
て
も
、
す
べ
て
の
写
真
が
あ
る
一
つ
の
ア
ン
グ
ル
 か
 ら
し
か
撮
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
す
べ
て
の
地
図
が
あ
る
 ひ
と
つ
の
図
法
に
 

よ
っ
て
し
か
描
か
れ
な
い
よ
う
に
、
表
現
 は
 不
十
分
で
あ
 る
 。
で
き
る
こ
と
ほ
せ
い
ぜ
い
カ
メ
ラ
・
ア
ン
グ
ル
を
 ふ
や
す
こ
と
、
 ア
 

ン
グ
ル
同
士
を
構
造
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ソ
連
ば
か
 り
が
い
や
に
大
き
い
地
図
や
、
紙
風
船
の
展
開
図
の
 ょ
 う
 な
不
思
議
な
形
 

の
 地
図
や
 、
 国
の
大
き
さ
 ほ
 妥
当
で
も
方
角
の
ゆ
が
ん
だ
 地
図
 や
、
 白
と
り
ど
り
の
地
図
の
枚
数
が
ふ
え
る
だ
 け
 で
あ
る
。
そ
し
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そ
し
て
言
説
に
 ぅ
 わ
さ
の
観
点
か
ら
注
目
す
る
こ
と
は
、
 

言
語
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
こ
と
な
の
 こ
 
・
 
キ
 
ト
 。
 

巾
 
…
…
 ロ
 と
に
か
く
私
ど
も
の
実
生
活
に
お
い
て
は
、
 

か
 な
り
の
量
の
言
語
表
現
は
指
向
対
象
か
現
実
を
目
ざ
し
て
 い
る
つ
も
り
で
 

や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ソ
シ
ュ
 l
 ル
の
指
摘
 を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
と
ば
と
現
実
と
は
（
表
現
 と
 意
味
内
容
の
よ
う
 

@
 
何
 @
 

に
 ）
表
裏
べ
っ
た
り
で
は
な
い
か
ら
、
対
象
を
過
不
足
 あ
 り
 で
だ
ら
し
な
く
さ
し
示
す
ほ
か
は
な
い
。
 



こ
の
文
に
現
れ
る
言
葉
の
一
つ
一
つ
（
東
海
岸
・
ニ
ュ
 一
 ヨ
ー
ク
・
ア
メ
リ
カ
ム
コ
家
国
：
 
.
 ）
は
現
実
に
指
示
 対
 象
を
持
ち
、
そ
の
そ
 

れ
ぞ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
（
立
派
な
大
人
な
ら
ば
）
 疑
義
を
さ
し
は
さ
み
は
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
言
葉
 の
 連
な
り
が
構
成
す
る
 

対
象
と
し
て
の
「
出
来
事
」
が
現
実
に
存
在
す
る
（
あ
る
 い
は
存
在
し
た
）
 と
 思
う
人
は
（
仮
に
い
る
と
し
て
も
 ）
 希
 だ
ろ
う
。
だ
が
、
 

こ
の
文
章
が
あ
る
 S
F
 小
説
の
一
節
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 を
 知
っ
た
後
で
な
お
文
句
を
つ
げ
る
人
が
い
る
だ
ろ
う
 Ⅹ
 
カ
 O
 

報
告
文
で
あ
れ
、
虚
構
文
で
あ
れ
、
ま
た
反
省
文
で
あ
れ
 、
い
ず
れ
も
そ
の
字
義
ど
お
り
の
意
味
は
、
わ
れ
わ
れ
 の
 現
実
経
験
に
基
 

づ
い
 て
理
解
さ
れ
る
。
 n
 
…
…
 口
 そ
れ
自
体
が
指
示
を
含
 煮
 す
る
文
を
、
他
者
と
む
ぎ
あ
っ
て
の
対
話
状
況
に
お
 い
て
、
現
実
へ
の
 

指
示
に
も
ち
い
る
か
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
発
話
 の
 文
脈
に
お
い
て
、
虚
構
世
界
へ
の
指
示
に
も
ち
い
る
 か
に
よ
っ
て
 、
発
 

話
の
意
図
も
、
発
話
の
慣
習
、
規
則
も
そ
れ
ぞ
れ
に
こ
と
 な
る
。
現
実
世
界
の
指
示
と
は
、
真
偽
に
か
か
わ
る
 認
 誠
 で
あ
る
。
こ
れ
 

に
 対
し
て
、
虚
構
世
界
へ
の
指
示
と
は
、
真
偽
に
か
か
わ
 ら
ず
、
ま
た
そ
の
ふ
り
を
す
る
の
で
も
な
い
独
自
の
ふ
 る
ま
い
と
し
て
、
 

@
 
が
 -
 

内
実
は
「
描
写
」
で
あ
り
「
創
造
」
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
 フ
，
グ
シ
，
ソ
 と
「
フ
ィ
ク
シ
，
 ソ
を
 読
む
」
 行
為
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
 シ
コ
 イ
と
「
フ
ィ
ク
 シ
コ
 ソ
 を
 聞
く
」
行
為
は
 、
 

舞
台
と
そ
の
前
面
に
設
げ
ら
れ
た
観
客
席
と
の
関
係
に
似
 た
も
の
で
あ
る
と
西
村
清
和
は
述
べ
る
。
 

テ
ク
ス
ト
の
行
為
但
し
た
が
 ぅ
 こ
と
、
こ
れ
が
読
書
行
為
 の
 エ
ー
ト
ス
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
が
読
書
行
 為
 と
い
う
、
 ま
ぎ
 

れ
も
な
い
わ
た
し
の
現
実
の
状
況
に
立
っ
あ
い
だ
は
 、
げ
 つ
 し
て
、
読
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
は
い
げ
な
い
。
 「
・
・
：
・
・
 

U
 
 
「
読
者
で
 

あ
る
」
と
は
、
虚
構
の
発
話
行
為
の
文
脈
の
慣
習
と
し
て
 

 
 

世
界
へ
の
指
示
に
 

ふ
 り
か
 け
ょ
 、
そ
の
さ
い
、
発
話
者
も
聞
き
手
も
、
そ
れ
 ぞ
れ
の
世
界
認
識
や
行
動
の
準
拠
枠
と
し
て
の
信
念
体
 糸
 を
た
ず
さ
え
る
 

に
し
て
も
、
こ
れ
を
虚
構
世
界
の
理
解
と
イ
メ
ー
ジ
形
成
 の
た
め
に
動
員
せ
よ
、
と
い
う
指
令
に
し
た
が
う
こ
と
 以
上
で
は
な
い
 0
 

@
 
穏
 -
 

虚
構
文
の
指
示
の
先
は
 、
舞
 ム
ロ
上
の
虚
構
世
界
の
次
元
で
 
あ
り
、
そ
の
先
に
は
、
も
と
も
と
な
に
も
な
い
。
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ぅ
 わ
さ
は
あ
る
意
味
で
、
こ
う
し
た
「
指
令
」
を
持
た
な
 レ
 フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
う
わ
さ
に
は
 「
指
令
」
の
よ
う
に
 

見
え
な
く
も
な
い
前
置
き
が
付
随
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
 。
 ぅ
 わ
さ
が
「
も
っ
と
も
ら
し
さ
」
を
装
 う
 場
合
の
典
 型
 と
し
て
示
さ
れ
る
 

 
 

と
い
う
類
の
句
だ
が
、
こ
の
前
置
き
を
「
こ
れ
か
ら
 語
 る
 一
切
の
言
葉
の
指
示
 

対
象
を
、
現
実
世
界
へ
と
ふ
り
 め
 げ
 よ
 」
と
い
う
「
指
令
 」
だ
と
捉
え
る
の
は
早
計
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
は
聞
く
 入
を
「
説
得
し
、
納
得
 

さ
せ
よ
う
と
つ
と
め
る
」
 

@
 
4
 
 

。
 ）
 
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
責
任
 の
 放
棄
だ
。
「
こ
れ
は
私
が
直
接
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
 
こ
と
で
は
な
い
か
ら
、
 

真
偽
の
ほ
ど
は
確
か
で
は
な
い
」
と
の
（
か
す
か
な
 ヮ
 ・
）
 疑
念
の
遠
慮
が
ち
な
表
明
で
あ
る
そ
れ
よ
り
ほ
 強
 い
 疑
念
の
表
明
と
し
て
 

「
こ
れ
は
 ぅ
 わ
さ
な
ん
だ
け
ど
…
…
」
と
い
う
前
置
き
が
 用
い
ら
れ
も
す
る
。
だ
が
語
る
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
、
 

そ
 の
事
実
そ
の
も
の
が
 

言
説
を
保
証
す
る
に
違
い
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
ま
 た
 
「
こ
れ
は
 ぅ
 わ
さ
な
ん
だ
け
ど
…
…
」
と
い
う
前
置
き
 は
 
「
で
も
、
面
白
い
か
 

ら
 聞
い
て
ご
ら
ん
 ょ
 」
と
い
う
誘
惑
も
含
意
す
る
も
の
で
 も
あ
る
。
 

そ
う
し
た
「
話
の
面
白
さ
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
 ぅ
わ
 さ
と
は
、
「
指
令
」
を
持
た
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
 

ソ
 で
あ
る
 。
「
こ
れ
か
ら
述
べ
 

る
こ
と
は
虚
構
文
で
あ
る
」
と
い
う
明
確
な
 プ
 レ
Ⅰ
 、
、
ソ
 
グ
 な
し
に
語
ら
れ
る
虚
構
文
だ
。
も
ち
ろ
ん
厳
密
な
意
 味
 で
の
虚
構
文
で
は
な
 

い
 。
そ
れ
が
虚
構
か
現
実
の
出
来
事
か
は
 コ
、
、
、
ュ
 

ニ
ケ
ー
 シ
ョ
ソ
 の
現
場
に
お
い
て
は
常
に
不
明
で
あ
る
か
ら
。
 

ピ
ー
タ
 @
 ・
リ
 @
 ソ
 ハ
 

一
ト
 は
こ
う
し
た
側
面
か
ら
う
わ
さ
に
つ
い
て
考
察
し
よ
 ぅ
 と
し
た
数
少
な
い
人
物
で
あ
る
。
彼
は
「
真
実
で
は
 な
い
ど
こ
ろ
か
現
実
に
 

詰
 

は
あ
り
そ
 う
 も
な
 い
 空
想
的
な
話
」
が
 、
 仮
に
「
 立
 
息
試
 し
て
作
ら
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
作
者
は
も
っ
と
 も
ら
し
さ
と
い
う
こ
と
を
ほ
 

ゆ
 

と
ん
ど
念
頭
に
置
い
て
な
い
よ
う
だ
し
、
逆
に
伝
達
 の

、
，
、
ス
や
 

歪
曲
な
ど
の
無
意
識
的
過
程
を
通
じ
て
成
立
 し
た
と
す
れ
ば
そ
の
 う
わ
さ
 

さ
 

%
 
 は
 広
ま
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
理
性
的
批
判
に
ほ
 と
ん
ど
さ
ら
さ
れ
な
か
 9
%
 
こ
 と
し
 ）
 う
こ
と
に
な
る
」
 

@
 
。
 
@
5
 
 

と
 い

う
 矛
盾
を
指
摘
す
る
。
 
だ
 

⑯
 

 
 
 
 

 
 

%
 
 が
 残
念
な
こ
と
に
彼
も
ま
た
一
足
飛
び
に
、
非
合
理
 な
話
の
背
後
に
「
そ
の
時
代
に
そ
の
場
所
に
あ
っ
て
 、
 理
性
の
レ
ベ
ル
で
は
表
現
し
 

 
 
 
 

情
 

得
な
い
よ
う
な
感
情
の
複
合
体
」
を
見
て
し
ま
う
。
「
 
非
 合
理
へ
の
服
従
」
で
あ
る
と
と
も
に
「
思
考
を
抜
き
に
 し
た
、
感
情
の
立
場
に
 



@
 
Ⅱ
 @
 

よ
 る
統
合
を
生
み
出
す
 ぅ
 わ
さ
は
具
体
的
に
群
衆
が
集
ま
 る
 以
前
に
お
け
る
、
群
衆
の
声
な
の
だ
」
と
結
論
す
る
 の
で
あ
る
。
 

外
部
で
あ
れ
内
部
で
あ
れ
「
現
実
」
の
中
に
、
言
説
の
指
 示
 対
象
を
発
見
し
ょ
う
と
つ
と
め
る
の
で
は
な
く
、
 

言
 説
 そ
の
も
の
を
 且
つ
 

め
 直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
 ば
、
 ぅ
 わ
さ
を
「
物
語
」
と
し
て
捉
え
る
視
点
だ
。
こ
の
よ
 う
 な
視
覚
は
既
に
民
俗
 

学
者
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
 、
ぅ
 わ
さ
話
を
伝
説
や
世
間
話
の
現
代
版
現
代
の
 フ
ォ
 l
 ク
ロ
ア
 

と
 

し
て
扱
 う
 方
法
だ
。
 

「
う
わ
さ
 話
 」
と
呼
ば
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 一
シ
，
ン
の
新
 し
い
 ヱ
 ネ
ル
ギ
 一
が
 、
現
代
分
析
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
領
域
 と
し
て
、
注
目
 

さ
れ
て
い
る
。
最
近
訳
出
さ
れ
た
 J
.
H
.
 

ブ
ル
ン
 

ヴ
ァ
 ソ
 0
 
円
消
え
る
 ヒ
ソ
 チ
ハ
イ
カ
一
ヒ
 
は
 、
「
都
市
伝
説
」
 と
い
う
命
名
の
 

も
と
で
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
「
う
わ
 さ
話
 」
の
テ
ク
ス
ト
を
蒐
集
 し
 、
民
俗
学
的
に
注
解
し
 て
い
る
 0
 ブ
ル
ン
 

ヴ
ァ
ソ
 の
一
連
の
仕
事
が
、
そ
う
し
た
口
頭
の
物
語
の
博
 覧
を
通
じ
て
語
ろ
う
と
し
た
の
も
、
現
代
社
会
の
 フ
ォ
 ｜
 ク
ロ
ア
と
も
い
 

（
 
酩
 ）
 

ぅ
 べ
 き
、
 新
し
い
領
域
で
あ
っ
た
。
 

社
会
心
理
学
的
な
 う
 わ
さ
の
研
究
は
「
間
違
っ
て
い
る
に
 も
 関
わ
ら
ず
何
故
人
は
そ
れ
を
信
じ
る
の
か
」
と
い
う
 問
題
設
定
か
ら
始
め
 

て
 、
内
部
の
現
実
１
１
す
な
わ
ち
「
心
理
」
 

だ
 

へ
 と
 向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
 、
そ
し
て
、
民
俗
学
的
 

な
 研
究
の
べ
ク
ト
ル
も
、
出
発
点
は
同
様
で
あ
る
。
 

同
消
 え
る
 ヒ
 ソ
チ
ハ
イ
カ
ー
 ヒ
 で
ブ
ル
 ソ
ヴ
ァ
ソ
 は
「
都
市
債
 説
 」
を
以
下
の
よ
 う
 

に
 定
義
し
て
い
る
か
ら
だ
。
 

本
書
は
、
現
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
で
広
く
語
ら
れ
、
流
布
 さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
 に
 つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
 
だ
。
多
く
の
人
は
 

こ
れ
ら
の
話
を
「
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
」
と
し
て
聞
い
て
 い
る
。
だ
が
、
専
門
の
研
究
者
以
外
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
 を
わ
た
し
た
ち
の
 

同
時
代
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
と
み
 な
す
こ
と
は
な
い
。
民
俗
学
者
つ
ま
り
こ
う
し
た
 フ
ォ
 l
 ク
ロ
ア
の
 

収
集
や
分
析
に
つ
い
て
の
専
門
家
は
 、
 消
え
る
 
ヒ
ソ
 チ
 
イ
ヵ
 ー
の
話
や
、
お
ば
あ
さ
ん
の
遺
体
が
な
く
な
る
 話
 な
ど
、
こ
れ
ら
 誰
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巳
 @
 

純
 と
の
誹
り
を
ま
め
が
れ
な
い
。
 

す
た
 ね
ち
、
モ
チ
ー
フ
を
根
拠
に
起
源
を
辿
る
こ
と
が
 専
 ら
の
手
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
 異
界
 」
と
い
う
実
に
便
 利
 な
用
語
で
裏
打
ち
 

す
る
だ
け
な
の
だ
。
た
と
え
ば
 常
光
徹
日
 学
校
の
怪
談
 b
 で
は
、
 ぅ
 わ
さ
が
以
下
の
よ
う
な
用
語
で
装
飾
さ
れ
る
  
 

近
年
、
不
思
議
話
や
怪
談
が
さ
か
ん
に
話
さ
れ
る
の
は
、
 子
ど
も
た
ち
の
生
活
の
場
か
ら
こ
う
し
た
 "
 
怖
さ
 "
 や
 "
 不
思
議
 "
 を
 実
 

感
 で
き
る
空
間
と
物
語
が
失
わ
れ
 つ
 っ
あ
る
こ
と
の
裏
 返
 し
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
 0
 闇
が
日
常
か
ら
 遠
 ざ
か
る
に
つ
れ
、
 

闇
の
世
界
や
異
界
へ
の
、
あ
こ
が
れ
と
欲
求
を
怪
異
 詰
め
 世
界
 仁
 追
い
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
 る
 う
か
。
あ
く
ま
で
 

圧
 

@
 
㏄
 "
 

物
 

推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
ほ
な
い
が
、
こ
う
し
た
一
面
も
 無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

さ
 

朋
 

こ
こ
に
あ
る
の
は
八
日
常
 /
 非
日
常
Ⅹ
ハ
元
 /
 闇
 ）
と
い
う
対
比
で
あ
り
、
「
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
へ
の
 憧
れ
」
と
い
う
測
る
㈹
   

 
 

報
 
対
象
に
従
っ
て
自
由
に
伸
び
縮
み
す
る
キ
ー
 ヮ
 ｜
ド
 で
あ
る
 0
 こ
れ
ら
の
対
比
や
キ
 一
 ワ
ー
ド
に
よ
っ
 て

す
べ
て
の
怪
異
 譚
が
 説
明
 
3
 

情
 
さ
れ
て
し
ま
う
（
こ
れ
は
ブ
ル
 ソ
 ヴ
ァ
ン
を
代
表
と
 す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
都
市
伝
説
」
分
析
に
お
い
て
も
 同
 様
で
あ
る
 肖
 
た
と
え
ば
「
 人
 

か 流 

-
 
㏄
 @
 

市
 伝
説
」
 含
邑
の
コ
汀
 ㎎
の
コ
年
 

妙
と
 呼
ん
で
い
る
。
 

こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
今
日
、
日
本
で
も
行
な
わ
れ
つ
 つ
あ
る
。
特
に
日
本
で
は
妖
怪
 譚
 研
究
の
延
長
と
し
て
 、
た
と
え
ば
か
っ
て
 

付
 し
た
「
 口
 裂
け
 女
 」
や
「
人
面
 犬
 」
な
ど
の
 う
わ
さ
、
 あ
る
い
は
小
中
学
校
で
 瞬
 か
れ
る
怪
談
な
ど
が
扱
わ
れ
 る
 傾
向
が
あ
る
。
 し
 

し
そ
う
し
た
民
俗
学
的
な
 う
 わ
さ
研
究
は
 、
 

大
き
く
い
っ
て
歴
史
的
な
連
続
性
，
同
一
性
，
不
変
性
を
 求
め
、
説
明
は
時
間
軸
 ｜
 歴
史
 軸
 ち
と
も
か
く
 タ
テ
 に
 遡
り
た
が
る
傾
向
 

が
あ
る
。
 口
 裂
 け
 女
は
す
ぐ
に
 タ
ブ
メ
と
 呼
ば
れ
た
妖
怪
 と
 重
ね
ら
れ
、
消
え
た
 ヒ
ソ
 チ
ハ
イ
 ヵ
 ー
の
話
を
聞
く
 と
 駕
籠
の
幽
霊
を
 

呼
び
出
し
、
怪
異
譚
の
多
く
を
通
過
儀
礼
の
細
部
や
「
 冷
 た
い
社
会
」
の
聖
な
る
伝
統
に
還
元
し
た
が
る
傾
向
は
 、
と
も
す
れ
ば
 単
 

も
が
い
か
に
も
あ
り
そ
う
だ
と
思
え
る
話
を
「
都
市
で
信
 

じ
ら
れ
る
 話
 」
合
ロ
 
ヴ
 の
 
コ
ヴ
 の
 
コ
 の
（
（
日
の
妙
、
あ
る
い
は
 

よ
り
簡
潔
に
「
 
都
 



る
い
は
 、
む
し
ろ
擬
似
的
 

場
所
を
は
っ
き
り
語
る
こ
 

こ
の
主
張
の
内
容
そ
の
も
の
 

い
て
定
義
で
き
る
も
の
で
は
な
 

点
で
あ
る
。
 

そ
れ
ほ
言
説
で
あ
る
、
と
い
 

の
で
あ
る
。
裏
返
し
て
言
え
ば
 

と
 、
あ
る
テ
ク
ス
ト
群
を
他
の
 な

 歴
史
と
で
も
言
 う
 べ
 き
 も
の
だ
。
ど
ん
な
伝
説
で
も
 同
 じ
こ
と
た
が
、
都
市
伝
説
も
話
に
関
わ
る
時
や
 

@
 
鵠
 ）
 

と
で
、
あ
る
い
は
話
の
出
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
 話
 の
 信
逮
 性
を
獲
得
す
る
。
 

に
 同
意
は
で
き
な
い
。
 ぅ
 わ
さ
も
人
間
ば
か
り
が
登
場
す
 る
と
は
限
ら
な
い
し
、
神
話
も
登
場
人
物
に
お
 

い
 か
ら
だ
。
重
要
な
の
は
 ぅ
 わ
さ
と
神
話
と
の
対
比
だ
。
 つ
ま
り
 ぅ
 わ
さ
が
神
話
と
比
較
し
得
る
と
い
う
 

9
 面
か
ら
の
み
見
る
な
ら
ば
、
神
話
 は
 複
数
の
人
物
に
共
 有
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
話
は
集
団
の
も
 

「
若
干
 
数
の
 テ
ク
ス
ト
を
集
め
直
す
こ
と
、
限
定
す
る
こ
 と
 、
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
を
除
去
す
る
こ
 

テ
ク
ス
 

よ
 う
 な
固
有
名
詞
、
す
な
わ
ち
作
者
を
持
た
な
 

能
 で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
 

と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
 

た
だ
し
、
時
間
軸
を
遡
る
と
い
 

ら
な
い
。
 

，
ォ
 
。
。
・
 

ナ
，
，
ィ
 

グ
ズ
 

都
市
伝
説
 は
 
口
述
の
語
 ぅ
 

の
、
 
少
な
く
と
も
信
じ
る
こ
 

代
の
神
や
、
 

半
神
 半
人
で
は
 ぅ

 し
た
説
明
が
社
会
心
理
学
同
様
の
「
指
示
対
象
へ
の
 照
 広
め
 ド
グ
マ
」
 

に
 陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
 

 
 

 
 

ぅ
手
法
に
お
い
て
、
民
俗
学
が
 ぅ
 わ
さ
を
神
話
や
伝
説
と
 比
較
し
て
い
る
点
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
 

の
 下
位
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
伝
説
に
属
す
る
。
そ
れ
は
、
お
 と
ぎ
 話
 と
違
っ
て
 、
 人
々
が
信
じ
て
い
る
も
 

と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
神
話
と
も
 違
っ
て
、
最
近
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
 

古
 

ツ
 ナ
ー
 
ク
 .
 ヒ
ス
 
}
@
 
｜
 

な
く
、
ご
く
普
通
の
人
間
が
登
場
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

っ
 ま
り
、
伝
説
と
は
口
述
の
歴
史
な
の
だ
。
 

あ
 

商
大
」
の
 う
 わ
さ
に
つ
い
て
「
表
層
的
に
は
、
ど
こ
ま
で
 も
 興
味
本
位
の
対
象
で
し
か
な
い
よ
う
に
映
る
が
、
 し
 か
し
見
方
に
よ
っ
て
 

は
 、
そ
れ
は
彼
ら
の
う
ち
 仁
 潜
む
現
代
の
不
安
や
危
機
仝
 
思
 識
の
表
出
な
の
 も
し
れ
な
し
」
、
 

力
 

@
6
@
 

咋
 
と
 語
る
こ
と
で
、
 一
 体
 何
が
明
ら
か
に
な
っ
 

た
の
だ
ろ
う
 ヮ
 ・
「
時
代
の
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
」
は
い
 わ
ば
 ワ
イ
ル
ド
・
 ヵ
 ー
 ド
 で
あ
り
、
ど
ん
な
時
代
の
い
か
 な
る
話
に
も
適
用
 可
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い
 。
言
い
換
え
れ
ば
「
自
分
の
実
人
生
に
お
け
る
信
念
体
 系
 に
も
と
づ
い
て
、
虚
構
世
界
を
指
示
し
描
写
し
、
 構
 成
す
る
、
虚
構
的
言
説
 

の
 主
体
」
 

@
o
@
G
 
 

に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
話
に
は
 
「
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
は
全
て
虚
構
で
あ
る
」
と
 
ハ
リ
 
占
星
目
が
な
Ⅱ
 

リ
 
0
 
 
卜
 
し
か
り
 

「
作
者
の
不
在
」
の
ゆ
え
に
、
神
話
は
、
虚
構
で
あ
る
こ
 
と
が
明
示
的
な
物
語
で
は
な
く
、
加
え
て
神
話
に
は
 太
 古
の
時
、
事
物
や
制
度
 

の
 起
源
を
物
語
る
も
の
起
源
神
話
１
１
 が
 多
い
た
め
 に
、
 主
と
し
て
歴
史
に
比
較
さ
れ
る
。
「
現
実
」
の
「
 出
来
事
」
を
過
去
形
に
 

お
い
て
指
示
す
る
（
と
判
断
さ
れ
る
）
の
が
、
歴
史
と
神
 詣
 で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
差
異
は
現
実
へ
の
 指
 永
作
用
が
有
効
に
働
い
 

て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
存
在
す
る
。
 

ロ
 
…
…
山
神
話
は
、
あ
る
社
会
の
成
員
に
よ
っ
て
真
実
と
 信
 し
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
事
実
は
誰
に
よ
っ
て
も
真
実
 

@
 

と
み
な
さ
れ
る
 

は
ず
で
あ
る
が
、
神
話
は
外
部
か
ら
の
観
察
者
に
は
真
実
 と
 信
じ
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
社
会
の
 成
員
か
ら
は
、
 神
 

@
 
㎝
 @
 

話
は
真
実
の
歴
史
と
し
て
信
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

注
目
す
べ
き
は
「
に
も
関
わ
ら
ず
」
と
い
う
接
続
詞
だ
。
 こ
の
接
続
詞
の
前
後
の
文
は
常
に
不
動
で
あ
り
、
固
定
 さ
れ
て
い
る
。
し
か
 

も
句
読
点
の
前
の
主
語
は
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
り
、
後
ろ
 の
 主
語
は
必
ず
「
彼
ら
」
だ
。
こ
の
語
句
を
積
分
す
れ
 ば
 こ
 う
 な
る
だ
ろ
う
。
 

「
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
れ
ば
、
神
話
は
真
実
を
述
べ
て
い
る
 
の
で
は
な
い
。
（
に
も
関
わ
ら
ず
）
 
、
 彼
ら
が
そ
れ
を
信
じ
 る
の
は
何
故
だ
ろ
う
 

か
 ?
 ニ
 。
勿
論
こ
れ
は
一
つ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
だ
。
だ
が
い
 か
に
多
く
の
神
話
学
者
が
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
 虜
 と
な
っ
 て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
 



制
度
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
言
説
が
「
わ
れ
わ
 ね
 」
に
と
っ
て
「
真
で
あ
る
」
と
映
ら
な
い
の
ほ
何
故
 
だ
ろ
う
。
翻
っ
て
 、
 

「
わ
れ
わ
れ
」
の
持
っ
「
歴
史
的
事
実
」
と
ほ
い
か
な
る
 
も
の
な
の
か
。
 

神
話
を
め
ぐ
る
多
様
な
解
釈
は
、
神
話
と
い
う
名
の
実
体
 の
 存
在
を
前
提
と
し
て
出
発
す
る
。
だ
が
言
 う
 ま
で
も
 な
く
、
あ
る
言
説
が
 

「
私
は
神
話
で
あ
る
」
と
言
明
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

そ
 れ
が
神
話
だ
と
み
な
さ
れ
る
条
件
と
し
て
ほ
、
ま
ず
何
ら
 か
の
舌
口
説
な
り
文
字
 

表
現
な
り
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
 内
容
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
る
人
と
信
じ
な
い
人
 と
の
両
方
が
い
る
必
要
 

が
あ
る
。
そ
し
て
信
じ
な
い
側
か
ら
そ
の
言
説
あ
る
い
 は
 文
字
表
現
を
指
し
て
「
神
話
」
と
呼
ぶ
。
神
話
と
い
う
 言
葉
が
比
倫
的
に
用
い
 

ら
れ
る
時
、
そ
の
発
言
を
支
え
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
 状
 況
 で
あ
る
。
さ
ら
に
神
話
と
い
う
言
葉
の
「
正
確
な
」
 

用
法
も
こ
こ
か
ら
そ
れ
 

ほ
ど
遠
く
な
い
。
信
じ
な
い
側
に
と
っ
て
信
じ
る
人
々
が
 文
化
的
枠
組
に
お
け
る
「
他
者
」
で
あ
る
と
い
う
条
件
 が
 付
 け
 加
わ
る
だ
 け
 

だ
。
儀
礼
が
付
属
し
て
い
る
と
か
、
そ
の
言
説
（
あ
る
い
 は
文
字
表
現
）
が
聖
な
る
も
の
で
あ
る
な
ど
の
性
質
は
 、
神
話
と
い
う
 偽
｜
情
 

報
 が
何
故
保
持
さ
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
た
め
に
 持
 ち
 出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
神
話
な
る
も
の
を
構
成
す
 る
 必
須
の
要
素
で
は
な
 

い
 。
何
よ
り
「
神
話
」
学
者
が
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
 の
は
、
事
実
を
述
べ
た
言
説
（
あ
る
い
ほ
文
字
表
現
）
 

ほ
 当
然
「
尊
重
す
べ
き
 

も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
の
も
「
当
然
 」
だ
と
い
う
論
理
で
あ
り
、
そ
し
て
「
事
実
」
は
こ
こ
 で
も
「
神
の
視
点
」
 
よ
 

り
 生
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
述
べ
 て
き
た
と
お
り
、
（
事
実
 
/
 虚
構
）
と
い
う
対
立
と
（
 
信
 じ
る
 /
 信
じ
な
い
 ノ
と
 

い
 う
 対
立
の
間
に
は
い
か
な
る
必
然
的
関
係
も
存
在
し
な
 い
 。
そ
し
て
「
聞
く
主
体
」
か
ら
す
れ
ば
、
語
ら
れ
た
 内
容
と
現
実
と
の
ム
ロ
 致
 

か
ら
そ
の
言
説
に
対
す
る
信
頼
が
生
ま
れ
る
と
い
う
 よ
 り
 も
む
し
ろ
、
語
ら
れ
る
形
式
に
お
い
て
信
頼
が
発
生
す
   

神
話
に
関
す
る
今
日
の
研
究
に
お
い
て
ほ
、
神
話
を
保
持
 す
る
人
々
の
生
活
や
心
理
に
い
き
な
り
飛
び
込
む
の
で
 は
な
く
、
「
神
話
そ
 

の
も
の
が
語
る
こ
と
」
に
ま
ず
耳
を
傾
げ
よ
う
と
す
る
。
 

そ
の
態
度
は
も
ち
ろ
ん
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
し
か
 し
そ
う
し
た
考
察
に
お
 

い
て
保
留
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
な
「
 神
 話
を
神
話
と
し
て
見
る
主
体
の
位
置
」
で
あ
る
。
こ
れ
 を
 明
確
に
把
握
し
な
い
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    注 
9 ） ） 1 0       

  

九 ク 

一清 一九 
元朝 八八 
八 と 二八 

    しての 六年、 頁毎   
五性 

  / Ⅱ 

四 
なと   頁 。 

四 

    
  

青 
土   社、 
  
九 

八 Ⅰ 
/ Ⅹ 

/ Ⅱ 
年 ・） 

        長 での実を 四 

人手 外 谷あ 問 体育 
聞 知弁 川 る 題を生 

頁 。 

は る か 

「 情 」 とろ し 
報 い 形 
」 5 式 
同 結 に 
様 請 負   
ころが 用性」 き出す 

と こ 大 
い と き 
う に い 

ト各 な と 

穿 り い 
に か ぅ   
取 い な 

認識し られて これ 

し は て 
ま 神 い 
ぅ 話 な 
の を い 

限り、 ナ こ 。 ・ 教訓話 

の 神 
位 詰 
畳 め 
に 百チ 千 

引 究 
き りま 

下 結 
げ 局 

る こ事 「 
と 裳 
と で 
同 は 
義 な 
で か 

が真 ある。 
つ実 
ま で 
り あ 

限
り
、
（
信
じ
る
 
/
 信
じ
な
い
）
と
い
う
「
聞
く
主
体
」
 

の
側
の
行
為
は
 
、
 話
そ
の
も
の
の
内
容
か
ら
直
接
に
結
果
 

す
る
も
の
て
は
な
く
、
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（
 祈
 ）
 
ョ
 情
報
を
考
え
る
ト
一
四
頁
。
 

（
 穏
 ）
「
遺
伝
情
報
」
と
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
視
点
か
ら
の
用
語
 で
あ
る
。
こ
の
言
葉
で
表
さ
れ
る
内
容
を
「
刺
激
 ｜
 反
応
」
 
モ
 -
 ア
か
 や
あ
る
い
は
 単
 

純
 な
機
械
論
的
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
表
現
し
得
な
い
わ
け
で
は
な
 い
 。
ゆ
え
に
「
遺
伝
情
報
」
と
は
我
々
が
そ
れ
を
高
み
か
ら
眺
め
 る
 立
場
に
い
る
 

こ
と
の
表
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
遺
伝
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
擬
人
化
 で
も
あ
る
。
 

（
 杓
 ）
 
ヨ
 デ
ジ
タ
ル
・
ナ
ル
シ
ス
仁
一
二
一
頁
。
 

（
 釦
 ）
）
の
リ
コ
・
 

之
 。
 臼
囹
 寓
目
 目
 
「
う
わ
さ
も
っ
と
も
古
い
 メ
 -
 
ア
 イ
ア
 
（
一
九
八
七
）
 目
 古
田
幸
男
 訳
 、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
 

九
八
八
年
、
九
六
頁
。
 

（
 何
 ）
当
時
ま
だ
 
T
V
 放
送
は
存
在
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
 リ
 ア
ル
タ
イ
ム
の
報
道
は
ラ
ジ
オ
に
よ
る
し
か
な
か
っ
た
 0
 も
ち
 ろ
 ん
 映
画
と
い
う
 メ
デ
 

ィ
ア
 は
あ
っ
た
が
、
今
日
の
 C
G
 な
ら
ま
だ
し
も
、
そ
の
頃
の
特
 撮
 技
術
で
は
迫
真
性
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
何
よ
り
 映
 画
 で
は
リ
ア
ル
 

タ
イ
ム
佳
が
失
わ
れ
る
し
、
「
映
画
を
見
に
行
く
」
と
い
う
行
為
 （
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
）
そ
の
も
の
が
迫
真
性
を
削
減
す
る
要
素
で
 

あ
る
。
 

（
 銘
 ）
 
由
い
宙
 
-
 
の
 Ⅰ
の
 の
コ
 
（
 
コ
 -
 た
円
す
つ
 
（
 
年
 せ
い
 
臼
 0
 コ
ヰ
 Ⅱ
 
0
 テ
ヒ
目
い
 
Ⅱ
の
 
浮
 （
㌧
 
（
 田
卑
 o
 コ
 C
 コ
ア
の
弓
の
 

@
 
（
 
せ
 ㌧
弓
の
の
の
，
）
の
の
 

N
 ）
 :
p
.
4
 

～
・
（
「
火
星
か
ら
 

の
 侵
入
口
斉
藤
耕
三
 

菊
池
 彰
 失
調
、
川
島
書
店
、
一
九
七
一
年
、
四
七
頁
）
 

（
 田
 ）
工
学
技
術
の
立
場
か
ら
「
情
報
」
の
性
質
を
定
義
し
た
 の
が
 ク
ロ
ー
ド
・
 
E
.
 

シ
ヤ
 

ノ
ソ
と
 ノ
バ
 l
 ト
・
ウ
ィ
 
l
 ナ
ー
で
 
あ
る
こ
と
は
言
 う
ま
 

で
も
な
い
。
 

（
 綴
 ）
「
う
わ
さ
も
っ
と
も
古
い
メ
デ
ィ
ア
三
六
頁
。
 

（
 鍋
 ）
 
p
 毛
 ・
ト
ヨ
 ら
 二
 
%
 
r
.
4
.
 

㌧
。
 

降
 5
%
 
 ョ
 デ
マ
の
心
理
学
 
二
九
四
七
）
ヒ
苗
 博
訳
 、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
Ⅲ
 頁
 。
 

（
 粥
 ）
「
デ
マ
の
心
理
 営
 ㎡
 頁
 。
 

（
 辞
 ）
 
ョ
 う
わ
さ
も
っ
と
も
古
い
メ
デ
ィ
ア
ヒ
一
九
頁
。
 

（
 鵠
 ）
 
ヲ
ヨ
 0
 （
 佳
 
空
子
本
 の
 三
ョ
流
言
と
社
会
（
一
九
六
六
三
 な
井
脩
 ・
橋
元
良
明
・
後
藤
将
之
 
訳
 、
東
京
創
元
社
、
一
九
八
 五
年
、
二
 0
 頁
 。
 

語
拓
 

（
 
的
 ）
「
う
わ
さ
も
っ
と
も
古
い
メ
デ
ィ
ア
 
b
 九
頁
  
 

（
 即
 ）
「
 ぅ
 わ
さ
と
誤
報
の
社
会
心
理
 b
 
一
六
 ｜
 一
七
 

（
 蛇
 ）
佐
藤
信
夫
「
記
号
人
間
伝
達
の
技
術
日
大
修
 

頁
 。
 

鶴
書
店
、
一
九
七
七
年
、
四
六
頁
。
 

さ
 

わ
 

（
 伯
 ）
「
 ぅ
 わ
さ
と
誤
報
の
社
会
心
理
目
玉
 ｜
 六
頁
。
 

@
 

 
 

知
社
 、
一
九
八
六
年
、
九
八
頁
。
 

（
 侶
 ）
 
コ
 レ
ト
リ
ッ
ク
・
記
号
の
（
 り
 口
一
 
0
 五
｜
 六
頁
。
 

109@ dog) 
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情報・ ぅわさ ・物語 

（
㏄
）
久
米
 博
 
「
神
話
の
創
造
性
」
 宙
 現
代
思
想
特
集
Ⅱ
 象
 徴
 と
神
話
 b
 八
｜
一
 三
、
青
土
社
、
一
九
八
 0
 年
 ）
八
四
頁
。
 

（
㏄
）
「
事
実
」
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
 
語
り
方
は
限
定
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
 ち
 「
事
実
は
舌
口
説
を
 

拘
束
す
る
」
。
と
同
時
に
「
今
か
ら
語
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
」
 
と
の
 フ
レ
ー
ミ
ン
グ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
せ
ね
ば
 な
ら
な
い
。
 
呂
 

ユ
 ー
 ス
 の
後
に
ド
ラ
マ
が
放
送
さ
れ
た
と
し
て
ド
ラ
マ
の
内
容
 に
 戸
惑
 う
 人
は
い
な
い
の
は
そ
う
し
た
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
相
違
で
 あ
る
。
そ
し
て
 

こ
れ
ら
二
つ
の
前
提
は
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
み
に
特
異
な
条
件
 な
の
だ
ろ
う
か
っ
 

釆
 こ
の
論
文
は
「
 ぅ
わ
さ
 ・
情
報
・
物
語
」
の
第
三
論
文
で
あ
 る
 。
「
う
わ
さ
・
情
報
・
物
語
り
わ
さ
の
位
相
１
１
」
は
 

酉
 日
本
短
期
大
学
法
学
 

金
利
「
大
憲
論
 鍍
三
 第
二
九
巻
第
二
号
（
一
九
九
一
）
 
、
 「
 
ぅ
わ
 さ
 ・
情
報
・
物
語
Ⅱ
う
わ
さ
の
座
標
分
析
・
序
説
１
１
」
は
 

西
日
本
宗
教
学
会
 

円
 西
日
本
宗
教
学
雑
誌
 ヒ
 第
一
三
号
（
一
九
九
一
）
所
収
。
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は
じ
め
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

本
稿
は
、
日
蓮
図
題
に
よ
る
「
文
字
 マ
ン
 ，
タ
ラ
」
（
 

l
 ）
の
図
像
 学

的
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
信
仰
上
の
間
題
を
解
明
す
 る
の
が
目
的
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
そ
の
際
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
象
徴
主
義
 曲
解
釈
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。
日
蓮
の
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
 日
蓮
の
法
華
経
世
界
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 日
蓮
 図
顕
の
 
「
文
字
マ
ン
ダ
ラ
」
は
、
「
法
華
 
経
 L
 の
教
示
世
界
を
文
字
に
よ
っ
て
表
現
し
た
特
異
な
っ
 ソ
ダ
 ぅ
 で
あ
る
。
そ
の
 創
 

案
の
背
景
に
は
、
日
蓮
の
法
華
経
信
仰
の
深
い
体
験
が
あ
る
が
 、
爾
来
、
日
蓮
お
よ
び
そ
の
宗
派
の
「
本
尊
」
と
規
定
さ
れ
来
た
 っ
 た
も
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
マ
ン
ダ
ラ
は
、
日
蓮
の
行
・
 キ
 ・
信
を
集
約
的
に
 包
摂
す
る
と
共
に
、
か
つ
こ
れ
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
も
の
と
 壬
 
日
 え
る
。
 

本
稿
は
、
文
字
マ
ン
ダ
ラ
の
こ
の
よ
う
な
含
意
を
 、
 主
と
し
て
 エ
リ
ア
 l
 デ
の
 シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
論
を
手
が
か
り
に
把
握
し
ょ
う
 と
し
た
も
の
で
あ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
マ
ン
ダ
ラ
の
空
間
的
象
徴
性
の
分
析
を
通
し
 て
 、
日
蓮
の
信
仰
の
諸
特
質
を
抽
出
し
ょ
う
と
試
み
た
。
そ
の
 要
点
は
お
よ
そ
次
の
 

よ
う
 に
な
る
。
 一
 、
配
 座
 尊
名
の
上
下
関
係
は
、
日
蓮
独
自
の
 牽
 史
観
に
お
け
る
自
己
の
位
置
づ
け
を
示
し
て
い
る
。
 ニ
、
左
 右
の
位
置
関
係
は
 、
 

マ
ソ
ダ
ラ
 の
 源
像
 で
あ
る
司
法
華
経
口
の
叙
述
世
界
を
暗
示
し
 て
い
る
。
 三
 、
「
首
題
」
と
周
辺
の
位
置
関
係
は
 
、
マ
ソ
ダ
ラ
 の
 「
本
尊
」
と
し
て
 

の
 意
義
を
明
か
し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
要
点
か
ら
、
文
字
マ
ン
ダ
ラ
が
す
ぐ
れ
て
動
態
的
で
 あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
日
蓮
の
信
仰
に
照
射
し
て
、
そ
の
 特
質
を
考
察
し
 

-
@
 

十
八
 
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 文
字
 マ
ソ
ダ
ラ
 ・
法
華
経
・
跳
ね
文
字
 

日
蓮
の
「
文
字
マ
ン
ダ
ラ
」
に
お
 
け
 る
 シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
 

渡
辺
善
勝
 



-
@
@
 

と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
 

ま
た
第
二
は
、
文
字
で
 ソ
ダ
ラ
 が
日
蓮
お
よ
び
そ
の
宗
派
 に
お
い
て
「
本
尊
」
と
さ
れ
た
と
い
う
点
に
関
す
る
。
 日
蓮
自
ら
「
 未
曽
有
 

の
曇
陀
羅
 」
と
称
し
た
よ
 う
 に
、
そ
の
顕
示
の
形
式
は
確
 か
に
日
蓮
の
独
創
に
負
 う
 部
分
が
多
い
。
こ
の
点
で
は
 、
 彼
の
個
性
的
な
意
味
 

あ
い
が
濃
く
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
 こ
の
本
尊
が
日
蓮
個
人
に
の
み
負
 う
 も
の
と
は
舌
口
え
な
 
い
 だ
ろ
う
。
 

E
.
 

カ
ッ
 

シ
ラ
ー
が
指
摘
し
た
よ
 う
 に
、
お
よ
そ
シ
ン
ボ
ル
が
 シ
ン
 ボ
ル
 と
し
て
機
能
す
る
の
は
、
そ
れ
が
常
に
普
遍
的
 適
 月
性
を
含
む
か
ら
で
あ
 

 
 

て
 存
続
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
本
尊
と
し
 て
 日
蓮
の
信
者
集
団
に
 

絶
対
的
に
受
容
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
文
字
で
 ソ
ダ
 -
 
フ
 （
本
尊
）
が
、
日
蓮
の
個
性
を
通
し
た
法
華
経
信
仰
の
 
象
徴
と
し
て
普
遍
化
さ
 

れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
日
蓮
の
体
得
し
た
法
華
経
 信
仰
の
普
遍
性
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。
 

一
般
に
「
 曇
陀
羅
 」
は
、
本
来
的
に
聖
な
る
も
の
の
象
徴
 と
さ
れ
る
。
 M
.
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
に
よ
れ
 ば
 、
 曇
陀
羅
は
 「
世
界
の
中
心
」
 
観
 

彼
の
言
 う
 
「
中
心
」
は
す
 
な
わ
ち
「
聖
な
る
空
間
」
を
指
す
か
ら
、
 曇
陀
羅
 の
 創
 作
は
聖
な
る
空
間
の
再
 

生
産
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
聖
な
る
空
間
」
の
シ
ン
ボ
 リ
ズ
ム
は
、
文
字
マ
ン
ダ
ラ
の
表
現
様
式
に
お
い
て
も
 容
易
に
知
ら
れ
る
こ
と
 

は
 確
か
で
あ
る
。
諸
神
諸
仏
を
包
摂
す
る
法
華
経
世
界
と
 、
こ
れ
を
守
護
す
る
た
め
に
四
方
に
配
座
さ
れ
た
神
仏
 は
ま
さ
に
聖
な
る
空
間
 

の
 象
徴
と
し
て
、
外
界
を
峻
別
し
て
い
る
か
に
見
え
る
か
 ら
で
あ
る
。
 

以
上
の
観
点
が
、
本
稿
で
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
考
察
の
視
座
 と
す
る
理
由
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
、
文
字
マ
ン
 ダ
ラ
 の
空
間
的
シ
ン
 

ボ
リ
ズ
ム
の
把
握
を
主
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
日
蓮
の
 文
字
で
 ソ
ダ
ラ
 は
、
 q
 
本
尊
崇
 L
 に
 ょ
 れ
ば
、
尊
号
や
そ
 の
乱
 座
位
置
は
か
な
 

到
達
し
た
信
仰
の
極
地
の
表
現
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
 

て
そ
れ
は
、
第
一
義
に
は
司
法
華
経
 

L
 世
界
の
教
示
す
 
る
 原
理
の
象
徴
的
表
現
 

つ
 。
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
 セ
字
と
 、
そ
の
周
り
に
 配
 座
さ
れ
る
諸
神
仏
の
「
尊
号
」
か
ら
な
る
文
字
マ
ン
ダ
 -
 
フ
は
 、
い
わ
ば
日
蓮
の
 

01144) Ⅰ 

0
 表
現
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
象
徴
的
意
味
を
も
つ
と
思
わ
 

れ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
「
文
字
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
 

れ
た
と
い
う
特
徴
を
も
 14 



日蓮の「文字マンダラ」に   % げ ろシ ンボリズム 

昆 
沙愛 
「コ手半ミ 

天明 
（ 王 
北 （ 
） 梵 

字 ） 

増 
長 
天 

南 （   

天
照
大
神
 

釈
迦
 仏
 

文
殊
菩
薩
鬼
子
母
神
 

天
 ム
ロ
大
師
 

上
行
菩
薩
薬
王
菩
薩
 

無
辺
 行
 菩
薩
 

  

首 

題 

  

  

蓮 

や仕 （ 

押 ） @ 

安
上
行
菩
薩
 

伝
教
大
師
 

浄
行
菩
薩
弥
勒
菩
薩
 

多
宝
如
来
 

八
幡
菩
薩
 

普
賢
菩
薩
 

十
 羅
刹
な
 

持 
下国 
動天 
明 （ 

  
林ル （ 

字 ） 

広 
目 

天 

（一口   
 
 

 
 式

 

型
 

面
 

(
 対
 

 
 図

 

 
 

初
め
に
、
文
字
で
 
ソ
ダ
ラ
 の
「
聖
な
る
空
 

間
」
と
し
て
の
意
味
を
、
日
蓮
の
信
仰
か
ら
 

抽
出
し
て
お
く
。
エ
リ
ア
 一
デ
は
 、
 曇
陀
羅
 

を
 
「
 ヒ
エ
 ロ
フ
ァ
ニ
一
に
よ
る
宇
宙
全
体
の
 

@
6
@
 

象
徴
的
表
現
」
と
規
定
し
た
が
、
 

ヱ
 リ
ア
ー
 

デ
流
に
言
え
ば
、
文
字
マ
ン
ダ
ラ
に
お
け
る
 

ヒ
ヱ
 ロ
フ
ァ
ニ
ー
と
は
 
円
 法
華
経
口
に
説
か
 

れ
る
「
地
涌
の
菩
薩
の
出
現
」
と
な
ろ
 う
 。
 

こ
の
出
現
を
、
日
蓮
は
「
発
見
」
し
た
こ
と
 

に
な
る
。
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
 は
、
 聖
な
る
空
間
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普
賢
菩
薩
 

十
 羅
刹
な
 

釈
迦
 仏
 

八
幡
菩
薩
 

浄
行
菩
薩
 

弥
勒
菩
薩
 

伝
教
大
師
 

安
上
行
菩
薩
 

愛
染
明
王
（
梵
字
）
 

増
長
天
（
 南
 ）
 

毘
沙
門
天
（
 北
 ）
 

持
国
天
（
 東
 ）
 

不
動
明
王
（
梵
字
）
 

無
辺
 行
 菩
薩
 

薬
王
菩
薩
 

上
行
菩
薩
 

多
宝
如
来
 

文
殊
菩
薩
 

鬼
子
母
 

南
無
妙
法
蓮
華
経
（
首
題
）
 一
 

広
目
天
（
 西
 ）
 

天
 ム
ロ
大
師
 

神
 

天
照
大
神
 

日
蓮
（
花
押
）
 

図 1  ( 基本型式 ) 

第
一
節
図
面
構
成
の
シ
ン
ボ
 

リ
ズ
ム
 

ら
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
し
か
し
あ
る
 種
 

@
5
@
 

度
の
基
本
型
は
窺
え
る
（
 
図
 1
 ）
。
以
下
、
 こ
 

れ
を
モ
デ
ル
に
文
字
マ
ン
ダ
ラ
の
シ
ン
ボ
リ
 

ズ
ム
 の
意
味
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
 



ば
 、
滅
後
の
衆
生
を
以
て
木
と
為
し
、
在
世
の
衆
生
は
傍
 な
り
。
滅
後
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
正
法
一
千
年
、
 

像
法
一
千
年
は
傍
 

@
 
印
 @
 

な
り
。
末
法
を
以
て
正
と
為
し
、
末
法
の
中
に
は
日
蓮
を
 以
て
正
と
為
す
な
り
。
 

（
場
所
）
が
そ
れ
と
し
て
定
立
す
る
の
は
、
人
間
の
選
択
 
に
ょ
 る
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
人
間
に
発
見
さ
れ
る
だ
 げ
で
あ
る
と
す
る
 ヴ
 

ア
 ン
・
デ
ル
・
レ
ウ
 
の
 理
論
を
強
調
し
た
が
、
 

@
7
@
 日
蓮
の
信
 仰

に
お
い
て
も
こ
の
こ
と
ほ
符
合
す
る
 よ
う
 に
思
 う
 。
 信
 仰
 
「
大
成
」
後
の
日
 

蓮
 に
と
っ
て
、
法
華
経
は
単
な
る
教
典
で
は
な
い
。
教
典
 で
あ
れ
ば
い
か
な
る
信
仰
に
お
い
て
も
本
質
的
に
ほ
 対
 象
 化
さ
れ
、
選
択
さ
れ
 

る
 。
日
蓮
の
修
学
時
代
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
回
心
 に
よ
 る
司
法
華
経
口
の
「
本
尊
化
」
を
み
れ
ば
明
ら
か
 な
よ
う
に
、
日
蓮
に
お
 

い
て
法
華
経
は
絶
対
化
さ
れ
た
。
こ
こ
に
日
蓮
の
回
心
の
 意
義
が
あ
る
。
そ
れ
は
法
華
経
に
 よ
 る
啓
示
の
発
見
に
 他
な
ら
な
い
の
で
あ
 

@
8
 
）
 

る
 。
茂
田
井
致
事
 が
 、
日
蓮
の
信
仰
の
在
り
方
を
「
法
華
 経
に
入
り
、
法
華
経
に
出
る
」
と
表
現
し
た
が
、
回
心
 と
そ
の
後
の
信
仰
を
 @
 

い
 得
た
至
言
と
思
 う
 。
こ
の
「
啓
示
の
発
見
」
が
 、
 即
ち
 文
字
マ
ン
ダ
ラ
の
創
案
で
あ
る
。
 

次
は
、
文
字
マ
ン
ダ
ラ
の
空
間
的
位
置
関
係
の
象
徴
性
に
 つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
場
合
の
観
点
を
 、
上
 １
丁
 、
 左
｜
右
 、
中
央
１
周
 

辺
の
三
点
に
お
く
こ
と
に
す
る
が
、
ま
ず
上
下
・
左
右
 関
 係
 を
み
て
お
ぎ
た
 い
 。
 

マ
ン
ダ
ラ
の
上
下
関
係
で
特
に
意
味
を
も
つ
の
は
な
に
よ
 り
も
釈
迦
１
日
蓮
の
関
係
で
あ
る
。
 

い
 わ
ゆ
る
日
蓮
の
 

「
四
節
相
承
」
の
 信
 

余
 で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
固
定
的
な
単
純
な
も
の
で
 は
な
い
。
第
四
位
の
日
蓮
の
地
位
は
、
信
仰
に
お
い
て
 釈
迦
に
次
ぐ
第
二
位
に
 

-
g
"
 

な
っ
た
り
、
釈
迦
と
同
位
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
釈
迦
を
 超
え
て
第
一
位
の
自
覚
ま
で
高
ま
る
も
の
で
あ
る
。
 

と
 は
い
え
こ
の
ダ
イ
ナ
、
 、
、
 

ソ
ク
 な
信
念
の
動
き
は
、
 
マ
ソ
ダ
ラ
 か
ら
直
接
に
は
知
ら
 れ
な
い
。
そ
こ
で
の
「
日
蓮
」
の
表
示
 は
 常
に
最
下
位
 に
 位
置
す
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
 

し
か
し
次
の
遺
文
は
、
こ
の
日
蓮
の
内
面
的
な
信
仰
の
 ダ
 イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
考
え
る
う
え
で
 は
 な
は
だ
示
唆
的
で
あ
 る
 。
 

（
法
華
経
を
）
 上
 よ
り
下
に
向
か
っ
て
之
を
読
め
ば
、
 

第
 一
は
 菩
薩
、
第
二
 
は
 二
乗
、
第
一
二
は
凡
夫
な
り
。
 

逆
 次
に
之
を
読
め
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に
 
面
に
し
か
も
「
文
字
」
で
こ
の
立
体
的
な
関
係
を
表
 

現
す
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
。
こ
の
技
術
上
の
難
点
を
 

、
 日
蓮
は
二
仏
以
外
の
全
て
を
 

 
 

 
 

こ
れ
を
仮
に
「
対
面
 
式
 マ
ン
ダ
ラ
」
と
し
て
お
こ
う
（
 

図
 Ⅱ
）
。
 

 
 

賭
 し
て
お
き
た
い
論
考
が
あ
る
。
 
カ
 ソ
デ
ィ
ソ
ス
キ
 
一
 の
 画
面
空
間
の
象
徴
性
に
つ
 

は
 
い
 て
の
論
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
 
ょ
 れ
ば
、
四
角
形
と
 
し
て
の
「
基
礎
平
面
」
（
作
品
の
内
容
を
受
け
入
れ
る
べ
 

ぎ
 物
質
的
平
面
）
の
も
つ
 

め
 
特
質
は
 、
 上
と
左
，
 丁
 と
右
と
が
そ
れ
ぞ
れ
即
応
し
 

、
 上
と
左
が
下
・
 
右
こ
 
v
 
@
3
"
i
 
 

優
先
す
る
。
 

こ
れ
は
上
述
の
 

マ
 ソ
ダ
ラ
 で
の
左
右
の
意
味
解
 

 
 

釈
 の
一
助
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
対
面
 

式
マ
ソ
 ダ
ラ
」
の
構
図
と
、
 
カ
 ソ
デ
ィ
ソ
ス
キ
ー
の
「
基
礎
 

平
 面
 」
の
概
念
と
を
考
慮
 

 
 

@
 
は
 -
 

湖
 

で
は
、
釈
迦
，
多
宝
の
二
仏
と
他
の
神
仏
は
対
面
し
 た
 位
置
関
係
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
は
日
蓮
も
わ
 き
ま
え
て
い
た
。
し
か
し
 平
 

こ
こ
で
日
蓮
は
、
司
法
華
経
口
の
「
次
第
読
み
」
，
「
道
次
 

読
み
」
と
い
う
 三
 態
の
信
仰
を
語
っ
て
い
る
。
前
者
は
 
マ
ソ
ダ
ラ
 で
の
表
現
 

通
り
の
「
四
節
相
承
」
を
伝
え
て
お
り
、
い
わ
ば
日
蓮
の
 歴
史
的
，
教
義
的
信
仰
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
こ
 れ
に
対
し
後
者
か
ら
 

は
 、
最
下
位
に
位
置
す
る
「
日
蓮
」
が
最
上
位
に
な
り
、
 「
末
法
の
導
師
」
と
し
て
の
強
烈
な
自
己
意
識
が
顕
示
さ
 
れ
て
く
る
。
こ
の
 双
 

方
の
視
座
を
前
提
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
日
蓮
の
信
仰
 の
 ダ
イ
ナ
、
 
、
、
ズ
ム
 

を
文
字
 マ
ソ
ダ
ラ
 の
表
現
か
ら
把
握
 す
る
こ
と
が
可
能
と
な
 

る
 。
 

ぬ
 
つ
の
 ア
 イ
デ
ア
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
蓮
 

ボ
 」
に
依
っ
た
も
の
で
あ
リ
 

塔
品
 」
お
よ
び
「
 従
地
涌
品
 

 
 

ば
 上
方
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 図
 Ⅰ
「
基
本
 

に
 配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
 左
 優
先
を
示
す
こ
と
は
 

次
は
左
右
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
文
字
 マ
ソ
ダ
ラ
 で
 

蓮
は
平
面
に
図
示
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
間
 

る
 。
法
華
経
の
宝
塔
出
現
か
ら
菩
薩
の
涌
出
に
関
す
る
 

の
 文
字
 マ
ソ
ダ
ラ
 の
基
本
構
図
は
、
遺
文
に
示
さ
れ
る
 

形
 」
に
明
ら
か
な
 よ
う
 に
、
釈
迦
・
多
宝
仏
を
除
い
て
 

の
 た
 ろ
 う
か
 。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
 マ
ソ
ダ
う
 に
 込
 

の
 乱
座
 は
右
 
（
向
か
っ
て
 
左
 ）
 が
 優
先
で
あ
る
。
 

@
l
-
1
 
 

こ
れ
 

描
写
は
、
は
な
は
だ
ダ
 イ
ナ
 

題
 が
生
ず
る
。
つ
ま
り
宝
塔
 

よ
う
に
司
法
華
経
口
「
 見
宝
 

全
て
上
位
者
は
こ
の
逆
 

め
ら
れ
た
日
蓮
の
ひ
と
 

は
 上
下
関
係
で
い
え
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す
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
疑
問
 は
 矛
盾
な
く
解
決
す
る
と
思
わ
 れ
る
。
つ
ま
り
マ
ン
ダ
ラ
で
の
左
右
関
係
は
い
わ
ば
基
礎
 平
面
に
あ
た
る
か
 

ら
 、
対
面
方
式
の
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
、
人
間
が
基
礎
平
面
に
向
 か
っ
た
と
き
の
左
右
関
係
に
対
応
す
る
（
 図
 1
 １
図
Ⅱ
 ）
。
し
た
が
っ
て
左
右
 

は
 逆
に
な
り
、
基
礎
平
面
の
も
つ
左
の
特
質
は
、
人
間
の
 右
側
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
対
面
方
式
 0
 ％
 ソ
ダ
ラ
 で
い
え
 

ば
 、
高
次
の
位
格
の
神
仏
が
本
来
向
か
っ
て
 左
 
（
釈
迦
 
配
 座
 の
 側
 ）
に
配
さ
れ
る
べ
ぎ
と
こ
ろ
を
右
側
に
書
か
れ
 
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
 

る
 。
要
す
る
に
、
人
間
が
何
か
を
対
象
化
す
る
こ
と
、
 そ
 し
て
そ
こ
か
ら
何
か
を
受
け
取
る
の
ほ
他
な
ら
ぬ
人
間
 側
に
あ
る
と
い
う
こ
と
 

を
 示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
 

ま
た
、
上
下
，
左
右
に
関
す
る
 カ
 ソ
デ
ィ
ソ
ス
キ
ー
の
 上
 
思
味
づ
 げ
か
ら
、
こ
こ
で
は
上
と
左
が
「
天
上
に
向
か
う
 」
緊
張
を
も
つ
の
に
 

対
し
、
下
と
右
が
「
地
上
に
向
か
う
」
と
い
う
指
摘
だ
 け
 を
注
目
し
て
お
き
た
い
。
 カ
 ソ
デ
ィ
ソ
ス
キ
ー
の
語
法
 で
は
、
こ
れ
ら
は
「
 文
 

学
的
地
楡
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
宗
教
的
概
念
に
置
き
換
 え
れ
ば
、
 ヱ
 リ
ア
 一
ヂ
の
 い
 う
 
「
聖
な
る
空
間
，
 
俗
的
 空
間
」
に
連
な
る
と
み
 

て
よ
か
ろ
う
。
と
す
る
と
、
天
上
に
向
か
う
と
す
る
緊
張
 は
 「
楽
園
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
と
い
わ
れ
る
人
間
の
 
普
遍
的
，
本
来
的
な
あ
 

り
 方
を
示
唆
す
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
文
字
で
 ソ
ダ
ヲ
 の
上
下
，
左
右
の
 シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
 を
 探
っ
て
み
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
関
係
は
 、
い
 わ
ば
相
対
的
で
あ
 

る
 。
 カ
 ソ
デ
ィ
ソ
ス
キ
ー
は
「
重
さ
」
と
表
現
し
て
い
る
 が
 、
そ
の
重
さ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
文
字
で
 ソ
ダ
ラ
 で
も
た
と
え
ば
 

釈
迦
と
日
蓮
 は
 相
対
的
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
日
蓮
の
内
 面
的
な
表
現
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
次
の
「
 中
心
」
の
考
察
で
さ
ら
 

に
 検
討
し
た
い
。
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
「
聖
な
る
空
間
」
の
中
核
的
・
根
源
的
 イ
 メ
一
ジ
は
 、
前
言
し
た
 よ
う
 に
「
中
心
」
で
あ
る
。
 そ
 れ
は
聖
化
さ
れ
た
 特
 

定
の
空
間
が
中
心
と
な
り
、
周
辺
に
そ
の
聖
化
が
及
ぶ
と
 い
う
 構
図
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
心
と
、
 限
ら
れ
た
周
縁
部
と
の
 

交
流
に
よ
っ
て
 、
 聖
な
る
空
間
の
宗
教
的
機
能
が
果
た
さ
 れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
文
字
 マ
ソ
ダ
ラ
 を
 聖
 な
る
空
間
の
象
徴
と
す
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即
ち
 、
後
者
の
観
点
に
立
っ
こ
と
に
す
る
。
 

 
 
 
 

さ
て
第
一
点
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
マ
ン
ダ
ラ
の
首
題
は
 日
蓮
の
信
仰
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
絶
対
的
実
 在
住
」
の
象
徴
と
な
 

 
 

が
る
。
「
実
在
性
」
へ
の
言
及
ほ
こ
こ
で
は
避
け
る
が
 

「
旗
印
」
（
 目
 な
御
前
衛
返
事
）
と
か
地
楡
的
に
述
べ
る
 @
 

、
 要
す
る
に
そ
れ
は
 て
ソ
ダ
ラ
 に
首
尾
一
貫
す
る
原
理
 

」
と
が
あ
る
が
、
旗
は
多
く
の
場
合
 

シ
ソ
ボ
ル
 で
あ
る
。
 

で
あ
る
。
首
題
を
取
り
囲
む
 

文
字
で
 
ソ
 ダ
ラ
全
体
を
 

 
 

か
よ
う
 に
 配
 座
さ
れ
た
尊
名
は
、
す
べ
て
司
法
華
経
口
 

に
 誘
発
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
帰
依
 す
る
全
存
在
が
、
「
南
無
」
 

授
 

に
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 法
 と
万
象
（
 ノ
 ェ
％
・
ノ
 
エ
 シ
ス
）
の
 即
一
 化
に
お
い
て
、
法
華
経
世
界
 が
 現
成
す
る
と
い
う
の
が
 日
 

勒
 

蓮
の
信
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
首
題
は
こ
の
世
 界
の
シ
ソ
ボ
ル
 
と
な
る
。
日
蓮
は
首
題
を
い
み
じ
く
も
 
「
 
旗
 」
（
諸
法
実
相
 紗
 ）
と
か
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  る、 ンン 

者 
は 
結 
局 
同 
じ 
と 
    

ろ 
Ⅰ ァ し 

帰 
着 
す 
る 
か 
ら 
で、 

あ 
る 

畢   
ラ已 

「サ白 

題 
」 

Ⅰ プ @@@ 

帰 
す 
か 
ら 
で， 

あ 
る 

し 

ナ - し 

が 、 

  
て 
    
    
で， 

は 
単 
Ⅰ プ ヒ 

考 
察 
の 

便 
宜 
か 

  ボリズム 

れ
ば
、
そ
の
中
心
の
吟
味
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
 

@
 
Ⅱ
）
 

と
こ
ろ
で
エ
リ
ア
ー
デ
の
中
心
の
 シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
及
び
そ
 の
 主
た
る
宇
宙
論
的
含
意
は
 、
 概
ね
次
の
三
点
に
集
約
 さ
れ
る
か
と
思
 う
 。
 

一
 は
俗
的
空
間
・
時
間
を
超
え
た
絶
対
的
実
在
性
、
二
は
 近
 づ
き
難
い
も
の
、
三
は
宇
宙
の
各
層
の
交
叉
点
の
三
 点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
 

文
字
で
 ソ
ダ
ラ
 に
即
し
て
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
ま
 ず
 て
ソ
ダ
ラ
 の
中
心
を
い
か
に
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
 。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
 言
 9
2
9
 
に
 、
マ
ソ
 ダ
ラ
全
体
を
中
心
と
 み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
と
に
日
蓮
の
法
華
経
に
 基
づ
い
て
い
え
ば
、
 世
 

界
 万
象
は
こ
と
ご
と
く
法
の
遍
在
で
あ
り
、
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
そ
の
 シ
ソ
ボ
ル
と
 言
え
る
。
こ
の
意
味
で
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
 現
実
的
な
世
界
の
縮
図
 

で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
 て
ソ
 ダ
ラ
自
体
に
い
わ
か
る
 中
 心
 は
な
い
。
逆
に
あ
る
と
い
え
ば
マ
ン
ダ
ラ
全
体
が
中
 心
と
な
る
。
し
か
し
 他
 

方
 、
マ
ン
ダ
ラ
を
視
覚
的
に
捉
え
れ
ば
、
中
央
に
大
書
 さ
れ
た
七
字
（
首
題
）
か
ら
「
中
心
」
の
強
い
印
象
を
受
 げ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
 

る
 。
ま
た
首
題
の
意
義
か
ら
し
て
も
、
こ
れ
を
中
心
 祝
 す
 る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
両
者
の
観
点
は
、
文
字
マ
ン
ダ
ラ
で
 は
 共
に
皮
相
的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
 @
0
 
日
 蓮
 に
お
い
て
は
、
 両
 



で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
日
蓮
自
身
も
も
っ
て
い
た
 と
 思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
に
関
連
し
た
も
う
一
つ
 の
 イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
 

述
べ
て
お
き
た
い
。
日
蓮
は
法
華
経
を
し
ば
し
ば
「
大
海
 」
（
千
日
足
 御
 返
事
な
ど
）
に
 喰
 え
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
 ど
が
法
華
経
の
「
 功
 

徳
 」
に
つ
い
て
説
く
と
き
で
あ
る
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
 釈
迦
と
自
分
を
「
大
船
」
や
「
大
船
師
」
（
開
目
 
抄
 ）
 と
 称
す
る
こ
と
が
あ
る
。
 

こ
の
二
つ
の
地
楡
 が
 結
び
つ
い
た
と
き
に
生
ず
る
の
が
 ナ
 
し
 こ
で
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
海
を
航
行
す
る
 船
 、
そ
し
て
そ
の
マ
ス
 

ト
に
 翻
る
旗
印
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
「
シ
ン
 ボ
ル
 の
シ
ン
ボ
ル
」
と
い
う
奇
妙
な
表
現
は
 、
 実
は
こ
 の
 地
楡
に
お
け
る
「
 大
 

海
の
旗
印
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
 

シ
ン
ボ
ル
の
シ
ン
ボ
ル
は
 、
ヱ
 リ
ア
ー
 ヂ
 流
に
 @
=
 

で
 え
ば
「
 中
心
の
中
心
」
と
な
ろ
 う
か
 。
こ
の
点
で
「
絶
対
的
実
 在
 」
は
文
字
マ
ン
ダ
 

ラ
 に
お
い
て
よ
り
厳
密
に
な
る
。
日
蓮
の
法
華
経
信
仰
の
 文
脈
か
ら
言
え
ば
、
首
題
は
「
宇
宙
の
縮
図
」
の
基
点
 と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
 

法
華
経
が
「
三
千
大
世
界
」
を
覆
 い
 尽
く
す
も
の
と
し
て
 の
 
「
実
在
」
で
あ
れ
ば
、
首
題
は
こ
の
命
題
か
ら
日
蓮
 に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
 

た
 究
極
の
結
論
で
あ
る
。
い
わ
ば
核
心
と
い
っ
て
よ
い
。
 し
た
が
っ
て
 
、
ヱ
 リ
ア
 一
デ
の
 
「
中
心
」
が
い
わ
ば
 宇
 宙
 論
的
な
空
間
的
シ
ン
 

ボ
ル
 を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は
質
的
 シ
ソ
ボ
ル
 の
 意
味
が
濃
い
も
の
で
あ
る
。
 

次
に
「
宇
宙
の
各
層
の
交
叉
点
」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
 吟
 味
 に
移
ろ
う
。
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
言
 う
 各
層
と
は
、
 
天
 
・
 ぬ 
・
冥
界
の
三
層
を
 

指
し
、
基
本
的
に
は
垂
直
的
な
宇
宙
論
が
前
提
で
あ
る
。
 そ
れ
 故
波
の
 
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
は
、
山
や
木
、
柱
な
ど
が
 シ
ン
ボ
ル
と
し
て
説
か
 

れ
る
場
合
が
多
い
。
こ
こ
で
三
層
の
交
流
が
行
わ
れ
る
と
 さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
世
界
創
造
」
 

や
ヒ
ヱ
 
ロ
フ
ァ
ニ
 １
が
原
点
で
あ
る
の
は
 

言
 う
 ま
で
も
な
い
。
こ
れ
を
介
し
て
三
層
の
交
流
が
行
わ
 れ
る
の
で
あ
る
。
 

に 法 

こ そ 華 
の の 経 
旗 実 性 
印 約 界 
と さ の 
言 れ シ 
う 強 ン 
と 謁 ボ 

こさめ るれと 
か た す 

らシる " ン見 
自 ボ 方 
然 か し 
に の 確 
一 、 ン か 
つ ソ ャこ 

の ボ 異 
イ ル 論 
メ と の 
l い な 
ジ え い 
が ょ と 

浮 う こ 
か o ろ 
ん で， 
で， 
{ 
る 

はあ 

る 
が 、 

そ 
れ い 

ほ他 

ま   
  

な   
ら ホ， Ⅰ 

ぬ法 

と 
    

華 ろ 
経 か 
の ら 

宝 す 
塔 れ 
出 @ ま 

現 
の 首 
イ 題 
  サま 

  
ノ ・ 

さ 

ら 
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㌢
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
蓮
に
お
い
 
て
は
神
話
的
な
受
容
と
み
る
よ
り
も
、
現
実
的
な
表
現
 （
実
践
）
と
み
る
べ
き
な
の
 

ほ
で
あ
る
。
日
蓮
は
司
法
華
経
ヒ
 
を
 
「
 
但
理
具
 を
論
 じ
て
、
事
行
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
並
び
に
本
門
の
 本
尊
未
だ
広
く
之
を
行
ぜ
 

勒
ず
 」
（
観
心
本
尊
抄
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
明
ら
 
か
な
よ
う
に
、
日
蓮
に
と
っ
て
の
同
法
華
経
口
は
「
 理
 ゑ
 」
を
論
ず
る
対
象
で
は
な
 

 
 

く
 、
「
事
行
」
す
な
わ
ち
「
五
字
」
実
践
の
根
源
 像
 な
の
 で
あ
る
。
 

121 く 121) 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
無
数
の
仏
・
菩
薩
の
出
現
 

と
 、
「
三
千
大
世
界
」
を
地
上
・
地
下
、
虚
空
の
語
で
述
べ
 

て
い
る
点
で
あ
る
。
 

前
者
は
法
華
経
に
お
い
て
成
仏
し
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
 

法
 革
籠
 が
 交
流
の
接
点
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
弘
た
 

ち
は
「
微
塵
・
草
木
・
 

星
 ・
 
雨
 」
に
 楡
 え
ら
れ
て
い
る
 
よ
う
 に
、
宇
宙
の
万
象
に
 
遍
在
す
る
と
い
う
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
後
 

者
の
「
虚
空
」
は
種
々
 

の
 意
味
を
も
つ
が
、
こ
の
場
合
は
地
上
・
地
下
と
対
比
的
 

に
 使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
「
空
中
」
の
 

意
 味
 に
解
し
て
お
こ
う
。
 

ぬ
 
宝
塔
出
現
の
場
を
、
日
蓮
は
し
ば
し
ば
「
虚
空
界
」
 

と
 述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
概
念
で
あ
ろ
う
。
 

こ
 の
 イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
れ
ば
、
 

 
 

似
す
る
。
た
だ
こ
こ
に
も
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
 

そ
 れ
は
 エ
リ
ア
ー
デ
の
言
う
 

 
 

め
に
は
確
か
に
エ
リ
ア
ー
デ
の
所
論
 仁
は
ば
 類
似
す
る
 

 
 

（
首
題
）
を
垂
直
的
宇
宙
の
中
軸
と
す
る
三
層
世
界
の
交
 

ら
か
に
 死
 （
 
者
 ）
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
 

前
 

と
 言
え
る
。
し
か
し
こ
の
遺
文
は
あ
く
ま
で
も
法
華
経
 

記
 遺
文
に
は
当
然
な
が
ら
そ
 

支
点
と
み
れ
ば
、
構
造
論
的
 

の
 叙
述
世
界
の
再
現
で
あ
る
 

は
た
し
て
文
字
で
 ソ
ダ
ラ
 の
首
題
に
こ
の
よ
う
な
含
意
が
 認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
一
つ
の
遺
文
を
検
討
し
 て
み
よ
う
。
 

宝
塔
品
の
時
、
十
方
の
諸
仏
各
々
無
量
無
辺
の
菩
薩
を
具
 足
し
て
集
ま
り
給
ひ
き
。
…
…
此
等
の
菩
薩
（
は
）
 十
 万
 世
界
の
微
塵
の
 

如
し
、
十
方
世
界
の
草
木
の
如
し
、
十
方
世
界
の
星
の
 如
し
、
十
方
世
界
の
雨
の
如
し
。
此
等
は
皆
法
華
経
 に
し
 て
 仏
に
な
ら
せ
 給
 

（
 
@
@
 

ひ
て
、
 比
の
三
千
大
千
世
界
の
地
上
地
下
、
虚
空
の
中
に
 ま
し
ま
す
。
 



層 
で日ぅ あ 蓮が 上 な 以 他 るま ぅ 。 仏 な 践論 はも 

る の 法 記 
  き方 

の 上 さ 簡 裁 の ち ら 
そ か に 単 の 意 ろ な 

特講経 " 華の 考 第 と表に日 を 祖 を 察     い口 れぞれ ち、日 このよ にいえ 概念で 味 は正 ん「地 

蓮 現 理 路 
* 即 

の 薄 う ば あ し の 蓮 
の で と ま 境 に な 、 る く 地 が 

認 識る、 、 あ し え て 日   
取 て を 逼 れ っ と 華 
り 手 指 潤 は て い 経 0 宙のめっ 行 して の様 日蓮 な こ うほ   

、 に 、 ン 題 と た三い 世 屠 る 態のい あ 用 。 ど の」 若 

の靭 甲升の 

を 
ボ 邸 宅                   意味で 強調 語例かるいは 「虚空」 

合 は そ ら 
休 な の 推   の い すると 宇 演 U とは、 ある。 

本 題 も の ラ 表 と ま き 

国越 」」」 の 信 仰   
が と と の 
大 「 し 大   

挺 し を きな 要 地熔 た点 え た 
意 の に 把 る が 
味 菩 つ 握 こ っ 

と て して 含 」を 薩 いて が ，   「 一 よ 

ん の で お   
  単 閻 

ぎた でいる 自覚、 ある。   
よ そ こ Ⅰ ょ ダ 

  

ま、 レ ず 「 で 
エ   
    
ア れる。 点は、 再現ンダラ の   塔 品べ、 すくだあ げ ろ 

デ   の   
性 」 は 字   
に が い て あノ   

「     と に 学 の 場 
つ いれば そ ねン ダ   す 庵 、 的 実 合 

こ
の
「
実
践
」
の
観
点
で
問
題
に
な
る
の
は
、
地
下
と
 虚
 空
の
概
念
で
あ
る
。
日
蓮
の
実
践
論
で
、
特
に
重
要
な
土
 
思
味
 を
も
つ
の
は
 

「
地
涌
の
菩
薩
」
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
文
字
ど
お
り
地
下
。
 
ら
 涌
 き
 出
る
菩
薩
た
ち
の
総
称
で
あ
る
。
意
味
か
ら
す
 れ
ば
、
末
法
に
苦
悩
 す
 

る
 衆
生
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
地
上
的
存
在
を
言
 う
 。
 し
た
が
っ
て
、
日
蓮
の
地
上
・
地
下
の
表
現
は
、
結
局
 現
実
の
地
上
を
指
す
に
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あ
る
。
 

マ
ソ
ダ
ラ
 を
そ
う
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
蓮
 は
 
「
四
節
相
承
」
と
時
代
性
を
超
え
た
が
、
さ
ら
に
こ
の
 

こ
と
は
日
蓮
の
信
仰
の
 

 
 

め
 
補
足
し
て
 お
き
 た
 い
 。
法
華
経
を
「
次
第
読
み
」
「
 道
次
読
み
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ン
ダ
ラ
を
そ
の
 よ
う
に
「
見
る
」
こ
と
で
も
 

3
 

 
 

」
「
日
本
国
の
導
師
」
の
自
覚
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
こ
と
は
前
述
の
よ
う
 

輔
に
 、
日
蓮
が
法
華
経
の
世
界
を
は
る
か
に
追
念
す
る
 と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
世
界
へ
の
参
加
者
 と
し
て
の
自
覚
の
所
産
で
も
 

 
 
 
 

あ
る
。
つ
ま
り
自
ら
宝
塔
で
の
「
会
座
」
に
列
し
た
と
の
 自
覚
で
あ
り
、
直
接
釈
迦
よ
り
法
華
経
流
通
の
印
可
を
 受
け
た
も
の
と
し
て
の
 

 
 

 
 

@
 
㎎
 -
 

ダ
 

自
負
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
文
字
 マ
ソ
 ダ
ラ
 図
 顕
 は
い
わ
ば
法
華
経
世
界
の
日
蓮
の
追
体
験
と
し
て
の
 象
徴
性
を
も
つ
も
の
と
い
え
 

 
 

㌢
 

る
 。
 

ほ
 

こ
の
日
蓮
の
認
識
は
、
マ
ン
ダ
ラ
に
巧
妙
に
表
 さ
れ
た
。
前
に
法
華
経
の
「
逆
読
み
」
と
し
て
述
べ
た
も
 の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
若
干
 
ぢ
 

 
 

ンボリ 

（
Ⅱ
）
 

此
の
時
（
末
法
）
 
地
涌
 十
界
出
現
し
て
、
本
門
の
釈
尊
の
 脇
 上
と
為
り
、
 
一
 閻
浮
提
第
一
の
本
尊
此
の
国
に
立
つ
 べ
し
。
 

ズム 

こ
の
文
は
日
蓮
の
四
十
歳
前
後
の
も
の
で
あ
る
が
、
 こ
，
 
」
に
法
華
経
と
日
本
の
関
係
が
既
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
 
と
が
わ
か
る
。
も
ち
 ろ
 

ん
こ
の
認
識
は
、
日
蓮
の
国
家
の
危
機
意
識
が
前
提
と
な
 っ
 た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
認
識
は
や
が
て
、
法
華
経
の
「
宝
塔
出
現
」
を
日
本
 に
お
い
て
再
現
す
る
と
の
確
信
に
至
る
。
 

@
 耶
 -
 

国
を
知
れ
る
者
な
り
。
 

て
は
、
 正
 
・
 像
 ・
末
法
の
意
識
と
そ
れ
 

い
 う
 意
識
を
抜
い
て
は
出
て
こ
な
い
。
 

は
、
法
華
経
信
仰
の
目
覚
め
と
共
に
育
 

が
生
じ
て
く
る
。
 

日
本
国
は
一
向
に
法
華
経
の
国
 な
 に

 関
わ
る
本
門
 ｜
迩
 門
の
独
自
の
認
識
で
あ
る
が
、
こ
の
 認
識
は
な
に
よ
り
も
当
時
の
日
本
国
と
 

周
知
の
よ
う
に
日
蓮
は
国
家
の
強
い
危
機
意
識
を
も
っ
た
 宗
教
者
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
意
識
 

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
法
華
経
と
 日
本
と
の
必
然
的
不
可
分
社
関
連
意
識
 

り
 。
…
…
日
本
国
は
一
向
大
乗
の
国
な
り
、
大
乗
の
中
に
 も
 法
華
経
の
国
た
る
可
き
な
り
。
 足
 れ
 



日
蓮
が
自
ら
の
信
仰
の
大
成
に
お
い
て
、
比
類
な
き
学
修
 と
強
固
な
意
思
を
堅
持
し
た
こ
と
は
膨
大
な
遺
文
が
そ
 れ
を
伝
え
て
い
る
。
 
日
 

達
 は
、
「
見
解
」
 
し
 
「
 意
 得
る
」
二
道
は
「
信
心
」
の
 必
 然
 的
な
帰
結
で
あ
る
と
い
う
。
一
見
逆
説
に
も
と
れ
そ
 う
 だ
が
、
日
蓮
に
お
 い
 

て
は
、
知
る
こ
と
も
行
ず
る
こ
と
も
共
に
信
心
が
前
提
で
 あ
る
。
法
華
信
仰
の
意
義
を
知
り
そ
れ
を
実
践
す
る
に
 は
、
 
先
ず
も
っ
て
そ
の
 

信
仰
が
固
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

日
蓮
に
お
い
て
法
華
経
の
順
読
み
も
逆
読
み
も
、
共
に
信
 仰
を
前
提
に
し
て
可
能
に
な
る
。
た
だ
前
者
が
 
い
わ
 ぱ
 学
的
読
み
方
で
あ
 

  

り
 、
歴
史
的
理
解
が
優
先
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
 

行
 的
 
・
 昔
宰
ぬ
 的
な
読
み
方
と
な
り
、
空
間
的
な
認
識
が
強
 く
 出
て
く
る
こ
と
に
な
 

る
 。
す
な
わ
ち
マ
ン
ダ
ラ
の
 配
座
 で
い
え
ば
、
前
者
は
釈
 迦
を
筆
頭
と
す
る
 四
 師
の
系
譜
と
、
 
正
 ・
 像
 ・
末
の
歴
 史
観
が
強
く
印
象
づ
 け
 

ら
れ
る
。
後
者
で
は
、
そ
の
系
譜
が
「
本
門
」
観
に
昇
華
 さ
れ
、
 
正
 
・
末
が
即
時
化
さ
れ
て
歴
史
概
念
は
「
虚
空
 」
に
帰
す
こ
と
に
な
 

る
 。
こ
の
両
者
の
読
み
方
の
可
能
性
を
象
徴
す
る
の
が
、
 

中
央
下
段
に
大
書
さ
れ
た
日
蓮
の
自
署
で
あ
る
。
こ
こ
 に
日
蓮
の
信
仰
の
一
つ
 

の
 特
質
が
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
 

な
お
こ
れ
に
関
し
て
は
、
藤
田
富
雄
の
所
説
を
参
照
し
て
 お
ぎ
た
い
。
藤
田
は
、
本
質
と
現
象
と
の
関
係
を
「
 類
 比
 」
で
捉
え
る
場
合
 

の
 意
味
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
存
在
の
類
比
 
に
は
、
比
例
の
類
比
と
配
分
の
類
比
の
二
種
類
が
あ
り
、
 

神
へ
の
関
係
に
お
い
 

 
 

 
 

て
は
、
こ
の
二
つ
の
類
比
は
対
立
し
て
い
る
。
認
識
の
秩
 序
 に
お
い
て
は
、
下
か
ら
上
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
比
例
の
 類
比
が
優
先
す
る
。
 

 
 

 
 

し
か
し
存
在
の
秩
序
に
お
い
て
は
、
上
か
ら
下
へ
と
 お
り
て
く
る
配
分
の
類
比
が
優
先
す
 和
 
@
0
@
 
 

。
」
 （
傍
点
筆
者
）
 

こ
の
藤
田
 説
は
、
い
 

み
候
 べ
し
。
行
学
絶
え
な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
 

我
 も
 致
し
人
を
も
教
化
候
へ
。
行
学
は
信
心
よ
り
起
る
べ
 

く
候
 

@
 
@
g
-
 

。
 

み 
よ 

此 ぅ 

の   

文 
Ⅴ ァ ヒ 

は 
日 

蓮 
が 

大 
事 
の 

法 
昂 『 

ど 
も 
言圭 

日 弍 Ⅰ Ⅰ 

て 
候 
ぞ 

よ 

@ 
よ 

@ 
見 
解 
か 
せ 
承 、 合 ロ 
へ 
  

  

居待 

さ 
せ 
給 
ふ 
べ 
し 

行 
学 
の     
道 
を 
励 
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大
き
な
特
徴
を
暗
示
し
て
い
る
 よ
う
 に
思
 う
 。
そ
れ
は
 日
 蓮
 の
い
 う
 
「
行
学
二
道
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
試
み
に
 

次
の
遺
文
を
参
照
し
て
 

 
  

 

 
 



ま
 述
べ
た
法
華
経
の
二
様
の
読
み
方
を
考
え
る
 

ぅ
 え
で
 教
 唆
 的
で
あ
る
。
「
上
か
ら
下
へ
」
と
い
う
「
配
分
の
類
 

比
 」
は
、
日
蓮
に
お
い
 

て
ま
さ
し
く
釈
迦
以
来
の
法
華
経
流
通
の
伝
統
を
示
す
も
 

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
法
華
経
と
釈
迦
は
信
仰
 

場
 面
 と
教
導
場
面
の
そ
れ
 

ぞ
れ
 に
 お
い
て
絶
対
者
と
な
る
。
ま
た
「
下
か
ら
上
へ
」
 

の
 「
比
例
の
類
比
」
は
、
釈
迦
以
降
の
法
華
経
「
付
属
 

者
 」
を
相
対
化
す
る
こ
 

と
に
な
り
、
前
述
の
よ
う
な
「
法
華
経
行
者
」
の
自
負
が
 

生
ま
れ
て
く
る
。
日
蓮
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
 

藤
田
の
い
 う
 「
存
在
」
 

と
「
認
識
」
の
秩
序
の
二
様
の
把
握
を
見
る
こ
と
が
で
き
 

る
 。
し
た
が
っ
て
マ
ン
ダ
ラ
は
、
 
行
 ・
 
学
 ・
信
の
日
蓮
 
の
 信
仰
の
核
心
を
見
事
 

に
 描
き
出
し
た
象
徴
と
い
え
よ
 
う
 。
 

第
二
点
は
、
荊
旦
二
ロ
及
を
避
け
た
中
心
１
周
辺
と
の
 

シ
ソ
 。
ポ
リ
ッ
ク
な
関
連
に
つ
い
て
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
 

「
聖
な
る
空
間
」
の
 

一
つ
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
、
「
中
心
」
へ
の
接
近
の
困
難
 

さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
わ
な
 
ち
 構
造
的
に
は
「
迷
宮
」
 
的
で
あ
り
、
機
能
的
 

ズ
 
ム
 
に
 @
 
ま
 「
外
敵
力
ら
の
防
御
」
、
（
 

，
 
2
 
 

）
 が
そ
れ
で
あ
る
。
マ
ン
 
ダ
ラ
 か
ら
視
覚
的
に
こ
の
 
イ
メ
一
ジ
を
 
得
る
の
は
容
易
 
だ
が
、
こ
の
意
味
が
 
よ
 り
 明
 

 
 

る
 。
 

 
 

法
華
経
 b
 の
受
持
を
し
ば
し
ば
「
 
難
信
 難
解
」
（
観
心
木
 

尊
紗
 ）
と
か
「
 難
 信
雄
太
」
 

即
 
露
華
初
心
成
仏
 抄
 ）
と
か
言
 う
 。
こ
れ
は
文
字
 
ど
 お
り
法
華
行
者
で
あ
り
き
る
こ
と
の
困
難
を
説
い
た
も
 

の
で
あ
る
。
そ
の
困
難
さ
の
 

に
 
最
大
の
要
因
は
、
「
邪
法
」
と
そ
の
信
奉
者
（
 

ェ
リ
 ァ
 ー
 デ
 の
用
語
で
は
「
敵
対
者
」
）
で
あ
る
。
日
蓮
に
と
 

っ
て
は
念
仏
（
者
）
と
真
 
@
 ロ
 

 
 

が
 
主
色
 と
禅
盆
巳
 
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
 
で
あ
る
。
こ
の
敵
対
者
を
打
ち
負
か
し
、
絶
対
者
を
守
 

護
 す
る
と
い
う
シ
ン
ボ
リ
ズ
 

 
 

こ
の
意
味
で
、
中
央
１
周
辺
の
関
係
は
絶
対
的
で
る
。
 

る
 0
 

あ
る
。
前
に
み
た
上
下
、
左
 

 
 

意
味
は
二
 つ
 あ
る
。
す
な
わ
ち
敵
の
撃
退
（
折
伏
）
 

と
 首
題
の
守
護
と
で
あ
る
。
 
そ
 

 
 

し
て
後
者
は
さ
ら
に
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
「
 

法
 華
経
 」
の
守
護
と
「
法
華
行
者
」
の
守
護
と
で
あ
る
。
 

，
 
し
の
多
面
的
な
「
防
御
」
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日
蓮
は
同
信
者
を
 

こ
か
ら
「
日
蓮
」
 

文
字
マ
ン
ダ
ラ
は
 

荒
 し
た
も
の
と
い
 

「
日
蓮
が
一
類
」
と
 よ
 ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
集
団
の
 特
性
を
法
華
経
に
関
わ
る
「
異
体
同
心
」
と
み
て
い
た
。
  
 

は
 、
個
人
で
あ
る
と
同
時
に
同
信
者
全
体
の
シ
ン
ボ
ル
 と
 し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
か
 ら
、
 

法
華
経
理
想
の
世
界
Ⅱ
日
本
、
そ
し
て
日
本
の
地
 涌
 の
 圭
 口
薩
 Ⅱ
日
蓮
Ⅱ
法
華
経
信
仰
者
（
衆
生
）
の
一
連
の
構
図
 を
合
 

え
よ
う
 。
こ
の
構
図
を
中
軸
と
す
れ
ば
、
周
辺
の
神
仏
の
 配
陣
は
す
べ
て
こ
の
中
軸
を
守
る
防
衛
 陣
 と
見
る
こ
と
 が
で
 

@
 
舛
 @
 

ど
も
、
大
事
を
成
じ
て
一
定
法
華
経
弘
ま
り
な
ん
と
 覚
，
 え
 て
候
。
 

を
 果
た
す
た
め
に
、
日
蓮
は
 て
ソ
ダ
ラ
 に
多
く
の
神
仏
，
 
太
師
を
勧
請
し
た
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
 
マ
ソ
ダ
ラ
 の
中
央
１
周
辺
の
関
連
は
 、
一
 義
 的
に
捉
え
れ
ば
「
法
華
経
世
界
」
の
守
護
と
そ
の
 確
 立
と
い
う
モ
チ
ー
フ
 

に
な
る
が
、
日
蓮
の
場
合
こ
こ
で
も
「
日
本
国
」
の
 イ
メ
 ｜
ジ
は
 無
視
で
き
な
い
。
マ
ン
ダ
ラ
で
こ
れ
を
象
徴
す
 る
の
が
天
恩
・
八
幡
の
 

@
 
れ
 @
 

二
神
と
、
日
蓮
の
自
署
で
あ
る
。
日
蓮
が
こ
の
二
神
の
本
 ぬ
 仏
を
、
当
時
の
通
説
に
背
き
、
あ
え
て
釈
迦
 仏
 と
し
 た
こ
と
は
こ
れ
と
無
縁
 

で
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
は
、
日
本
の
神
々
の
い
わ
ば
法
華
 経
 化
を
意
味
す
る
。
既
に
「
昇
天
」
し
た
日
本
の
神
祇
 を
 、
「
法
華
経
神
祇
」
 

@
 
㏄
 @
 

と
し
て
再
生
さ
せ
マ
ン
ダ
ラ
に
配
し
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
 く
 法
華
経
に
登
場
す
る
鬼
子
母
神
や
羅
刹
 な
 に
倣
っ
た
 

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
 

そ
 

の
 意
識
の
根
底
に
日
蓮
の
日
本
国
へ
の
強
い
意
識
を
感
 ず
 る
の
で
あ
る
。
。
 

ま
た
前
述
し
た
 よ
う
 に
、
自
署
す
な
わ
ち
「
地
涌
の
菩
薩
 」
・
「
首
題
の
旗
手
」
と
し
て
の
自
覚
の
象
徴
は
、
な
に
 

よ
り
も
歴
史
的
な
日
 

本
を
前
提
に
は
じ
め
て
意
味
を
も
っ
。
こ
こ
に
「
日
蓮
」
 の
 象
徴
性
が
現
れ
て
く
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
日
本
 に
お
け
る
法
華
行
者
の
 

総
称
と
し
て
の
日
蓮
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
蓮
は
一
方
で
日
 本
の
旗
手
と
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
 で
の
信
者
群
の
代
理
者
 

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
蓮
は
「
菩
薩
」
で
あ
る
こ
と
 に
お
い
て
個
性
を
昇
華
し
、
信
仰
者
の
総
体
と
し
て
の
 意
味
を
担
 う
 こ
と
に
な
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
法
華
 教
 信
仰
者
と
し
て
の
 
強
 い
 連
帯
感
が
生
ま
れ
て
く
る
。
日
蓮
自
身
も
次
の
よ
 う
 に
 舌
口
っ
て
Ⅱ
 
リ
る
 。
 

日
本
国
の
人
人
は
多
大
な
れ
ど
も
異
体
異
心
な
れ
ば
諸
事
 成
ぜ
ん
 事
 か
た
し
。
日
蓮
が
一
類
は
異
体
同
心
な
れ
ば
 、
 人
々
 少
く
 候
へ
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翻
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
 
う
 し
た
と
き
に
、
私
に
は
 
て
ソ
ダ
ラ
 
の
あ
の
独
特
な
筆
法
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
、
「
 

能
 文
字
」
と
も
「
跳
ね
 
文
字
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
筆
端
が
大
 

き
く
跳
ね
上
が
っ
た
 
字
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ダラ 

的
に
把
握
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
 

」における シン 

なぜな 経に人 「行学一 

り、 一 道を 」」 
れ 
ら 

  

  
要因 @ むの 「行が 

  
の   
ソ な ら 

ダる ぅ 。 で あ   
る 述 み 
以 べ た 

上た 、 丑 ょ 

うに マソ 広田井 

それ ダラを の「 法 

動 幸 は 

き
 る
 。
 

そ
し
て
第
三
点
と
し
て
、
文
字
 マ
ソ
ダ
ラ
 は
は
な
は
だ
 ダ
 イ
ナ
ミ
ッ
 グ
 な
内
的
，
外
的
要
因
を
含
ん
で
い
る
と
い
 う
 点
を
指
摘
し
て
お
 

ぎ
た
い
。
特
に
 て
ソ
ダ
ラ
 を
本
来
的
な
「
本
尊
」
と
み
た
 と
き
に
、
こ
の
特
性
が
著
し
い
。
本
稿
で
み
た
だ
け
で
 も
、
 少
な
く
と
も
三
点
 

の
 要
因
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
「
対
面
 
式
 マ
ツ
ダ
ラ
」
と
し
て
述
べ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
 、
宝
塔
と
地
 涌
 菩
薩
の
 

出
現
が
、
空
間
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
示
し
て
い
る
こ
。
 
と
を
み
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
 一
幕
の
演
劇
を
思
わ
せ
 

る
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
の
空
間
的
な
ド
ラ
マ
が
 日
 蓮
の
信
仰
の
な
か
で
時
間
的
な
展
開
を
示
す
部
分
で
あ
 る
 。
い
わ
ゆ
る
末
法
 意
 

識
 の
な
か
で
必
然
的
に
醸
成
さ
れ
た
「
本
門
」
観
が
そ
れ
 で
あ
る
。
本
稿
で
は
法
華
経
の
「
 逆
次
 読
み
」
と
し
た
 と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
 

確
信
に
お
い
て
、
現
実
的
に
「
日
本
国
の
日
蓮
」
が
躍
動
 し
 、
法
華
行
者
と
し
て
獅
子
 咄
 す
る
様
を
み
た
。
そ
し
 て
 第
三
は
、
法
華
経
の
 

ぬ
 
「
大
海
」
を
首
題
を
旗
印
と
し
た
「
日
蓮
 
丸
 」
が
 航
 ね
す
る
場
面
で
あ
る
。
 

利
 

こ
の
三
点
は
、
い
ず
れ
も
日
蓮
の
法
華
経
受
容
に
 お
 げ
る
日
蓮
の
独
創
場
面
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
 こ
 こ
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
 



マ
 

ま
、
 

 
 シ

ン
 

ソ
 ダ
ラ
自
体
、
本
来
的
な
シ
ン
ボ
ル
表
現
と
い
う
前
提
 か
 ら
 、
日
蓮
の
文
字
マ
ン
ダ
ラ
の
象
徴
性
を
分
析
，
考
察
 し
て
み
た
。
そ
れ
 

日
蓮
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
法
華
経
信
仰
を
集
約
し
た
も
の
 で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
文
字
を
表
現
媒
体
と
す
る
 こ
と
で
、
勝
れ
た
 

ボ
ル
 の
表
現
と
も
 言
，
 
え
る
 0
 特
に
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
 、
日
蓮
の
国
土
，
国
家
意
識
に
お
い
て
顕
著
で
あ
っ
た
 よ
う
に
思
う
 0
 し
 

む
す
び
 

体
で
あ
る
。
日
蓮
が
、
本
尊
を
創
作
す
る
の
に
何
故
こ
の
 よ
う
な
特
殊
な
筆
法
を
採
っ
た
の
か
は
、
実
の
と
こ
ろ
 私
に
は
解
ら
な
い
。
 
管
 

見
 で
は
、
日
蓮
自
身
も
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て
 し
な
Ⅰ
 

、
 
（
 
、
 
5
 
2
 

0
 
,
 
 

）
 し
 力
し
こ
こ
で
の
関
心
で
Ⅰ
え
ば
一
つ
の
 

。
。
 、
 
。
 、
 

隠
楡
 的
な
 イ
メ
一
ジ
が
 

涌
い
て
く
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
推
測
が
許
さ
 れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
筆
法
こ
そ
 マ
ソ
ダ
ラ
 の
ダ
イ
ナ
ミ
 ズ
ム
 を
表
現
す
る
た
め
 

に
 日
蓮
が
採
っ
た
究
極
の
方
法
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
 か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
 

日
蓮
の
 
マ
ソ
ダ
ラ
 は
 、
 改
め
て
い
 う
 ま
で
も
な
く
「
文
字
 」
で
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
は
絵
画
や
彫
像
 と
 違
っ
て
動
き
を
 表
 

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 0
 こ
の
限
界
を
、
日
蓮
は
筆
法
 に
よ
っ
て
超
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
 し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
 

こ
の
点
か
ら
も
文
字
マ
ン
ダ
ラ
は
ま
さ
に
動
く
マ
ン
ダ
ラ
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

日
蓮
の
有
名
な
言
葉
に
「
 我
れ
 日
本
の
柱
と
な
ら
ん
」
（
 
開
目
 抄
 ）
と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
 る
と
、
こ
の
言
葉
 

は
 一
層
意
義
深
く
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
に
は
激
動
の
当
時
 0
 日
本
が
あ
り
、
他
方
に
は
法
華
経
の
動
態
世
界
が
あ
 る
 。
日
蓮
は
こ
の
動
く
 

両
罪
結
合
の
い
わ
ば
支
柱
と
し
て
自
ら
を
位
置
づ
 け
よ
う
 と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
逆
に
い
え
ば
、
自
ら
を
 支
点
に
据
え
る
こ
と
で
 

こ
こ
の
両
罪
の
 
動
 ぎ
の
一
層
の
活
性
化
を
目
指
し
た
の
で
 は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
日
蓮
の
「
法
華
行
者
」
と
し
 て
の
現
実
的
な
救
済
論
 

が
 示
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
思
 う
 。
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薄め 「文字マンダラ」におけるシンボリズム 

注
 

（
 
1
 ）
「
文
字
で
 ソ
 ダ
ラ
」
と
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
呼
称
で
は
 な
い
。
日
蓮
自
身
は
「
大
憂
 陀
羅
 」
「
本
尊
」
と
表
現
し
て
い
る
 
。
一
般
に
は
、
こ
れ
 

ら
の
他
に
「
十
界
 曇
陀
羅
 」
「
本
尊
 
曇
陀
羅
 」
な
ど
と
称
せ
ら
れ
 て
い
る
。
こ
こ
で
「
文
字
マ
ン
ダ
ラ
」
と
し
た
の
は
、
そ
れ
が
 文
字
で
表
現
さ
 

れ
て
い
る
と
い
う
表
面
的
な
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
（
 表
 現
 が
文
字
）
に
 よ
 る
と
い
う
点
を
考
慮
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
 つ
 ま
り
日
蓮
の
文
 

字
 観
、
あ
る
い
は
マ
ン
ダ
ラ
で
の
文
字
表
現
の
意
味
を
強
調
し
 た
い
か
ら
で
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
本
来
な
ら
手
続
上
、
マ
ン
ダ
ラ
に
示
さ
れ
た
神
仏
・
 人
 師
の
日
蓮
に
 よ
 る
意
味
づ
け
と
、
こ
れ
ら
の
 乱
 座
位
置
な
ど
の
い
 わ
ゆ
る
図
像
学
的
 分
 

析
 お
よ
び
「
文
字
」
の
一
般
論
的
な
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
考
察
を
 本
稿
の
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
幅
の
都
合
で
割
 愛
し
た
。
拙
稿
 

「
文
字
で
 ソ
ダ
ラ
 の
図
像
学
的
意
味
 ｜
シ
ソ
 ボ
リ
ズ
ム
解
釈
へ
の
 予
備
考
察
 ｜
 」
台
東
北
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
紀
要
 ヒ
二
 一
｜
ニ
 
、
一
九
九
 

四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 
3
 ）
 
E
.
 カ
 ツ
 シ
ラ
ー
ョ
大
間
 ｜
 こ
の
象
徴
を
操
る
も
の
 ヒ
 （
 
宮
城
 昔
弥
訳
 Ⅹ
一
九
八
二
年
、
岩
波
書
店
、
四
七
頁
。
 

（
 
4
 ）
 
M
.
 
ヱ
リ
 ア
ー
デ
 ヨ
 イ
メ
ー
ジ
と
シ
ン
ボ
ル
 ロ
 （
前
田
耕
 
作
訳
 ）
一
九
八
八
年
、
せ
り
か
書
房
、
七
一
頁
。
 

（
 
5
 ）
ョ
本
尊
 集
ヒ
と
 は
ョ
日
蓮
聖
人
真
蹟
 集
宣
 
（
山
中
書
几
 
編
 、
第
十
巻
、
昭
和
五
二
年
、
法
蔵
 館
 ）
を
指
す
。
こ
こ
に
は
 現
 存
 の
一
二
三
幅
の
 で
 

）
 

 
 

ソ
ダ
ラ
 が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
「
墓
木
型
」
と
し
た
の
は
 、
弘
安
 期
 に
国
顕
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
宮
崎
 英
修
 が
指
摘
し
は
 

て
い
る
 よ
う
 に
、
こ
れ
以
降
形
式
が
一
定
化
す
る
こ
と
、
製
作
 数
 が
最
多
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
し
か
し
よ
り
注
目
す
べ
き
 事
は
、
建
治
 期
鴉
 

を
 境
に
 て
ソ
 ダ
ラ
上
で
の
日
蓮
の
署
名
と
花
押
の
位
置
が
変
わ
 っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
は
、
署
名
と
花
押
が
最
下
段
 左
右
い
ず
れ
か
 

た
が
っ
て
「
文
字
で
 
ソ
 ，
タ
ラ
」
 
ほ
、
 単
に
法
華
経
世
界
の
 模
写
 

語
を
用
い
た
が
、
 
私
は
 そ
こ
に
法
華
経
を
祖
型
と
し
た
 「
日
本
 

に
こ
そ
、
日
蓮
の
独
創
性
を
見
た
い
と
思
 う
 か
ら
で
あ
る
  
 

日
蓮
 は
 、
そ
の
思
想
と
情
意
を
多
く
「
文
字
」
で
表
現
す
る
 
る
 

日
蓮
 は
 ま
さ
に
ロ
ゴ
ス
表
現
の
達
人
と
言
っ
て
よ
い
。
 

文
 字
マ
 

リ
ッ
ク
な
表
現
で
あ
っ
た
と
思
う
。
 

で
は
な
い
 0
 本
稿
で
ほ
、
エ
リ
ア
ー
デ
に
倣
っ
て
「
 再
 現
 」
「
再
生
」
の
 

に
お
け
る
日
蓮
に
よ
る
再
生
産
」
の
意
味
を
強
調
し
た
い
 と
 思
う
。
こ
こ
，
 

わ
ば
日
蓮
に
 
よ
 る
「
法
華
経
の
日
本
化
」
で
あ
る
。
 

こ
と
仁
成
功
し
た
わ
が
国
で
も
稀
有
な
宗
教
者
で
あ
る
。
 

こ
の
意
味
で
、
 

ソ
ダ
ラ
 は
、
こ
う
し
た
日
蓮
の
信
仰
総
体
の
自
然
的
・
 必
 然
 的
な
シ
ン
ボ
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薄め 「文字マンダ ヲ 」におけるシンボリズム 

（
㏄
）
藤
田
富
雄
「
宗
教
の
意
味
を
求
め
て
 ｜
 宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
 に
よ
る
試
み
 ｜
 」
 宅
 講
座
宗
教
学
 ヒ
 ・
第
四
巻
、
一
九
八
七
年
 
、
東
大
出
版
会
、
六
 

九
頁
）
。
 

（
 
れ
 ）
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
、
前
掲
 書
 、
六
七
頁
。
 

（
 
羽
 ）
当
時
一
般
に
は
 天
照
 ・
八
幡
の
本
地
仏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 
大
日
，
阿
弥
陀
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
た
と
え
ば
辻
善
之
助
 ヨ
 
日
本
仏
教
 史
ヒ
 第
一
 

巻
 、
四
六
五
頁
以
下
）
。
日
蓮
に
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
通
説
は
あ
っ
 
た
が
、
日
本
に
「
正
直
の
項
の
無
き
故
に
」
昇
天
し
た
と
す
る
 
（
四
条
金
吾
 
許
 

後
書
・
智
紗
 房
御
 返
事
な
ど
）
。
 

（
 
お
 ）
日
蓮
は
こ
れ
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
 仏
 出
現
し
給
ひ
て
、
仏
教
と
申
す
薬
を
天
 と
 人
と
神
と
に
与
え
し
 か
は
、
 燈
に
油
を
添
 

へ
 老
人
に
杖
を
与
え
た
る
が
如
く
、
天
神
等
還
っ
て
威
光
を
増
し
 、
勢
力
を
増
長
せ
し
事
成
劫
の
如
し
」
（
諫
暁
八
幡
 妙
 ）
。
 な
 お
 「
法
華
経
 
神
 

祇
 」
の
概
念
は
 、
 佐
々
木
 馨
 
「
日
蓮
の
思
想
構
造
」
（
㍉
日
蓮
 

聖
 人
 と
日
蓮
み
本
ロ
、
昭
和
五
九
年
、
吉
川
弘
文
館
、
所
収
、
八
三
頁
 

）
に
依
っ
た
。
 

（
 
射
 ）
「
異
体
同
心
の
事
」
（
全
集
、
一
 
0
-
 八
四
頁
）
。
 

（
「
 

0
 ）
た
だ
し
遺
文
に
「
今
の
法
華
経
の
文
字
は
皆
生
身
の
仏
 な
り
」
の
様
な
表
現
が
あ
る
（
浅
薄
紗
）
。
こ
の
文
の
「
 今
 」
「
 
文
字
」
「
生
仏
」
を
 
積
 

極
 的
に
捉
え
れ
ば
、
意
味
的
に
は
こ
こ
で
の
問
題
に
関
連
す
る
 か
も
し
れ
な
い
。
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す
ぐ
れ
た
古
典
 

現
代
に
ま
で
読
み
 

に
達
し
て
い
る
 
他
 

著
し
く
民
族
性
を
 の

な
か
に
は
、
人
生
の
書
と
称
し
て
も
よ
い
傑
作
が
見
受
 げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
作
ら
れ
た
時
代
を
越
 え
て
 

継
が
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
 作
 っ
た
 文
化
圏
の
枠
を
は
み
出
し
て
、
同
じ
水
準
の
文
化
 程
度
 

一
の
地
域
へ
広
が
っ
て
ゆ
く
作
品
た
ち
で
あ
る
。
過
去
の
 
時
代
に
、
あ
る
特
定
の
文
化
圏
で
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
 ま
、
 

@
 

帯
び
て
い
る
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
に
も
か
 か
わ
ら
ず
あ
る
作
品
が
民
族
文
化
の
違
 い
 と
い
う
壁
を
 越
え
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一
人
生
の
書
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 古
典
の
な
か
で
も
特
に
普
遍
性
を
も
っ
作
品
 を
 人
生
の
書
と
名
づ
 け
よ
う
 。
そ
れ
ら
は
包
括
的
な
宗
教
的
世
界
 観
 に
基
 づ
い
て
、
「
 
人
 

間
 と
は
何
か
」
お
よ
び
「
人
間
、
い
か
に
生
く
べ
 き
か
 」
と
い
 ぅ
 根
本
問
題
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
か
た
ち
で
答
え
よ
う
と
す
 る
 作
品
た
ち
で
あ
 

る
 。
源
氏
物
語
が
諸
外
国
の
読
者
を
魅
惑
し
て
止
ま
な
い
わ
 け
 は
 、
こ
の
意
味
で
の
普
遍
性
を
具
え
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
 本
稿
は
、
日
本
 清
 

稗
史
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
罪
悪
観
の
深
ま
り
に
果
た
し
た
 仏
 教
 思
想
の
役
割
に
注
目
し
な
が
ら
、
源
氏
物
語
で
達
成
さ
れ
た
 罪
 意
識
の
意
味
を
追
 

克
 す
る
試
み
で
あ
る
。
官
長
以
来
、
仏
教
的
立
場
か
ら
の
源
氏
 物
語
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
現
在
に
至
っ
て
も
ま
だ
依
然
と
し
 て
 タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
 

い
る
。
そ
う
い
う
先
入
見
の
呪
縛
が
、
源
氏
物
語
の
深
く
広
く
 亘
 
且
 か
な
世
界
を
い
か
に
浅
く
狭
く
貸
し
い
も
の
に
し
て
い
る
か
を
 、
源
氏
物
語
を
人
 

生
 の
 書
 と
し
て
比
較
文
化
学
の
自
由
な
領
域
に
解
放
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
究
明
し
て
み
た
い
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 宗
教
的
世
界
観
、
宿
世
、
も
の
の
 げ
、
罪
 悪
観
 

源
氏
物
語
の
宗
教
学
的
解
読
の
試
み
 

谷
口
 

茂
 



「
と
き
」
と
「
と
こ
ろ
」
と
の
条
件
の
下
で
の
特
殊
な
生
 
存
 形
態
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
表
現
の
基
層
に
世
界
観
 的
 思
想
形
態
を
具
備
し
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

世
界
観
と
は
、
理
念
的
に
定
義
す
れ
 ば
 、
宇
宙
を
含
め
た
 世
界
の
す
べ
て
の
事
象
（
も
ち
ろ
ん
人
間
に
そ
の
つ
ど
 把
握
で
き
る
限
り
の
 

す
べ
て
だ
が
）
に
つ
い
て
統
一
的
な
理
解
を
与
え
、
そ
し
 て
そ
れ
に
基
づ
い
て
人
間
の
生
き
方
の
指
針
ま
で
も
 与
 え
て
く
れ
る
、
知
識
と
 

価
値
の
総
合
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
の
お
か
げ
で
人
間
は
世
 界
の
謎
に
脅
か
さ
れ
ず
に
す
み
、
苦
難
や
死
が
な
ぜ
あ
 る
の
か
を
知
っ
て
納
得
 

す
る
こ
と
が
で
き
、
生
き
甲
斐
を
味
わ
っ
て
死
ぬ
こ
と
が
 で
き
る
文
化
装
置
、
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
そ
の
 ょ
ぅ
 な
 世
界
観
へ
の
希
求
に
 

（
 
@
@
 

）
 

応
え
る
役
割
を
主
と
し
て
担
っ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 の
 文
化
圏
に
お
け
る
指
導
的
な
宗
教
で
あ
っ
た
。
も
ち
 ち
 ん
こ
こ
に
定
義
し
た
 

よ
う
な
完
壁
な
世
界
観
が
現
実
に
具
体
化
さ
れ
た
こ
と
は
 な
い
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
キ
リ
ス
ト
教
 0
 世
界
観
は
、
し
ば
し
 

ば
 モ
デ
ル
と
し
て
参
考
に
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
バ
チ
カ
ン
 は
さ
ま
ざ
ま
な
神
秘
主
義
的
異
端
の
ム
ロ
頭
に
悩
ま
さ
れ
 
、
そ
の
処
理
に
は
な
は
 

だ
 苦
労
し
た
。
神
学
に
お
い
て
 神
 議
論
の
伝
統
が
存
在
し
 て
い
る
こ
と
自
体
、
聖
な
る
 ヵ
 プ
セ
ル
を
保
護
す
る
 神
 の
 絶
対
性
の
不
確
か
さ
 

の
 動
か
ぬ
証
拠
で
あ
り
、
そ
の
世
界
観
の
主
張
す
る
一
元
 性
の
根
拠
は
つ
ね
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
 が
ら
こ
の
世
界
観
を
支
 

え
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
天
動
説
が
 、
 実
に
千
五
百
年
の
 長
き
に
わ
た
っ
て
君
臨
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
か
ら
 も
 明
ら
か
な
よ
 う
 に
 、
 

こ
の
世
界
観
は
人
類
史
の
上
で
最
も
完
備
し
た
文
化
シ
ス
 テ
ム
 で
あ
っ
た
と
舌
ロ
っ
て
Ⅱ
 

リ
 Ⅱ
リ
ハ
リ
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
と
も
か
く
世
界
観
が
人
間
の
生
存
の
た
め
の
基
本
 条
件
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
何
も
知
識
人
だ
け
が
 興
 味
を
寄
せ
る
対
象
に
 

限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
は
だ
れ
で
も
自
分
の
生
 ぎ
 甲
斐
と
か
人
生
観
と
の
関
連
で
、
自
ら
意
識
す
る
と
 否
 と
に
か
か
わ
ら
ず
世
界
 

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
人
間
的
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
 た
め
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
で
は
、
そ
の
人
間
的
普
遍
 性
 と
ほ
い
か
な
る
も
の
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
 、
そ
し
て
人
間
的
に
生
き
よ
う
と
す
る
限
り
、
い
つ
で
 も
ど
こ
で
も
取
り
組
ま
 

ざ
る
を
え
な
い
諸
問
題
が
、
根
本
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
 い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
直
接
的
表
現
 
0
 表
層
に
お
い
て
は
、
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源氏物語の宗教学的解読の 試み 

続 

源   
ギ な 」 破 約 る の 

に 長と 宗教 源氏 

と 立 技   
口 よ か 後 で に 人 

る を た 

評 に の 

価は内 の 問 っ 人 的 

関 ま と は 新 情 態 
何 た 神 に   か な の ほ 

てな た 」 地 英 か 
反仏 と 。 た 穴読ど そ 平 雄 な 

し を 性 ら たと 教的 言 う 生ド む 、 がす て 切 は な 

「 人間 り、 神 い 。 えばイ 態度のラマとのは、 つまり ぐさま 

そ こ し 徒 居、 タ さまざ R  し 司 、、 こ と う 々や白   か す 無 ま 

も み む 生 か の に る や な 
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観
を
求
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
大
抵
の
人
間
は
、
あ
る
 特
 定
の
伝
統
的
な
生
活
形
態
に
自
己
充
足
し
て
い
る
の
が
 つ
れ
 だ
か
ら
、
殊
更
 に
 

世
界
観
を
求
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
 

@
2
@
 
し
か
し
そ
の
 よ
う
な
安
定
し
た
生
活
営
為
が
何
ら
か
の
理
由
で
破
綻
 し
た
と
き
、
あ
る
い
 は
 

内
面
的
欲
求
が
変
化
し
て
従
来
の
生
存
形
式
に
満
足
で
き
 な
く
な
っ
た
と
き
、
新
し
い
世
界
観
へ
の
模
索
が
始
ま
 る
 。
だ
が
習
慣
の
動
物
 

で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
 、
 旧
い
価
値
基
準
や
行
動
様
式
を
 棄
て
去
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
。
新
た
な
世
界
観
 を
 理
解
し
て
骨
肉
化
す
 

る
 、
つ
ま
り
行
動
規
範
に
す
る
と
い
う
転
換
も
、
簡
単
に
 は
 成
功
し
な
い
。
新
た
な
世
界
観
が
意
識
と
生
活
と
の
 根
本
的
な
改
革
を
要
求
 

す
る
も
の
で
あ
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。
と
ど
の
つ
ま
り
人
間
 は
 新
旧
の
世
界
観
の
間
で
宙
吊
り
に
な
り
、
あ
れ
か
こ
 れ
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
 



こ
の
 ょ
う
 な
矛
盾
し
た
間
柄
が
生
じ
る
の
か
。
文
学
的
立
 場
 が
人
間
の
自
然
本
性
（
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
）
 を
 究
極
的
に
は
肯
定
す
 

る
 傾
向
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
人
間
を
超
え
た
存
在
と
人
 間
 と
の
望
ま
し
い
関
係
（
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
）
の
 実
 現
 を
め
ざ
す
宗
教
的
立
 

場
が
 、
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
根
木
的
に
否
定
す
る
 か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
の
自
然
本
性
に
つ
い
て
の
 徹
底
的
な
認
識
と
い
う
 

点
で
は
両
者
は
目
的
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
親
和
関
係
 が
 生
じ
る
が
、
そ
れ
の
評
価
と
い
う
点
で
は
両
者
は
対
 立
 す
る
。
以
上
は
理
念
 

的
な
概
念
規
定
で
あ
っ
て
、
現
実
の
作
品
の
内
容
は
両
者
 の
混
ム
ロ
 
の
程
度
の
差
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
 宗
教
性
の
強
す
ぎ
る
も
 

の
 
（
 
護
 散
文
学
や
布
教
文
学
）
を
一
方
の
極
に
お
け
ば
、
 も
 う
 一
方
の
極
に
は
一
切
の
思
想
的
要
素
を
除
外
し
た
 純
粋
文
学
（
音
楽
や
造
 

（
 
4
@
 

形
 美
術
に
近
 い
 作
品
）
が
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
 と
こ
ろ
を
得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
実
際
の
 作
品
を
読
み
解
く
と
 

き
、
宗
教
性
と
文
学
性
と
を
あ
た
か
も
単
独
で
存
在
し
 ぅ
 る
 要
素
と
し
て
分
離
し
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
 む
 し
ろ
両
者
の
親
和
あ
る
 

い
は
対
立
と
い
う
相
互
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
に
注
目
 す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
 

源
氏
物
語
は
八
十
余
年
に
わ
た
る
四
世
代
の
数
多
く
の
 人
 間
 た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
涯
と
そ
の
絡
み
 ム
ロ
い
 
の
 ド
ラ
 マ
を
 叙
述
し
た
紛
れ
 

も
な
い
文
学
作
品
で
あ
っ
て
、
救
済
の
た
め
の
教
導
を
目
 的
と
し
た
宗
教
文
学
（
仏
教
説
話
）
で
は
な
い
。
し
か
 し
 源
氏
物
語
の
複
雑
 き
 

ね
 ま
る
世
界
を
秩
序
あ
る
一
つ
の
 統
 ム
ロ
体
に
し
て
い
る
 
根
 本
 的
な
要
因
が
、
因
果
応
報
思
想
を
主
た
る
内
容
と
し
 た
 仏
教
的
世
界
観
で
あ
 

（
 
5
@
 

る
こ
と
も
、
同
様
に
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
源
氏
 物
 語
 が
世
に
出
て
間
も
な
い
頃
の
解
釈
の
多
く
が
、
天
台
 教
学
や
天
台
浄
土
教
と
 

の
 関
連
で
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
読
者
の
ご
く
自
然
 な
 反
応
で
あ
り
、
た
し
か
に
誤
解
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
 、
こ
の
作
品
の
特
徴
の
 

一
つ
に
対
す
る
証
言
に
は
違
い
な
い
。
尤
も
、
こ
の
傾
向
 が
 行
き
過
ぎ
て
源
氏
物
語
を
天
台
本
覚
思
想
の
直
接
的
 な
 文
学
的
表
現
と
賞
讃
 

物 の 

一 般 語原 の 囚 
に ""  士 示 
宗 教 

ま、 @ 

教 性 周 
と に 知 
立 つ の 
手 い よ 

と て う 

の 考 に 

関 え 本 
係 る 居 

ま、 @ 
  

親 
旦日文 

の 

和 汚 尊な 

と 

対 
立 

意排 

の 
斥 
思、 

共存 

お ゅ目 、 
て、 

と あ 
い る 

@ が ， 

ア 
  
ヒ ・ 

そ 
の 

ヴ 
  
  

問題 

ノア ヒ 

  つ 
  い 

な て 

も 
の 

と 

はあ 

と 

し 
て 

捉 
で触 

れ 
え る 

る     
    と 

と ヤア ヒ 

が 、 し 
で， て 

き 
  

まず るす 0- 
な 源 
ぜ 氏 
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す
る
の
あ
ま
り
、
日
本
人
の
精
神
構
造
を
あ
ま
り
に
も
 

単
 純
化
し
て
し
ま
っ
た
。
日
本
人
の
心
の
美
質
を
 

、
彼
は
 「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
 

ぬ
 
知
る
働
き
性
局
限
し
、
源
氏
物
語
こ
そ
 

ほ
 そ
の
す
ぐ
 
れ
た
文
学
的
成
果
と
し
た
。
で
は
、
も
の
の
あ
は
れ
と
 

ほ
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
 

人
 

ぬ
 
間
が
自
然
や
人
事
に
触
れ
て
自
ず
か
ら
発
す
る
感
情
 

と
い
う
説
明
は
、
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
す
ぎ
て
何
の
こ
 

と
を
舌
口
っ
て
Ⅱ
 

か
よ
く
（
 

B
@
 
リ
る
 
ハ
 
ツ
 

僻
 
判
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
せ
い
ぜ
い
単
な
る
感
受
性
と
 

情
動
性
の
純
朴
さ
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
 

で
あ
る
。
 

 
 

い
え
ど
も
、
感
覚
作
用
と
情
動
的
反
応
だ
け
で
生
き
て
 

 
 

が
 
-
 
。
 観
を
含
ん
だ
感
情
複
合
で
あ
る
情
操
 

や
 、
知
的
思
考
 
0
 所
産
で
あ
る
思
想
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
。
 

宣
 長
 が
無
視
し
た
こ
れ
ら
の
 

情
 

趨
 
操
や
思
想
と
い
っ
た
要
素
を
産
み
出
す
母
胎
が
 

、
先
 述
 し
た
世
界
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
紫
式
部
が
造
形
 

し
 た
 人
物
た
ち
は
、
き
わ
め
て
 

源
 

複
雑
で
精
微
な
心
的
機
構
を
具
え
た
存
在
で
あ
り
、
そ
 

う
 い
 う
 人
間
た
ち
の
内
面
生
活
の
豊
か
さ
は
、
伝
統
的
な
 

解
釈
が
固
執
し
て
き
た
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で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
特
に
仏
教
、
と
り
わ
 

げ
天
 ム
ロ
思
想
と
の
関
係
作
品
内
在
的
に
も
作
家
論
 
的
に
も
は
、
作
品
 

に
 虚
心
性
接
す
る
読
者
に
ほ
ど
 
う
 見
逃
し
ょ
 

@
0
 

も
な
い
 

明
 ら
か
な
事
実
で
あ
る
。
（
 

7
 ）
 宣
長
は
 、
国
産
で
な
い
舶
来
の
 
美
意
識
や
思
想
を
嫌
悪
 

な
 態
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
が
仏
教
や
儒
教
と
の
関
係
 を
 否
定
し
去
っ
た
の
は
、
洗
い
水
と
と
も
に
嬰
児
ま
で
 流
し
棄
て
る
愚
行
の
類
 

室
鳩
巣
は
、
「
伊
勢
源
氏
物
語
な
ど
は
、
 

年
 わ
か
な
る
 男
 丈
 に
は
、
禁
じ
て
見
す
ま
じ
き
物
や
、
淫
乱
を
み
ち
び
く
 媒
 と
も
 成
 ぬ
べ
し
」
 

宍
駿
 ム
ロ
雑
話
し
と
決
め
つ
げ
て
い
る
。
な
か
に
は
熊
沢
 

蕃
 凹
 め
よ
う
に
、
源
氏
物
語
は
好
色
を
戒
め
た
教
訓
 書
だ
 と
す
る
反
面
教
師
的
 評
 

（
 
6
 ）
 

価
 な
し
て
い
る
儒
者
も
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
非
文
学
的
価
値
観
に
よ
る
外
在
的
な
見
方
 に
 対
し
て
、
 
宣
長
 が
作
品
内
在
的
評
価
を
主
張
し
た
の
 ほ
 、
ま
っ
た
く
正
当
 

な
 誤
読
で
あ
る
。
武
家
が
思
想
界
を
導
く
 よ
う
 に
な
っ
た
 江
戸
時
代
に
は
、
必
然
的
に
儒
教
か
ら
の
道
徳
的
な
評
 価
 が
目
だ
っ
て
く
る
。
 

す
る
 晶
 肩
の
引
き
倒
し
的
な
付
会
読
ま
で
現
わ
れ
る
に
 

及
 ん
で
ほ
、
評
価
の
反
転
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。
 

果
 た
し
て
平
安
末
期
に
 

憶
 
罪
悪
の
書
と
し
て
処
罰
す
る
傾
向
が
出
て
く
る
。
 

い
 ず
れ
も
源
氏
物
語
を
仏
教
説
話
の
基
準
か
ら
判
定
す
る
 

偏
向
か
ら
生
じ
た
極
端
 



二
宿
世
親
と
も
の
の
け
 観
 

サ
 く
せ
 

源
氏
物
語
を
支
え
て
い
る
世
界
観
の
主
要
な
要
素
と
し
て
 挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
宿
世
親
と
も
の
の
 げ
 観
で
あ
る
。
 
宿
世
統
と
は
、
先
述
 

-
9
-
 

し
た
因
果
応
報
思
想
の
別
称
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
源
氏
 物
語
に
頻
出
す
る
用
語
な
の
で
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
 に
し
た
い
 0
 も
の
の
 げ
 

観
 と
は
物
の
怪
、
つ
ま
り
正
体
の
判
ら
ぬ
霊
的
存
在
で
あ
 る
 物
が
実
在
す
る
と
い
う
観
念
と
、
そ
れ
が
及
ぼ
す
 病
 気
や
死
な
ど
の
災
禍
に
 

対
す
る
恐
怖
と
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
 

-
 
㏄
 @
 

ま
ず
宿
世
親
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
日
本
霊
異
記
 三
 が
証
 冒
 し
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
の
日
本
へ
の
土
着
化
・
 民
 衆
 化
の
先
導
 彼
 を
果
 

た
し
た
 教
説
 で
あ
っ
た
。
仏
教
渡
来
以
前
の
日
本
人
の
罪
 悪
観
は
 、
「
古
事
記
 b
 や
「
日
本
書
紀
三
の
神
話
的
伝
承
 か
ら
推
論
す
れ
ば
、
 

生
理
的
身
体
的
な
不
浄
で
あ
る
 傲
と
 、
人
間
の
意
図
的
付
 為
に
よ
る
罪
と
、
人
間
を
超
え
た
自
然
の
 力
 に
よ
る
 災
 害
 と
を
明
確
に
は
区
別
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

せ
ず
、
そ
れ
ら
を
 浄
と
 不
浄
の
二
項
対
立
を
核
と
し
た
 感
 覚
 。
観
念
複
合
の
三
側
面
と
し
て
統
合
し
て
い
る
が
た
 ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

明
確
に
規
定
さ
れ
た
行
動
規
範
に
対
す
る
違
反
と
い
う
、
 

人
間
の
自
覚
的
な
行
動
を
前
提
と
し
て
い
る
後
代
の
罪
 悪
観
 で
は
捉
え
 き
 れ
 な
 

未
分
化
の
原
始
形
態
を
示
し
て
い
る
。
仏
教
は
、
日
本
人
 の
 精
神
が
ま
だ
こ
の
 ょ
う
 な
自
己
同
一
的
な
段
階
に
あ
 っ
 た
と
き
に
移
入
さ
 

ね
 、
周
知
の
よ
う
に
鎮
護
国
家
の
た
め
の
政
治
的
手
段
と
 し
て
、
ま
た
知
識
層
の
知
的
欲
求
に
応
え
る
学
問
的
 体
 系
 と
し
て
、
あ
る
い
は
 

出
家
集
団
の
自
己
救
済
宗
教
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
。
 も
し
そ
れ
ら
の
傾
向
の
み
に
留
ま
っ
て
い
た
ら
、
仏
教
 は
 日
本
の
精
神
史
に
さ
 

ほ
ど
大
き
な
影
響
を
及
ば
す
こ
と
は
で
き
ず
、
固
有
信
仰
 に
 飲
み
こ
ま
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
外
来
文
化
で
あ
る
 仏
教
は
、
日
本
社
会
の
 

美的 語 は 
大 領 
生 成 
の に 

書 お 
と か 

称 て 
す め 
る み 
は な 

らず、 ふさわ 

し 真 
い や 
作 善 
ロコ コ や 
な 聖 
の の 

て， 精 
あ 神 
る 的 

。 価 
値 

の領 

域 
Ⅴ ア L 
お 
い 

て 
も 

十 
分 

に展 

開 
さ 

れ 
て 
1@ 
る 

    
の 

意 
味 
で、 

源氏 

物 
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読
嘆
 

の
 

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
 

解
 

的
 

 
 

表
 的
な
何
と
し
て
、
性
行
動
に
つ
い
て
の
説
話
を
見
て
 

み
よ
う
。
仏
教
渡
来
以
前
の
 

ね
 
…
。
 

日
本
人
の
性
倫
理
の
大
枠
は
 

、
い
 わ
ゆ
る
国
津
 
罪
 の
 近
親
相
姦
の
禁
忌
に
示
さ
れ
て
し
る
力
 

、
、
、
、
 
・
 
@
3
 

，
、
 

l
 
 

）
 共
同
体
の
秩
 
序
を
破
壊
す
る
こ
の
 

ょ
う
 な
 

均
 
極
端
な
男
女
関
係
を
除
け
ば
、
大
地
の
豊
穣
を
頗
 

ぅ
 豊
耕
 儀
礼
に
基
づ
く
社
会
体
制
か
ら
も
推
察
で
き
る
 

ょ
 う
に
、
古
代
の
日
本
に
お
 

け
 

源
 

る
 性
の
タ
ブ
ー
は
さ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 

大
地
の
生
産
力
に
刺
戟
を
与
え
る
類
感
呪
術
的
手
段
と
 

し
て
性
交
が
何
ら
か
の
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で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
前
提
は
、
輪
廻
転
生
と
い
う
 新
奇
な
世
界
観
へ
の
驚
異
と
、
因
果
応
報
の
災
 因
 説
と
 し
て
の
卓
越
さ
に
対
す
る
感
 

こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
百
二
十
余
話
は
、
奈
良
時
代
か
ら
 

平
 安
 時
代
初
頭
に
い
た
る
時
期
に
お
け
る
民
衆
と
仏
教
と
 

の
か
か
わ
り
を
知
る
 

上
 で
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
 

説
 話
の
主
題
が
因
果
応
報
 説
 で
あ
っ
て
、
従
来
の
共
同
 
体
の
捉
の
水
準
を
越
え
 

た
 、
普
遍
的
な
基
準
に
基
づ
く
行
動
規
範
が
民
衆
を
捉
 

，
 
え
 始
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
 

罪
悪
観
の
歴
史
に
と
っ
 

て
 画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
民
衆
生
活
に
か
か
わ
る
 

仏
教
的
行
動
規
範
（
 
い
 わ
ゆ
る
五
戒
）
が
人
び
と
の
 
ら
 に
 訴
え
か
け
る
こ
と
が
 

月
日
本
霊
異
記
 ヒ
 で
あ
る
。
 

"
 
道
俗
擾
乱
し
て
四
民
業
を
棄
つ
 

ゎ
ざ
 

"
 と
告
発
し
て
し
る
 

カ
、
，
、
ヰ
 

@
2
@
i
 

民
衆
が
魅
惑
さ
れ
た
罪
福
の
説
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
 ろ
 う
か
 。
そ
れ
は
民
衆
 

の
 苦
し
む
悲
惨
な
状
態
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
、
そ
の
 苦
 し
み
か
ら
救
わ
れ
る
仁
は
ど
 う
 し
た
ら
よ
い
の
か
を
 説
 明
し
て
く
れ
る
も
の
で
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
因
果
応
報
の
教
 え
 以
外
 に
 は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と
を
説
得
的
に
物
 語
っ
て
く
れ
る
の
が
 

養
老
元
年
（
七
一
七
）
四
月
に
発
布
さ
れ
た
詔
書
は
 

、
私
 度
僧
行
基
が
い
て
 "
 
百
姓
を
妖
 悪
 し
 "
 
、
そ
の
た
め
 

基
盤
で
あ
る
民
衆
の
生
活
の
な
か
に
浸
透
し
、
民
衆
の
心
 

を
 捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
け
れ
ば
、
口
木
 

仁
根
 づ
く
 手
 掛
か
り
を
手
に
入
れ
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
の
新
た
な
動
き
が
認
め
ら
 

れ
る
の
は
、
平
城
京
が
建
設
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
 

に
 お
 い
て
で
あ
っ
た
。
 



こ
れ
は
近
親
相
姦
の
一
種
で
あ
る
が
、
国
津
男
の
そ
れ
が
 す
べ
て
男
の
側
か
ら
の
一
方
的
な
暴
力
の
行
使
に
よ
っ
 て
 起
こ
っ
た
も
の
 

あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
東
の
側
か
ら
の
積
極
的
な
不
 倫
 で
あ
り
、
し
か
も
規
模
が
桁
違
い
に
 大
 ぎ
く
、
影
響
 も
 深
刻
で
あ
る
。
 さ
 

が
の
仏
も
、
人
間
の
愛
欲
の
底
知
れ
な
さ
に
打
っ
手
が
な
 く
 た
だ
嘆
く
の
み
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
説
話
の
婁
 絶
さ
が
現
わ
れ
て
 

る
 。
 

「
霊
異
記
 
目
 に
語
ら
れ
て
い
る
悪
報
は
、
た
い
て
い
経
典
 （
と
り
わ
け
法
華
経
、
般
若
心
経
）
の
 
読
 諦
や
書
写
、
 放
生
会
、
造
仏
・
 起 い す で 

と
 成
り
、
お
の
が
夫
の
骨
を
祠
り
て
、
今
慕
ひ
突
く
。
 

本
 来
の
事
を
知
る
が
故
に
、
敦
夫
く
の
み
」
と
の
た
ま
 へ
 り
と
い
ふ
は
、
そ
れ
 

（
 
巧
 @
 

こ
れ
を
 謂
ふ
 な
り
。
 "
 

形
で
儀
礼
化
さ
れ
る
場
合
が
、
農
業
に
支
え
ら
れ
た
古
代
 文
化
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
認
め
ら
れ
る
。
 

古
代
日
本
人
の
性
生
活
 

@
 
Ⅱ
 -
 

も
、
 性
の
自
然
の
発
動
を
大
ら
か
に
肯
定
す
る
傾
向
が
強
 く
 、
性
行
動
そ
の
も
の
を
罪
悪
税
す
る
発
想
は
見
当
ら
 な
い
。
し
た
が
っ
て
 不
 

邪
淫
 戒
は
、
 激
し
い
 
ヵ
 ル
チ
ュ
ラ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
 と
 思
わ
れ
る
。
国
元
 異
記
 L
 は
こ
の
戒
律
に
も
と
る
行
為
 に
 対
し
て
襲
い
か
か
 

っ
た
 悪
報
を
幾
つ
か
物
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
な
か
 で
 最
も
注
目
に
値
す
る
の
が
、
国
津
 罪
 に
は
ま
っ
た
く
 な
か
っ
た
 な
 性
の
邪
淫
 

に
 対
す
る
報
い
を
語
る
話
で
あ
る
。
 

お
ん
 
じ
き
 

：
…
：
愛
欲
は
一
 つ
 に
あ
ら
ず
。
経
に
説
く
が
如
し
。
 

昔
 、
 仏
と
阿
難
と
墓
の
ほ
と
り
よ
り
し
て
過
ぎ
し
 
仁
 、
夫
 妻
 二
人
、
共
に
飲
食
 

く
 。
阿
難
、
白
し
て
言
は
く
「
何
の
因
縁
も
っ
て
か
如
来
 

土
つ
 

嗅
 ぎ
た
 ま
ふ
 」
と
い
ふ
。
 
仏
 、
阿
難
に
告
ぐ
ら
く
「
 こ
 の
東
 、
先
世
に
一
の
 

 
 

を
ま
ぅ
 げ
て
墓
を
祠
り
て
慕
ひ
突
く
。
夫
は
母
を
恋
ひ
て
 哺
き
 、
 妻
詠
び
 、
 煉
 泣
く
。
 仏
 、
妻
の
突
く
の
を
聞
 き
 て
、
 声
を
出
し
て
 
嘆
 

 
 

息
子
を
産
む
。
深
く
愛
心
を
結
び
、
 

ロ
 に
そ
の
魔
羅
を
吸
 ふ
 。
 母
 三
年
を
経
て
、
た
ち
ま
ち
に
病
を
得
、
命
終
は
 る
 時
に
臨
み
、
子
を
 

撫
で
魔
羅
を
咲
ひ
て
か
く
 言
 ひ
 き
 。
「
 我
 、
生
々
の
 
世
、
 常
に
生
ま
れ
て
相
は
む
 ヒ
と
い
ひ
て
 
、
隣
家
の
娘
に
生
ま
 ね
 、
終
に
子
の
妻
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に
 序
文
と
 
祓
文
 
ま
で
 
つ
 い
た
堂
々
た
る
大
著
で
あ
る
。
 

著
 者
の
執
筆
目
的
は
、
念
仏
行
者
た
ち
の
た
め
の
指
南
書
 

を
 提
供
す
る
こ
と
で
あ
 

り
 、
在
家
信
者
 

に
 正
修
念
仏
を
勧
め
る
た
め
と
い
う
純
粋
 

の
 宗
教
的
動
機
に
基
づ
い
た
行
動
で
あ
っ
た
が
、
結
果
 

は
 思
い
も
か
け
ぬ
事
態
 

諦
 を
も
た
ら
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
序
章
の
冒
頭
の
部
 

分
 に
す
ぎ
 
ぬ
 「
厭
離
 

傲
土
 
」
の
う
ち
、
と
り
わ
け
地
獄
 

の
 迫
真
的
な
描
写
が
人
び
と
 

誘
 %
 強
烈
な
印
象
を
与
え
、
さ
ら
に
は
後
代
の
日
本
人
 

の
 罪
悪
親
仁
対
し
て
重
大
な
影
響
を
及
 

は
 す
こ
と
に
な
 

っ
た
 
。
 

僻
地
獄
と
は
五
戒
を
破
っ
た
犯
罪
へ
の
刑
罰
を
課
す
 

る
 牢
獄
で
あ
っ
て
、
犯
罪
の
種
類
と
致
に
応
じ
て
八
層
 

に
 分
か
れ
て
い
る
。
第
一
の
 

等
活
地
獄
は
殺
生
の
罪
、
第
二
の
黒
縄
地
獄
は
殺
生
駒
ち
る
場
所
と
い
う
ふ
 

%
 
 

-
 
。
 

う
 に
深
ま
っ
て
ゆ
 

き
 、
そ
れ
に
 

 
 

 
 

楠
お
 げ
る
も
の
と
は
初
め
か
ら
比
較
を
絶
し
て
お
り
、
 

た
だ
単
性
酸
鼻
の
極
み
と
い
っ
た
程
度
の
差
で
は
な
く
 

、
ま
っ
た
く
異
質
な
、
日
本
 

源
 人

の
想
像
を
越
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
読
者
は
 

、
 犯
さ
れ
た
罪
に
対
し
て
と
て
も
釣
合
 

い
が
 
取
れ
て
 
ぃ
 る
と
は
思
え
な
い
罰
の
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れ 
る 悪   
よ 葉 持 た で 欲 の ど 

う な 

    必 ろ 国 漢 格 行 
つ め 
た か 

  の 妻だっ 功徳 う。人 果 応報 まじさ と言え 

た 閲 読 と る に 
を ま の 存 で そ 。 ょ 

一 示 ざ 
し ま 
て な って 在の根である 娼 はとう の報い これは 

い 欲 。 本 て の 悪 罪 
る 望 問 い 悪 業 が 
の の 題 処 ろ の 実 

と 理 し 程 現   し し さ 痩 す 
涼 め 
情 景   
の た こ 力し愛欲 ・） ょ、 倒さ だし ナ力 ・   
生 め   
要 で り い 立 よ っ 

集 お 披 閲 ち る た 
ヒ， る う 題 疎 と く 

の 愛 こ な ん か 救 
と 前 で ぅ 済 が 出現 欲 が に い よ の 

で，   で し る り 方 

あ @ ょ 

るじう き る てせも法 、 ぃ が 
  や ま 彼 で む 示 

で は あ し さ 
に 材 る る れ 
は 料 か 景 て 

、 を も 戒 い   日 そ し 白 な 

  い場 本人 のま れな 身 が 
一 ち   も ま呈の仏 含 し この 

教 示 っ 説 あ る 話が 理解 する まり 。   に し 抜 頭 今 
の 取 今 か の し 見 
全 り し 手 理 て た 
十 扱 ば が 論 い 説 

章 わ ら な 的 る 話 



凄
ま
じ
さ
に
、
心
か
ら
 震
憾
 さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
 て
そ
の
衝
撃
は
 、
 犯
さ
れ
た
罪
に
つ
い
て
の
従
来
思
い
 至
る
こ
と
の
な
か
っ
た
 

深
い
意
味
へ
の
思
念
へ
い
ざ
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
  
 

そ
し
て
こ
こ
で
も
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
 

性
 を
 扱
っ
た
文
章
の
重
み
で
あ
る
。
邪
淫
に
対
す
る
報
い
 は
 、
身
体
的
苦
痛
 ょ
 

り
は
む
し
ろ
心
理
的
苦
悩
な
の
だ
。
こ
の
 衆
 ム
ロ
地
獄
に
は
 さ
ま
ざ
ま
の
 
別
処
 が
あ
っ
て
性
的
犯
罪
の
多
様
性
 と
 照
応
す
る
、
 
そ
 

こ
に
堕
ち
た
亡
者
た
ち
は
現
世
で
犯
し
た
邪
淫
を
再
現
さ
 せ
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
肉
体
を
苦
し
め
る
と
同
時
に
 、
も
は
や
及
ば
ぬ
反
省
 

に
よ
っ
て
心
を
苛
 貢
 す
る
。
た
と
え
ば
色
香
に
迷
っ
て
 不
 倫
を
 働
い
た
ら
し
い
亡
者
は
、
 

己
 れ
の
欲
心
が
紡
ぎ
だ
 し
た
美
女
の
幻
に
た
 ぶ
 

ら
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
万
葉
 林
 で
永
 せ
 
ぬ
に
 身
体
を
割
き
、
心
を
裂
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
悪
見
 処
 と
 名
づ
げ
ら
れ
る
一
処
 

で
は
、
か
っ
て
幼
女
を
強
姦
し
た
亡
者
は
、
自
分
の
愛
児
 が
 獄
卒
に
よ
っ
て
同
じ
目
に
あ
わ
さ
れ
る
の
を
見
な
げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 
多
苦
 

悩
と
 呼
ば
れ
る
一
処
で
は
、
同
性
愛
者
が
全
身
を
熱
 炎
に
 包
ま
れ
た
相
手
を
思
わ
ず
抱
い
て
し
ま
っ
て
自
ら
も
 焼
 死
す
る
が
、
た
ち
ま
ち
 

甦
り
、
そ
こ
で
初
め
て
怖
れ
を
覚
え
て
逃
げ
去
る
け
れ
ど
 も
 、
地
獄
の
鳥
獣
の
餌
食
と
な
る
運
命
が
待
っ
て
い
る
 だ
け
で
あ
る
。
 

性
 の
問
題
 性
は
 、
性
欲
を
断
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 出
 家
 修
行
者
に
と
っ
て
こ
そ
真
の
意
味
で
重
大
化
す
る
。
 @
 
自
 う
ま
で
も
な
く
性
 

欲
は
生
得
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
志
力
で
は
抑
制
し
が
た
 い
 恐
る
べ
き
 力
 だ
か
ら
で
あ
る
。
性
欲
か
ら
の
自
由
は
 、
人
間
が
人
間
で
あ
る
 

限
り
原
理
的
に
不
可
能
な
の
だ
。
フ
ロ
イ
ト
が
言
っ
た
よ
 う
 に
、
性
的
 
ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
が
性
行
為
へ
で
は
な
く
精
神
 的
 活
動
へ
昇
華
さ
れ
 ぅ
 

る
よ
う
な
身
心
的
機
構
が
何
ほ
ど
か
の
程
度
で
成
功
し
た
 と
し
て
も
、
完
全
な
転
換
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
に
か
 く
 性
欲
の
制
御
に
は
、
 

激
し
い
苦
行
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
常
人
に
は
 及
 ひ
 が
た
い
力
業
で
あ
り
、
た
い
て
い
の
出
家
者
は
終
生
 
こ
の
課
題
と
格
闘
し
 

て
 、
さ
ま
ざ
ま
の
失
敗
へ
の
後
悔
に
苛
ま
れ
 紡
 げ
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
 
第
セ
 唐
目
の
大
焦
熱
地
獄
に
次
の
 よ
う
 な
 文
章
が
あ
る
。
 

ひ
ま
 

"
 こ
の
大
焦
熱
地
獄
の
四
門
の
外
に
、
十
六
の
別
 処
 あ
り
 。
そ
の
中
の
一
処
は
、
一
切
 間
 な
く
、
内
車
虚
空
ま
で
 皆
 悉
く
炎
の
燃
え
 

て
、
 針
の
孔
ば
か
り
も
炎
の
燃
え
ざ
る
 処
 な
し
。
罪
人
、
 
火
の
中
に
て
声
を
発
し
、
唱
え
喚
べ
ど
も
、
無
量
 億
歳
 、
 常
に
焼
か
る
る
 こ
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邸
 
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

源
 

143@ < 

誘
 
す
る
視
座
を
作
者
に
与
え
た
も
の
が
何
か
を
考
え
る
…
 
と
き
、
 天
 ム
ロ
浄
土
教
が
産
み
だ
し
た
成
果
で
あ
る
㍉
 
往
 生
要
集
 b
 の
罪
悪
観
を
無
視
 

 
 

,143) 

四
 
%
 

ね
め
 解
放
を
願
っ
て
救
い
を
希
求
す
る
。
だ
が
 愛
縛
を
 断
つ
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
苦
悩
に
ま
み
れ
て
 坤
時
 し
続
 け
 る
 。
こ
の
生
の
様
相
を
透
視
 

ぬ
 
代
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
世
界
を
空
間
 

ぬ
 に
も
時
間
的
に
も
一
つ
の
有
機
的
統
合
体
に
し
て
い
 

る
 決
定
的
な
要
素
は
、
主
要
 

か
 
人
物
た
ち
の
人
間
関
係
の
網
目
構
造
で
あ
り
、
こ
の
 

構
造
を
編
み
だ
し
た
主
た
る
動
因
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
 

不
 倫
の
男
な
関
係
に
ほ
か
な
ら
 

碑
 
な
い
。
そ
の
世
界
の
な
か
で
人
間
た
ち
は
愛
欲
に
駆
 

り
た
て
ら
れ
て
罪
を
犯
し
、
そ
の
現
報
で
あ
る
苦
悩
を
 

こ
 う
 な
り
、
そ
の
苦
悩
か
ら
 

@
 
じ
 @
 

紫
式
部
が
源
氏
物
語
に
着
手
し
た
の
が
長
保
四
年
（
 一
 
0
 0
 二
）
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 

円
 往
生
要
集
 b
 が
書
か
 れ
て
か
ら
約
一
世
 

@
 
け
 ）
 

と
 止
ま
ず
。
清
浄
の
優
婆
夷
を
犯
せ
る
者
、
こ
の
中
に
 堕
 つ
っ
 ソ
 

ヤ
ヱ
 

普
受
 一
切
苦
悩
 と
 名
づ
げ
ら
れ
る
 別
処
に
 堕
ち
る
の
は
、
 
"
 比
丘
に
し
て
、
酒
を
以
て
、
持
戒
 D
 婦
 女
を
誘
ひ
 証
 か
し
、
そ
の
心
を
壊
 

-
 
㎎
 @
 

り
司
 り
て
、
し
か
る
後
、
共
に
行
じ
 、
 或
は
財
物
を
与
へ
 
た
る
者
 "
 で
あ
る
。
一
生
を
籠
山
で
す
ご
し
た
源
信
も
 、
 占
い
文
献
の
な
か
に
 

僧
侶
の
性
欲
に
ま
つ
わ
る
記
述
を
数
多
く
見
い
だ
し
て
、
 

こ
の
問
題
の
処
理
の
至
難
さ
に
思
い
悩
ん
だ
こ
と
で
あ
 ろ
 う
 。
彼
が
生
涯
不
犯
 

を
守
っ
た
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
 も
っ
説
得
力
は
 、
彼
 み
ず
か
ら
の
経
験
の
積
み
重
ね
た
 し
に
は
生
ま
れ
な
い
も
 

の
た
ら
う
。
た
し
か
に
彼
は
邪
淫
を
厳
し
く
戒
め
て
い
る
 。
だ
が
、
自
業
自
得
と
は
い
え
過
剰
な
ほ
ど
の
報
い
に
 苦
し
む
罪
人
た
ち
に
 注
 

ぐ
 ま
な
ざ
し
は
、
行
い
澄
ま
し
た
聖
職
者
に
あ
り
が
ち
な
 冷
淡
さ
を
帯
び
て
は
い
な
い
。
仏
教
に
お
け
る
利
他
愛
 を
 意
味
す
る
慈
悲
と
い
 

ぅ
 言
葉
の
通
り
、
彼
の
視
線
に
は
本
来
罪
人
た
ら
ざ
る
を
 え
た
い
人
間
の
ど
 う
 仕
様
も
な
 い
 あ
り
 よ
う
 
（
生
存
 形
 態
 ）
へ
の
、
暖
か
い
 同
 

悲
の
愛
情
が
こ
も
っ
て
い
る
。
 



-
 
㌍
）
 

を
 証
言
す
る
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
 

対
 関
係
も
の
の
げ
の
 崇
 り
と
そ
れ
を
調
伏
し
ょ
う
 と
 す
る
密
教
的
儀
礼
１
１
 は
 、
日
本
人
の
精
神
史
の
こ
の
 時
期
に
お
け
る
ド
ラ
マ
 

も
の
の
げ
は
、
源
氏
物
語
の
筋
を
展
開
さ
せ
て
行
く
た
め
 に
 不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
、
陰
の
主
役
と
言
っ
て
い
い
 。
も
の
の
げ
の
実
在
 

ほ
 つ
い
て
の
信
念
と
も
の
の
げ
の
 崇
 り
に
対
す
る
畏
怖
は
 、
菅
原
道
真
を
代
表
格
と
す
る
御
霊
へ
の
信
仰
の
よ
り
 俗
化
し
た
形
態
だ
が
、
 

遡
源
す
れ
ば
日
本
人
の
精
神
構
造
の
基
層
を
な
し
て
い
る
 ア
ミ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
原
初
的
信
仰
に
至
る
だ
ろ
う
。
 

も
ち
ろ
ん
源
氏
物
語
で
 

活
躍
す
る
怨
霊
で
あ
る
も
の
の
げ
の
主
だ
っ
た
も
の
は
、
 

御
霊
た
ち
よ
り
も
一
層
明
確
な
個
人
性
を
帯
び
て
い
て
 、
 数
も
少
な
い
。
 
上
 
八
条
 

御
息
所
の
生
霊
と
死
霊
、
浮
舟
に
と
り
 忌
く
 、
生
前
法
師
 で
あ
っ
た
と
名
乗
る
死
霊
だ
け
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
し
て
も
六
条
御
息
所
の
怨
霊
の
威
力
は
文
字
通
り
 も
の
凄
い
。
光
源
氏
の
十
 セ
 歳
の
折
の
愛
人
タ
顔
を
頓
 托
 さ
せ
、
 

-
0
@
2
 
 

最
初
の
正
 

妻
 葵
の
上
を
い
じ
め
抜
い
た
あ
げ
く
と
り
殺
す
。
死
ん
だ
 の
 ち
も
そ
の
妄
執
は
晴
れ
ず
、
彼
女
は
死
霊
と
な
っ
て
 、
ま
ず
は
第
二
夫
人
だ
 

が
 正
妻
格
の
紫
の
上
に
と
り
思
い
て
発
病
さ
せ
、
四
年
後
 に
は
死
を
も
た
ら
し
、
二
度
目
の
正
妻
の
女
三
の
宮
を
 そ
そ
の
か
し
て
尼
に
し
 

て
し
ま
う
。
彼
女
こ
そ
ま
さ
し
く
源
氏
物
語
の
陰
の
主
役
 と
 称
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
独
特
の
強
烈
な
存
在
感
を
 も
つ
人
物
で
あ
る
。
 
こ
 

れ
に
比
べ
れ
ば
浮
舟
に
と
り
 懸
 く
死
霊
は
ド
ラ
マ
的
陰
影
 が
 薄
く
、
た
し
か
に
執
念
深
く
て
な
か
な
か
退
散
し
な
 ぃ
が
 、
横
川
の
僧
都
の
 

験
力
に
は
か
な
れ
ず
、
す
ご
す
ご
と
引
っ
こ
ん
で
し
ま
う
 脇
役
に
す
ぎ
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
も
の
の
 げ
 観
も
 、
 先
に
見
た
因
果
応
報
 説
 と
同
 じ
く
、
日
常
的
な
経
験
知
か
ら
は
理
解
で
き
な
い
さ
さ
 ざ
ま
の
災
い
 

偶
 

然
の
事
故
と
か
思
い
も
か
け
ぬ
身
心
の
不
調
と
か
に
 対す
る
一
種
の
災
 囚
説
 で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
 し
 因
果
応
報
 説
 が
疑
 い
 

も
な
く
仏
教
的
世
界
観
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
 対
し
て
、
も
の
の
 げ
 観
は
、
仏
教
が
ど
う
し
て
も
自
ら
 の
 体
系
の
な
か
に
ム
ロ
 理
 

的
に
組
み
こ
む
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
、
異
質
な
日
本
画
 有
の
原
初
宗
教
の
残
存
形
態
と
考
え
ざ
る
を
え
な
 

，
 

@
,
 
 

-
l
 

し
 
@
 
、
 。
 
）
 そ

し
て
こ
の
両
者
の
敵
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源氏物語 の う 

ろ 開 グ 
へ 
赴 

げ 、 口 ァ 

く 彼 ス 

こ ち ク 

と そ な 
が ;  れ ま 
で を で 
き し な 
る か ま 

の と な 
だ 見 さ 

が っ し 

、 め く 

役 て 露 
に い 呈 
は る し 
決 。 て 

断 決 い 

で き   断る し 。 
な さ 仏 
い え 教 

。 す め 
現 れ 勧 
世 は め 
の 、 る 
さ 極 救 
ま 楽 い 

ざ 浄 へ 

ま 土 の   
し を 人 
に 待 間 
  つ め 

も て あ 
し い る 
る る べ 
身 で き 

を あ 姿 
す る へ 

リ ラ の 
害 悪 道 
せ し は 
て い   

い 紫 今 
る の や 

。 上 役 
こ の の 

の と 前 
有 こ に 
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扶 教学的解読の 

と d 
第 は 般 
四 言 に 

十 え 仏 
帖 な 教 

説話 御法 

春 光 に 
が 源 お 

活 氏 い 
写 の て 
す 俊 は 
る 巡 発 
光 は 心 
源 潔 即 
氏 く 出 
の た 家 
最 い は 
晩 し 自 

年 醜 明 
の い の 

生 と 理 
括 す で 
は ら あ 
  言 る 

出家 " え る が " " 
し 。 そ 
た だ れ 
く か ほ 
て こ 信 
も の 仰 
で ， 沈 @ 
き 源 事 
な 氏 実 
い の で 

と 姿 は 
い は あ 
う 感 っ 

願 動 て 

望 とで、 的も 
決 あ 人 
断 る 間 
と 。 の 
の な あ 
無 ぜ り 

惨 な の 
ほ の ま 
乖 か % ま 
離 。 @  の 

を 姿 

も
の
の
 げ
 の
こ
の
よ
う
な
自
立
性
は
、
し
か
し
仏
教
的
世
 界
 観
の
不
完
全
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
光
源
 氏
 は
た
し
か
に
前
半
 

主
 に
お
い
て
は
、
六
条
御
息
所
の
生
霊
の
跳
梁
に
た
だ
な
 す
と
こ
ろ
な
く
呆
然
と
し
て
い
る
が
、
最
も
愛
し
頼
り
 に
し
て
い
た
紫
の
上
の
 

死
の
衝
撃
で
、
こ
の
悲
嘆
の
極
み
の
事
態
が
起
こ
っ
た
 真
 の
 原
因
に
気
づ
く
 ょ
 り
に
な
る
。
そ
れ
は
仏
が
自
分
に
 諸
行
無
常
を
感
得
さ
せ
 

て
 出
家
さ
せ
る
た
め
、
 
母
 更
衣
の
死
を
初
め
と
し
て
紫
の
 上
の
死
に
至
る
ま
で
の
 か
ず
 か
ず
の
甚
だ
し
い
悲
運
を
 与
え
た
の
に
、
自
分
が
 

@
 
為
 @
 

議
 

で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
知
り
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
 

げ
の
 崇
 り
も
、
実
は
仏
が
自
分
に
発
心
さ
せ
る
た
め
に
 

強
情
を
押
し
通
し
て
無
視
し
て
き
た
こ
と
へ
の
報
い
な
の
 

を
 自
分
に
悟
ら
せ
ん
が
た
め
の
仏
の
慈
悲
行
為
の
代
行
者
 

し
て
も
の
の
げ
も
、
究
極
的
に
は
仏
教
的
世
界
観
の
な
か
 

し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
認
識
の
領
域
で
の
成
功
に
す
ぎ
ず
 

の
 思
索
を
深
め
て
、
も
の
の
げ
の
 崇
 り
が
自
分
に
対
し
て
 

こ
の
 ょ
う
 に
光
源
氏
は
、
生
涯
の
終
り
に
臨
ん
で
因
果
 応
 

、
 彼
は
紫
の
上
追
慕
の
涙
に
く
れ
て
出
家
へ
の
飛
躍
を
 

行
っ
た
一
種
の
方
便
だ
っ
た
の
だ
。
も
の
の
げ
は
諸
行
無
 

、
実
践
へ
直
結
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
生
 

持
っ
て
い
た
神
秘
的
な
意
味
に
よ
う
や
く
思
い
至
る
こ
 

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
自
分
が
敢
え
て
目
を
背
 け
 

で
あ
っ
て
、
対
抗
者
と
見
え
な
が
ら
実
は
春
 属
仁
 ほ
か
 

 
 

報
説
 に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
自
分
の
人
生
の
意
味
を
総
 

遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

常
 と
い
う
人
生
の
哲
理
 

と
が
で
き
た
。
も
の
の
 

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
 う
 

涯
が
 何
の
た
め
の
前
提
 

て
き
た
報
い
に
つ
い
て
 

括
す
る
こ
と
に
成
功
 



@
 
あ
 
@
 

的
壌
悩
 
こ
そ
報
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
 

か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
源
氏
物
語
で
達
成
 

さ
れ
た
因
果
応
報
思
想
 

の
 深
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
 

罪
 意
識
の
深
 
化
で
あ
り
、
生
の
罪
性
の
把
握
で
あ
っ
た
。
 

 
 

の
 一
つ
で
あ
る
「
貴
種
流
離
譚
」
の
一
変
種
で
あ
る
。
 

だ
が
そ
れ
で
は
、
第
二
 

源
氏
物
語
 
は
 現
在
一
般
的
に
ほ
、
光
源
氏
の
恋
の
冒
険
 

と
 栄
進
の
ロ
マ
ン
 

と
 見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
読
み
方
は
 

室
長
以
来
の
国
文
学
 

の
 正
統
派
の
主
た
る
傾
向
で
あ
り
、
現
代
で
ほ
と
り
わ
け
 

作
家
た
ち
の
解
釈
が
お
お
む
ね
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
 

た
し
か
に
第
一
部
（
 

第
 

三
十
三
帖
 

藤
 募
集
ま
で
）
で
は
、
物
語
の
筋
の
展
開
は
そ
の
 

綜
 に
沿
っ
て
い
る
よ
 

う
 に
見
え
る
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
 

に
 先
だ
っ
古
い
物
語
 

た
 

ち
 ）
「
宇
津
保
物
語
 

b
 や
向
 
落
窪
物
語
目
な
ど
）
に
認
め
 

ら
れ
る
主
題
で
あ
り
、
源
氏
物
語
も
そ
の
種
の
古
型
を
利
 

用
 し
て
は
い
る
。
 
主
 

部
 （
第
三
十
四
帖
若
菜
上
か
ら
第
四
十
一
帖
 

幻
 ま
で
）
で
 

次
か
 ら
 次
へ
と
主
人
公
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
災
難
を
 

、
ど
 ぅ
 理
解
し
た
ら
い
い
の
 

だ
ろ
う
か
。
 

女
三
の
宮
の
降
嫁
が
巻
き
起
こ
し
た
波
紋
、
と
り
わ
け
 

紫
 の
上
の
苦
悩
と
そ
の
た
め
の
光
源
氏
の
心
労
。
文
三
の
 

宮
と
 柚
木
と
の
 
密
 

通
 、
柏
木
の
死
。
罪
の
子
薫
の
誕
生
と
女
三
の
宮
の
出
家
 

。
そ
し
て
極
め
つ
け
は
紫
の
上
の
死
と
光
源
氏
の
孤
絶
 

と
 悲
愁
。
こ
の
よ
う
な
 

悲
運
の
連
な
り
と
深
ま
り
 

ほ
 、
頂
点
に
昇
り
つ
め
た
人
間
 

の
 単
な
る
衰
退
の
諸
相
に
す
ぎ
ず
、
人
間
だ
れ
し
も
 

免
 れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
 

 
  
 

な
ら
、
光
源
氏
の
こ
の
よ
う
な
 姿
 こ
そ
人
間
の
あ
り
の
ま
 ま
の
姿
だ
か
ら
で
あ
り
、
作
者
が
最
も
書
き
た
か
っ
た
 の
が
こ
の
よ
う
な
精
神
㎝
 

様
の
悲
し
さ
、
辛
さ
 、 
情
な
さ
も
彼
の
心
を
苛
む
。
源
氏
 物
語
が
光
源
氏
の
出
家
の
た
め
の
準
備
を
叙
述
す
る
だ
 げ
で
、
出
家
の
記
述
を
 

 
  

 

 
 

欠
く
の
ほ
象
徴
的
で
あ
る
。
彼
が
果
た
し
て
出
家
で
き
た
 か
ど
う
か
は
不
明
な
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
ど
う
で
 も
よ
い
こ
と
だ
。
な
ぜ
 



人
間
の
羨
ん
で
止
ま
な
い
天
人
の
世
界
に
も
五
衰
が
あ
る
 よ
う
 に
 、
 世
の
常
の
人
に
は
夢
に
も
叶
わ
ぬ
光
源
氏
の
 天
与
の
麗
質
も
栄
 耀
 

栄
華
も
 、
 実
は
彼
の
人
並
み
外
れ
た
苦
悩
の
代
償
に
す
ぎ
 な
か
っ
た
。
こ
こ
へ
ぎ
て
光
源
氏
の
生
涯
が
、
そ
の
 名
 に
 負
 う
 光
輝
や
く
一
面
 

だ
け
の
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
漆
黒
の
背
景
の
上
に
浮
 か
び
上
っ
た
、
不
気
味
な
緊
張
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
 こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
 

ぬ
る
。
ま
こ
と
に
彼
の
一
生
は
 
、
 光
と
影
の
対
照
の
度
 -
8
 

合
 
2
 
 

）
 
、
歓
喜
と
音
図
の
 
サ
巾
 

遮
 。
 
田
 
こ
お
い
て
、
 

V
 

"
 
来
し
方
、
行
 く
 先
も
、
た
め
し
あ
ら
 じ
 "
 

誘
と
 自
認
す
る
ほ
か
な
い
異
例
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
 る
 。
 

辮
 

な
る
ほ
ど
光
源
氏
は
、
生
涯
の
終
り
に
さ
し
か
 か

っ
て
や
っ
と
こ
の
よ
う
な
深
い
認
識
 仁
 達
し
た
の
だ
が
 、
 彼
の
生
き
方
が
秘
め
て
い
 

学
 

ね
 
-
"
 亡
き
タ
顔
の
忘
れ
形
 鼻
 の
 玉
 貰
を
養
女
に
し
て
こ
の
 上
 も
な
 い
 庇
護
を
与
え
る
が
、
生
来
の
好
き
心
を
触
発
 さ
れ
て
不
倫
の
関
係
を
働
き
 

胸
 
か
け
る
 よ
う
 に
な
る
。
そ
れ
は
正
貨
に
耐
え
が
た
い
 苦
し
み
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
、
彼
自
身
に
と
っ
て
も
 良
心
を
苛
 貢
 す
る
深
刻
な
 厄
 

源
 

介
 ご
と
で
あ
る
。
尤
も
主
人
公
は
こ
の
時
期
 仁
 は
ま
だ
、
 苦
悩
を
現
世
の
悪
業
へ
の
現
報
と
見
な
す
認
識
の
段
階
 に
は
達
し
て
い
な
い
。
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@
 
神
 ）
 

（
出
家
も
せ
ず
に
）
心
強
く
過
ぐ
し
て
、
 

つ
ひ
 
に
「
来
し
 方
 、
行
く
先
も
、
た
め
し
あ
ら
 
じ
 b
 と
、
お
ば
ゆ
る
悲
し
 
さ
を
 見
つ
 る
か
な
 ナ
 

た た す 運 
命
 と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
 う
 は
思
わ
れ
 な
い
。
作
者
は
主
人
公
に
男
の
人
生
と
し
て
最
高
の
充
 足
を
与
え
て
い
る
。
 

な
わ
ち
権
力
意
志
に
対
し
て
は
異
例
の
栄
達
（
 准
 太
上
天
 皇
位
Ⅱ
官
能
的
欲
望
に
対
し
て
は
二
条
 院
 や
と
り
わ
け
 こ
の
世
の
極
楽
と
 

た
え
ら
れ
る
六
条
院
の
経
営
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
栄
達
や
 栄
華
は
、
き
わ
め
て
 ァ
 ィ
ロ
二
ヵ
 か
 な
意
味
し
か
持
ち
 え
な
い
も
の
で
あ
っ
 

。
そ
の
こ
と
は
先
に
注
記
し
た
 幻
巻
 の
 述
壊
や
 、
そ
れ
 に
 先
だ
つ
御
法
 巻
 で
の
同
じ
内
容
の
自
己
認
識
で
明
白
で
 あ
る
。
 

が
 い
に
し
へ
よ
り
、
御
身
の
有
様
、
お
ぼ
し
続
く
る
に
、
 「
鏡
に
見
ゆ
る
髭
口
容
貌
口
を
は
じ
め
て
、
（
万
事
が
）
 
人
 に
は
異
な
り
 げ
 る
 

身
 な
が
ら
、
い
は
げ
な
き
 程
 よ
り
、
か
な
し
く
、
常
な
き
 世
を
、
 思
ひ
知
ら
す
べ
く
、
（
出
家
を
）
仏
な
ど
の
す
 ュ
 め
 給
ひ
け
る
身
を
 、
 



作
者
の
そ
の
 
ょ
う
 な
深
い
視
座
に
気
づ
か
さ
れ
て
、
あ
ら
 た
め
て
物
語
を
最
初
か
ら
読
み
直
し
て
み
る
と
、
冒
頭
 の
 桐
壺
 巻
 も
た
だ
の
 

発
端
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
な
い
重
大
な
意
味
を
深
層
に
 蔵
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
て
く
る
。
物
語
は
帝
が
あ
る
 更
衣
を
過
度
に
寵
愛
し
 

た
こ
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
悪
影
響
の
叙
述
か
ら
始
ま
っ
て
 い
 る
が
、
彼
の
こ
の
行
為
（
 業
 ）
は
、
臣
下
の
者
た
ち
か
 ら
の
倫
理
的
た
批
難
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
に
は
前
世
の
因
縁
と
し
か
 考
，
 
え
 よ
 う
 の
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
行
動
は
 、
倫
 理
 的
な
罪
で
あ
る
 上
 

（
㏄
 
-
 

に
 、
宗
教
（
仏
教
）
的
罪
で
も
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
 い
る
。
 

つ
ま
り
こ
 う
 で
あ
る
。
帝
が
更
衣
に
執
着
し
た
の
は
前
世
 の
 業
に
 よ
 る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
帝
は
現
 世
に
関
し
て
は
責
任
 

は
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
秩
序
の
 乱
れ
に
対
し
て
は
帝
王
の
本
分
に
も
と
る
と
し
て
倫
理
 的
 責
任
を
追
求
さ
れ
ざ
 

る
を
え
な
い
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
悪
因
と
な
っ
て
来
世
 に
 悪
果
を
必
然
づ
け
る
こ
と
に
た
る
か
も
し
れ
な
い
。
 い
や
、
真
の
間
頭
は
そ
 

こ
に
は
な
い
。
そ
の
前
に
、
更
衣
の
早
世
そ
れ
自
体
が
 亜
 ゅ
果
 と
な
っ
て
帝
に
現
報
し
て
い
る
。
更
衣
と
の
相
愛
と
 い
う
業
果
を
も
た
ら
し
 

た
 前
世
の
善
因
が
 、
 実
は
同
時
に
帝
を
激
し
い
愛
別
離
苦
 で
 苛
む
悪
因
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
国
元
 
異
記
ト
が
 
唱
導
 し
た
勧
善
懲
悪
の
楽
観
 

的
な
因
果
応
報
 説
は
 、
こ
こ
で
は
完
全
に
破
綻
し
、
人
生
 の
 不
条
理
が
不
気
味
な
姿
を
顕
わ
し
て
い
る
。
帝
は
更
 衣
の
早
す
ぎ
る
死
に
 ょ
 

っ
て
打
ち
棄
て
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
が
、
彼
が
抗
 い
が
た
く
犯
し
た
 
罪
 １
１
更
衣
へ
の
過
度
の
寵
愛
 

に
よ
る
罰
は
、
現
世
で
 

の
こ
の
苦
し
み
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
は
来
世
に
 お
い
て
も
報
い
を
こ
 
う
か
 ら
ず
に
は
す
ま
な
い
。
の
ち
 に
 明
石
巻
で
、
嵐
が
 過
 

@
 
コ
 -
 

ぎ
た
あ
と
疲
れ
て
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
光
源
氏
の
夢
枕
に
 立
 っ
て
自
分
の
現
在
の
境
遇
を
語
る
場
面
が
あ
る
。
 

そ
れ
に
 よ
 れ
 ば
、
 帝
は
生
前
こ
れ
と
い
っ
て
特
に
悪
事
を
 働
い
た
覚
え
は
な
い
が
、
死
ん
で
赴
い
た
と
こ
ろ
は
、
 

罪
の
報
い
と
し
て
 償
 

   
 

（
 鴉
 -
 

 
 

て
 、
華
麗
な
六
条
院
の
世
界
が
実
は
無
明
長
夜
の
闇
に
 包
 ま
れ
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
透
視
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
 

 
 

 
  

 

彼
は
た
だ
身
の
不
運
を
前
世
の
つ
た
な
い
報
い
と
し
て
 嘆
 く
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
作
者
は
、
そ
う
い
う
無
責
任
な
 主
人
公
の
姿
を
通
し
 

 
 



い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
所
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
）
 
」
で
や
っ
と
自
分
が
お
の
 
づ
 か
ら
罪
を
犯
し
て
い
た
こ
と
 を
 思
い
知
ら
さ
れ
た
の
 

で
あ
る
。
だ
が
、
彼
の
罪
は
多
分
地
獄
と
思
わ
れ
る
場
所
 で
の
苦
し
み
に
よ
っ
て
 賄
 わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
罪
の
報
 ぃ
は
 彼
を
越
え
て
子
孫
 

に
も
及
ば
ず
に
は
い
は
い
だ
ろ
う
。
と
す
れ
 ば
、
 帝
の
更
 衣
へ
の
寵
愛
の
結
果
で
あ
る
光
源
氏
は
罪
の
子
で
あ
り
 、
 彼
の
生
涯
は
悲
劇
的
 

な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
た
い
の
で
あ
る
。
 

@
,
@
3
 
 

源
氏
物
語
（
 第
一
部
と
第
二
部
）
を
光
源
氏
の
恋
の
冒
険
と
栄
達
の
口
 
マ
ソ
 と
す
る
読
み
方
 

を
 、
表
現
の
表
層
に
さ
ど
わ
さ
れ
て
い
る
と
評
す
る
所
以
 で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
帯
び
て
い
る
重
厚
性
は
、
深
層
 に
 悲
劇
を
潜
め
て
、
 そ
 

れ
が
筋
の
進
展
に
っ
れ
て
対
位
法
的
な
位
相
を
示
す
ダ
 イ
 ナ
ミ
ズ
ム
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 光
 る
君
 と
い
う
名
前
は
 、
 

悲
劇
の
影
に
限
ど
ら
れ
て
こ
そ
輝
き
だ
す
。
そ
し
て
そ
の
 影
は
 、
物
語
の
進
行
と
と
も
に
、
つ
ま
り
光
源
氏
の
栄
 耀
 栄
華
が
高
ま
る
に
つ
 

れ
て
し
だ
い
に
闇
の
憂
色
を
深
め
、
光
輝
と
闇
黒
と
の
 劇
 的
な
対
照
を
際
だ
た
せ
て
ゆ
く
。
 

光
源
氏
の
悲
劇
は
、
第
二
部
若
菜
 巻
 で
女
三
の
宮
と
柏
木
 と
の
密
通
を
知
っ
た
と
き
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
し
 、
第
一
部
若
紫
 巻
で
 

の
 藤
壺
女
御
と
の
密
通
か
ら
始
ま
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
 芽
は
父
帝
が
母
更
衣
に
執
心
し
た
と
き
に
兆
し
て
い
る
 0
 い
や
、
こ
の
執
心
 そ
 

の
も
の
が
前
世
の
因
縁
に
よ
る
と
し
た
ら
、
悲
劇
の
真
の
 発
端
は
、
父
帝
が
記
憶
し
て
い
な
い
前
世
の
業
に
よ
る
 こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
 

ぬ
 
発
端
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
く
、
人
間
の
生
 の
罪
 性
が
あ
る
だ
げ
な
の
だ
。
 

 
 

抽
肌
 

僻
天
 ムロ
教
学
の
人
間
観
に
練
磨
さ
れ
た
人
間
観
察
者
 
紫
式
部
は
、
人
間
が
自
己
責
任
に
お
い
て
犯
す
倫
理
的
 な
 罪
の
根
底
に
、
人
間
の
意
 

@
4
,
 
志
 力
の
及
ば
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
意
識
す
る
こ
と
 す
ら
で
き
な
い
力
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
人
間
の
条
件
 と
し
て
見
抜
い
て
い
た
。
 そ
 

 
 

い
よ
う
な
こ
の
人
間
の
哀
し
い
あ
り
よ
 う
 
（
 
樺
 
さ
メ
 

Ⅰ
）
 

@
 を
 、
 作

者
は
客
観
的
に
形
象
化
し
⑨
 

均
た
 。
こ
こ
に
紫
式
部
の
文
学
者
と
し
て
の
立
場
が
あ
 る
 。
 

 
 
 
 
 
 

源
 

彼
女
が
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
の
真
相
を
究
明
し
た
の
 は
 、
宗
教
的
立
場
に
基
づ
い
て
否
定
す
る
た
め
で
は
な
 い
 。
た
し
か
に
彼
女
 



に
は
、
そ
の
日
日
記
 ト
 の
と
り
わ
け
終
り
に
近
い
部
分
（
 消
息
文
）
の
記
述
か
ら
判
る
よ
 う
 に
、
こ
の
現
実
世
界
 を
 磁
土
と
し
て
厭
離
し
 

た
い
思
い
が
あ
っ
た
。
 
"
 人
、
と
言
 ふ
と
も
か
く
 
言
 ふ
と
 も
 、
た
だ
阿
弥
陀
仏
に
た
ゆ
み
な
く
経
を
習
 ひ
 侍
ら
む
 。
世
の
厭
は
し
き
こ
と
 

 
 

は
 、
す
べ
て
 
露
 ば
か
り
心
も
と
さ
ら
す
な
り
に
て
侍
れ
ば
 、
 聖
に
な
ら
む
に
、
 
辮
怠
 す
べ
ら
も
侍
ら
ず
。
 "
 し
か
 し
、
 続
い
て
 
が
 た
だ
、
 

ひ
た
 み
 ち
に
背
き
て
も
、
雲
に
乗
ら
ぬ
ほ
ど
同
生
き
て
い
 る
 間
し
の
た
ゆ
た
 ふ
 べ
き
や
り
な
む
侍
る
べ
か
な
る
。
 

そ
れ
に
 卜
 や
す
ら
 ひ
 
同
心
 

@
 
弗
 @
 

を
 任
せ
て
し
侍
る
な
り
 "
 と
 告
白
し
て
い
る
よ
う
に
、
 
彼
 な
に
は
人
間
が
生
き
て
あ
る
限
り
心
は
迷
 う
 も
の
だ
と
 
い
う
こ
と
へ
の
冷
静
な
 

眼
が
あ
っ
た
。
人
間
の
自
然
本
性
を
直
接
無
媒
介
に
肯
定
 し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
 よ
う
 の
な
い
人
間
の
自
然
に
 

悲
し
み
を
こ
め
た
慈
し
み
の
眼
と
き
と
し
て
冷
厳
な
 

を
注
が
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
 そ
の
本
性
に
従
っ
て
 生
 

き
る
し
か
な
く
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
罪
を
犯
す
。
と
す
 れ
ば
、
人
間
は
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
主
体
的
能
動
的
 に
 生
き
て
い
る
 よ
う
 に
 

見
え
て
、
実
は
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
の
結
果
に
対
す
る
責
任
は
取
ら
 さ
れ
る
。
こ
れ
は
不
条
 

理
 で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
生
の
実
相
に
ほ
か
な
ら
な
 い
 。
桐
壺
帝
の
悲
劇
を
通
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
の
は
 、
人
間
の
生
そ
の
も
の
 

の
 背
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
思
想
は
、
作
者
 自
身
の
深
い
 
罪
 意
識
の
底
か
ら
の
揺
る
ぎ
の
な
い
確
信
 で
あ
っ
た
。
 
"
 そ
れ
、
 

罪
 深
き
人
は
、
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
（
極
楽
往
生
は
）
 

か
 な
ひ
 侍
ら
 じ
 。
さ
き
の
 
世
 し
ら
る
る
こ
と
の
み
 お
 ほ
く
 侍
れ
ば
、
 
よ
る
づ
 に
 つ
 

@
 
餌
 @
 

け
て
ぞ
 悲
し
く
侍
る
。
 "
 

作
者
は
一
人
の
人
間
と
し
て
、
人
間
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
 へ
の
執
着
と
、
あ
る
べ
き
姿
へ
の
憧
れ
と
の
両
極
に
 引
 き
 裂
か
れ
て
、
そ
の
 

間
を
右
往
左
往
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
苦
し
い
立
場
 に
あ
っ
て
作
者
に
唯
一
可
能
な
行
動
は
、
人
間
の
あ
り
 の
ま
ま
が
も
た
ら
す
 さ
 

ま
ざ
ま
な
苦
の
相
を
、
ひ
た
す
ら
凝
視
し
て
文
章
で
表
現
 す
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
作
者
は
、
書
く
こ
 と
に
よ
っ
て
生
き
た
の
 

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
生
き
方
は
で
き
な
か
っ
た
。
源
氏
 物
語
が
人
生
の
書
と
し
て
の
普
遍
性
を
獲
得
し
た
こ
と
 の
 不
可
欠
の
前
提
は
 、
 

こ
の
よ
う
に
作
者
の
自
分
自
身
の
問
題
と
の
格
闘
だ
っ
た
 の
で
あ
る
。
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（
 
9
 ）
「
宿
世
」
と
か
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
わ
す
「
 契
 り
 」
や
「
前
の
世
」
た
ど
の
用
語
は
、
中
川
浩
文
の
「
源
氏
 物
 語
 に
お
け
る
宿
世
の
 

因
縁
の
表
現
の
あ
り
方
」
 宙
 仏
教
文
学
研
究
 ヒ
 第
五
集
、
一
九
 -
 
八
七
年
）
に
 ょ
 れ
ば
一
八
 0
 例
を
数
え
る
が
、
用
語
そ
の
も
の
は
 省
略
さ
れ
て
 ぃ
 

て
も
文
脈
か
ら
そ
 う
 読
め
る
個
所
、
た
と
え
ば
「
さ
る
べ
 き
こ
 そ
 」
と
い
っ
た
表
現
ま
で
算
入
す
れ
ば
、
軽
く
二
 0
0
 例
を
越
 ，
 
え
る
だ
ろ
う
。
 

（
㏄
）
通
称
「
日
本
霊
異
記
 L
 
、
正
式
に
は
「
日
本
国
現
報
善
悪
 霊
異
記
 L
 は
、
薬
師
寺
の
僧
 景
戒
が
 延
暦
六
年
（
七
八
七
）
 頃
 に
 発
起
し
、
弘
仁
 十
 

四
年
（
八
二
三
）
頃
ま
で
 立
 採
集
・
筆
録
・
編
集
に
あ
た
り
、
 天
長
三
年
（
八
二
六
）
頃
に
完
成
し
た
日
本
の
仏
教
説
話
の
始
 祖
 で
あ
る
。
 

（
 
皿
 ）
破
手
恵
美
千
円
げ
が
れ
 
ヒ
 （
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
 
）
の
一
四
一
頁
以
下
を
参
考
に
し
た
。
 

（
は
）
行
基
集
団
の
行
動
に
つ
い
て
は
速
水
伯
「
日
本
仏
教
典
 
古
代
 L
 （
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
の
一
二
 
0
 頁
 以
下
を
 参
考
に
し
た
。
 

（
 
巧
 ）
向
日
本
霊
異
記
 L
 （
日
本
古
典
文
学
大
系
㈹
、
岩
波
書
店
 

（
 
B
 ）
 
円
 
古
事
記
 
祝
 詞
 
-
 L
 （
日
本
古
典
文
学
大
系
 
1
 、
岩
波
書
 

（
 
"
r
 

，
 ）
万
葉
歌
人
の
な
か
で
深
く
仏
教
を
理
解
し
、
ま
た
仏
教
 

い
 。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
古
代
日
本
人
の
罪
悪
 観
 

一
年
）
で
考
察
し
た
。
 

人
間
関
係
は
左
図
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

 
 

、
一
九
六
七
年
）
、
二
九
四
 
｜
 五
頁
。
 

店
 、
一
九
五
八
年
）
、
四
二
五
頁
。
 

に
 引
か
れ
て
も
い
た
山
上
 憶
 良
も
 、
 性
を
罪
悪
と
結
び
つ
け
 ろ
認
 

と
 仏
教
」
（
谷
口
茂
 
編
 
円
宗
教
に
お
け
る
罪
悪
の
諸
問
題
 L
 山
本
 

識
 に
ほ
達
し
て
い
な
 

書
店
、
一
九
九
 

（
 
氏
 ）
永
観
二
 %
 十
 （
九
八
五
）
。
 

（
Ⅳ
）
 
、
 （
 
比
 ）
 
ヨ
腺
 ほ
ほ
 

@
 J
 （
日
本
思
想
大
系
 
6
 、
岩
波
書
店
、
一
 九
七
 0
 年
 ）
二
三
頁
。
 

（
㎎
）
諸
説
が
あ
る
が
、
稲
賀
敬
二
円
源
氏
の
作
者
紫
式
部
 ヒ
 （
 
新
興
社
、
一
九
八
二
年
）
の
説
に
拠
っ
た
。
 

（
㏄
）
こ
れ
に
も
諸
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
通
説
に
従
 う
こ
 と
に
す
る
。
 

（
四
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
夕
星
 頼
俊
 
「
源
氏
物
語
の
研
 
究
ヒ
 （
法
蔵
 
館
 、
一
九
九
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。
 

（
 
羽
 ）
神
仏
交
渉
 更
 に
つ
い
て
は
、
田
村
芳
朗
「
日
本
に
お
け
 る
 神
の
祝
 念
 」
（
雲
井
 昭
善
 、
柳
田
聖
 出
 、
田
村
芳
朗
偏
向
仏
教
 思
想
史
 l
L
 、
平
楽
音
 

書
店
、
一
九
七
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。
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八
 論
文
芸
 ヒ
目
 
V
 
 記
紀
神
話
を
論
じ
る
さ
い
に
共
通
し
て
み
ら
 れ
る
態
度
は
、
本
来
神
話
は
ひ
と
つ
で
あ
り
、
古
事
記
と
日
本
書
 紀
の
違
い
は
時
間
的
 

変
遷
の
な
か
で
順
次
派
生
し
て
き
た
と
す
る
一
元
論
的
理
解
で
 あ
る
。
そ
れ
は
古
く
は
天
武
天
皇
の
古
事
記
撰
録
の
詔
に
は
じ
ま
 り
 、
今
日
の
記
紀
 

成
立
論
に
い
た
る
ま
で
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
記
紀
 作
品
論
の
登
場
に
よ
っ
て
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
が
別
個
の
世
界
 像
 を
も
っ
こ
と
が
 

明
ら
か
に
さ
れ
、
一
元
論
的
理
解
に
問
題
の
あ
る
こ
と
が
確
か
 に
な
っ
た
。
書
紀
一
書
か
ら
記
紀
以
前
の
各
氏
族
の
保
持
す
る
 帝
 紀
 
・
旧
辞
す
な
わ
 

ち
 王
権
神
話
の
在
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
 広
 汎
な
 分
布
を
示
す
神
話
モ
チ
ー
フ
を
共
通
の
材
料
と
し
、
そ
の
 選
 定
 
，
組
立
を
す
る
 

コ
ソ
テ
ク
ス
ト
、
お
よ
び
そ
こ
に
付
与
さ
れ
る
単
語
に
お
い
て
 
各
 々
固
有
の
ヴ
ァ
リ
ア
 
ソ
ト
 を
有
す
る
。
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
と
単
語
 は
 、
各
所
伝
固
有
 

0
 部
分
と
同
時
に
他
の
所
伝
に
共
通
す
る
部
分
を
併
せ
も
つ
。
 

共
 通
 部
分
は
王
権
支
配
の
歴
史
に
密
接
に
結
び
つ
く
部
分
で
あ
り
 、
王
権
イ
デ
オ
ロ
 

ギ
 ー
の
制
約
を
強
く
被
る
。
そ
の
他
の
部
分
は
 、
 総
じ
て
各
氏
 族
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
神
話
は
本
来
一
元
 的
で
は
な
く
、
 
諸
 

伝
が
 分
立
し
た
か
た
ち
で
存
在
す
る
と
言
え
よ
う
。
神
話
に
お
 け
る
共
通
性
と
個
別
性
の
二
元
性
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
臣
属
す
る
 各
 氏
族
が
自
ら
の
 
存
 

続
 の
た
め
に
、
上
位
機
構
た
る
王
権
を
必
要
と
し
、
そ
の
一
方
 で
 各
氏
族
は
王
権
に
対
し
て
相
対
的
に
自
立
し
た
位
置
を
占
め
る
 と
い
う
社
会
的
特
 

徴
 に
対
応
す
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
の
分
立
状
況
に
対
し
て
、
 

王
権
主
導
の
立
場
に
よ
る
正
典
比
定
の
試
み
が
、
官
僚
制
国
家
の
 確
立
を
目
指
す
 天
 

武
 朝
の
記
紀
、
殊
に
日
本
書
紀
の
編
纂
で
あ
っ
た
。
書
紀
に
お
 い
て
各
氏
族
の
諸
伝
は
事
実
の
断
片
と
し
て
組
み
込
ま
れ
、
正
伝
 た
る
本
文
の
補
い
 

と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
正
典
化
の
動
き
は
、
推
古
朝
の
天
皇
記
 
国
記
編
纂
や
嵯
峨
朝
の
日
本
紀
講
書
な
ど
、
そ
れ
以
降
も
繰
 
り
 返
し
み
ら
れ
る
。
 

 
 

し
か
し
、
神
話
の
構
造
が
分
立
的
で
あ
る
以
上
、
そ
の
構
造
を
 無
視
し
た
一
元
論
的
な
解
釈
は
新
た
な
る
神
話
正
典
の
刷
 定
肛
は
 か
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
 

記
紀
解
釈
を
と
お
し
て
我
々
が
過
去
の
世
界
の
客
観
的
な
解
明
 に
 向
か
お
 う
 と
す
る
な
ら
、
一
元
論
的
志
向
を
乗
り
越
え
て
神
話
 0
 分
立
構
造
と
い
は
 

 
  

 

ぅ
 特
質
を
先
ず
認
め
た
け
れ
 は
 な
ら
な
い
。
 

 
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 記
紀
、
正
典
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
、
一
書
、
 

ス
 サ
ノ
ヲ
 

記
紀
神
話
を
め
ぐ
る
正
典
 と
ヴ
 

１
起
源
的
思
考
批
判
 

l
 

｜
｜
 

ア 

@ 

ア 
ン 

@ 

磯
煎
 
順
 



記
紀
神
話
に
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
認
め
ら
れ
る
 こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
書
紀
に
載
せ
 ら
れ
た
本
文
と
一
書
 

と
の
違
 い
 、
そ
れ
ら
書
紀
の
諸
仏
 と
 古
事
記
と
の
 違
い
 、
 さ
ら
に
は
風
土
記
，
宣
命
と
の
違
い
と
い
う
か
た
ち
で
 認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
 

で
の
記
紀
研
究
は
、
諸
仏
間
の
違
い
を
同
時
期
の
併
存
問
 題
 と
し
て
主
題
化
せ
ず
、
 諸
 伝
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
 で
 単
一
な
神
話
の
変
化
 

と
 捉
え
た
り
、
あ
る
い
は
神
話
の
古
型
や
正
伝
を
求
め
る
 こ
と
に
関
心
を
集
中
し
、
諸
仏
間
の
違
い
を
解
消
し
よ
 ぅ
と
 努
め
て
ぎ
た
。
 

例
え
ば
、
津
田
左
右
吉
の
記
紀
研
究
は
今
日
の
研
究
に
決
 定
 的
な
影
響
を
与
え
て
ぎ
た
が
、
そ
の
目
的
は
記
紀
 そ
 の
も
の
の
解
明
で
は
 

な
く
、
六
世
紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
帝
紀
・
旧
辞
の
復
 元
 に
あ
る
。
津
田
は
「
記
紀
の
神
代
史
の
も
と
に
な
っ
 た
 帝
紀
・
旧
辞
は
 、
最
 

初
 は
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
が
、
時
の
経
つ
に
従
っ
て
そ
れ
か
 ら
 種
々
の
異
本
が
生
じ
た
」
と
、
記
紀
神
話
の
ヴ
ァ
リ
 ア
ン
ト
が
発
生
論
的
に
 

み
て
本
来
的
な
も
の
で
は
な
く
派
生
的
な
も
の
で
あ
る
と
 考
え
た
。
そ
の
た
め
、
記
紀
諸
仏
間
の
相
違
点
を
「
 潤
 色
 改
変
の
あ
と
…
…
 不
 

調
和
な
説
話
や
矛
盾
し
た
思
想
や
が
混
在
」
し
た
も
の
と
 捉
え
、
そ
れ
を
削
除
し
た
と
こ
ろ
の
共
通
骨
子
に
 、
記
 紀
 に
散
見
す
る
本
来
の
 

「
神
代
史
全
体
の
精
神
と
其
の
結
構
」
 
｜
 唯
一
の
帝
紀
 
旧
辞
１
が
、
見
出
せ
る
と
し
た
。
 

戦
後
の
主
流
を
な
す
記
紀
成
立
論
も
、
こ
の
点
で
は
大
差
 が
な
い
。
例
え
ば
、
三
品
 彰
英
が
 
「
 
異
 伝
の
内
に
は
 古
 い
 基
本
的
形
態
に
近
 

い
も
の
も
あ
り
、
ま
た
著
し
く
発
達
を
と
げ
た
後
期
的
な
 諸
仏
も
あ
る
。
 今
 そ
れ
ら
を
様
式
的
に
配
列
し
、
そ
の
 新
古
を
検
討
す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
そ
の
神
話
の
成
長
過
程
と
発
達
段
階
を
設
定
 す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
 諸
 仏
間
の
違
い
の
併
存
問
 

題
 に
向
か
わ
ず
、
 諸
 広
間
の
違
い
を
一
系
的
な
時
間
変
化
 の
も
と
に
順
序
づ
 け
 、
そ
の
向
こ
う
に
記
紀
神
話
の
古
 型
を
求
め
る
と
い
う
 姿
 

勢
 が
貫
か
れ
て
い
る
。
 

  

  
ら 

ぐ 

正 「 
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」 
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が
 の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
正
伝
や
原
型
と
さ
れ
る
 

も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
見
出
す
方
法
に
は
著
し
い
 

違
 い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
 

紀
 
経
 
神
 

向
性
を
も
つ
点
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
を
、
神
話
 
ず
、
ど
の
解
釈
も
同
時
期
に
お
け
る
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
 

 
 

 
 

記
 

勿
論
、
記
紀
の
連
関
に
言
及
す
る
研
究
が
な
か
っ
た
 

ね
げ
 
で
は
な
い
。
記
紀
の
相
違
を
、
官
僚
的
・
氏
族
的
な
 

当
 時
の
国
家
の
二
元
的
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麒
 
リ
ア
ン
ト
間
の
違
い
を
真
偽
問
題
、
あ
る
い
は
時
間
 的
 変
化
の
問
題
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
併
存
と
い
う
 問
 題
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
も
 

 
 

現
存
す
る
 

ヴ
 ア
リ
ア
ン
ト
の
併
存
状
態
の
意
味
を
主
題
化
 

し
 、
単
一
の
神
話
を
無
前
提
に
想
定
す
る
点
で
ほ
 

、
大
 
正
 デ
モ
グ
ラ
シ
ー
の
 

リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
津
田
も
 

、
 「
わ
が
皇
国
の
古
伝
説
は
 

、
諸
 
の
 
外
国
の
如
 

き
 比
類
に
あ
ら
す
、
真
実
の
正
伝
」
と
し
た
 

近
世
国
学
の
保
守
主
 

義
者
本
居
宣
長
と
変
わ
ら
な
い
地
点
に
立
っ
と
言
え
る
。
 

近
世
国
学
で
は
、
記
紀
神
話
の
も
つ
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
は
 

、
記
紀
が
「
実
の
上
代
 

の
 
伝
説
」
た
る
「
古
伝
」
と
「
訓
伝
」
を
含
む
た
め
に
 

生
 じ
た
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
膨
大
な
注
釈
 

作
 
業
を
通
じ
て
、
諸
仏
間
 

に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
「
 

砂
ひ
ぢ
り
こ
 

を
 
、
ほ
り
 

わ
 
け
 か
 
き
わ
 
げ
 、
か
ぎ
出
し
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
の
古
伝
が
回
復
さ
 

れ
る
と
考
え
た
。
 

こ
の
よ
う
な
態
度
は
中
世
・
古
代
 

｜
 そ
れ
は
一
条
兼
良
の
 

同
日
本
書
紀
基
 

疏
 b
 や
日
本
紀
講
書
に
代
表
さ
れ
る
 

｜
 を
へ
て
、
記
紀
編
纂
 

の
 
開
始
時
期
で
あ
る
天
元
朝
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
認
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
武
天
皇
は
古
事
記
序
文
で
「
 

朕
 
隈
 諸
家
左
折
 

賀
 "
 
帝
 

紀
及
 
本
辞
、
既
 

違
二
 
正
実
一
歩
加
ニ
虚
偽
 

づ
 …
…
 
故
惟
 
、
 撰
 録
 ：
帝
紀
一
計
 

藪
二
 
旧
辞
一
剤
。
 

偽
定
 
"
 
実
 、
欲
 
"
 
流
二
 
後
葉
 
-
 
」
と
を
述
べ
て
い
る
 

 
 

 
 

 
 



記
紀
神
話
の
所
伝
も
他
の
言
説
と
同
様
に
、
記
紀
を
構
成
 す
る
各
物
語
部
分
、
そ
れ
を
 接
 ム
ロ
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
 
、
お
よ
び
そ
こ
に
 地
 

名
や
神
名
な
ど
の
具
体
的
名
称
を
付
与
す
る
単
語
か
ら
 成
 立
 す
る
。
こ
の
所
在
は
記
紀
共
通
の
部
分
と
各
々
独
自
 0
 部
分
か
ら
成
る
。
 共
 

通
 部
分
は
二
つ
の
次
元
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
ひ
 と
つ
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
支
配
の
正
当
性
の
た
め
の
 書
 物
 と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
 

一
 性
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
天
孫
に
 よ
 る
葦
原
 中
国
支
配
の
由
来
と
い
う
作
品
主
題
に
貫
か
れ
た
か
た
 ち
で
現
わ
れ
る
。
も
 う
 

ひ
と
つ
の
次
元
は
 、
ヲ
 ロ
チ
退
治
物
語
・
 ウ
ケ
ヒ
 物
語
 
イ
 ハ
ヤ
ト
物
語
な
ど
の
、
記
紀
を
実
際
に
構
成
す
る
 各
 物
語
部
分
を
規
定
す
る
 

神
話
モ
チ
 l
 フ
の
次
元
で
あ
る
。
 

記
紀
に
共
通
す
る
と
い
っ
て
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
神
 話
 モ
チ
ー
フ
は
共
通
で
あ
る
所
以
が
明
ら
か
に
異
な
っ
 て
い
る
。
前
者
に
共
 

有
さ
れ
る
範
囲
が
ヤ
マ
ト
王
権
に
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
 て
 、
後
者
は
比
較
神
話
学
的
に
み
て
世
界
的
に
あ
る
 種
 度
の
広
が
り
を
も
っ
て
 

性
質
、
お
よ
び
海
外
的
契
機
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
言
及
 し
た
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
政
治
史
研
究
の
 成
果
か
ら
外
延
さ
れ
た
 

に
 留
ま
り
、
記
紀
テ
ク
ス
ト
の
内
在
的
 算
究
 に
基
づ
く
も
 
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
と
に
か
く
古
事
記
の
素
朴
 
さ
を
あ
き
た
り
な
い
 

と
す
る
心
が
、
書
紀
を
生
む
に
あ
ず
か
っ
て
 力
 が
あ
っ
た
 と
 考
え
る
の
が
通
説
で
あ
る
」
と
坂
本
太
郎
が
指
摘
す
 る
 よ
 う
 に
、
そ
こ
で
 

も
 、
結
局
、
神
話
の
単
一
性
が
暗
黙
の
前
提
に
さ
れ
、
 

時
 間
的
 新
旧
層
を
包
含
す
る
ひ
と
っ
の
神
話
が
、
政
治
的
 な
 新
旧
 両
 層
を
同
時
期
 

に
 抱
え
込
ん
だ
律
令
国
家
の
特
殊
性
を
反
映
し
て
、
別
個
 の
か
た
ち
を
と
っ
て
現
わ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
 ろ
 れ
て
い
た
。
 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
記
紀
の
作
品
内
容
か
ら
類
型
 的
に
考
察
し
た
の
が
、
近
年
勃
興
し
た
記
紀
の
作
品
論
 的
 研
究
で
あ
る
。
 
そ
 

こ
で
は
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
成
立
し
 た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
コ
ソ
テ
ク
ス
 ト
 の
も
と
に
成
立
し
た
 

作
品
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
さ
ら
に
 そ
れ
を
受
け
て
、
記
紀
の
関
係
を
単
に
作
品
の
も
っ
 個
 剛
性
の
次
元
で
捉
え
る
 

の
で
は
な
く
、
そ
の
個
別
性
を
成
り
立
た
せ
る
共
通
基
盤
 お
よ
び
そ
の
吸
飲
点
の
存
在
を
ふ
ま
え
て
、
記
紀
神
話
 の
も
つ
構
造
性
と
し
て
 

@
2
"
 

以
下
の
よ
う
に
解
し
た
。
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い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
作
品
を
構
成
す
る
諸
々
の
神
話
 モ
チ
ー
フ
は
、
記
紀
の
あ
い
だ
で
か
な
り
の
類
似
性
空
 が
す
が
、
ま
っ
た
く
 同
 

じ
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
例
え
ば
、
伊
 那
 部
位
，
美
食
 め
 決
裂
、
根
 之
堅
 州
国
、
大
気
 津
比
 売
の
物
語
部
分
が
書
 紀
 に
は
み
ら
れ
な
い
な
 

ど
 、
い
く
つ
か
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
記
紀
 香
 々
の
作
品
理
論
に
と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
部
分
が
異
な
 る
た
め
で
あ
る
。
 つ
 ま
 

り
 、
王
権
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
等
し
く
規
則
さ
れ
な
が
ら
、
 よ
り
広
い
共
通
基
盤
で
あ
る
神
話
モ
チ
ー
フ
を
ど
の
よ
 う
に
選
択
し
、
ど
の
よ
 

う
 に
作
品
と
し
て
組
み
立
て
る
か
と
い
う
 統
 ム
ロ
性
の
点
で
 
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
の
個
別
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
  
 

例
え
ば
、
記
紀
は
と
も
に
大
八
島
国
の
国
作
り
を
受
け
て
 天
孫
が
天
下
の
主
者
と
し
て
降
臨
す
る
と
い
う
粗
筋
を
 も
つ
が
、
古
事
記
で
 

は
 伊
那
 那
伎
 ，
 美
命
 が
決
裂
し
た
た
め
、
国
生
み
が
中
断
 し
た
ま
ま
に
な
る
。
二
神
の
分
裂
を
自
明
と
し
、
文
使
 邪
 部
位
 命
 に
従
い
、
 日
 

常
 的
世
界
の
秩
序
を
維
持
す
る
役
割
を
担
 う
 の
が
、
高
天
 原
の
主
神
た
る
天
照
大
御
神
で
あ
る
。
一
方
、
須
佐
 之
 男
 命
は
両
親
の
分
裂
に
 

苦
痛
を
感
じ
母
を
慕
い
、
 妨
国
 で
あ
る
 根
之
堅
 州
国
ゆ
き
 を
 主
張
し
、
幼
児
的
な
行
動
を
と
る
。
そ
の
な
か
で
 伊
 邪
 部
位
 令
 さ
ら
に
は
 天
 

照
 大
御
神
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
る
。
そ
の
過
程
で
天
 照
 大
御
神
の
子
で
あ
り
、
 
番
能
適
 逝
去
 命
 の
 又
 と
な
る
 天
恩
徳
耳
介
が
誕
生
す
 

る
 。
そ
し
て
、
高
天
原
を
追
放
さ
れ
た
須
佐
之
男
命
は
八
 俣
 大
蛇
退
治
を
通
し
て
自
ら
の
幼
児
性
を
克
服
し
、
 自
 ら
の
音
 釜
ぬ
で
批
国
 
に
行
 

く
 。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
分
裂
し
た
二
つ
の
世
界
は
各
々
 独
 土
 性
を
保
ち
な
が
ら
も
、
完
全
に
断
ち
切
れ
る
と
い
う
 こ
と
が
な
く
な
る
。
 中
 

断
 さ
れ
た
 国
 作
り
は
、
 根
之
堅
 州
国
に
住
む
須
佐
之
男
命
 の
 助
力
を
得
て
 、
 彼
の
六
 世
孫
 大
穴
牟
遅
神
に
よ
っ
て
 完
成
さ
れ
る
。
そ
れ
を
 

受
け
て
天
照
大
御
神
の
孫
 番
能
越
逓
芸
命
 が
天
下
の
主
 者
と
し
て
降
臨
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

一
方
の
書
紀
で
は
、
素
養
鶏
尊
の
誕
生
以
前
に
国
作
り
が
 完
成
さ
れ
、
 伊
 実
 話
 ・
伊
興
 再
尊
 二
神
も
分
裂
し
な
い
。
 そ
の
た
め
、
分
裂
 

0
 回
復
と
い
う
主
題
も
設
定
さ
れ
ず
、
物
語
は
天
下
の
主
 者
の
選
定
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
。
そ
の
な
か
で
素
義
 鳴
尊
は
 、
天
下
の
主
者
 

の
 不
適
格
者
た
る
悪
神
と
し
て
誕
生
す
る
。
以
降
の
物
証
 
旧
は
 
、
悪
神
素
養
 鳴
尊
 が
も
た
ら
す
事
件
を
め
ぐ
っ
て
 展
 聞
 し
、
そ
の
過
程
で
天
 

忍
 聴
耳
食
が
誕
生
す
る
。
そ
し
て
、
追
放
さ
れ
た
素
養
 鳴
 尊
が
 八
岐
大
蛇
退
治
を
へ
て
、
出
雲
 国
 で
子
大
弓
貴
命
 な
 も
 う
げ
 、
そ
の
 人
己
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貴
命
に
よ
る
国
譲
り
を
介
し
て
、
 火
 腹
腹
 杵
尊
が
 天
下
 の
 生
者
と
な
る
。
素
養
 鳴
尊
 の
 根
国
 ゆ
き
は
、
古
事
記
の
 根
之
堅
 州
国
ゆ
き
と
 異
 

な
っ
て
積
極
的
意
味
を
も
た
ず
、
書
紀
で
は
素
義
鴇
草
 に
 肯
定
的
価
値
を
付
号
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
 記
紀
の
違
い
は
、
天
孫
 

に
よ
る
葦
原
中
国
支
配
の
由
来
と
い
う
共
通
主
題
に
対
す
 る
 個
々
の
作
品
の
も
つ
表
現
の
在
り
方
の
違
い
で
あ
り
 、
世
界
像
の
違
い
と
も
 

い
え
る
。
 

こ
の
よ
う
な
八
世
紀
の
王
権
に
お
け
る
複
数
の
神
話
存
在
 の
事
実
を
鑑
み
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
一
元
論
的
解
釈
 は
 も
や
自
明
の
も
の
 

で
は
な
い
。
翻
っ
て
一
元
論
の
根
拠
を
省
み
る
と
き
、
 そ
 れ
は
意
外
な
ほ
ど
に
希
薄
で
あ
る
。
か
っ
て
津
田
が
「
 そ
の
も
と
は
一
 つ
 で
あ
 

っ
 た
ろ
う
と
考
へ
ら
れ
る
ほ
ど
、
記
紀
に
見
え
る
物
語
が
 互
い
に
類
似
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
 間
の
類
似
性
は
、
記
紀
 

成
立
時
に
お
け
る
単
な
る
併
存
の
事
実
の
指
摘
に
留
ま
る
 。
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
類
似
性
を
根
拠
に
「
 畢
 寛
一
つ
の
 帝
託
 と
旧
辞
と
か
ら
で
 

た
種
々
の
異
木
の
説
に
過
ぎ
な
い
」
と
記
紀
の
発
生
段
階
 と
さ
れ
る
六
世
紀
の
帝
紀
・
旧
辞
が
元
来
一
本
で
あ
っ
 た
こ
と
を
説
く
こ
と
 

は
、
 大
き
な
論
理
の
飛
躍
と
い
わ
ざ
る
え
な
い
。
 

結
局
、
記
紀
 ヴ
 ア
リ
ア
ン
ト
の
類
似
性
は
、
発
生
論
的
な
 一
元
 性
 と
は
結
び
つ
き
え
ず
、
 ヴ
 ア
リ
ア
ン
ト
の
併
存
 と
い
う
見
た
ま
ま
の
 

事
実
に
と
ど
ま
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
発
生
論
的
な
次
元
で
 の
 一
元
論
か
ら
ひ
と
ま
ず
離
れ
、
記
紀
の
編
纂
が
開
始
 さ
れ
た
大
武
朗
す
な
わ
 

ち
セ
 世
紀
後
半
の
ヤ
マ
ト
王
権
に
み
ら
れ
る
帝
紀
・
旧
辞
 の
 ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 併
存
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
を
始
め
 る
べ
き
で
あ
る
。
 
一
 

方
 、
記
紀
作
品
論
も
八
世
紀
に
お
け
る
記
紀
の
作
品
 像
の
 違
い
を
指
摘
し
た
も
の
の
、
そ
の
 ょ
う
 な
記
紀
が
ほ
 ば
 同
時
期
に
相
次
い
で
 成
 

立
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
答
え
て
は
い
な
い
。
 

本
稿
で
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
に
み
ら
れ
る
神
話
の
ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 併
存
の
在
り
方
お
よ
び
そ
の
意
味
を
考
え
、
さ
ら
 に
 記
紀
解
釈
の
長
い
 

歴
史
の
な
か
で
こ
の
併
存
が
問
題
と
さ
れ
ず
、
神
話
の
 一
 元
 的
状
態
が
想
定
さ
れ
志
向
さ
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
な
 の
か
、
と
い
う
こ
と
に
 

ま
で
論
を
及
ば
し
て
い
ぎ
た
い
。
こ
の
議
論
は
、
神
話
を
 め
ぐ
る
人
間
の
解
釈
運
動
の
本
質
と
は
何
か
、
と
い
う
 宗
教
思
想
史
的
な
問
い
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託
 
と
に
な
る
。
 

紀 神話をめ 
 
  

 
ぐ
 

一
書
の
独
立
性
・
複
数
性
・
内
容
の
不
統
一
さ
は
、
ま
さ
 に
 古
事
記
序
文
に
述
べ
ら
れ
た
状
態
に
対
応
す
る
も
の
 で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
 

を
 
解
き
明
か
す
鍵
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
 

二
分
立
す
る
神
話
 

古
事
記
序
文
に
載
せ
ら
れ
た
先
の
天
武
天
皇
の
詔
は
 

、
当
 
時
の
帝
紀
・
旧
辞
が
氏
族
毎
に
保
持
さ
れ
て
お
り
、
 

し
 
か
も
そ
の
内
容
が
多
 

端
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
末
項
で
は
、
大
弐
 

朝
 
の
 
帝
紀
・
旧
辞
を
通
し
て
記
紀
以
前
の
ヴ
ァ
リ
ア
 

ソ
ト
 
の
 
在
り
方
を
明
ら
か
 

仁
 

し
 
た
 
い
 
。
 

 
 

 
 

 
 

方
 に
つ
い
て
は
、
諸
々
あ
る
帝
紀
・
旧
辞
の
う
ち
の
一
本
 

の
み
を
載
せ
た
も
の
か
、
諸
本
を
合
わ
せ
て
編
纂
し
た
 

も
の
か
が
確
定
で
き
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各
氏
族
に
と
っ
て
王
権
の
系
譜
・
物
語
が
自
ら
の
社
会
的
 ぬ
 位
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
高
橋
氏
文
や
古
 語
 拾
遺
な
ど
の
各
氏
 

族
の
系
図
・
氏
文
の
性
質
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
 。
先
学
の
研
究
が
明
ら
か
に
す
る
 よ
う
 に
、
 

-
8
@
 
各
氏
族
に
 と

っ
て
自
ら
の
系
譜
・
 

物
語
は
自
 族
 内
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
記
紀
を
骨
 子
 と
す
る
王
権
の
系
譜
・
物
語
を
前
提
と
し
て
、
そ
こ
 か
ら
の
派
生
関
係
と
し
 

て
 氏
族
特
有
の
所
伝
を
接
続
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
 り
 、
王
権
と
の
親
疎
関
係
あ
る
い
は
奉
仕
の
在
り
方
の
 由
来
は
、
各
氏
族
の
職
 

掌
な
ど
そ
の
社
会
的
地
位
の
根
拠
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
 王
統
語
 と
 物
語
が
た
ん
に
天
皇
家
の
み
な
ら
ず
王
権
を
 構
成
す
る
各
氏
族
に
と
 

っ
て
切
実
な
秩
序
の
根
源
で
あ
り
、
自
己
の
存
在
の
前
提
 で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
氏
族
の
系
図
・
氏
文
が
古
来
か
 ら
 存
在
し
た
こ
と
を
 考
 

え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
関
係
性
が
氏
族
に
と
っ
て
本
質
的
 な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
 

政
治
史
的
に
み
て
も
、
各
氏
族
に
王
権
の
存
在
を
前
提
と
 す
る
こ
と
で
各
々
の
存
在
を
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 

そ
れ
ら
の
点
か
ら
も
 

を
 氏
族
の
保
持
す
る
帝
紀
・
旧
辞
が
王
権
の
支
配
の
正
当
 性
 と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
等
し
く
前
提
と
す
る
こ
と
 が
 窺
え
る
各
氏
族
の
帝
 

紀
 
・
旧
辞
す
な
わ
ち
一
書
は
、
こ
の
 

ょ
う
 な
 ィ
 デ
オ
ロ
ギ
 
｜
 性
の
共
有
性
の
も
と
、
個
々
の
所
伝
を
組
み
上
げ
 
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
 

る
 。
 

以
下
、
 
ス
サ
ノ
ヲ
 
，
天
照
大
神
間
の
 
ウ
ケ
ヒ
 を
め
ぐ
る
 諸
 伝
を
中
心
に
一
書
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
き
た
い
。
 ウ
ケ
ヒ
 の
モ
チ
ー
フ
 

0
 古
事
書
・
書
市
本
文
一
重
二
八
 ノ
一
 
・
 ニ
 ・
 三
 ・
 セ
ノ
 三
の
六
つ
 
0
 所
伝
に
み
ら
れ
る
が
、
 
-
9
-
 
基
本
的
に
 
ゃ
ケ
ヒ
 

は
 土
橋
寛
の
指
摘
す
る
 

キ
よ
戸
し
コ
し
）
 

@
7
@
 

て
は
今
の
と
こ
ろ
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
な
い
 0 

さ
て
、
帝
紀
・
旧
辞
が
記
紀
の
材
料
で
あ
っ
た
以
上
、
 

そ
 れ
ら
は
王
統
語
と
物
語
 ｜
 物
語
に
は
歴
史
的
記
録
も
含
 ま
れ
る
 ｜
 か
ら
な
る
 

@
S
@
 

@
6
@
 

と
 考
え
ら
れ
る
が
、
系
譜
は
物
語
の
も
つ
 り
ァ
 リ
テ
ィ
に
 よ
っ
て
情
想
 性
 が
与
え
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
帝
紀
 
旧
辞
が
王
権
に
ま
っ
 
わ
 

る
 書
物
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
 ば
 、
帝
紀
・
旧
辞
が
一
書
と
し
て
書
紀
と
い
う
王
権
を
 正
当
化
す
る
書
物
の
な
 

か
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
但
し
、
帝
紀
 
旧
辞
の
区
別
を
可
能
に
す
る
史
料
が
現
存
し
な
い
以
上
 、
 個
々
の
定
義
に
つ
い
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記紀神話 をめぐる 正 典と ヴァリアント 

 
 

ト
ナ
ム
な
ど
の
ア
ジ
ア
諸
地
域
、
さ
ら
に
は
 ョ
 ー
 ロ
 "
 ハ
 な
ど
世
界
的
に
広
 

汎
 な
地
域
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
神
話
モ
チ
ー
 フ
 0
 次
元
に
お
け
る
世
界
的
な
共
通
性
は
 ウ
ケ
ヒ
 に
 限
 ら
れ
る
も
の
で
は
な
 

く
 、
比
較
神
話
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
各
神
話
モ
チ
ー
フ
 に
お
け
る
分
布
圏
の
確
定
と
い
分
か
た
ち
で
蓄
積
さ
れ
 て
き
た
確
か
な
事
実
で
 

あ
る
。
 諸
 典
は
単
に
異
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
的
な
 共
通
性
を
も
つ
神
話
モ
チ
ー
フ
の
次
元
で
の
共
通
性
を
 土
台
と
し
た
り
え
で
 確
 

保
さ
れ
る
。
 

神
話
モ
チ
ー
フ
は
 レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
が
明
ら
か
但
し
 た
よ
う
 に
、
登
場
人
物
の
具
体
的
名
前
や
物
語
ら
れ
る
 場
所
な
ど
の
単
語
、
 

-
 
い
 @
 

お
よ
び
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
を
地
域
や
物
語
の
担
い
手
に
よ
っ
 て
 異
に
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
神
話
モ
チ
ー
フ
に
具
体
 的
な
登
場
人
物
名
お
ょ
 

び
 コ
ソ
テ
ク
ス
ト
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
実
際
に
語
ら
れ
 る
 物
語
に
お
い
て
で
あ
る
。
ウ
ケ
 ヒ
 を
め
く
る
物
語
の
 場
合
、
す
べ
て
の
所
伝
 

に
お
い
て
主
人
公
と
し
て
天
照
大
神
と
 ス
サ
ノ
ヲ
 が
登
場
 し
 、
両
者
の
 ゥ
ケ
ヒ
 に
よ
っ
て
問
わ
れ
る
「
真
実
」
の
 内
容
が
、
天
照
大
神
に
 

対
し
て
 ス
サ
ノ
ヲ
 が
「
清
心
」
で
あ
る
か
否
か
、
す
な
わ
 ち
ス
サ
ノ
ヲ
 が
「
 欲
奪
之
 我
国
ロ
日
神
の
天
日
」
 か
 否
か
 

、
と
さ
れ
る
。
そ
し
 

て
 、
真
実
か
否
か
の
判
断
は
両
神
の
神
生
み
に
よ
っ
て
 判
 断
 さ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
単
語
お
よ
び
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
共
通
 性
を
前
提
と
し
た
り
え
で
、
各
所
伝
の
ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 は
 作
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
 

リ
ア
 ソ
ト
 の
基
本
件
 は
 、
ウ
ケ
 ヒ
 に
お
い
て
天
照
大
神
と
 ス
サ
ノ
ヲ
 に
よ
っ
て
各
々
生
み
出
さ
れ
る
神
の
性
別
を
 男
女
の
い
ず
れ
に
す
る
 

の
か
、
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
清
心
の
証
拠
を
生
ま
れ
た
子
の
男
女
 い
ず
れ
の
性
別
に
す
る
の
か
、
そ
の
二
項
各
二
種
の
選
 択
 肢
の
組
み
合
わ
せ
に
 

よ
る
。
そ
の
結
果
、
物
語
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
の
基
本
枠
が
 四
 類
の
 ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 と
し
て
提
示
さ
れ
る
（
 図
 Ⅰ
）
。
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実
 」
な
も
の
 
に
 す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
 

実
 修
さ
れ
る
 言
語
呪
術
で
あ
り
、
「
も
し
 
A
 な
ら
ば
、
Ⅳ
な
ら
む
」
と
 い
 う
 そ
の
形
式
は
 、
 

@
 
皿
 @
 

「
こ
 う
 い
え
ば
、
こ
 う
 な
る
」
と
い
う
言
霊
信
仰
に
基
づ
 く
 呪
文
の
形
式
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

よ
 う
 に
「
過
去
・
現
在
・
未
来
の
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
 「
真
実
」
…
…
を
知
る
た
め
の
ト
占
の
方
法
と
し
て
、
 
ま
た
誓
約
…
…
を
「
 真
 

  



子 
  
新一 
有 
者 

に
 、
女
神
を
清
心
の
証
と
す
る
第
二
 類
 に
相
当
す
る
古
事
 記
 で
は
、
「
 我
 
ロ
ス
 
サ
 ノ
 ラ
ロ
 が
 心
 

清
く
明
し
。
 故
 、
我
が
生
め
る
子
は
手
弱
女
を
得
 つ
 」
と
 、
ス
サ
ノ
ヲ
 の
清
心
が
証
明
さ
れ
る
 

( 物実交換アリ ) 

スサ ノ ラ : な神 

天照大神 : 男神 

( 物実交換ナシ ) 

スサ ノ ラ : 男神 

天照大神 : な神 

  清心の基準 

清心 = 男   清心Ⅰ な 

く 第一類 ) く 第二 類 ) 

スサノヲ 二黒石 ス サ / ヲ 二宿， 心 

書紀本文， (6-2) 古事記 

  

く 第三 類 ) 

スサノヲ二清 ・ む、 

6-1, 6 Ⅱ ， 7 づ 

図 1. ゥケヒ をめぐる物語にお l 

子
は
物
実
吾
が
物
に
よ
り
て
成
れ
り
。
 

故
 、
自
ら
吾
が
 子
 ぞ
 」
（
 記
 ）
、
「
天
照
大
神
勅
 日
 、
原
二
 

真
物
 根
 一
則
 八
 坂
輿
 之
 五
百
箇
御
統
者
、
 
足
 音
物
 也
 。
 故
彼
 五
男
神
、
 
悉
是
 吾
 兄
 」
（
 紀
 本
文
）
 

と
、
 子
の
所
属
を
物
実
の
所
有
者
と
す
る
た
め
、
生
ま
れ
 た
女
神
が
 
ス
サ
ノ
ヲ
 の
子
、
男
神
が
 

天
賦
人
中
の
子
と
さ
れ
る
。
 

，
 7
 
@
2
@
1
 
 

な
お
一
重
目
 六
ノ
ニ
 は
 、
 子
の
 所

有
基
準
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
 

@
H
-
 

ま
に
物
語
が
裁
断
さ
れ
て
お
り
、
子
の
帰
属
が
特
定
で
き
 な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
の
考
察
か
 

ら
は
除
外
す
る
。
 

そ
の
な
か
で
、
男
神
を
清
心
の
証
と
す
る
第
一
類
に
相
当
 す
る
書
紀
本
文
で
は
「
加
音
 
ズ
 

サ
ノ
プ
 ロ
所
生
、
足
丈
者
、
 
則
可
以
 烏
有
 濁
心
 」
と
、
 
ス
 サ
ノ
ヲ
 の
異
心
が
暴
露
さ
れ
る
。
 
逆
 

  

  

く 第四類 ノ 

サノヲ二 里心 

糾
 
で
は
 ス
サ
ノ
ヲ
 
が
天
照
大
神
の
剣
を
噛
む
こ
と
で
 

男
 神
 が
生
ま
れ
、
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
暖
を
天
照
夫
 

基
 

れ
 
神
が
噛
む
こ
と
で
女
神
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
 

古
事
記
と
書
紀
本
文
で
は
、
「
五
位
の
男
 

ル
 
示
し
な
が
ら
も
、
清
心
の
証
を
女
神
に
求
め
る
第
四
 

類
か
ら
な
る
。
 

り
 

第
一
類
と
第
二
類
は
古
事
記
・
書
記
本
文
・
一
書
 

六
ノ
ニ
 の
三
所
伝
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
 

  
天照大神 

スサ / ヲ 

  

そ
れ
ら
は
、
天
照
大
神
か
ら
生
ま
れ
た
子
を
男
神
、
 

ス
サ
 ノ
ヲ
 
か
ら
生
ま
れ
た
子
を
な
神
と
 

   
  

 

 
 

し
 、
清
心
の
証
を
男
神
に
求
め
る
第
一
類
。
同
様
の
子
の
 帰
属
を
示
し
な
が
ら
も
、
清
心
の
証
 

 
 

を
 女
神
に
求
め
る
第
二
 類
 。
一
方
、
天
照
大
神
か
ら
生
ま
 れ
た
子
を
女
神
、
 
ス
サ
ノ
ヲ
 か
ら
 生
 

㏄
 

ま
れ
た
子
を
男
神
と
し
、
清
心
の
証
を
男
神
に
求
め
る
 第
 三
類
 。
第
三
 類
 と
同
じ
子
の
帰
属
を
 



 
 

す
る
か
と
い
う
点
で
、
清
心
の
証
明
の
さ
れ
る
過
程
す
 

な
わ
ち
物
語
の
コ
ン
テ
ク
ス
 

㍻
 
ト
が
 異
な
る
。
 

ぐ
 
る
 

ま
た
、
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
清
心
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
 

、
オ
シ
 ホ
、
、
、
ミ
が
 

天
照
大
神
の
生
ん
だ
 
子
 と
さ
れ
る
の
 
が
記
 ・
 
紀
 本
文
で
あ
り
、
 
他
 

計
 
の
 諸
伝
 す
な
わ
ち
一
書
 
六
ノ
 一
・
三
、
七
 
ノ
 三
で
は
 オ
シ
ホ
、
、
、
 

・
 
、
、
ほ
ス
サ
ノ
ヲ
 

の
子
と
さ
れ
る
。
後
者
の
 
う
 ち
 一
書
 六
ノ
 三
・
七
 ノ
 三
で
 

榊
も
 、
結
局
、
「
 
吾
 ロ
ス
 
サ
ノ
ヲ
ロ
以
 
，
清
心
所
在
 
児
 等
 、
 亦
 幸
二
船
師
 
-
 
」
（
 
モ
 ノ
三
）
、
「
 

便
取
 二
具
大
男
 
一
以
 浩
二
 
日
神
立
子
一
便
。
 
治
 ：
大
原
 
-
 
」
 

七
十
 

卍
 

記
 
（
 
六
ノ
 三
）
と
、
オ
シ
 
ホ
 ミ
ミ
が
天
照
大
神
の
養
子
に
 
な
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
所
伝
の
存
 

在
は
 、
天
皇
の
系
譜
が
大
服
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アリア、 / ト 

己 一 - 口   -- 
と 以 
一 正 

嘗 め 
で、 よ 

@ よ う 

ス ケこ 

サ   

/ 重 目 

ヲ 治己 

が 本 
等 文 
し で 
く @ ま 

清 ス 
心 サ 
の / 
証 ヲ 

拠 の 
を 黒 
男 ，む 
神 が 
と 暴 
す 露 
る さ 

  
神 仙 
と の 
す 諸 
る 伝 
か で 
  tt 

さ ス 

ら サ 
ケこ / 

物 ヲ 

実 の 
交 情 
換 心 
を が 
媒 証 
分 明 
さ さ 

せ れ 
る る 
か   

否 ま 

かた 、 、 

ス 古 
サ 事 

こ
と
に
な
る
。
 

正
吾
 勝
勝
連
 日
 

神
か
ら
生
ま
れ
 

一
方
、
第
三
 

属
は
明
快
な
か
 

で
女
神
が
生
ま
 

も
の
は
み
ら
れ
 

素
義
 鳴
尊
 、
 固
 

赤
心
 -
 
」
（
 
-
 
ハ
ノ
二
 

と
 、
す
べ
て
の
 但

し
、
ウ
ケ
 ヒ
 で
生
ま
れ
た
男
神
 オ
シ
ホ
、
 
・
 、
ス
サ
 ノヲ
 の
清
心
の
有
無
に
関
わ
り
な
く
、
「
天
照
大
御
神
 
太
子
 

天
 忠
徳
拝
命
」
（
 
記
 ）
、
「
天
照
大
神
立
子
正
哉
 
吾
勝
勝
速
 日
天
忍
穂
耳
尊
」
（
 紀
 本
文
）
と
、
 記
 ・
 
紀
 本
文
と
も
に
 天
 照
夫
 

た
と
さ
れ
る
。
 

四
類
に
相
当
す
る
一
室
日
大
 
ノ
 一
・
三
、
七
 ノ
 三
の
三
所
 伝
 で
ほ
、
二
神
の
物
実
交
換
を
含
ま
ず
、
そ
の
た
め
に
 子
の
帰
 

た
ち
を
と
る
。
つ
ま
り
、
天
照
大
神
が
自
分
の
剣
を
噛
む
 こ
と
で
男
神
が
生
ま
れ
、
 ス
サ
ノ
ヲ
 が
自
分
の
噴
を
噛
 む
こ
と
 

れ
た
と
さ
れ
る
。
現
存
す
る
三
諸
 伝
 は
す
べ
て
清
心
の
証
 を
男
神
に
求
め
る
第
二
 顧
に
 相
当
し
、
第
四
類
の
女
神
 と
す
る
 

な
い
。
そ
の
結
果
、
「
素
義
 
鳴
尊
 …
生
児
、
青
二
正
哉
 
吾
勝
 勝
連
 日
天
恩
 骨
尊
 -
 
…
 凡
 五
男
神
 英
 。
…
船
足
、
日
神
、
 巧
知
 三
 

ぬ
ヂ
 
悪
意
 -
 
」
（
 
六
ノ
 一
）
、
「
素
義
 

鳴
尊
 …
 化
 三
生
男
 -
 
英
 。
 
日
 二
勝
 
連
 日
天
忍
穂
耳
尊
 -
 
…
 故
 日
神
巧
知
 三
 
素
養
 鳴
尊
 、
 元
吉
二
 

一
）
、
「
 

如
有
 ，
清
心
 -
 
者
、
必
当
主
 "
 
秀
英
。
…
素
養
 鳴
尊
 
生
児
、
正
哉
 吾
勝
勝
連
 日
天
恩
徳
榎
茸
・
・
・
凡
人
 

男
英
 」
（
 
セ
ノ
 三
）
 

一
書
に
お
い
て
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
清
心
が
証
明
さ
れ
、
男
神
 オ
 シ
ホ
 、
、
、
、
、
、
 

ほ
ス
サ
ノ
ヲ
 の
子
と
し
て
誕
生
す
る
。
 



さ
れ
、
つ
い
に
は
 ス
サ
 ノ
 ブ
 が
天
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
 5
 点
で
は
 記
 ・
 紀
 本
文
と
も
に
共
通
す
る
。
そ
れ
に
 対
 し
て
、
一
書
 七
ノ
 三
で
 

は
、
ウ
ゲ
ヒ
 の
物
語
と
 イ
 ハ
ヤ
ト
の
物
語
の
順
序
が
記
 
紀
 本
文
化
は
逆
に
な
っ
て
お
り
、
ウ
ケ
 ヒ
 を
め
ぐ
る
 出
 夫
事
が
 イ
 ハ
ヤ
ト
の
 原
 

さ
れ
、
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
「
清
心
」
が
証
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
 話
 が
と
ぎ
れ
る
。
 

別
稿
で
 論
じ
た
 よ
 う
 に
 記
紀
で
は
、
書
紀
本
文
で
ほ
 ス
サ
 ノ
ヲ
 を
 亜
 心
神
と
し
、
古
事
記
で
は
 ス
サ
ノ
ヲ
 を
幼
児
的
 な
 神
と
す
る
根
本
的
 

な
 違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
 ゥ
ケ
ヒ
 の
後
に
 ス
サ
 ノ
 ブ
 の
 天
 で
の
悪
行
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
 ィ
ハ
ヤ
 ト
 の
事
件
が
引
き
起
こ
 

て
い
る
 0
 一
重
日
 

七
ノ
 三
は
 ウ
ケ
ヒ
 の
モ
チ
ー
フ
を
含
む
も
 の
で
あ
る
が
、
 ゥ
ゲ
ヒ
 の
部
分
の
み
で
切
断
さ
れ
た
 他
 の
諸
伝
 と
は
異
な
り
、
 

そ
の
前
後
に
 ス
サ
 ノ
 ブ
 の
天
で
の
悪
行
・
 イ
 ハ
ヤ
ト
の
 部
 分
を
含
む
た
め
、
 記
 ，
 
紀
 本
文
と
の
比
較
が
可
能
に
な
 っ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
 

同
様
に
 、
ス
サ
ノ
ヲ
 の
天
上
の
悪
行
に
よ
っ
て
日
神
の
天
 石
窟
ご
も
り
が
引
 き
起
 こ
さ
れ
る
が
、
そ
の
直
接
の
原
 因
は
日
神
の
「
良
日
」
 

に
 対
す
る
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
「
 妬
 」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
 天
 石
窟
ご
も
り
の
後
、
 ス
サ
 ノ
 ブ
 は
諸
神
に
よ
っ
て
 降
去
 さ
れ
る
が
、
 彼
は
 そ
の
 

ま
ま
 根
回
 に
向
か
わ
ず
、
姉
の
も
と
へ
行
く
。
そ
こ
で
 ス
 サ
 ノ
 ブ
 の
訪
問
の
真
意
が
「
 欲
奪
之
 我
国
」
 か
 否
か
を
 め
ぐ
っ
て
 ウ
ケ
ヒ
 が
な
 

ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 を
発
生
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
他
の
神
話
 モ
チ
ー
フ
と
の
接
合
の
在
り
方
に
お
い
て
も
同
様
に
 ヴ
 ア
リ
ア
 ソ
ト
 を
産
出
し
 

以
上
、
 ゥ
ケ
ヒ
 と
い
う
同
一
神
話
モ
チ
ー
フ
の
な
か
で
の
 コ
ソ
テ
ク
ス
ト
の
在
り
方
を
み
た
が
、
ウ
ケ
 ヒ
 部
分
の
 物
語
は
そ
の
内
部
で
 

天
照
大
神
に
 
媒
 反
を
企
て
た
悪
神
 ス
サ
 
ノ
 ブ
 の
流
れ
を
 引
 く
 者
に
な
る
と
い
う
矛
盾
を
避
け
る
た
め
と
思
わ
れ
る
  
 

っ
て
い
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
 れ
る
。
そ
れ
ほ
、
天
皇
家
の
先
祖
で
あ
る
 オ
シ
ナ
 ミ
キ
、
 

が
、
 天
の
秩
序
で
あ
る
 

大
神
の
直
接
的
な
血
統
に
あ
る
か
否
か
を
問
わ
な
い
 者，
 ぇ
が
 当
時
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
嫡
々
相
承
を
絶
対
 祝
 し
な
い
態
度
は
 、
族
 

 
  

 
 
 

@
 
Ⅱ
 @
 

長
 系
譜
の
分
析
と
も
 符
 ム
ロ
す
る
。
 

 
 
 
  
 

な
お
、
 

ス
サ
ノ
ヲ
 か
ら
生
ま
れ
た
子
を
男
神
と
し
、
清
心
 の
証
を
な
神
と
す
る
第
四
類
の
み
が
、
実
際
の
所
伝
 と
 し
て
残
さ
れ
て
い
な
 
u
 

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
オ
シ
 ホ
 
、
、
、
、
、
、
が
 

ス
サ
ノ
ヲ
 の
血
を
引
 く
 所
伝
が
実
際
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
 

ス
サ
ノ
ヲ
 が
 天
照
大
神
に
異
心
を
も
 



記紀神話をめぐる 正典 と ヴァリアント 

れ
区
別
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
「
月
読
尊
」
「
 

月
弓
尊
 
」
「
月
夜
見
尊
」
と
、
 

ッ
 キ
 ヨ
ミ
 に
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
 

、
一
里
田
人
 

ノ
 二
で
は
、
 

れ
る
。
そ
の
男
神
・
女
神
も
そ
の
神
名
の
出
入
及
び
表
記
 の
 違
い
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
オ
シ
 ホ
、
、
、
ミ
と
 

呼
ば
 れ
る
男
神
 
は
 、
「
天
恩
㈲
 

 
 

 
 

穂
耳
尊
 」
あ
る
い
は
「
天
文
恩
徳
辞
命
」
（
 
記
 ・
 紀
 本
文
 
工
 
ハ
ノ
三
）
、
「
天
恩
徳
 
根
尊
 」
（
 七
ノ
 三
）
、
「
天
恩
青
草
」
（
 
工
 
ハ
 ツ
 一
・
二
）
と
表
記
さ
 

 
 

因
 に
は
な
ら
な
い
 0
 こ
の
一
書
に
つ
い
て
ほ
、
木
居
貫
長
 が
 
「
 
此
 次
第
こ
そ
ま
こ
と
に
然
る
べ
く
思
は
る
れ
 、
此
 に
侠
 て
 思
ふ
に
 、
此
 -
 
記
 

書
紀
 余
伝
は
、
 事
の
次
第
の
前
と
後
と
 

@
 
 

舌
 
し
 つ
る
も
の
 力
 
h
@
5
 

」
 
）
 と
 述
べ
て
お
り
、
読
み
方
に
よ
っ
て
は
 記
 ・
 紀
 本
文
 よ
 り
も
 コ
ソ
 テ
 グ
ス
ト
の
 

一
貫
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
各
所
伝
は
、
神
話
モ
チ
ー
フ
を
共
通
材
料
と
 し
な
が
ら
も
、
実
際
の
物
語
に
お
い
て
各
々
独
自
の
 コ
 ソ
テ
 グ
ス
ト
を
も
つ
 

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
所
伝
に
お
い
て
同
じ
 神
話
モ
チ
ー
フ
が
用
い
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
コ
ン
テ
 グ
ス
」
の
必
要
に
応
じ
 

た
 選
択
の
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
 例
え
 。
 
ぼ
 、
一
書
几
 ノ
四
 で
は
 ヲ
 ロ
チ
退
治
に
加
え
て
、
神
が
植
樹
を
す
る
 モ
チ
 ｜
フ
 が
み
ら
れ
る
。
 そ
 

こ
で
は
植
樹
が
 、
ス
サ
ノ
ヲ
 と
と
も
に
降
臨
し
た
「
五
十
 猛
神
 」
の
功
業
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
 記
 ，
 紀
 本
文
に
は
植
樹
の
 

モ
チ
ー
フ
が
み
ら
れ
ず
、
五
十
 猛
 神
も
登
場
す
る
こ
と
が
 な
い
。
一
方
、
主
人
公
が
五
十
 猛
 神
か
ら
 ス
サ
ノ
ヲ
 に
 入
れ
替
わ
る
も
の
の
、
 

植
樹
の
モ
チ
ー
フ
は
一
書
几
 ノ
 五
に
も
み
ら
れ
る
。
 そ
 @
 
」
で
ほ
 ヲ
 ロ
チ
退
治
が
み
ら
れ
な
い
ま
ま
に
 ス
サ
ノ
ヲ
 が
 根
国
 に
赴
く
。
断
片
的
 

な
 一
書
で
あ
る
た
め
、
神
話
モ
チ
ー
フ
の
欠
落
を
断
定
す
 る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
 記
 ・
 紀
 本
文
が
植
樹
モ
チ
ー
フ
 を
 欠
落
さ
せ
た
の
と
 同
 

様
に
 、
ヲ
 ロ
チ
退
治
の
欠
落
し
た
ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 が
存
在
 す
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
 ス
サ
ノ
 ヲ
の
 地
上
で
の
物
証
 
帥
に
 

ほ
 、
神
話
モ
チ
 一
フ
の
 選
択
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
  
 

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
 は
 コ
ソ
 テ
 グ
ス
ト
の
み
か
ら
作
り
出
さ
れ
 る
 一
方
で
、
そ
こ
に
組
み
込
ま
れ
る
単
語
の
次
元
に
お
 い
て
も
作
り
出
さ
れ
 

る
 。
単
語
次
元
で
の
違
い
は
、
ウ
ケ
 ヒ
 を
め
ぐ
る
 諸
伝
で
 ほ
 神
名
・
 神
数
 ・
 ゥ
ケ
ヒ
 の
在
り
方
・
介
在
す
る
神
 は
 ど
に
み
ら
れ
る
。
生
ま
 

れ
た
女
神
の
数
 は
 す
べ
て
の
 諸
伝
 に
お
い
て
三
性
で
あ
る
 が
 、
男
神
の
数
は
六
 柱
 
（
 
六
ノ
 三
・
七
 ノ
 三
）
 と
五
柱
 
（
 
そ
の
他
の
諸
 
伝
 ）
に
分
か
 



「
 
羽
 明
主
」
と
名
の
る
神
が
 ス
サ
ノ
ヲ
 に
 ゃ
ケ
ヒ
 の
さ
い
 に
 用
い
る
噴
を
渡
し
、
一
書
 セ
ノ
 三
で
は
、
「
大
鍋
な
」
 
が
ス
サ
ノ
ヲ
 P
 訪
 大
を
 

天
照
大
神
に
告
げ
る
 0
 そ
の
他
、
 ゥ
ケ
ヒ
 の
さ
い
に
用
い
 る
 剣
の
木
 数
 、
噴
の
数
な
ど
、
単
語
レ
ベ
ル
の
違
い
は
 、
諸
 仏
間
 に
細
に
わ
た
 

っ
て
み
ら
れ
、
一
書
 六
ノ
 一
・
三
、
 セ
ノ
 三
の
よ
う
な
 コ
 ソ
 テ
ク
ス
ト
を
同
じ
に
す
る
 諸
 伝
の
差
異
化
を
も
お
こ
 な
 う
 。
 

ま
た
、
単
語
の
変
換
が
所
伝
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
著
し
い
 変
化
を
与
え
る
例
が
一
書
 五
ノ
 十
一
に
み
ら
れ
る
。
 こ
 0
 所
伝
 は
 月
夜
見
尊
 

の
 保
食
神
殺
し
を
契
機
と
し
て
、
月
夜
見
尊
と
天
照
大
神
 の
誇
 い
が
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
類
す
る
物
語
 は
 古
事
記
に
も
あ
る
 

が
 、
そ
こ
で
 は
ス
サ
ノ
ヲ
 が
穀
物
神
大
気
 津
比
 売
主
を
殺
 し
た
と
さ
れ
、
月
神
と
天
照
大
神
は
登
場
し
な
い
。
 穀
 物
神
殺
し
の
主
人
公
 と
 

い
う
点
で
、
従
来
、
 ス
サ
ノ
ヲ
と
 月
神
は
同
一
神
と
考
え
 ら
れ
も
し
亡
 
@
6
@
-
 

l
 
 

し
 
。
 し
か
し
、
こ
の
一
書
の
主
人
公
は
月
夜
 見
 尊
で
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
物
語
が
穀
物
の
起
源
を
語
る
と
と
 も
に
、
「
晴
天
照
大
神
、
 
怒
 直
之
 日
 、
改
定
悪
神
。
 不
 。
 
須
坂
相
見
づ
万
年
 
-
@
 夜
 

見
尊
 （
一
日
一
夜
、
隔
離
 而
住
 」
と
、
昼
夜
分
離
の
起
源
 を
 説
く
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
古
事
記
と
ほ
ほ
同
様
 に
、
ス
サ
 ノ
 ラ
 が
「
 御
 

槍
梅
乏
尿
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
展
開
の
も
と
で
 は
 槍
梅
 芝
 原
を
御
す
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
介
在
す
る
余
地
は
な
 ナ
 
@
 
Ⅴ
 
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
記
紀
 や
 一
書
に
み
ら
れ
る
 諸
伝
は
、
神
 話
 モ
チ
 l
 フ
・
コ
ン
テ
ク
ス
ト
・
単
語
の
三
要
素
か
ら
 構
成
さ
れ
、
各
所
伝
 

は
 共
通
の
物
語
材
料
で
あ
る
神
話
モ
チ
 一
フ
 群
を
 、
 各
々
 の
 コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
選
択
・
接
合
し
、
さ
ら
に
 物
語
を
構
成
す
る
単
語
 

を
 変
換
す
る
こ
と
で
、
各
々
の
独
自
性
を
も
つ
ヴ
ァ
リ
ア
 ン
ト
 に
な
る
と
言
え
よ
う
。
神
話
 は
 コ
ン
テ
ク
ス
ト
 と
 単
語
の
変
換
に
よ
っ
て
 

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
多
数
産
出
す
る
構
造
を
内
蔵
し
て
い
る
 と
 思
わ
れ
る
。
 

ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
各
々
に
も
つ
論
理
的
妥
当
性
は
上
述
の
 考
察
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
が
、
 欽
 明
細
工
（
五
三
三
）
 年
三
月
条
の
皇
子
来
 

譜
に
 付
さ
れ
た
割
注
 は
 、
実
際
に
記
紀
編
纂
時
に
お
い
て
 各
 ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
宿
患
 性
 あ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
 い
た
こ
と
を
示
し
て
い
 

る
 。
こ
の
「
帝
王
本
紀
…
令
郎
考
二
頭
古
今
（
 
帰
二
其
 
真
正
 「
一
往
 難
 。
識
者
、
圧
伏
。
 
一
撰
 、
面
詰
：
 詳
 其
其
 づ
他
皆
 数
 。
 此
 」
と
い
う
文
章
 

は
 、
 諸
 広
間
の
宿
忌
性
の
優
劣
が
っ
か
な
い
場
合
が
あ
り
 、
そ
の
場
合
に
は
呉
広
と
し
て
書
紀
中
に
採
択
す
る
と
 い
う
、
一
書
掲
載
の
基
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に
 共
通
す
る
部
分
を
併
せ
も
つ
。
例
え
ば
 

ウ
ケ
ヒ
 
を
 め
 ぐ
る
物
語
で
は
、
 

諸
 広
間
 
の
 

麒
 共
通
部
分
と
し
て
 

オ
シ
ホ
 
、
、
、
、
、
、
の
誕
生
を
指
摘
す
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
生
み
の
親
が
 

ス
サ
ノ
ヲ
 

で
あ
れ
天
照
大
神
で
あ
れ
、
 

め
ォ
シ
ホ
 
、
、
、
、
、
、
が
大
原
を
治
め
る
べ
き
存
在
と
さ
れ
て
 

い
る
 
0
 そ
の
後
、
各
所
伝
に
お
い
て
 

オ
シ
 
ホ
ミ
 
ニ
 の
子
 
二
 二
ギ
 
が
 地
上
に
降
臨
し
 

、
 

 
 

 
 

 
 

記
 下
 の
生
者
の
地
上
降
臨
で
あ
り
、
結
局
、
天
孫
に
よ
る
 

地
 上
 支
配
の
歴
史
的
由
来
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
 

共
通
部
分
は
、
王
権
 

支
 169 (169) 

準
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
勿
論
、
そ
こ
で
問
わ
れ
る
 

信
 通
性
は
、
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
と
単
語
双
方
の
妥
当
性
な
く
 

し
て
は
成
立
し
な
い
も
 

の
で
あ
る
。
 

そ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
、
古
事
記
お
よ
び
書
紀
本
文
 

は
ヴ
 ア
リ
ア
 
ソ
ト
 の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
他
の
諸
伝
を
単
に
記
 

・
 紀
 本
文
と
異
な
る
 

と
い
う
理
由
か
ら
訓
伝
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
が
わ
 

か
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
 

記
 ・
 紀
 本
文
と
一
書
を
同
時
期
 

に
成
立
し
た
も
の
と
す
 

る
の
で
は
な
い
。
書
紀
に
掲
載
さ
れ
た
一
書
は
基
本
的
に
 

大
弐
 朝
 頃
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
書
を
編
纂
し
た
 

と
も
考
え
ら
れ
る
 

記
 ・
 

紀
 本
文
 は
 、
一
書
よ
り
も
一
段
階
新
た
な
様
相
を
も
つ
 

可
 能
 性
を
も
つ
。
神
話
は
時
期
に
応
じ
た
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
 

を
 発
生
さ
せ
る
も
の
で
 

あ
り
、
想
定
し
 
ぅ
る
 ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
が
神
話
の
発
生
時
よ
 

り
 揃
っ
て
い
た
と
か
、
す
べ
て
同
一
時
期
に
併
存
し
て
 

い
た
と
い
う
こ
と
で
は
 

な
い
。
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
神
話
が
本
来
的
 

ヴ
 ア
リ
ア
 
ソ
ト
 を
産
出
す
る
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
大
武
 

朝
 頃
に
は
各
氏
族
の
帝
 

パ
 
ソ
 組
立
を
す
る
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
、
お
よ
び
そ
こ
に
付
与
 

こ
の
よ
う
に
大
弐
 

朝
 頃
に
残
さ
れ
た
各
氏
族
の
所
 

紀
 ・
旧
辞
と
い
う
か
た
ち
で
数
多
く
の
 

ダ
ブ
 り
 ア
ソ
ト
 
が
 

記
 ・
 紀
 本
文
同
様
に
信
 
忌
 性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
 

 
 

で
あ
る
。
 

一
般
的
に
存
在
し
た
こ
と
、
そ
れ
ら
は
成
立
時
期
が
異
 

 
 

な
れ
ど
も
、
基
本
的
に
 



ま
ず
末
項
で
は
、
大
武
 朗
 頃
に
お
け
る
帝
紀
・
旧
辞
の
併
 存
 状
態
が
、
い
か
但
し
て
記
紀
と
い
う
二
つ
の
書
物
に
 集
約
さ
れ
る
に
至
っ
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正 
典 
の 

形成 

木 内 に 漸 は 分 配 
富蔵 す正 のたこたら ょ 。 とと、 以 次 ど は の 正当 する紀の な ぎ しい りに しか 指 が き 、 各氏 上の 的 横 の強 、幾 
二 と い 間 押 し 摘 記 旗 よ 相 い つ 性 
つ 言 こ い 話 、 さ 紅 梅 う な 規 か に 

に え と は が 神 れ の の に 示 制 の 密 
限 よ に 押 ふ 話 " 個 我 " す は 所 接   
よ 神 帝紀・ 定し ぅ 。 なる。 話の多 たっの は本来 なぜ八 別性 に 量を含   
ぅ 諸 神 数 も 一 世 封 ん 旧 客 兵 つ 
と の 話 化 の 元 紀 す だ 辞 
し も は で   に 的 の る か の 

民 有 く 

疾 さ 部 
た つ コ は 減 な 三 正 た 基 の れ 分 
理 複 ン な ら か 権 当 ち 本 裁 る で 

量 の あ   と個 に委 り 、 
ね 々 王 は を確認考えて 、押 スト・ 神話の 固定 て をとる 紀をは 置 づけ 所 捺の ら の 権 

み し 単 減 化 も じ も 伝 語 れ 所 ィ 

た た 語 少 さ の め は に モ 

い う の 仕 れ で と じ お チ デオ る 。 伝独 

。 え 次 に ろ は す め け l 幼 目 ロ フ的 で、 元に ある こと なく 複 る て司 る独 読めギ 、 も @ 
次 お 。 自 、 数 能 白 な 大 の の 

通 の 制   性 と 約 
と に を   個 分 韻 
別 か く   

の ァ 記 る ち し 作 た の 
睦 れ 校 

主 り 紀 べ で た 品 も イ 区 0 るっ が て 
権 ァ と ぎ 現 の 論 の ヂ         い 

ほ 程 る 
がン 書ト ほでわかにと 、 あ れと よ 孝ロ オ 理 度   
物 を 本 る る い っ え ギ 念 の 一 
と 生 来 ぅ も う て ら l 
し み 複 。 の こ 記 れ へ 方 的な 差は 、 
て 出 数 も あ 各 吸飲 の神 す柔 存在 の であり とが問 紀が異 る こ 。 のれ所 で、 伝 
話 構 す 、 題 な の 性 あ 総 に 
を 造 る も は る よ に 
古 な 話 し さ 幼 う 挟 じてり、 おけ 

高 本 伝 る れ 語 に ま 現 共 る 

記 質 の 、 は で 埋 れ 実 通 他 
と 約 一 記 じ あ 解 な に 部 の 
日 仁 つ 組 め る し が ほ 分 部 



「
新
刀
、
邦
家
 

之
 経
緯
、
王
化
 
之
 鴻
基
 焉
 」
と
、
王
権
に
 
ふ
さ
わ
し
い
歴
史
の
確
立
と
い
う
価
値
判
断
の
も
と
に
 

た
 さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
 

併
存
す
る
氏
族
所
伝
を
「
既
達
正
実
、
多
 

加
 虚
偽
」
と
 
否
 定
し
 、
天
武
天
皇
の
定
め
た
所
伝
を
「
 

削
偽
 定
美
。
 
欲
 流
 後
葉
」
と
後
世
の
基
 

準
 た
る
べ
き
真
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
事
記
は
神
話
の
併
存
す
る
状
況
 

を
 否
定
し
、
王
権
の
も
 

と
に
一
本
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
 

い
て
、
各
氏
族
の
所
伝
の
も
つ
妥
当
性
・
独
立
性
が
否
 

 
 

こ
の
 ょ
う
 な
、
特
定
の
立
場
か
ら
の
神
話
の
限
定
化
を
 

、
 聖
書
研
究
に
倣
っ
て
正
典
形
成
の
伴
 

ロ
 
0
 
口
田
 

z
a
 

（
ざ
っ
と
 

呼
 ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

そ
れ
は
、
日
本
書
紀
の
場
 

4
 
ロ
も
変
わ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
 

。
書
紀
編
纂
の
契
機
と
考
え
ら
れ
る
末
武
十
年
の
詔
に
 

は
 、
帝
紀
 
及
 上
古
語
 

事
を
定
め
る
と
あ
り
、
撰
定
行
為
の
存
在
が
窺
わ
れ
る
 

。
事
実
、
書
紀
の
な
か
で
天
地
開
闘
か
ら
持
続
載
に
い
 

た
る
ま
で
コ
ソ
テ
ク
ス
 

ト
 ・
単
語
が
一
貫
し
た
物
語
は
本
文
の
み
で
あ
り
、
や
は
 

り
 古
事
記
同
様
に
正
典
 
9
 口
 
0
 
口
を
定
め
る
と
い
う
 

意
 図
 が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
 

る
 。
但
し
、
書
紀
は
一
書
と
呼
ば
れ
る
氏
族
の
異
 

伝
 を
色
 
括
し
て
お
り
、
書
紀
内
部
で
の
一
書
の
位
置
づ
げ
が
 

問
 題
 と
な
る
。
 

 
 

 
 

に
 対
す
る
註
の
位
置
に
あ
る
。
表
記
も
基
本
的
に
本
文
 

に
 準
じ
て
お
り
、
一
書
は
形
 

パ
式
 上
本
文
に
従
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
 

、
す
べ
て
の
一
書
は
各
段
落
し
分
け
て
掲
載
さ
れ
る
に
 

当
た
っ
て
そ
の
前
後
が
裁
断
 

 
 

終
り
ま
で
は
お
ろ
か
、
複
数
段
落
を
通
し
て
読
む
こ
と
 

さ
え
不
可
能
に
な
っ
て
 
い
 

@
 
Ⅸ
 
@
 

麒
る
 。
裁
断
が
極
端
な
場
ム
ロ
、
あ
る
い
は
「
云
々
」
と
 

し
て
表
示
さ
れ
る
中
略
が
甚
だ
し
い
場
合
、
段
落
内
で
 

の
 コ
ソ
テ
ク
ス
ト
さ
え
読
み
 

 
 

鍬
 
取
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
さ
え
あ
る
。
 

記
 
簗
異
 

%
 
 」
が
示
す
 

三
日
掲
載
の
基
準
は
、
先
述
の
欽
明
細
二
年
三
月
 

よ
う
 に
、
当
時
の
所
伝
に
は
し
ば
し
ば
 

 
 

  

 
 

実
 認
定
の
補
 
い
 と
さ
れ
た
の
が
一
書
で
あ
る
。
但
し
 

、
 「
令
郎
 
考
藪
 古
今
、
帰
 
其
 真
正
」
と
あ
る
よ
う
に
一
本
に
 

撰
定
可
能
な
場
 
4
 
ロ
は
 
、
 

た
か
、
を
考
察
し
た
い
。
古
事
記
撰
定
の
意
図
に
つ
い
て
 

は
 、
そ
の
序
文
に
述
べ
ら
れ
た
天
武
天
皇
の
詔
に
明
ら
 

か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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@
@
 ハ
り
 
-
.
.
 

の 四神生み 

の・伸生み 

の四神生み 

悪
 

（
（
（
 

神
ク
ク
 

スサ / ヲ ) 

  

)+ ミ の 臨終 

③ ミの 臨終 

④ ミの 臨終 

⑤ 2 0 臨終 

牛 「の臨終 

ミ
 

ニ
茜
 

（
（
（
 牛
 

の神生み ) 

ク ) 

の 埋葬地 ) 

      泉 訪問中コ 

月内の数字は 第五段内での 

サ
ノ
ヲ
 の
追
放
、
「
 吾
欲
 レ
 ニ
エ
 御
事
 之
 玲
子
 ニ
 と
い
う
 天
 千
之
生
者
の
問
題
 

設
定
と
い
う
点
で
は
書
紀
本
文
と
類
似
し
て
お
り
、
コ
ン
 テ
ク
ス
ト
 は
 -
 
記
紀
 

い
ず
れ
と
も
同
じ
で
 
は
 な
い
。
 

一
書
工
 ノ
 二
も
本
文
に
対
す
る
異
 后
 で
あ
る
。
前
半
部
は
 悪
神
 ス
サ
 ノ
 ブ
 

の
 追
放
を
含
む
本
文
同
様
の
四
神
誕
生
か
ら
な
る
が
、
 

後
 伴
部
に
古
事
記
に
 

類
す
る
も
の
が
取
り
込
ま
れ
、
引
き
続
き
 軒
遇
 実
智
を
 生
 む
な
か
で
火
傷
を
 

@ キ 独りの 

沖
簗
 ㍼
み
が
古
事
記
的
で
あ
る
以
上
、
伊
笑
話
・
 

再
 神
は
既
に
分
裂
し
て
い
る
と
 

考
 

 
 

浩
二
 
根
国
 
-
 
」
と
さ
れ
る
悪
神
 

ス
 

，三神生み 

 
 

 
 

( 幼児和や     ソヲ ) 

⑦ 、 の 臨終 ( キ の神生み ) 

⑧ ミの 臨終         

⑨声気 泉 訪問 

⑩ ク 

干天 照 ・月夜見の争い 

る一重 g 己置 

  ま書紀内で初出になる 所伝部を指す。 

あ
く
ま
で
一
本
化
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
 客
 観
 的
と
も
い
え
る
 

態
度
ほ
奇
異
な
こ
と
で
は
な
く
、
神
武
紀
以
降
の
書
物
 引
 用
に
も
共
通
す
る
 

@
 
㎎
 @
 

書
紀
一
般
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
、
 十
一
と
い
う
最
も
 

多
く
の
一
書
 数
 を
か
か
え
、
複
雑
な
配
列
構
造
を
示
す
 第
 五
段
を
例
に
確
認
 

し
て
お
ぎ
た
い
（
図
 
2
 ）
。
 

第
五
段
本
文
で
は
快
美
 諾
 
・
 再
 二
神
に
 よ
 る
八
洲
国
及
び
 ル
川
草
木
等
の
 

伸
生
み
、
さ
ら
に
市
神
に
 よ
 る
 蛭
 児
を
含
む
四
神
の
神
 生
み
が
語
ら
れ
、
 
ス
 

サ
 ノ
 ブ
 は
悪
神
ゆ
え
に
板
目
に
追
放
さ
れ
る
。
一
書
工
 ノ
 一
は
 本
文
の
四
神
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こ
の
よ
う
に
一
書
の
配
列
は
、
一
書
 五
ノ
一
 ・
 ニ
 ，
 六
 ・
 十
一
の
よ
う
な
本
文
に
対
す
る
 異
 伝
の
場
ム
ロ
 
と
 、
一
書
 五
ノ
三
 １
玉
 、
セ
｜
 

十
 の
よ
う
な
先
行
一
書
に
対
す
る
 異
 伝
の
場
ム
ロ
の
二
重
構
 
造
か
ら
な
る
。
い
ず
れ
の
一
書
に
せ
 よ
 、
そ
の
形
式
的
 制
約
に
よ
っ
て
段
落
を
 

越
え
た
一
貫
性
を
持
た
な
い
以
上
、
本
文
の
存
在
を
前
提
 と
す
る
こ
と
な
し
に
は
断
片
的
な
域
を
出
る
こ
と
は
な
 い
 。
結
局
、
前
者
は
本
 

丈
 に
直
接
的
に
帰
属
し
、
後
者
も
前
者
に
帰
属
す
る
こ
と
 で
 最
終
的
に
は
本
文
に
帰
属
す
る
。
つ
ま
り
書
紀
は
本
 文
を
唯
一
の
一
貫
し
た
 
173@ (1731 

第
五
段
最
後
の
一
書
工
 ノ
 十
一
は
再
び
本
文
に
対
す
る
 異
 伝
 と
な
る
。
既
述
し
た
 よ
う
 に
、
そ
こ
で
は
穀
物
発
生
 お
よ
び
日
月
分
離
の
 

起
源
が
月
夜
見
尊
と
天
照
大
神
の
物
語
と
し
て
語
ら
れ
て
 お
り
、
書
紀
中
の
他
の
所
伝
に
は
み
ら
れ
な
い
独
自
の
 も
の
に
な
っ
て
い
る
。
 

負
っ
た
 伊
 英
田
草
 が
 、
そ
の
臨
終
の
未
の
な
か
で
さ
ら
に
 諸
神
を
生
む
と
さ
れ
る
。
 伊
美
諾
 ・
 再
 神
に
 よ
 る
 天
照
 大
神
・
ス
サ
ノ
 ブ
 等
の
 

伸
生
み
の
後
、
伊
 美
諾
 ・
 再
 二
神
が
分
裂
す
る
と
い
う
 点
 で
、
や
は
り
独
自
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
い
る
。
 次
い
で
、
一
重
二
九
 
ノ
二
 

の
後
半
部
で
あ
る
 伊
 %
 高
尊
の
死
を
め
ぐ
る
部
分
の
異
后
 と
し
て
、
一
書
工
 ノ
 三
か
ら
 五
ノ
五
 ま
で
が
列
挙
さ
れ
 る
 。
一
書
 五
ノ
 三
・
四
 

ほ
 と
も
に
瀕
死
の
伊
興
自
尊
 が
 生
む
神
に
関
す
る
呉
広
 
で
あ
り
、
一
書
 五
ノ
 五
は
他
の
所
伝
に
は
欠
け
て
い
る
 伊
 実
存
尊
の
埋
葬
地
を
 

「
紀
伊
国
熊
野
文
有
馬
村
」
と
明
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

一
書
 五
ノ
 六
は
 、
 再
び
本
文
に
対
す
る
呉
広
に
な
る
。
 伊
 実
話
・
 再
 二
神
に
 よ
 る
大
八
洲
国
及
び
山
川
草
木
等
の
 伸
生
み
、
 阿
遇
 実
智
 

生
み
に
 よ
 る
 伊
 英
田
 草
 の
 死
 。
 伊
 笑
話
尊
の
黄
泉
国
訪
問
 譚
 を
は
さ
ん
で
、
天
照
大
神
・
 月
讃
尊
 ・
ス
サ
ノ
 ブ
 の
 三
子
が
 伊
英
 諸
尊
ひ
と
 

り
の
神
生
み
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
。
 ス
サ
 ノ
 ブ
 は
悪
神
と
 は
さ
れ
ず
、
 伊
英
諾
 ・
再
伸
間
の
断
絶
の
影
響
を
受
け
 、
「
我
欲
従
母
船
板
 
国
 」
 

と
 母
を
慕
う
た
め
に
追
放
さ
れ
る
。
こ
の
所
伝
は
全
般
的
 に
 古
事
記
に
類
似
す
る
が
、
 ス
サ
 ノ
 ブ
 に
「
天
下
」
の
 支
配
が
命
ぜ
ら
れ
る
 ょ
 

5
%
 、
関
心
が
天
下
文
 生
 者
に
あ
る
点
で
書
紀
本
文
に
共
 通
す
る
。
続
く
一
書
 五
ノ
セ
 か
ら
 五
ノ
 十
は
、
一
書
 五
 ノ
 六
に
対
す
る
呉
広
 で
 

あ
る
。
一
書
工
 ノ
セ
 ・
 ハ
は
 、
 伊
英
 諸
尊
 に
よ
 る
何
週
 突
 智
 殺
害
の
際
に
生
ま
れ
た
神
の
異
后
で
あ
り
、
一
書
工
 ノ
九
 ・
十
は
伊
 英
 諸
尊
 

の
 黄
泉
国
訪
問
 譚
 の
 異
伝
 で
あ
る
。
と
も
に
、
本
文
に
は
 対
応
部
を
も
た
な
い
。
 



物
語
と
し
な
が
ら
も
、
古
事
記
の
ご
と
く
本
文
の
み
で
 統
一
せ
ず
、
信
感
性
を
も
っ
一
重
日
を
裁
断
し
た
か
た
ち
で
 

本
文
の
補
い
と
し
て
 併
 

記
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
事
実
認
定
の
慎
重
さ
、
す
な
わ
 ち
 記
述
の
客
観
性
を
獲
得
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

記
述
の
信
 愚
性
 に
対
す
る
補
 い
は
 、
当
然
所
伝
の
構
成
 要
 素
 た
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
単
語
の
双
方
の
次
元
で
確
保
 さ
れ
る
。
本
文
に
対
 

す
る
直
接
的
な
巽
位
の
場
合
に
は
、
あ
る
程
度
の
コ
 イ
 ア
 ク
ス
ト
を
残
存
さ
せ
る
比
較
的
長
い
一
書
が
多
く
み
る
 ね
 、
先
行
一
書
に
対
す
 

る
異
 伝
の
場
ム
ロ
に
は
単
語
次
元
の
み
の
短
い
も
の
が
多
く
 

み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
 よ
 、
古
事
記
と
書
紀
は
そ
れ
 ま
で
の
所
伝
を
各
々
の
 

や
り
方
で
 刊
定
 し
た
八
世
紀
ヤ
マ
ト
王
権
の
正
典
と
呼
ぶ
 こ
と
が
で
き
る
。
 

さ
て
、
前
項
で
述
べ
た
よ
 う
 に
、
大
弐
 朝
 頃
に
お
け
る
 
帝
 紀
 
・
旧
辞
の
在
り
方
は
、
各
所
伝
１
具
体
的
に
は
コ
ソ
 テ
ク
ス
ト
と
単
語
に
 

お
い
て
 ｜
に
 共
通
す
る
部
分
と
、
各
所
伝
 個
 有
の
部
分
を
 併
せ
も
つ
。
共
通
性
は
、
国
生
み
か
ら
天
孫
降
臨
へ
と
 い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
 
や
 

中
心
登
場
人
物
の
名
前
な
ど
、
王
権
の
歴
史
の
根
幹
に
係
 わ
る
部
分
に
強
く
み
ら
れ
、
個
別
性
は
そ
れ
以
外
の
部
 介
に
濃
厚
に
み
ら
れ
 

る
 。
 諸
 広
間
に
お
け
る
共
通
性
の
存
在
は
、
諸
氏
族
が
 構
 成
 
・
帰
属
す
る
王
権
と
し
て
の
共
通
意
識
を
示
す
も
の
 で
あ
り
、
一
方
の
個
別
 

性
は
神
話
を
実
際
に
担
 う
 主
体
が
各
氏
族
に
あ
る
こ
と
を
 示
し
て
い
る
。
 

所
伝
に
お
け
る
共
通
性
と
個
別
性
の
併
存
は
、
当
時
の
王
 権
の
構
造
と
の
対
応
を
示
す
。
当
時
の
王
権
は
、
氏
族
 0
 個
別
支
配
を
前
提
 

と
し
た
タ
テ
割
の
組
織
体
を
形
成
し
て
い
る
。
独
立
性
を
 も
つ
氏
族
の
複
ム
ロ
 体
 と
し
て
王
権
が
成
立
し
て
い
る
 以
 上
 、
解
釈
の
個
別
化
は
 

避
け
難
い
。
特
に
大
化
前
代
あ
る
い
は
律
令
社
会
の
 よ
う
 に
 各
氏
族
が
擬
制
的
な
血
縁
意
識
に
よ
っ
て
地
縁
社
会
 を
形
成
し
て
い
る
 場
 ム
口
 

に
は
、
神
話
理
解
も
各
氏
族
ご
と
に
分
化
せ
ざ
る
を
え
な
 へ
 
@
V
 
。
 

し
か
し
、
各
氏
族
は
全
く
独
自
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
 く
、
 自
ら
の
利
害
の
た
め
に
王
権
と
い
う
個
別
利
害
を
 超
え
た
よ
り
上
位
の
 

政
治
機
構
を
必
要
と
す
る
。
彼
ら
は
王
権
の
内
部
で
独
立
 性
を
有
す
る
も
の
の
、
国
内
の
他
勢
力
や
国
外
勢
力
と
 い
 う
 対
外
集
団
に
対
 

し
 、
ま
た
自
ら
が
支
配
す
る
領
域
内
の
民
衆
た
ち
に
対
し
 て
も
、
王
権
と
い
う
政
治
体
を
組
織
す
る
こ
と
で
よ
り
 優
位
な
立
場
に
た
つ
こ
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@
 
初
 @
 

と
が
可
能
と
な
る
。
王
権
が
各
氏
族
の
存
在
前
提
で
あ
る
 以
上
、
王
権
を
め
ぐ
る
物
語
へ
の
求
心
性
は
各
氏
族
に
 と
っ
て
も
不
可
欠
な
も
 

の
と
さ
れ
る
。
氏
族
は
上
位
機
構
た
る
王
権
の
な
か
に
 組
 み
 込
ま
れ
、
政
治
的
に
も
観
念
的
に
も
互
い
に
緊
密
な
 関
係
に
置
か
れ
る
。
 
各
 

氏
族
の
神
話
が
ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
で
は
な
く
共
有
性
 を
も
っ
の
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
社
会
構
造
を
反
映
し
た
 王
 権
 に
対
す
る
諸
氏
族
の
 

帰
属
意
識
の
表
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
帝
紀
・
 旧
辞
に
お
け
る
共
通
性
と
個
別
性
の
併
存
は
、
王
権
と
 し
て
の
共
通
性
を
前
提
 

と
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
各
氏
族
の
独
立
性
を
示
す
と
 い
 う
 当
時
の
政
治
状
況
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、
天
智
・
大
武
朗
に
な
り
、
白
村
江
の
戦
い
に
お
 げ
る
日
本
軍
の
敗
北
、
氏
族
間
の
争
い
な
ど
、
対
外
的
 ・
対
内
的
に
も
大
化
 

前
代
的
な
氏
族
制
お
よ
び
そ
れ
を
包
括
す
る
ヤ
マ
ト
王
権
 が
 存
続
の
危
機
を
迎
え
る
。
そ
の
た
め
氏
族
制
が
後
退
 し
 、
官
僚
制
国
家
と
し
 

て
の
性
格
が
強
く
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
官
僚
制
 
公
地
公
民
制
の
理
念
仁
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
律
令
制
 諸
改
革
が
施
行
さ
れ
、
 

@
 
れ
 @
 

律
令
制
の
も
と
に
氏
族
制
を
再
編
し
た
律
令
制
国
家
が
成
 立
 す
る
。
将
仁
大
武
朝
か
ら
奈
良
初
期
は
律
令
体
制
の
 確
立
を
な
し
た
時
期
と
 

さ
れ
、
そ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
古
事
記
と
書
紀
は
こ
の
 ょ
 う
 な
氏
族
制
の
独
立
性
を
否
定
す
る
傾
向
を
反
映
し
て
 い
る
。
 

既
に
み
た
よ
 う
 に
、
記
紀
と
ほ
各
氏
族
の
所
伝
の
独
立
性
 を
 否
定
し
た
正
典
で
あ
る
。
記
紀
編
纂
に
お
け
る
大
武
 天
皇
の
言
葉
「
邦
家
 

之
 経
緯
、
王
化
 之
 鴻
基
 焉
 …
…
 削
偽
 定
美
」
「
 令
 詞
宗
 帝
 紀
及
 上
古
諸
事
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
あ
る
い
は
 王
 権
 の
も
と
へ
の
求
心
 

性
の
強
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
 

本
 丈
 に
従
属
し
た
か
た
ち
で
あ
れ
氏
族
の
所
伝
が
書
紀
に
 併
載
 さ
れ
た
こ
と
は
 事
 

実
 認
定
に
対
す
る
客
観
性
の
維
持
の
み
な
ら
ず
、
氏
族
所
 伝
 に
対
す
る
あ
る
程
度
の
尊
重
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
 は
 律
令
制
国
家
が
氏
族
 

制
 を
そ
の
土
台
に
持
っ
て
い
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
も
あ
 ろ
 う
 。
 

ま
た
、
官
僚
制
的
側
面
の
強
化
は
王
権
の
氏
族
に
対
す
る
 拘
束
力
の
強
化
と
な
り
、
必
然
的
に
王
権
を
構
成
す
る
 諸
氏
族
問
の
関
係
も
 

密
接
に
す
る
。
氏
族
間
の
緊
密
化
は
 、
 彼
ら
の
神
話
理
解
 を
つ
き
る
わ
せ
、
互
い
の
解
釈
の
蛆
鮪
を
明
ら
か
に
す
 る
 。
そ
れ
は
解
釈
に
 摩
 

操
と
混
乱
を
引
き
起
し
、
王
権
は
解
釈
を
統
合
し
、
秩
序
 を
 与
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
れ
も
大
武
 ｜
奈
 良
 初
期
に
正
典
が
作
ら
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そ
の
意
味
で
記
紀
は
近
代
的
律
令
制
国
家
の
産
物
で
あ
り
 、
前
代
の
遺
物
で
は
な
い
。
問
題
は
奈
良
初
期
に
お
 け
 る
 正
典
の
地
位
を
め
ぐ
 

る
 記
紀
の
関
係
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
 ナ
 
」
と
に
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
 よ
 、
大
武
朝
か
ら
奈
良
初
期
 に
か
け
て
律
令
制
が
確
 

正
 さ
れ
る
と
と
も
に
、
王
権
と
し
て
の
共
通
性
を
持
ち
な
 が
ら
も
、
氏
族
ご
と
に
分
立
し
て
い
た
帝
紀
・
旧
辞
の
 併
存
状
態
が
否
定
さ
 

ね
 、
奈
良
前
期
に
い
た
っ
て
記
紀
が
正
典
と
し
て
確
立
さ
 れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

-
 
我
 ）
 

な
お
、
正
典
形
成
が
所
伝
の
限
定
行
為
で
あ
る
以
上
、
同
 時
に
そ
れ
は
選
択
さ
れ
な
か
っ
た
所
伝
の
否
定
を
も
 意
 抹
 す
る
。
そ
れ
は
 古
 

事
記
の
編
纂
方
針
を
述
べ
た
と
い
う
天
武
天
皇
の
詔
、
お
 ょ
 び
書
紀
の
編
纂
方
針
を
示
す
敏
明
紀
三
年
条
の
割
注
 か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
史
料
は
所
伝
が
偽
り
と
判
断
さ
れ
る
場
合
が
あ
 り
 、
そ
の
場
合
に
は
一
書
と
し
て
さ
え
記
紀
に
採
用
さ
 れ
な
か
っ
た
こ
と
を
 示
 

し
て
い
る
。
 

不
採
用
に
な
っ
た
所
伝
が
、
そ
の
ま
ま
後
世
に
伝
わ
る
 可
 能
 性
は
少
な
い
。
し
か
し
、
清
書
東
夷
 伝
 倭
国
 条
は
、
 記
紀
と
様
相
の
異
な
 

る
 所
伝
が
推
古
 朝
の
 ヤ
マ
ト
王
権
に
存
在
し
た
こ
と
を
 一
 
ホ
 唆
し
て
い
る
。
遺
精
使
の
言
葉
と
さ
れ
る
「
 
倭
 王
城
。
 天
 為
 。
 兄
 、
 以
 。
 日
為
 。
 弟
 」
 

は
 、
男
神
た
る
日
神
が
天
の
神
と
兄
弟
と
さ
れ
、
天
皇
が
 そ
の
中
間
子
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
 。
勿
論
、
晴
書
の
所
伝
 

は
 記
紀
よ
り
も
時
期
的
に
古
い
史
料
で
あ
り
、
し
か
も
 中
 国
側
の
理
解
を
通
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
以
上
、
記
紀
 と
の
細
か
い
比
較
は
困
 

難
 で
あ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
記
紀
 諸
伝
 で
は
相
当
 す
る
兄
弟
関
係
が
「
女
神
天
照
大
神
 ｜
 男
神
 ッ
 キ
 ヨ
、
、
、
 

｜
 男
神
 ス
サ
ノ
ヲ
 」
と
 

さ
れ
、
天
皇
の
祖
先
が
長
女
天
照
大
神
あ
る
い
は
末
弟
 ス
 サ
ノ
ヲ
 に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
 惰
 書
の
所
伝
と
は
明
ら
 か
に
異
な
る
。
清
書
 は
 

そ
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
 ょ
う
 な
一
書
を
含
む
 記
 紀
と
異
な
る
所
伝
の
存
在
を
考
え
る
と
、
 ヴ
 ア
リ
ア
ン
 ト
の
 在
り
方
は
我
々
の
 

帝己 れ 
の 律 た 
縮 合 理 
纂 % 。 1  由 

ぼとの 、 記ひ 
侶隼 帝 己 と 

令 の つ 

の 形 で 
編 成 あ 

纂が 、 射 ろ う 

戸 応   
籍 す 
め る 

位 
作成、ことは、 
階 律 令 
氏 制 
姓 諸 
制 政 
良 策 
の と 

  
郡 編 
城 纂 
制 過 
の 程 
確 の 
上 進 
な 行 
ど 状 
に 況 
立 な 
行 併 
し せ 
て み 
押 る 

し と 

進 明 
め ら 

ら か 
れ で 
て あ 
い る る 記 后 -- 

(176)@ 176 



鑑
 
た
ち
で
王
権
に
よ
る
氏
族
制
の
再
編
が
お
こ
た
わ
れ
 た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
記
・
国
記
も
同
様
に
推
 亡
朝
に
お
け
る
王
権
に
 よ
 る
 

-
 
記
 

氏
族
制
の
再
編
政
策
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 、
そ
れ
は
当
時
既
に
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
帝
紀
・
 旧
辞
に
対
す
る
、
王
権
 

177 

%
 
 
そ
の
後
、
推
古
 朝
 に
お
い
て
末
期
 記
 ・
国
記
等
が
 筆
録
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
憲
法
 十
 セ
キ
・
冠
位
 十
二
階
や
官
司
制
な
ど
の
か
 

冊
 

 
 

沢
 

っ
た
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

八
世
紀
に
氏
姓
の
み
な
ら
ず
そ
れ
に
体
な
 う
 王
権
神
話
の
 理
解
に
氏
族
間
の
細
 蛙
 が
あ
 

 
 

分
析
し
た
一
書
以
上
に
、
幅
広
い
内
容
を
も
っ
て
い
た
 @
 
」
と
が
予
想
さ
れ
る
。
 

四
更
新
さ
れ
る
神
話
 

正
典
形
成
の
試
み
は
大
武
部
の
み
の
一
回
性
の
出
来
事
で
 は
な
い
。
王
権
内
で
の
神
話
の
分
立
構
造
と
そ
れ
を
 一
 本
化
し
よ
う
と
す
る
 

正
典
化
と
の
拮
抗
関
係
は
、
す
で
に
推
古
 朝
 に
お
け
る
 天
 墓
記
・
国
記
な
ど
に
も
み
ら
れ
、
大
武
 朗
 以
降
で
は
 平
 安
 前
期
の
日
本
紀
講
書
 

の
 動
き
に
も
み
ら
れ
る
。
伝
承
で
は
あ
る
が
、
古
く
は
 允
 赤
紐
 に
 「
上
下
相
手
、
百
姓
 
不
 。
 
安
 。
 或
誤
失
 ，
 
己
姓
づ
 或
故
 諦
三
局
 
氏
 己
と
 記
 

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
氏
姓
を
め
ぐ
る
紛
争
が
お
こ
り
、
 そ
 れ
を
王
権
が
盟
神
探
湯
で
判
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
 自
 。
 是
之
 後
、
氏
姓
自
走
、
 

更
 無
二
 
詐
 太
 -
 
」
と
統
一
が
与
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
 そ
の
際
に
各
氏
族
は
氏
姓
の
正
当
性
を
説
明
す
る
た
め
 に
 「
 
群
卿
 百
療
 友
 諸
国
 

追
尊
 皆
 冬
宮
、
載
荷
 皇
 文
香
、
戎
兵
之
夫
 降
 」
と
、
自
ら
 の
 歴
史
的
由
来
を
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
高
橋
氏
文
・
古
語
 拾
遺
な
ど
が
提
出
さ
れ
た
 経
 

@
 
為
 @
 

パ
 
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
、
記
紀
の
在
り
方
か
ら
も
 系
譜
あ
る
い
は
氏
姓
に
宿
忌
性
を
与
え
る
の
が
物
語
で
 あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
 

と
て
 ヵ
バ
 不
が
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
形
成
 

九
本
紀
の
記
事
を
そ
の
 頃
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
 

 
 



@
 
托
 @
 

か
に
し
て
い
る
 
よ
う
 に
、
記
紀
は
そ
の
後
の
解
釈
を
拘
束
 し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
遅
く
と
も
平
安
前
期
に
は
記
紀
 両
書
 の
う
ち
 圭
 日
和
が
国
家
の
正
典
と
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
講
書
が
 
古
事
記
で
は
な
く
 日
 

本
書
紀
を
主
対
象
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
。
こ
の
時
 期
 に
相
次
で
提
出
さ
れ
た
高
橋
氏
文
・
古
語
拾
遺
・
 先
 代
 旧
事
本
紀
な
ど
の
 
氏
 

文
 さ
ら
に
は
新
撰
姓
氏
録
が
、
 

自
 氏
族
に
直
結
す
る
所
伝
 な
ど
に
書
紀
に
な
い
も
の
を
含
む
も
の
の
、
い
ず
れ
も
 書
紀
に
対
応
す
る
文
章
 

@
 
打
 @
 

を
 主
軸
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
職
掌
を
め
ぐ
る
氏
族
の
争
 い
や
 仮
冒
 を
め
ぐ
る
訴
訟
が
朝
廷
で
お
こ
た
わ
れ
た
 場
 合
 、
書
紀
の
記
事
が
判
 

断
 基
準
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
。
六
国
史
の
第
一
と
し
て
 圭
 目
細
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
新
撰
姓
氏
録
の
抄
本
が
 

書
紀
と
照
合
さ
れ
て
 ぃ
 

@
 
め
 @
 

る
こ
と
な
ど
か
ら
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
古
事
記
は
 弘
仁
私
記
序
や
承
平
講
書
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
先
付
旧
事
本
紀
や
神
 

@
 
鴉
 @
 

別
記
な
ど
と
ほ
 ば
 同
格
と
い
う
、
書
紀
よ
り
一
段
下
が
っ
 た
 扱
い
に
な
る
。
 

し
か
し
、
正
典
の
確
立
は
解
釈
行
為
を
ま
っ
た
く
画
一
的
 に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
古
事
記
・
書
紀
本
文
・
一
書
 と
い
う
 語
広
 間
の
 相
 

違
が
｜
 そ
れ
は
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
次
元
に
お
い
て
も
単
語
次
 元
 に
お
い
て
も
 ｜
 、
後
代
の
解
釈
者
の
一
元
的
理
解
を
 阻
み
、
そ
の
 
紬
齢
 の
 整
 

@
 
㏄
 @
 

合
 的
理
解
を
め
ぐ
っ
て
先
行
 諸
 伝
の
主
体
的
選
択
・
組
成
 と
い
う
新
た
な
解
釈
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
、
弘
仁
 四
 
（
 八
四
一
）
年
に
開
始
さ
 

れ
た
日
本
紀
講
書
 は
 、
王
権
自
体
に
 よ
 る
書
紀
を
中
心
と
 し
た
王
権
神
話
の
同
時
代
的
理
解
の
試
み
で
あ
る
。
 

そ
 こ
で
「
 今
猶
 遺
漏
 遍
偏
 

在
 ，
民
間
 -
 
多
 "
 偽
少
 。
 真
 、
無
。
自
利
 謬
 、
足
下
。
 読
 ：
旧
記
 

 
 

講
 二
日
本
紀
三
と
述
べ
 

@
 
乃
 @
 

の
 固
定
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
以
降
、
記
紀
を
前
提
と
し
 た
 解
釈
が
お
こ
た
わ
れ
る
 よ
う
 に
な
る
。
そ
の
後
の
記
 紀
 解
釈
の
歴
史
が
明
ら
 

に
よ
る
自
ら
の
歴
史
に
対
す
る
統
一
見
解
の
提
示
と
理
解
 さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
正
典
の
形
成
は
一
度
限
り
の
も
 の
で
は
な
く
、
記
紀
 以
 

 
 1

7
 

前
に
も
試
み
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

し
か
し
、
天
皇
記
・
国
記
は
、
 

乙
 已
の
変
の
さ
い
に
国
記
 の
 
一
部
を
残
し
て
焼
失
し
て
し
ま
う
。
そ
の
後
に
編
纂
 
さ
れ
た
記
紀
が
 、
律
 

㎝
 

全
国
家
の
確
立
と
い
う
政
治
的
権
力
を
背
景
 仁
 最
も
権
威
 あ
る
書
物
、
つ
ま
り
正
典
に
な
る
。
そ
れ
は
本
来
分
立
 的
で
あ
っ
た
王
権
神
話
 



に
 満
ち
て
い
る
。
 

当
時
、
高
橋
 氏
 と
安
暴
民
、
斎
部
氏
と
中
臣
氏
の
争
い
な
 ど
 、
職
掌
を
め
ぐ
る
氏
族
の
争
い
が
起
こ
り
、
高
橋
 氏
 文
 ，
古
語
拾
遺
な
ど
 

0
 氏
文
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
民
間
で
は
貫
名
 冒
 蔭
や
身
分
訂
正
の
申
請
が
著
し
く
な
る
。
そ
れ
は
、
 律
 令
制
が
変
容
 し
 社
会
が
 

-
 
ジ
 @
 

変
動
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
社
会
的
地
位
の
指
標
で
あ
る
 氏
 姓
を
利
用
し
て
自
己
の
権
利
を
主
張
し
ょ
う
と
し
た
も
 の
と
思
わ
れ
る
。
延
暦
 

年
間
に
出
さ
れ
た
「
天
下
臣
民
。
氏
族
弓
衆
。
 或
源
同
 流
刑
。
 或
宗
 異
姓
 回
 、
欲
。
 拠
二
譜
牒
づ
多
経
 ：
改
易
 
づ
至
 。
 
倹
 -
@
 
帳
づ
難
 。
 
弁
 ，
 
本
 

枝
 Ⅱ
…
…
 凡
蕨
 氏
姓
。
率
 多
 ，
 
仮
濫
イ
宣
 。
 
在
 ，
確
実
 
ぺ
勿
 。
 
容
ニ
詐
冒
 -
 
」
、
「
頃
年
改
名
者
 
衆
 。
 某
 許
多
端
。
 或
避
 ：
 
見
 諒
 -
 
面
火
：
 不
謀
つ
或
 

除
二
無
 
禧
 -
 
以
附
 -
@
 
蔭
弍
如
 。
 此
輩
類
 。
 某
妊
 繁
多
」
と
い
 ぅ
勅
 

そ
の
有
様
を
伝
え
る
と
同
時
に
 、
そ
 の
た
め
に
氏
姓
を
め
ぐ
 

る
 混
乱
を
生
じ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
氏
姓
を
「
人
倫
 之
 枢
機
。
国
家
 之
隠
括
也
 
」
（
 

4
@
3
 
 

と
捉
え
る
王
権
は
、
そ
の
 混
乱
状
況
を
収
拾
す
る
 

た
め
に
、
 仮
冒
 禁
止
の
太
政
官
符
や
系
図
・
神
書
に
対
す
 る
 焚
書
を
再
三
お
こ
た
し
 

、
ょ
、
、
 
（
 
5
@
3
 
 

弘
仁
王
（
八
一
五
）
年
に
 は
 王
権
に
よ
る
氏
姓
 秩
 

 
 

ン
 
序
の
提
示
と
し
て
新
撰
姓
氏
録
を
完
成
さ
せ
る
。
 

 
 

パ
 

平
安
時
代
の
日
本
紀
講
書
は
、
新
撰
姓
氏
録
操
上
 の
 前
年
に
あ
た
る
弘
仁
 四
 
（
八
一
四
）
年
に
開
始
さ
れ
 
て
お
り
、
弘
仁
私
記
 序
 の
な
 

 
 

状
況
お
よ
び
一
連
の
政
策
を
背
景
に
お
こ
た
わ
れ
た
。
 つ
ま
り
、
講
書
は
氏
姓
を
含
 

正
和
王
権
の
歴
史
に
対
す
る
統
一
見
解
を
、
王
権
内
の
 
一
般
的
同
意
と
し
て
確
立
さ
せ
る
た
め
の
も
の
と
考
え
 

そ
の
時
に
は
す
で
 

典
 

 
 

が
に
書
紀
が
王
権
の
正
典
と
し
て
確
立
し
て
い
る
た
め
 
、
正
典
と
し
た
新
た
な
テ
ク
ス
ト
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
 は
な
く
、
日
本
紀
講
書
と
い
 

謹
ぅ
 注
釈
の
。
 ョ
 籠
む
宅
の
か
た
ち
で
正
典
の
改
変
が
 な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
講
書
ま
 

-
 
@
 
%
 

書
已
 
3
 
（
 
7
 本
文
を
前
提
と
す
 
）
 

る
も
の
の
、
そ
れ
の
み
に
 制
ゅ
 

締
約
さ
れ
な
い
新
た
な
理
解
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
 

広
い
意
味
で
の
正
典
形
成
と
い
え
る
。
 

 
 

L
7
 

 
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
正
典
形
成
は
一
回
性
の
出
来
事
で
は
な
 く
 、
解
釈
の
分
立
構
造
と
の
拮
抗
関
係
の
な
か
で
繰
り
 返
し
お
こ
た
わ
れ
て
 
 
 

天
皇
の
詔
と
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
正
典
 

を
 担
 う
 も
の
た
る
意
識
 



ぎ
た
。
大
弐
朝
の
記
紀
編
纂
も
そ
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
 。
正
典
が
社
会
の
状
況
を
的
確
に
捉
え
、
王
権
が
政
治
 的
 求
心
力
を
保
っ
て
 い
 

る
 間
は
、
そ
の
解
釈
は
機
能
す
る
。
ま
た
、
王
権
 は
 各
氏
 族
の
意
志
を
越
え
た
上
位
機
構
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
 で
 王
権
を
構
成
す
る
 氏
 

族
の
政
治
的
 力
 関
係
を
反
映
し
、
有
力
氏
族
の
利
害
に
左
 右
さ
れ
る
面
を
も
も
つ
。
そ
の
た
め
、
正
典
の
内
容
も
 氏
族
の
勢
力
地
図
に
左
 

右
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
古
事
記
が
天
武
天
皇
の
意
志
を
強
 く
 反
映
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
日
本
紀
講
書
が
藤
原
氏
 な
ど
当
時
の
有
力
貴
族
 

を
 対
象
と
し
て
お
こ
た
わ
れ
た
 よ
う
 に
。
し
か
し
、
時
間
 の
経
過
す
る
な
か
、
文
字
化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
正
典
 は
 流
動
す
る
社
会
状
況
 

と
ず
れ
て
ゆ
 き
 、
氏
族
の
勢
力
地
図
も
変
化
す
る
た
め
、
 正
典
の
再
形
成
の
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
 

正
典
形
成
と
解
釈
分
立
の
恒
常
的
な
拮
抗
関
係
は
、
王
権
 あ
る
い
は
国
家
と
構
成
諸
集
団
と
の
関
係
を
背
景
と
す
 る
も
の
で
あ
る
が
、
 

こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
は
大
化
前
代
か
ら
平
安
時
代
ば
か
 り
で
な
く
、
古
墳
時
代
を
さ
か
の
ば
り
、
弥
生
時
代
の
 小
国
、
さ
ら
に
ほ
治
水
 

を
 契
機
と
し
た
農
業
共
同
体
の
時
期
に
ま
で
み
ら
れ
る
。
 階
級
社
会
の
形
成
過
程
が
、
諸
集
団
の
統
合
と
そ
の
 拡
 大
を
基
本
運
動
と
し
て
 

も
つ
以
上
、
正
典
形
成
と
解
釈
分
立
の
桔
 抗
 関
係
は
階
級
 社
会
の
形
成
過
程
に
本
質
的
に
体
な
う
と
言
え
る
。
 そ
 の
た
め
、
解
釈
の
桔
 抗
 

関
係
は
記
紀
や
天
皇
記
・
国
記
の
成
立
 期
 あ
る
い
は
 允
恭
 紀
 に
相
当
す
る
時
期
に
と
ど
ま
ら
ず
 ｜
 神
の
名
前
 や
コ
 ソ
 テ
ク
ス
ト
が
現
存
す
 

る
 記
紀
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
に
せ
 よ
｜
 、
そ
れ
以
前
よ
り
 つ
ね
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

た
と
え
帝
紀
・
旧
辞
が
、
津
田
左
右
吉
の
言
 う
 よ
 う
 に
 上
 
八
世
紀
に
一
本
の
か
た
ち
で
成
立
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
 は
 繰
り
返
さ
れ
る
 正
 

異
化
現
象
の
ひ
と
っ
に
過
ぎ
ず
、
 ほ
ば
 同
時
に
存
在
す
る
 解
釈
の
分
立
構
造
ま
で
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 我
々
は
正
典
形
成
と
分
 

立
 が
解
釈
に
本
質
的
に
伴
な
 う
カ
 動
的
な
構
造
で
あ
る
と
 認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
発
生
 論
 的
問
題
に
ひ
と
つ
の
 

@
 
㏄
 @
 

答
え
が
 ｜
 津
田
の
予
測
と
は
別
の
か
た
ち
で
 ｜
 、
も
た
ら
 さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
客
観
的
に
は
、
神
話
は
本
質
的
に
分
 立
 構
造
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
が
、
解
釈
者
の
主
観
に
お
 い
て
は
異
な
る
か
た
 

ち
で
認
識
さ
れ
る
。
天
武
天
皇
は
帝
紀
・
旧
辞
の
分
立
 状
 況
を
 
「
既
達
正
実
、
多
 
加
 虚
偽
」
と
認
識
し
、
「
邦
家
 
之
 経
緯
、
王
化
 之
 鴻
基
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去
に
正
当
な
所
伝
一
本
を
想
定
し
、
自
分
の
時
代
に
お
 

げ
る
解
釈
の
分
立
状
態
を
偽
 

 
 

が
り
と
し
た
。
彼
ら
が
一
元
的
状
態
を
想
定
し
た
過
去
 

は
、
 つ
ね
に
史
料
が
ま
ば
ら
で
あ
り
、
解
釈
者
か
ら
 

遠
 く
 隔
っ
た
霧
の
彼
方
、
す
な
 

 
 

解
釈
の
正
当
性
を
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
一
元
的
状
態
の
回
（
 

9
@
3
 

復
 が
自
分
の
討
 
藪
 行
為
に
 
ょ
 

記
 

以
上
の
考
察
を
も
と
に
、
記
紀
成
立
時
に
お
け
る
正
典
を
 

め
ぐ
る
古
事
記
と
書
紀
の
関
係
を
考
え
る
と
、
や
は
り
 

他
の
時
代
同
様
に
正
 

181  (181) 
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元
 的
状
態
が
保
た
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

アリ 

に
 せ
 よ
 、
同
様
の
指
摘
は
新
撰
姓
氏
録
序
文
な
ど
に
も
み
 ら
れ
る
。
彼
ら
は
こ
の
 ょ
う
 な
要
素
の
介
在
さ
え
な
 げ
 れ
ば
、
本
来
神
話
は
 一
 

「
帝
王
本
紀
、
多
 右
二
 古
字
 一
 撰
集
玄
人
、
 
層
径
 二
道
場
Ⅱ
 後
人
 習
読
 、
 以
 。
 意
 刑
政
。
伝
写
 既
多
 、
送
致
坂
井
雄
二
 
と
 、
史
料
自
体
の
も
つ
 

 
 

ル
 

問
題
と
し
て
古
字
の
多
さ
、
解
釈
者
側
の
問
題
と
し
 て
 選
者
の
変
遷
・
懇
意
的
改
変
・
誤
写
を
あ
げ
て
い
る
 。
こ
れ
ほ
ど
詳
細
で
は
な
い
 

本
来
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
所
伝
に
異
説
が
存
在
す
る
に
至
っ
 た
 理
由
に
つ
い
て
、
 欽
 明
細
二
年
三
月
余
 仁
 付
さ
れ
た
 書
紀
外
註
で
は
、
 

そ
の
確
信
を
支
え
た
の
が
、
 

允
泰
 紀
 に
 
「
上
古
 之
治
 、
人
 民
博
。
 所
 、
姓
名
 勿
 。
 錯
 」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
  
 

た
 状
態
の
想
定
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
直
接
的
に
は
氏
姓
 に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
伝
を
守
る
と
い
う
意
識
 ま
、
 

@
 

い
の
「
当
今
上
 
時
 、
不
。
政
二
具
 
失
 （
 禾
 。
 
径
二
 幾
年
一
英
ヒ
 白
飲
。
 滅
 」
と
い
う
天
武
天
皇
の
言
葉
に
も
、
日
本
紀
 講
圭
 阜
の
 

将
 減
水
 記
 合
計
」
と
い
う
嵯
峨
天
皇
の
言
葉
に
も
、
同
様
 に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

古
来
秩
序
の
と
れ
 

古
事
記
編
纂
の
さ
 

さ
い
の
「
 愁
 旧
説
 

様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

移
 、
 蹄
 -
@
 
旧
説
 -
 
敗
，
 曜
人
 。
 
看
 …
…
 今
猶
 遺
漏
 遍
 偏
在
民
 偽
少
真
 」
、
新
撰
姓
氏
録
操
上
の
さ
い
に
も
「
新
進
本
来
 
多
違
 -
@
 
実
 二
 、
と
岡
 

焉
 …
…
 削
偽
 定
美
」
と
自
ら
の
 刑
 走
行
為
を
正
し
い
過
去
 の
 復
元
と
す
る
。
分
立
状
態
を
誤
り
と
す
る
認
識
は
 、
 

事
記
編
纂
の
さ
い
に
「
 惜
 ：
旧
辞
 
之
誤
拝
 一
正
：
党
紀
之
 
誤
 譲
二
、
平
安
初
期
に
お
い
て
も
日
本
紀
講
書
の
さ
い
に
 元

正
 朗
 に
お
い
て
も
 古
 

「
 如
 。
 此
之
 書
紋
。
 類
而
 



典
は
 
一
本
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
項
で
 み
た
よ
う
に
、
八
世
紀
の
ヤ
マ
ト
王
権
に
お
け
る
記
紀
 の
 相
次
ぐ
成
立
 は
、
一
 

か
ら
二
で
は
な
く
、
多
か
ら
の
減
少
化
す
な
わ
ち
正
典
 形
 成
 と
し
て
理
解
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
し
か
も
、
解
釈
の
分
 立
と
正
典
形
成
は
並
立
 

す
る
二
つ
の
流
れ
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
流
れ
の
間
で
多
 か
ら
 
一
 へ
の
統
一
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
点
か
ら
み
て
、
 
同
 

じ
 減
少
化
で
も
多
か
ら
二
で
は
な
く
、
多
か
ら
一
を
相
次
 い
で
 撰
 出
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
従
来
 、
記
紀
が
国
外
用
・
 
国
 

内
用
な
ど
、
同
時
期
の
目
的
を
異
に
す
る
も
の
と
も
言
わ
 れ
て
 ぎ
た
が
、
そ
の
 違
 い
が
単
な
る
文
体
の
違
い
に
 終
 ら
ず
、
世
界
観
と
い
う
 

@
 
㏄
 "
 

根
本
的
な
も
の
に
及
ぶ
以
上
、
王
権
が
二
つ
の
世
界
観
を
 同
時
に
信
じ
使
い
分
け
る
こ
と
ほ
困
難
で
あ
ろ
う
。
 そ
 し
て
、
記
紀
を
八
年
間
 

と
い
う
短
い
間
隔
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
世
界
像
を
 も
つ
も
の
と
し
て
相
次
い
で
成
立
せ
し
め
た
の
は
、
 

帝
 紀
 ・
旧
辞
と
い
う
各
々
 

に
 個
別
性
を
も
つ
ヴ
ァ
リ
ア
 ソ
ト
 群
が
既
に
記
紀
以
前
か
 ら
 存
在
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
 

律
令
が
飛
鳥
浄
御
原
令
、
大
宝
律
令
、
養
老
律
令
さ
ら
に
 は
桓
 武
朗
の
 刑
 定
律
令
と
繰
り
返
し
作
り
直
さ
れ
１
時
 に
 大
宝
律
令
と
養
老
 

律
 代
金
が
十
七
年
間
と
い
う
間
隔
で
操
上
さ
れ
た
 ｜
、
そ
 の
つ
ど
王
権
の
新
見
解
と
さ
れ
た
よ
 う
 に
、
神
話
の
正
 典
 化
も
古
事
記
、
日
本
 

紀
 講
書
と
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
つ
ど
新
た
な
見
解
の
も
と
 に
 統
一
さ
れ
た
と
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
 れ
ば
、
書
紀
が
成
立
し
 

-
 
佃
 @
 

た
 時
点
で
、
国
家
の
正
典
は
書
紀
に
比
定
さ
れ
た
可
能
性
 が
 高
い
。
そ
れ
は
、
古
代
の
人
々
が
も
っ
ば
ら
書
紀
を
 日
本
紀
の
第
一
と
考
 

え
 、
古
事
記
を
重
く
み
な
か
っ
た
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
 

さ
て
、
自
ら
解
釈
の
正
当
性
を
過
去
に
仮
託
す
る
の
は
、
 

王
権
側
の
正
典
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
正
典
に
 よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
 

個
々
の
解
釈
側
に
も
同
様
の
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
 様
子
を
、
 允
 赤
紐
 は
 
「
 群
卿
 百
案
 及
 諸
国
造
等
 皆
 冬
 @
 、
 或
帝
皇
之
蕎
 、
 或
異
 

之
夫
 降
 」
、
大
同
四
年
二
月
辛
亥
の
勅
は
「
和
漢
 

惣
歴
帝
 譜
図
。
天
文
御
中
主
神
 標
 為
手
始
祖
 づ
至
 。
 如
二
魯
王
 。
 呉
 王
 。
高
麗
圭
。
 
漢
 高
祖
 

合
筆
 づ
 援
兵
 後
蕎
 。
 倭
漢
雑
粁
 。
 敢
垢
 二
天
山
 
変
 」
、
弘
仁
 私
記
 序
は
 
「
 此
 書
目
帝
王
系
図
 ロ
云
 …
…
 或
在
 ，
良
問
 -
 
恭
二
帝
王
 -
 
者
 」
と
説
明
 

し
て
い
る
。
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「
邦
家
 
之
 経
緯
、
王
化
 
之
 鴻
基
 焉
 」
の
言
葉
に
端
的
に
現
 
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
正
典
化
は
古
代
に
お
い
て
政
治
権
 

力
 が
伴
な
っ
て
 成
 

立
 す
る
も
の
で
あ
り
、
中
世
以
降
、
王
権
が
政
治
的
求
心
 

力
 を
喪
失
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
ひ
と
っ
の
解
釈
で
社
会
 

を
覆
う
こ
と
は
困
難
に
 

な
る
。
し
か
し
、
政
治
的
効
力
の
程
度
は
別
に
し
て
、
 

自
 ら
の
一
元
論
的
解
釈
が
過
去
の
解
明
で
あ
る
と
信
じ
る
 

点
で
は
、
本
居
宣
長
 
や
 

津
田
左
右
吉
等
に
 
よ
 る
正
伝
の
制
定
行
為
と
同
じ
地
平
に
 

属
す
る
。
従
来
の
記
紀
研
究
は
、
津
田
左
右
吉
の
帝
紀
 

旧
辞
六
世
紀
成
立
論
 

に
 典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
 
う
 に
、
正
典
的
側
面
の
み
に
 
注
 目
し
た
も
の
で
あ
り
、
分
立
構
造
を
ほ
と
ん
ど
顧
み
た
 

か
っ
た
。
そ
れ
は
漢
文
 

的
 要
素
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
伝
を
獲
得
し
ょ
う
 

と
し
た
本
居
宣
長
但
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
 

神
話
が
本
来
一
元
的
で
あ
る
と
っ
ね
に
主
張
さ
れ
る
に
も
 

か
か
わ
ら
ず
、
史
料
を
み
る
か
ぎ
り
、
解
釈
が
実
際
に
 

一
元
化
さ
れ
た
時
期
 

は
な
い
。
分
立
す
る
各
解
釈
は
、
自
分
の
解
釈
を
他
の
主
 

体
の
並
立
す
る
外
在
的
世
界
に
相
互
投
影
し
、
そ
の
た
 

め
に
各
解
釈
間
に
摩
擦
 

が
 起
こ
り
、
解
釈
の
妥
当
性
を
め
ぐ
る
論
争
が
繰
り
広
げ
 

ら
れ
て
き
た
。
記
紀
の
時
期
に
は
各
氏
族
の
帝
紀
・
 

旧
 辞
が
 、
日
本
紀
講
書
の
 

時
期
に
は
先
代
旧
事
本
紀
・
古
語
拾
遺
・
高
橋
氏
文
・
 

天
 書
な
ど
の
諸
解
釈
が
分
立
し
て
い
た
。
ま
た
、
氏
姓
 

系
譜
に
限
定
さ
れ
る
も
 

 
 

分
立
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も
、
伊
勢
神
道
と
 

吉
田
神
道
、
儒
学
と
国
学
、
 

け
 
国
定
教
科
書
と
象
徴
天
皇
制
的
見
解
と
左
翼
的
歴
史
 

観
と
 、
近
代
に
い
た
る
ま
で
解
釈
の
対
立
は
枚
挙
に
い
 

と
 ま
な
い
。
 

 
 

 
 

分
立
状
態
の
な
か
に
生
き
る
人
間
が
 

、
 他
の
解
釈
を
批
 
刊
 し
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
 

麒
 
す
る
た
め
口
過
去
に
向
か
っ
て
描
き
出
し
た
も
の
と
 

理
解
さ
れ
る
。
自
己
の
解
釈
を
実
体
的
な
過
去
と
同
一
 

祝
 す
る
こ
と
は
、
同
時
に
自
 

め
 
己
の
解
釈
を
外
在
的
世
界
に
外
延
化
す
る
こ
と
を
 

立
 
思
抹
 
す
る
。
そ
の
さ
い
諸
仏
間
の
共
通
性
は
 

、
 各
々
の
 解
 釈
仁
 容
貌
を
与
え
、
各
解
釈
 

榊
 
%
 
 造
を
無
視
し
た
一
元
論
的
な
解
釈
は
新
た
な
神
話
 
者
が
共
通
し
た
歴
史
的
伝
統
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
 

正
 

 
 

③
我
々
が
過
去
の
世
界
の
客
観
 

立
 的
で
あ
る
以
上
、
そ
の
 
構
 
3
 
 
 

セ
ホ
 

記
 
的
な
解
明
に
向
か
お
 
う
 と
す
る
な
ら
、
一
元
論
的
 
士
 
心
 
向
性
を
乗
り
越
え
て
神
話
の
分
立
構
造
と
い
う
特
質
を
 

先
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
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大
学
宗
教
学
年
報
 
ヒ
 Ⅷ
 
一
九
九
一
 

（
 
2
 ）
神
野
 志
 隆
光
「
神
話
研
究
の
万
法
を
め
ぐ
っ
て
」
「
比
較
 
文
学
研
究
ヒ
六
 0
 、
一
九
九
一
、
磯
前
順
一
「
ふ
た
り
の
 
ス
サ
 ノ
ヲ
｜
 記
紀
神
話
の
 

構
造
へ
の
覚
え
書
き
ー
」
 日
ュ
 ソ
グ
研
究
ヒ
六
、
一
九
九
三
 

（
 
3
 ）
津
田
左
右
吉
日
日
本
古
典
の
研
究
ヒ
一
九
四
七
（
 円
 
津
田
 左
右
 吉
 全
集
第
一
巻
 比
 岩
波
書
店
）
、
坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
 の
 撰
修
」
一
九
六
一
 

宮
坂
本
太
郎
著
作
集
第
二
巻
ヒ
吉
川
弘
文
館
）
 

（
 
4
 ）
山
田
英
雄
「
紀
の
一
書
 
は
 つ
い
て
」
コ
日
本
神
話
必
携
 
ヒ
 竿
燈
桂
一
九
八
二
、
三
宅
相
即
 
円
 記
紀
神
話
の
成
立
し
吉
川
弘
 文
 錦
一
九
八
四
 

人
間
の
精
神
の
豊
か
な
運
動
の
歴
史
を
語
り
か
け
て
く
る
 の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 1

8
 

そ
し
て
、
自
ら
の
解
釈
を
過
去
の
実
体
的
理
解
か
ら
解
放
 す
る
と
き
、
解
釈
は
先
行
す
る
諸
解
釈
を
自
分
の
も
と
 に
 統
一
す
る
こ
と
 

 
  
 

で
、
新
た
な
解
釈
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
 る
こ
と
に
な
る
。
各
解
釈
は
各
主
体
の
も
の
と
し
て
 引
 き
 取
ら
れ
、
個
々
の
 
解
 

㎝
 

釈
 者
に
よ
る
時
代
・
階
層
・
個
性
に
 よ
 る
世
界
観
の
表
出
 と
な
る
。
い
つ
の
時
代
も
解
釈
主
体
は
複
数
存
在
す
る
 た
め
、
先
行
解
釈
の
統
 

合
の
在
り
方
に
お
い
て
、
解
釈
は
再
び
俳
士
す
る
こ
と
に
 な
り
、
相
互
の
違
い
が
次
代
の
解
釈
の
呼
び
水
と
な
る
 。
つ
ま
り
、
解
釈
行
為
 

は
つ
ね
に
分
立
と
統
ム
ロ
を
弁
証
法
的
に
繰
り
返
し
、
新
た
 

な
る
地
平
の
更
新
を
お
こ
た
 い
 続
け
る
。
 

そ
こ
で
も
は
や
偽
書
か
否
か
と
い
う
価
値
観
は
存
在
せ
ず
 、
記
紀
も
一
時
期
の
特
定
主
体
に
よ
る
世
界
観
形
成
の
 ひ
と
つ
 仁
 過
ぎ
な
く
 

な
る
。
分
立
し
た
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ
妥
当
な
も
の
と
な
り
 、
あ
ら
ゆ
る
時
代
・
階
層
を
通
じ
て
諸
解
釈
が
等
し
く
 立
ち
並
ぶ
。
各
解
釈
は
 

己
の
絶
対
化
を
図
る
こ
と
な
く
、
 

他
 と
の
相
違
を
自
覚
す
 る
こ
と
で
己
の
相
対
化
を
図
る
。
そ
し
て
他
者
と
の
 対
 話
を
通
し
て
新
た
な
 解
 

釈
を
更
新
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
も
は
や
過
去
へ
の
一
元
的
 回
帰
で
は
な
く
、
未
来
し
向
か
っ
て
開
か
れ
る
。
そ
の
 時
 、
神
話
の
解
釈
 史
は
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（
 5
 ）
津
田
前
掲
論
文
、
坂
本
前
掲
論
文
、
川
口
 勝
康
 
「
五
世
紀
 の
 大
王
と
王
統
譜
を
探
る
」
「
巨
大
古
墳
と
倭
の
五
王
 

日
 青
木
 書
店
一
九
八
一
 

（
 6
 ）
溝
口
睦
子
日
日
本
代
氏
族
系
譜
の
成
立
日
学
習
院
一
九
 
八
一
一
 

（
 7
 ）
神
野
末
隆
光
「
 日
 古
事
記
 日
 と
「
帝
紀
」
「
旧
辞
」
」
日
日
本
 神
話
必
携
 日
 

（
 8
 ）
溝
口
前
掲
 書
 

第
四
章
、
植
松
皮
「
氏
文
の
成
立
と
構
文
 」
 日
 講
座
日
本
の
神
話
一
己
有
情
宣
一
九
七
六
、
後
藤
四
郎
 
「
内
膳
李
唐
に
つ
い
 

て
 」
口
書
陵
部
紀
要
目
一
一
、
一
九
五
九
、
西
宮
一
良
「
解
説
」
 

日
 古
語
拾
遺
 日
 岩
波
文
庫
一
九
八
五
 

（
 9
 ）
本
稿
で
の
一
書
の
呼
称
は
、
押
書
 
六
ノ
一
 」
と
い
う
よ
 9
 に
、
「
段
数
」
を
表
示
し
た
あ
と
に
 
各
鹿
 内
で
の
「
一
書
掲
載
 順
 」
を
表
示
す
る
。
 

ま
た
、
煩
雑
さ
を
防
ぐ
た
め
に
引
用
あ
る
い
は
繰
り
返
し
の
さ
 い
に
は
「
一
書
」
の
表
記
を
省
略
す
る
。
 

（
 叩
 ）
土
橋
 寛
 
「
ウ
ケ
 ヒ
考
 」
一
九
八
 0
 
 （
同
日
日
本
古
代
の
呪
 肩
と
説
話
日
 
塙
 書
房
一
九
八
九
五
五
頁
）
 

（
 皿
 ）
 
レ
 ヴ
ィ
。
ス
ト
ロ
ー
ス
、
 

C
.
 

「
神
話
の
構
造
」
一
九
五
 

五
 
（
荒
川
 幾
男
他
訳
日
 構
造
人
類
学
日
み
す
ず
書
房
）
、
 
同
 
「
 ゃ
 き
も
ち
焼
き
の
土
器
 

作
り
日
一
九
八
五
（
渡
辺
公
主
謀
み
す
ず
書
房
）
 

（
は
）
 水
 林
彪
日
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り
 L
 岩
波
書
店
一
九
 九
一
 

（
㎎
）
但
し
 
、
 敢
え
て
推
察
を
重
ね
れ
ば
、
他
の
所
伝
で
は
す
べ
 て
 子
の
所
属
が
物
実
の
持
ち
主
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
て
お
り
 、
そ
の
点
を
こ
の
 所
 

伝
 に
外
延
す
る
こ
と
が
可
能
な
ら
、
第
六
段
一
書
第
二
も
書
紀
 本
文
同
様
に
 ス
サ
ノ
ヲ
 の
異
心
が
暴
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
 

（
Ⅱ
）
阿
部
武
彦
「
古
代
族
長
継
承
の
問
題
に
つ
い
て
」
一
九
五
 
四
 
（
 同
 
「
日
本
古
代
の
氏
と
祭
祀
 
b
 吉
川
弘
文
館
一
九
八
四
 、 義
江
 明
子
「
出
自
 

系
譜
の
形
成
と
王
統
語
」
「
日
本
歴
史
 

日
 五
二
八
、
一
九
九
二
 

（
 巧
 ）
本
居
宣
長
「
古
事
記
伝
 L
 宮
本
居
宣
長
全
集
第
九
巻
 日
筑
 摩
 書
房
三
四
八
頁
）
 

（
㎎
）
平
田
篤
胤
「
霊
の
真
柱
 日
 （
岩
波
日
本
思
想
大
系
六
二
 ｜
 六
三
頁
）
、
鈴
木
重
胤
日
日
本
書
紀
伝
 

b
 （
皇
典
講
究
所
 

一
 九
一
 0
 ）
 

（
Ⅳ
）
の
母
 甘
リ
ヨ
 
・
 す
 Ⅰ
 レ
 ：
。
の
り
「
 

ぢ
 *
 仁
 「
 
0
,
.
 
ぎ
 
目
ミ
セ
ミ
。
㌧
 

ぬ
 
&
 ～
 
ぬ
 Q
k
-
 

申
達
な
 Q
 ）
 
@
.
 
せ
 0
-
.
P
 

㏄
 
一
 
一
 
・
 ヲ
 （
 
u
w
@
@
@
 

ヨ
 @
-
 

由
り
（
 

@
@
H
 

。
 
c
c
c
 

（
 
@
@
 

二
 %
 昌
 （
 
@
@
m
 

一
の
 0
 コ
 Ⅰ
 
h
@
 

ぃ
臣
ト
 z
 。
 毛
ぺ
 o
 「
 F
 。
 

ト
の
 
㏄
～
・
 
日
 0
-
 
村
 e
r
t
 

。
 木
 ・
 す
 Ⅰ
。
。
円
目
の
・
の
 

の
臣
 
0
 二
の
・
 
0
 Ⅱ
・
の
り
 

ユ
つ
計
仁
 

r
e
 
ニ
 
・
・
了
わ
卑
下
ぎ
ま
お
ぬ
 

鱒
笘
 ㌧
 ぎ
 「
 
ぬ
 @
 由
ま
 韓
 め
や
。
 き
ぬ
 Q
 。
 
き
吝
 「
 ミ
ぎ
 ぬ
セ
災
め
 
㌧
 ぬ
 n
-
 
～
 
ヒ
ぬ
 
・
 

の
 *
p
*
o
 

目
 三
ヰ
 ・
 0
 日
 z
 の
 も
ぺ
 0
 「
 
オ
 ㌧
「
の
の
の
。
 

H
O
 

㏄
の
 

 
 

（
 0
0
 
）
山
田
前
掲
論
文
、
三
宅
前
掲
 書
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
㎎
）
坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
の
材
料
に
つ
い
て
」
一
九
四
九
 ミ
著
作
集
第
二
巻
 し
 

 
 

（
 却
 ）
石
母
田
正
「
日
本
の
古
代
国
家
 日
 
一
九
七
一
ミ
石
母
田
 正
 著
作
集
第
三
巻
目
岩
波
書
店
）
 

1
8
 

（
Ⅱ
）
吉
田
 孝
 
日
大
系
日
本
の
歴
史
 L
 小
学
館
一
九
八
八
、
井
 正
光
貞
「
井
上
光
貞
著
作
集
第
五
巻
目
岩
波
書
店
一
九
八
六
 
、
石
母
田
前
掲
 書
 



（
 我
 ）
 
目
 ・
 4
0
 
の
臣
 
「
 0
 偉
コ
 
P
%
@
.
Q
.
.
 

づ
 き
 0
Q
 
～
 
Q
 
隠
 （
 
播
 ～
叫
き
ま
ぃ
さ
雨
雲
 

韻
ぅ
 
㏄
 し
 ま
 @
n
@
 

Ⅱ
。
濤
も
 

@
e
n
-
a
@
 

ミ
 
こ
ま
や
 母
濤
 a
Q
@
e
c
e
.
 

円
 ざ
 り
 ～
・
 

0
 の
 目
 。
 芭
 Ⅰ
 
甘
す
 -
 
ガ
す
 @
 
コ
 ㎎
の
。
 
ヨ
て
い
コ
せ
 

・
 

8
6
 

三
の
毛
 ぺ
 o
 「
 
F
 。
）
の
の
）
。
 

n
 す
い
 
っ
 ・
 ド
 
目
の
 
コ
よ
 「
の
 
0
 鰻
 
4
.
 
口
 ：
㏄
 ミ
る
 -
 
ミ
ド
タ
 の
さ
さ
 

Q
x
,
 

さ
さ
荘
の
。
ま
ま
心
さ
 

-
 
さ
ド
セ
 も
の
。
ま
も
さ
ド
ハ
昆
も
さ
も
 

h
 の
 も
さ
 
ト
 ミ
ラ
 
@
 
口
さ
口
さ
 
荘
 
1
 

 
 
 
  
 

目
 「
 
い
の
鮎
 
r
n
 田
 x
e
 
熟
乳
 s
 
。
 下
ぎ
 c
 の
（
 
0
 コ
 白
ま
 ゴ
 
㌧
お
お
・
 之
 。
 ミ
 
オ
品
 0
 せ
 ・
）
の
の
）
・
 

n
 す
 レ
ロ
・
㏄
 

 
 
 
 

（
 o
J
 
）
溝
口
前
掲
 書
 、
阿
部
武
彦
「
氏
姓
制
度
の
崩
壊
と
氏
族
の
 物
語
」
一
九
六
一
（
前
掲
 
書
 ）
、
石
母
田
正
「
官
僚
制
国
家
と
人
 

民
 」
一
九
七
三
ミ
 著
 

作
案
第
三
巻
き
 

（
 卸
 ）
加
藤
晃
「
我
が
国
に
お
け
る
姓
の
戊
 立
 に
つ
い
て
」
「
 続
 日
本
古
代
史
論
集
上
巻
日
吉
川
弘
文
館
一
九
七
二
 

（
 乃
 ）
 
目
 
リ
ク
ー
ル
 
P
.
 「
 言
述
 に
お
け
る
出
来
事
と
意
味
」
 

一
九
七
一
（
久
米
博
 
也
 編
訳
「
解
釈
の
革
新
三
白
水
仕
）
 

、
日
 コ隼
 
0
 Ⅰ
の
 
0
 コ
 "
-
 
す
 -
 
隼
 ・
 
"
 

0
 す
 い
 で
・
㏄
 

（
 t
o
 
）
 
磯
 前
前
掲
「
古
代
・
中
世
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
」
「
近
世
 

近
代
の
記
紀
解
釈
」
、
「
本
邦
史
学
史
論
叢
上
・
下
日
富
山
房
 

一
 九
三
九
、
「
古
事
記
 

大
成
一
 L
 平
凡
社
一
九
五
六
 

（
 折
 ）
植
松
前
掲
論
文
、
磯
前
前
掲
「
古
代
・
中
世
の
ヤ
マ
ト
タ
 ケ
ル
」
、
鎌
田
純
一
「
先
代
旧
辞
本
紀
の
研
究
研
究
の
都
三
七
 ロ
川
 弘
文
館
一
九
六
 

二
 、
溝
口
前
掲
 書
 

第
一
章
 

（
 0
0
 
）
佐
伯
 有
清
 「
新
撰
姓
氏
録
の
成
立
」
日
新
撰
姓
氏
録
の
研
 

究
 

研
究
編
日
吉
川
弘
文
館
一
九
六
三
 

（
 鴉
 ）
「
日
本
書
紀
私
記
（
串
本
 ご
 
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
三
 ｜
 七
頁
）
、
日
日
本
書
紀
私
記
（
下
木
 
ピ
 
（
新
訂
増
補
国
史
夫
 
系
一
八
八
 ｜
 一
九
一
 

頁
 ）
ト
部
 表
 方
「
 澤
 日
本
紀
 L
 （
新
訂
増
補
国
史
大
系
四
頁
）
 

（
㏄
）
 

c
f
.
 

由
 。
二
年
 
e
 Ⅰ
の
 
0
 コ
 -
 し
ぎ
 ・
・
 0
 す
 い
 で
・
）
・
㏄
 

0
.
 

Ⅰ
の
Ⅱ
 

@
 
コ
 ㏄
 
0
 コ
 ・
 し
 ・
 
ナ
ミ
 
：
 
づ
 ミ
心
ト
円
 
ミ
ま
 ぃ
さ
 
い
悪
 
ま
 う
め
 Q
 
玉
 Ⅱ
さ
さ
 

Q
e
 

ミ
 @
Q
 
さ
づ
 ミ
心
Ⅱ
 
さ
 も
さ
 
ぅ
 @
 
 
も
 
h
 
 
の
心
さ
 
-
 
ド
ハ
～
 

泰
さ
 

泣
 。
 さ
笘
 ㌧
。
 
さ
 -
 
ミ
い
㏄
 -
 
ド
 %
 （
 
-
 
笘
ド
 
@
,
 
㏄
 い
 へ
ま
い
さ
 

い
 
P
 さ
さ
 
荘
涛
輿
 。
 ド
ま
悪
 
む
こ
 Q
x
Q
h
 卜
武
ミ
志
 a
-
e
r
 

ぎ
 ～
 ぎ
 
む
き
 ざ
 l
Q
x
Q
 

ま
さ
 

亡
 ・
 
ミ
目
 
（
や
し
 の
コ
か
由
 。
毛
色
 
-
 

の
 0
 ド
ロ
 
で
 ぃ
コ
せ
、
 

）
 ，
ヲ
 （
 
@
c
 
三
 g
a
n
-
 
）
の
の
）
 

（
 皿
 ）
「
日
本
書
紀
私
記
（
串
本
 ご
 
（
 九
｜
一
 0
 頁
 ）
 

（
㌍
）
後
藤
前
掲
論
文
、
坂
本
太
郎
「
実
景
 氏
 と
内
膳
 氏
 」
一
九
 セ
 五
ミ
著
作
集
第
七
巻
 日
 ）
、
津
田
左
右
吉
「
古
語
拾
遺
の
研
究
 
」
（
「
全
集
第
二
巻
き
 

佐
伯
有
情
「
新
撰
姓
氏
録
序
説
」
前
掲
 書
 、
村
尾
次
郎
「
氏
姓
 崩
壊
に
現
わ
れ
た
る
帰
化
人
同
化
の
 一
 形
相
」
 円
 史
学
雑
誌
三
五
 ニ
ー
 八
一
九
 

四
一
 

（
㏄
）
後
記
延
暦
十
八
年
十
二
月
氏
成
条
、
「
類
聚
三
代
格
 

L
 延
 暦
 十
七
年
二
月
八
日
太
政
官
符
 

（
 眩
 ）
佐
伯
有
情
「
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
本
文
綿
 
L
 
一
四
八
 頁
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（
 お
 ）
「
類
聚
三
代
格
 目
 延
暦
十
一
年
七
月
三
日
太
政
官
符
、
 延
 暦
 十
七
年
二
月
八
日
太
政
官
符
、
延
暦
 廿
 三
年
三
月
十
二
日
大
 政
官
符
、
「
日
本
書
紀
 

私
記
（
串
本
 ピ
 
（
 
九
｜
一
 0
 頁
 ）
な
ど
 

（
㏄
）
田
中
年
「
日
本
紀
弘
仁
講
書
と
新
撰
姓
氏
録
の
撰
述
」
 ヨ
 
芸
林
 b
 一
｜
 一
一
九
三
八
 

（
 辞
 ）
 
観
 りの
目
 
0
 戸
ぎ
ぎ
 ・
太
田
口
四
一
郎
「
上
代
に
お
け
る
 
日
 本
書
紀
講
究
」
前
掲
「
本
邦
史
学
史
論
叢
上
口
 

（
 鵠
 ）
縄
文
時
代
の
文
化
領
域
を
歴
史
時
代
の
社
会
集
団
に
比
定
 す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
氏
族
と
の
直
接
的
な
対
比
は
慎
ま
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

が
、
 同
じ
宗
教
遺
物
を
共
有
す
る
領
域
内
で
の
各
地
域
 毎
 の
 改
 変
 構
造
の
存
在
は
、
記
紀
等
か
ら
分
析
さ
れ
る
神
話
解
釈
の
分
立
 構
造
が
さ
ら
に
 

階
級
社
会
以
前
に
ま
で
遡
っ
て
求
め
う
る
可
能
性
を
示
し
て
い
 る
 。
 磯
 前
順
一
「
土
偶
と
仮
面
 ｜
 縄
文
社
会
の
宗
教
構
造
 ｜
 三
校
 倉
 書
房
一
九
 

九
四
 

（
㏄
）
㌔
モ
ル
ガ
 
ソ
 、
 P
.
 「
死
か
ら
展
望
 へ
 １
ロ
 マ
ソ
 主
義
 時
代
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
ル
ズ
 的
 過
去
の
探
究
」
「
 
別
 ら
れ
た
伝
統
 日
 一
九
八
三
（
前
川
 

宮
治
 他
訳
 
紀
伊
国
屋
書
店
）
 

（
 如
 ）
風
土
記
は
そ
の
内
容
か
ら
み
て
 ｜
 内
容
に
 紬
 酷
を
含
む
 も
の
の
 ｜
 、
古
事
記
よ
り
も
書
紀
と
の
対
応
を
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
 る
 。
む
し
ろ
、
同
時
 

期
 に
お
け
る
神
話
観
念
の
多
元
性
は
、
宣
命
・
祝
詞
に
代
表
さ
 れ
る
儀
礼
と
記
紀
等
の
書
物
の
間
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
 ㌔
・
神
野
点
 隆
 

光
 
「
神
と
人
」
「
国
語
と
国
文
学
 
 
平
成
二
年
十
一
月
号
）
。
 

（
 
仙
 ）
こ
こ
で
の
指
摘
は
正
典
概
念
か
ら
み
た
記
紀
関
係
の
推
察
 で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ひ
と
つ
の
仮
説
に
と
ど
ま
る
。
 こ
の
見
解
の
蓋
然
性
 

を
 高
め
る
た
め
に
は
、
記
紀
の
世
界
観
の
内
的
連
関
、
記
紀
夫
 々
の
も
っ
氏
姓
体
系
の
比
較
、
編
纂
過
程
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
 る
 。
 祖
 考
で
あ
 

る
が
、
正
典
概
念
を
も
と
に
編
纂
過
程
を
考
え
る
な
ら
、
古
事
 記
は
正
典
化
の
意
図
を
以
て
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
 内
容
が
時
代
の
 

要
請
に
応
え
ら
れ
な
い
た
め
に
放
棄
さ
れ
、
代
わ
っ
て
日
本
書
 紀
 が
正
典
と
し
て
企
画
さ
れ
完
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
 そ
う
で
あ
れ
 

ば
 、
頓
挫
し
た
正
典
古
事
記
を
惜
し
ん
で
ま
と
め
た
の
が
元
正
 朝
 で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

な
お
、
久
保
田
浩
 
氏
 ・
島
田
勝
己
氏
を
は
じ
め
と
す
る
 

旧
 聖
典
研
究
会
の
 
方
々
、
小
倉
 
慈
 同
氏
、
島
 
菌
進
 先
生
そ
し
て
上
田
 
閑
照
 先
生
か
ら
、
貴
重
 
な
 示
唆
を
い
た
 

だ
い
た
。
末
尾
に
な
っ
た
が
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
わ
し
た
い
。
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の でに氏の こ 上れ 行況 
黒できせの全の 光たさを 近 末     

仏 者 

氏そ研 教 
， 思 、 

想 

  
判版 

四一 
八九 

  弘 八 O 八 月     
ハ ツ たの る 日系 す井ら 利浩 

書
評
と
紹
介
 

に
 、
最
近
の
主
要
な
日
本
仏
教
研
究
は
、
日
本
史
学
・
仏
教
典
 学
 研
究
者
 

の
手
に
な
る
歴
史
学
的
立
場
か
ら
の
考
察
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
 

だ
が
 日
 

本
仏
教
研
究
に
は
、
歴
史
学
的
研
究
の
ほ
か
に
い
ま
ひ
と
つ
の
 有
力
な
 伝
 

統
 が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
島
地
大
等
・
俗
悪
党
・
田
村
芳
朗
ら
 各
 氏
 に
よ
っ
 

て
 展
開
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
仏
教
学
的
研
究
の
系
譜
で
あ
る
。
 本
書
は
か
 

か
る
学
統
に
連
な
る
著
者
が
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
日
本
仏
 教
の
流
れ
 

を
 仏
教
学
的
視
座
か
ら
体
系
的
に
把
握
し
ょ
う
と
し
た
研
究
の
 集
成
で
あ
 

る
 。
 

 
 

本
書
を
構
成
す
る
二
十
四
本
の
論
文
の
う
ち
の
大
半
は
、
末
木
 氏
 が
こ
 

れ
ま
で
執
筆
し
て
 き
 た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
末
木
氏
自
身
 も
 認
め
る
 

よ
 う
 に
、
各
論
文
の
間
で
問
題
意
識
や
視
点
の
と
り
方
に
若
干
 の
ず
れ
が
 

存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
に
は
全
体
 を
 通
底
 す
 

る
い
く
つ
か
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
 

そ
の
第
一
は
、
本
書
第
一
部
を
「
方
法
と
視
座
」
と
し
て
、
 方
 法
論
と
 

日
本
仏
教
全
体
に
関
す
る
諸
論
文
を
お
い
て
い
る
こ
と
に
も
 知
 ら
れ
る
 ょ
 

う
 に
、
自
身
の
研
究
に
つ
い
て
の
明
確
な
方
法
論
的
自
覚
で
あ
 ろ
 う
 。
 末
 

木
尺
は
そ
の
研
究
が
、
「
仏
教
学
の
立
場
か
ら
の
日
本
仏
教
研
究
 

」
（
七
頁
）
 

で
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
。
そ
の
際
仏
教
学
と
は
、
「
宗
派
の
 教
理
を
前
 

提
 と
す
る
宗
学
」
（
八
頁
）
と
違
っ
て
 

、
 何
よ
り
も
客
観
的
 

批
判
点
な
 

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
宗
門
の
枠
を
取
り
払
っ
た
 上
 で
、
 日
 

本
仏
教
を
思
想
史
と
し
て
 イ
 ソ
 ド
 以
来
の
仏
教
の
大
き
な
流
れ
 に
 位
置
づ
 

げ
る
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
学
的
研
究
は
仏
教
史
上
 

に
お
け
る
 

日
本
仏
教
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
 ぅ
 る
と
と
も
に
、
仏
教
と
 い
う
 範
蜻
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を
 越
え
て
時
代
精
神
や
民
族
文
化
の
特
質
を
照
出
す
る
こ
と
に
 も
 貢
献
し
 

ぅ
る
 、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
末
木
氏
は
自
ら
の
立
脚
す
る
立
場
を
明
確
に
さ
れ
た
 が
、
そ
 

れ
は
決
し
て
 
他
 領
域
の
研
究
動
向
を
無
視
す
る
こ
と
を
意
味
す
 る
も
の
で
 

は
な
か
っ
た
。
逆
に
末
木
氏
は
日
本
史
学
・
国
文
学
・
宗
学
 
神
道
学
等
 

0
 周
辺
領
域
の
業
績
に
広
く
目
を
配
り
、
そ
れ
ら
を
研
究
史
と
 し
て
整
理
 

し
つ
つ
積
極
的
に
自
己
の
研
究
に
組
み
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
 （
 
衆
一
 

肪
 

一
 0.
 
一
五
論
文
な
ど
）
。
さ
ら
に
資
料
の
面
で
も
教
理
費
や
 頂 点
的
著
 

作
 に
加
え
、
従
来
仏
教
学
が
あ
ま
り
用
い
よ
う
と
し
な
か
っ
た
 文
学
作
品
 

等
を
叙
述
に
組
み
入
れ
、
 

よ
 り
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
ょ
 5
 と
試
み
 

て
い
る
（
第
九
，
一
四
論
文
）
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
末
木
 氏
 が
 仏
教
を
 

よ
 り
広
く
思
想
史
、
文
化
史
の
中
で
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
に
 基
づ
く
も
 

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
周
辺
領
域
・
分
野
に
対
す
る
 広
 汎
な
 目
配
 

り
が
本
書
の
第
二
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
 

さ
ら
に
第
三
点
と
し
て
、
日
本
仏
教
の
全
体
像
構
築
へ
向
け
て
 の
 強
い
 

意
欲
を
指
摘
で
き
る
。
近
年
、
日
本
仏
教
研
究
に
お
い
て
も
 研
 究
の
個
別
 

化
 、
細
分
化
が
進
行
し
っ
 っ
 あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
末
木
民
竪
 刊
 近
代
の
 

各
時
代
に
つ
い
て
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
前
述
の
視
座
と
方
法
に
 基
づ
い
た
 

考
察
を
加
え
て
い
る
。
末
木
氏
に
は
す
で
に
日
本
仏
教
 史
 を
通
 親
 し
た
 著
 

作
 
ョ
日
本
仏
教
典
 し
 （
新
潮
社
・
一
九
九
二
年
）
が
あ
る
が
、
 

か
か
る
 構
 

成
 を
と
る
本
書
に
も
ま
た
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
集
積
を
越
え
て
 日
 本
仏
教
論
 

の
 骨
格
を
示
そ
う
と
す
る
氏
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
 き
 1
 
Ⅰ
 
へ
う
 0
 

以
上
本
書
の
特
色
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
三
点
と
り
あ
げ
た
。
 そ
の
中
 

で
も
特
に
私
の
関
心
を
引
く
も
の
は
、
第
一
の
方
法
に
関
す
る
 氏
の
提
 @
 

で
あ
る
。
末
木
氏
は
自
ら
の
立
脚
す
る
仏
教
学
の
立
場
を
は
っ
 ぎ
り
と
 れ
 

ち
 出
し
た
が
、
そ
の
対
極
に
は
近
年
盛
行
し
っ
 っ
 あ
る
歴
史
学
 的
 視
座
か
 

ら
の
仏
教
研
究
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
み
え
る
。
 

末
木
氏
に
 ょ
 れ
ば
、
従
来
の
仏
教
史
学
研
究
は
い
く
 っ
 か
の
 間
 題
を
字
 

ん
で
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
歴
史
学
が
思
想
を
政
 治
や
社
会
 

の
動
 ぎ
に
従
属
さ
せ
る
結
果
、
宗
教
を
捉
え
る
視
点
が
偏
っ
た
 り
 一
面
的
 

で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
教
理
や
思
想
内
容
に
深
 く
 立
ち
入
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
る
と
い
う
。
前
者
に
つ
い
て
、
 未
 木
氏
は
平
 

安
 ・
鎌
倉
仏
教
 史
 研
究
に
お
け
る
「
国
家
と
宗
教
」
と
い
う
 視
 点
の
突
出
 

を
 指
摘
し
て
い
る
。
後
者
 に
 関
し
て
は
、
仏
教
史
学
者
の
中
で
 も
っ
と
も
 

思
想
の
自
律
性
を
重
視
す
る
 家
 永
三
郎
氏
さ
え
も
、
「
そ
こ
で
 一
 
@
@
 

わ
れ
る
 

円
 
思
想
 L
 は
必
ず
し
も
教
理
に
深
く
立
ち
入
っ
て
い
る
と
は
 言
，
 
え
な
い
」
 

（
八
六
頁
）
、
と
い
う
評
価
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
 
る
 。
 

要
す
る
に
末
木
氏
は
日
本
史
学
研
究
者
が
主
導
権
を
握
る
近
年
 の
 仏
教
 

史
 研
究
に
対
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
思
想
の
歴
史
へ
の
従
属
 
を
 疑
問
視
 

し
 、
「
宗
教
は
あ
く
ま
で
宗
教
と
し
て
、
思
想
は
あ
く
ま
で
 思
 想
 と
し
て
 

解
明
さ
れ
、
そ
の
上
で
そ
れ
が
政
治
的
、
社
会
的
に
ど
の
よ
 う
 な
位
置
付
 

げ
に
あ
る
か
を
見
る
の
が
本
来
で
は
な
い
か
」
（
二
七
頁
）
 と
 主
張
さ
れ
 

る
 。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
限
界
を
克
服
す
る
視
座
を
も
っ
研
究
 の
 一
例
と
 

し
て
、
田
村
芳
朗
氏
ら
の
本
覚
思
想
研
究
の
系
譜
を
位
置
づ
 け
 る
の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

さ
て
上
記
の
如
 き
 問
題
視
角
を
と
る
末
木
 氏
は
 、
日
本
仏
教
の
 全
体
像
 

0
 把
握
に
つ
い
て
い
か
な
る
構
想
か
懐
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
 ろ
 う
か
 。
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書評と紹介   
代源 

  
く
 方
向
と
、
そ
れ
を
批
判
し
経
論
に
基
づ
い
て
仏
教
の
原
点
に
 立
ち
返
ろ
 

ぅ
 と
す
る
動
き
が
入
り
組
ん
だ
、
二
つ
の
潮
流
を
形
成
す
る
の
 で
あ
る
。
 

い
わ
ゆ
る
鎌
倉
仏
教
は
こ
れ
ら
二
つ
の
流
れ
の
接
点
に
お
い
て
 成
立
す
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
仏
教
成
立
 期
 に
盛
行
し
て
い
た
天
台
の
 本
覚
 門
の
 

思
想
に
お
い
て
は
、
平
安
初
期
以
来
の
現
世
的
性
格
は
極
 
占
 に
ま
で
 達
 

し
 、
仏
教
の
自
己
崩
壊
に
も
つ
な
が
り
か
れ
な
い
修
行
不
要
論
 が
 公
言
さ
 

れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
「
即
身
成
仏
論
の
現
世
的
性
格
 を
 生
か
し
 

な
が
ら
、
再
び
修
行
成
仏
的
側
面
、
即
ち
始
覚
 門
 的
側
面
を
採
 り
 入
れ
 

て
 、
仏
教
の
宗
教
と
し
て
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
を
取
り
戻
そ
う
と
し
 た
の
が
 鎌
 

倉
 新
仏
教
の
運
動
で
あ
っ
た
」
（
七
二
頁
）
と
位
置
づ
げ
ら
れ
 る
の
で
あ
 

る
 。
 

末
木
元
は
か
く
し
て
、
現
世
的
性
格
を
日
本
仏
教
を
貫
く
一
本
 の
 縦
糸
 

と
 捉
え
た
上
で
、
そ
の
批
判
の
中
か
ら
生
じ
る
現
実
否
定
の
運
 動
 を
そ
こ
 

に
か
ら
め
つ
つ
、
両
者
が
織
り
な
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
ぎ
と
 し
て
日
本
 

仏
教
の
展
開
を
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

末
木
氏
は
本
書
に
お
い
て
、
日
本
仏
教
に
つ
い
て
仏
教
学
の
立
 場
 に
立
 

っ
た
 独
自
の
視
点
と
構
想
を
示
さ
れ
た
。
本
書
に
示
さ
れ
た
氏
の
 研
究
の
 

ス
ケ
 l
 ル
と
、
方
法
・
視
座
の
追
求
を
め
ぐ
る
そ
の
真
摯
な
 姿
 勢
は
 、
そ
 

れ
 自
体
し
か
る
べ
 き
 評
価
を
与
え
ら
れ
る
べ
 き
 も
の
で
あ
ろ
う
 0
 し
か
し
 

構
想
の
雄
大
さ
に
加
え
、
そ
れ
が
 氏
 自
身
に
よ
っ
て
さ
ら
に
 補
 足
 ・
彫
琢
 

さ
る
べ
き
未
完
成
な
も
の
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
書
に
若
 千
 の
問
題
 

が
 残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
た
末
木
氏
は
私
を
含
 む
こ
れ
よ
 

で
の
史
学
的
研
究
に
批
判
を
加
え
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
 必
ず
し
も
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納
得
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
の
最
後
に
、
歴
史
 学
 研
究
者
 

と
し
て
の
立
場
か
ら
の
末
木
氏
の
問
題
提
起
へ
の
反
論
と
、
 氏
 の
 視
座
 

方
法
へ
の
批
判
を
、
紙
幅
の
関
係
で
一
点
づ
 つ
 述
べ
さ
せ
て
い
 
た
だ
く
こ
 

と
に
し
た
い
。
 

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
先
述
の
如
く
末
木
氏
は
近
年
の
 仏
教
典
 

学
 研
究
の
動
向
に
触
れ
、
そ
こ
で
 は
 思
想
や
教
理
が
歴
史
に
従
 属
さ
せ
ら
 

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
思
想
研
究
の
自
立
を
訴
え
ら
れ
た
 。
確
か
に
 

私
を
含
め
た
歴
史
研
究
者
の
多
く
が
、
 

前
 近
代
に
お
い
て
ほ
 思
 想
 が
他
の
 

社
会
的
諸
関
係
と
は
全
く
関
わ
り
な
く
自
律
的
な
発
展
を
遂
げ
 る
こ
と
は
 

あ
り
え
な
い
、
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
 

前
 近
代
、
と
り
 わ
け
中
世
 

以
前
に
お
い
て
は
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
は
宗
教
の
外
 彼
 を
ま
 と
っ
て
 現
 

わ
れ
て
い
た
。
ま
た
中
国
で
の
王
者
不
祥
論
争
や
日
本
で
の
 専
 修
 念
仏
 弾
 

圧
 事
件
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く
、
国
家
の
政
策
や
政
治
の
あ
り
 方
は
思
想
 

界
の
帰
趨
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ば
し
た
。
し
た
が
っ
て
 、
歴
 史
 研
究
者
 

が
 宗
教
・
思
想
を
歴
史
過
程
の
中
で
論
じ
る
の
は
、
決
し
て
 教
 理
 が
政
治
 

や
 制
度
に
従
属
す
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
前
 近
代
の
宗
 

教
や
思
想
の
帯
び
る
全
体
性
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
通
し
て
歴
史
の
 全
体
 像
を
 

描
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
通
し
に
立
っ
て
い
る
た
め
な
の
 で
あ
る
。
 

彼
ら
が
中
世
仏
教
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
図
式
や
区
分
（
正
統
 と
 異
端
、
 

等
 ）
を
導
入
す
る
の
も
、
旧
来
の
新
・
 旧
 仏
教
と
い
う
枠
組
み
 の
 影
響
を
 

脱
し
き
れ
な
い
た
め
で
は
な
く
、
い
か
な
る
区
分
を
と
る
こ
と
 に
よ
っ
て
 

歴
史
・
仏
教
の
全
体
像
に
せ
ま
れ
る
か
、
と
い
う
前
記
の
問
題
 意
識
と
密
 

接
 に
関
わ
っ
て
い
る
。
 

ゆ
え
に
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
仏
教
研
究
を
批
判
す
る
に
 際
 し
て
、
 

一
般
論
と
し
て
教
理
の
歴
史
へ
の
従
属
や
区
分
の
固
定
性
を
批
判
 する
こ
 

 
 

と
ほ
 、
そ
の
教
理
理
解
が
明
ら
か
に
 誤
 ま
り
で
あ
る
場
合
を
除
 
て
さ
ほ
 

㎎
 

ど
 意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
批
判
は
何
よ
り
も
 研
 究
 者
が
そ
の
 

 
 

の
よ
う
な
手
法
で
描
こ
 
う
 と
し
た
、
仏
教
史
の
全
体
像
に
対
す
 る
 批
判
で
 

u
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
理
に
対
す
る
理
解
の
浅
さ
や
「
 
善
 至
悪
玉
 図
 

式
 」
が
仏
教
の
、
そ
し
て
歴
史
の
総
体
的
把
握
を
ど
の
よ
う
に
 ゆ
が
め
て
 

い
る
か
を
、
「
仏
教
学
」
の
立
場
か
ら
 

よ
 り
具
体
的
に
指
摘
す
 る
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
仏
教
主
研
究
の
問
題
点
は
鮮
明
な
も
の
と
な
る
で
あ
 ろ
 う
 。
 そ
 

れ
を
ふ
ま
え
て
初
め
て
、
 

よ
 り
立
体
的
な
日
本
仏
教
 像
 の
専
横
 築
 と
い
う
 

共
通
の
目
標
に
向
け
て
、
両
者
は
い
っ
そ
 う
 建
設
的
な
関
係
に
 入
る
こ
と
 

が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

次
に
後
者
の
問
題
に
移
る
。
末
木
氏
は
歴
史
学
へ
の
批
判
の
文
 肌
を
 含
 

め
て
、
繰
り
返
し
思
想
や
宗
教
を
そ
れ
自
体
と
し
て
研
究
す
る
 -
 
し
と
の
 重
 

要
 性
を
訴
え
ら
れ
た
。
私
は
本
書
に
収
め
ら
れ
た
各
論
文
の
 ょ
 う
 に
 、
個
 

別
 思
想
に
つ
い
て
教
理
そ
の
も
の
を
研
究
す
る
こ
と
の
意
味
と
 意
義
を
否
 

走
 す
る
 り
 も
り
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
ら
が
、
総
体
と
し
て
ど
の
 よ
う
な
 日
 

木
仏
教
の
全
体
 像
 に
結
実
す
る
の
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
 

氏
 の
 構
想
に
 

は
い
ま
ひ
と
つ
わ
か
り
に
く
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
 

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
末
木
氏
は
高
弁
の
思
想
を
あ
げ
て
、
そ
れ
が
 
法
然
 

と
 同
じ
く
「
本
覚
論
的
思
弁
を
打
破
」
（
四
一
五
頁
）
す
る
も
の
 と
 評
し
 

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
他
方
で
は
同
じ
思
想
に
つ
い
て
、
法
然
 と
 は
 対
照
的
 

に
 
「
す
べ
て
の
経
説
や
イ
ン
ド
・
中
国
の
祖
師
の
道
を
究
極
的
 
に
 等
し
い
 

も
の
と
し
て
 
皆
 認
め
よ
う
と
す
る
立
場
」
（
四
一
六
頁
）
を
 見
 出
し
て
お
 

ら
れ
る
。
さ
ら
に
他
方
で
は
 袴
 合
憲
昭
氏
の
指
摘
を
 ぅ
 げ
て
、
 
「
明
恵
の
 



書評と紹介 

中
に
本
覚
思
想
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
 」
（
四
一
一
一
 

0
 頁
 ）
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
日
本
中
世
の
仏
教
者
の
中
で
 本
覚
 論
 

的
 ・
非
本
覚
論
的
 
両
 要
素
を
兼
ね
備
え
な
い
思
想
家
は
存
在
し
 な
い
こ
と
 

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
評
価
の
う
ち
い
ず
れ
 が
 明
恵
の
 

本
質
的
規
定
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
を
本
質
と
す
る
こ
と
を
 避
け
よ
う
 

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
明
恵
に
お
け
る
相
反
す
る
 二
 要
素
の
併
 存
を
説
く
 

だ
け
で
な
く
、
両
者
が
彼
の
思
想
中
に
お
い
て
い
か
な
る
形
で
 共
存
し
て
 

い
る
か
を
構
造
的
に
解
明
し
、
そ
れ
を
他
の
思
想
な
い
し
思
想
 家
 と
比
較
 

す
る
と
い
う
手
続
き
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
 の
よ
う
な
 

手
順
を
ふ
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
の
集
積
が
ど
の
よ
う
な
日
本
仏
 教
像
 を
生
 

み
 出
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

総
じ
て
末
木
兎
 は
 、
従
来
の
仏
教
史
学
が
つ
く
り
あ
げ
た
図
式
 を
 破
棄
 

し
 思
想
定
の
自
律
性
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
に
性
急
な
あ
 ま
り
、
 既
 

成
の
図
式
を
批
判
し
て
も
そ
れ
に
代
わ
る
独
自
の
思
想
評
価
 
位
置
づ
け
 

の
方
法
と
基
準
を
打
ち
出
し
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 「
 田
 世
相
 
心
 
」
 

を
 
「
あ
く
ま
で
思
想
と
し
て
」
意
義
づ
け
る
と
は
い
か
な
る
 
-
 
」
と
な
の
 

か
 。
今
後
 氏
 に
ぜ
ひ
追
究
し
て
い
た
だ
き
た
い
問
題
で
あ
る
。
 

 
 

以
上
、
本
書
に
つ
い
て
そ
の
特
色
と
意
義
、
及
び
問
題
点
に
つ
 い
て
 意
 

見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
書
を
構
成
す
る
各
論
文
は
 、
そ
れ
 自
 

体
 実
証
面
で
現
在
の
研
究
界
の
先
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
 
の
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
そ
れ
ら
の
各
論
文
を
個
別
に
論
評
す
る
こ
と
は
私
の
能
力
 を
 越
え
る
 

も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
本
書
の
特
色
は
何
よ
り
も
独
自
の
間
 題
意
識
と
 

視
座
か
ら
日
本
仏
教
研
究
の
構
想
を
示
そ
う
と
し
た
点
に
あ
る
 と
 考
え
 ろ
 

れ
る
た
め
、
か
か
る
形
で
の
論
評
を
と
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
 適
否
に
つ
 

い
て
は
書
評
の
内
容
そ
の
も
の
へ
の
批
判
も
含
め
て
、
末
木
兎
 は
じ
め
 大
 

方
 の
 忌
悼
 な
き
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。
 

同
じ
く
日
本
仏
教
を
研
究
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
歴
史
学
と
仏
 教
学
は
 

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
実
り
あ
る
交
渉
を
も
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
 。
そ
の
 原
 

因
 の
ひ
と
つ
に
、
私
を
含
む
日
本
史
研
究
者
に
と
っ
て
難
解
な
 教
義
を
取
 

り
 扱
 う
 仏
教
学
や
宗
学
の
世
界
が
、
自
然
科
学
以
上
に
遠
い
も
 の
の
よ
う
 

に
み
え
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

そ
れ
に
対
し
伝
統
的
な
仏
教
学
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
末
木
 
氏
は
、
 

「
日
本
の
仏
教
思
想
史
を
狭
い
専
門
家
の
手
か
ら
解
放
し
て
、
 広
く
日
本
 

文
化
や
思
想
に
関
心
を
も
っ
人
々
と
、
少
し
で
も
一
緒
に
考
え
 8
 手
が
か
 

り
と
し
た
い
」
、
「
い
ま
だ
隠
語
の
よ
う
な
専
門
の
術
語
で
論
ず
 

る
 論
文
に
 

は
な
じ
み
き
れ
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
」
（
四
八
四
頁
）
 

、
と
 い
っ
た
 そ
 

の
 言
葉
の
端
々
に
窺
え
る
よ
 う
 に
、
仏
教
学
を
関
連
諸
分
野
の
 共
通
の
討
 

議
の
場
に
引
き
出
そ
う
と
し
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
本
書
の
も
 っ
 意
義
は
 

い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
 

勿
論
、
客
観
的
で
平
易
な
記
述
を
さ
れ
た
分
だ
け
、
逆
に
だ
れ
 に
と
っ
 

て
も
問
題
点
が
み
え
や
す
く
批
判
が
容
易
に
な
っ
た
と
い
う
こ
 
と
も
あ
 

る
 。
だ
が
研
究
の
細
分
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
あ
え
て
砲
火
 を
 浴
び
る
 

危
険
を
冒
し
つ
つ
、
仏
教
学
の
再
生
と
全
体
性
の
回
復
を
め
ざ
 
 
 

 
 

は
 、
研
究
 史
 に
新
た
な
波
紋
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
 

氏
 が
 公
的
な
ひ
 

場
 に
投
げ
返
し
た
研
究
提
起
と
成
果
を
関
連
分
野
の
研
究
者
が
 い
か
に
 受
 

㏄
 

 
 

げ
 止
め
る
か
、
今
私
た
ち
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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今
日
、
イ
ソ
 
ド
 に
お
け
る
初
期
大
乗
経
典
の
一
つ
た
る
 

円
 
法
華
 経
 」
 思
 

想
の
研
究
は
、
そ
の
成
立
論
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
 

本
書
は
、
学
界
の
主
流
た
る
「
歴
史
的
段
階
的
成
立
論
」
に
 

対
 し
て
、
 

百
 法
華
経
 
b
 は
提
婆
品
を
除
く
二
十
七
品
が
ほ
 

ば
 一
時
期
に
お
 
い
て
成
立
 

し
た
も
の
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
、
こ
の
仮
説
に
基
づ
き
 

円
法
 
茸
経
 」
 編
 

十
一
品
（
序
品
１
１
 

嘱
累
品
 
）
だ
け
の
 円
 
法
華
経
 
b
 が
流
布
し
 

た
 事
実
、
 

 
 

纂
の
方
針
あ
る
い
は
そ
の
経
過
を
想
定
し
、
法
華
経
思
想
の
統
 

一
 的
解
釈
 

を
 試
み
る
」
も
の
で
あ
る
。
（
傍
点
は
評
者
、
以
下
同
じ
。
）
 

歴
史
的
段
階
的
成
立
論
は
、
布
施
 

説
 を
一
部
修
正
し
た
田
村
税
 

に
よ
 れ
 

ば
 、
第
一
類
（
方
便
 

品
 １
１
人
証
 
品
 ）
が
最
初
に
成
立
し
（
紀
一
 

万
 後
五
 0
 

年
頃
）
 
、
 次
に
第
二
 
類
 （
序
品
、
法
師
 

品
 １
１
 嘱
累
品
 
、
提
婆
 
ロ
 
朋
を
除
く
）
 

が
 付
加
増
床
（
紀
元
一
 

0
0
 

年
頃
）
、
さ
ら
に
第
三
 

類
 （
薬
王
 
品
 １
音
 

賢
品
 ）
の
付
加
（
紀
元
後
一
五
 

0
 年
頃
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
 

対
 し
 、
著
者
 

は
 、
し
か
ら
ば
そ
の
八
品
（
第
一
類
）
だ
け
の
同
法
華
経
 

円
あ
 る
い
は
 
二
 

 
 

あ
る
い
は
そ
の
痕
跡
だ
け
で
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
 

そ
う
で
な
 

勝 
呂 

信静 

著 

い
か
ら
、
そ
の
 
ょ
う
 な
歴
史
的
段
階
的
成
立
論
は
明
証
を
欠
く
 と
す
る
。
 

 
 

し
か
し
、
著
者
は
内
容
上
、
諸
部
分
の
間
、
あ
る
い
は
 諸
品
の
 間
 、
さ
ら
㎎
 

に
は
長
行
と
何
と
の
間
に
、
 

説
 相
の
相
違
を
認
め
、
第
一
類
（
 序
品
 １
 
の
 

 
 

大
乱
 品
 ）
、
第
二
 類
 
（
法
師
 品
 １
１
神
力
 品
 ）
、
第
三
 類
 
（
薬
王
 品
 １
１
普
は
 

賞
品
、
 
嘱
累
品
 ）
と
い
う
別
を
た
て
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
 「
二
十
七
 

品
 同
時
成
立
 
説
 」
を
主
張
す
る
の
は
、
同
法
華
経
」
編
纂
と
い
 ぅ
 点
に
あ
 

る
 。
そ
れ
は
阿
含
経
典
が
仏
陀
の
説
法
の
「
結
集
」
即
ち
 グ
ル
 ｜
プ
 0
 合
 

議
 に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
事
実
に
 ょ
 り
、
こ
れ
を
信
仰
告
白
書
 
布
教
父
 

学
 た
る
大
乗
経
典
成
立
に
あ
て
は
め
、
仏
陀
の
悟
り
を
追
体
験
 し
た
こ
と
 

を
 自
他
と
も
に
認
め
る
強
力
な
指
導
者
（
教
祖
）
が
あ
ら
わ
れ
 、
そ
れ
に
 

共
鳴
す
る
信
者
が
集
ま
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
（
複
数
の
作
 者
 ）
 、
複
 

数
の
読
者
層
を
意
識
し
て
経
典
を
作
成
し
た
と
想
定
す
る
。
 そ
 し
て
、
 そ
 

0
 編
集
方
法
は
、
一
品
の
作
成
ご
と
に
編
纂
会
議
が
持
た
れ
、
 そ
の
合
議
 

に
よ
っ
て
主
題
が
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
た
め
に
一
品
一
品
 は
 完
結
し
 

た
も
の
と
い
う
感
を
与
え
、
そ
う
し
た
品
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
 て
 思
想
の
 

全
容
を
示
す
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
主
題
の
転
換
も
は
か
ら
れ
 て
い
る
と
 

い
 う
 。
こ
れ
で
は
歴
史
的
段
階
的
成
立
論
で
は
な
い
か
と
思
わ
 れ
る
が
、
 

一
世
代
（
三
十
年
を
限
度
と
す
る
）
に
お
け
る
継
続
的
に
行
な
わ
 れた
 
一
 

連
の
編
纂
作
業
の
中
に
あ
る
と
す
る
。
 

こ
の
仮
説
の
上
に
、
以
下
、
第
二
章
法
華
経
の
成
立
に
対
す
る
 考
察
、
 

第
三
章
法
華
経
の
思
想
に
対
す
る
考
察
、
第
四
章
長
行
，
 褐
頚
 
の
 比
較
 対
 

照
を
論
ず
る
。
 

第
二
章
で
は
、
ま
ず
長
行
・
 

褐
 頚
の
対
応
に
関
し
、
例
え
ば
 三
 芥
火
宅
 

0
%
 
話
に
お
け
る
長
行
 と
褐
 頚
の
相
違
に
つ
い
て
こ
の
種
の
 
説
話
は
教
 



書評と紹介 

義
 
・
信
条
・
教
訓
を
伝
え
る
の
が
目
的
で
あ
り
、
記
事
の
厳
密
 さ
を
 問
 わ
 

な
い
の
が
経
の
編
纂
者
の
立
場
だ
と
し
、
侮
は
長
行
に
対
し
、
 一
層
複
雑
 

で
 発
展
的
な
所
説
を
展
開
す
る
の
が
、
そ
も
そ
も
の
編
纂
方
法
 で
あ
り
、
 

さ
ら
に
は
長
行
と
何
と
は
 畢
 っ
た
読
者
層
を
対
象
と
す
る
も
の
 

で
、
一
般
 

的
に
見
て
日
法
華
経
 b
 で
は
、
長
行
は
教
団
の
上
層
部
の
指
導
 者
に
対
す
 

る
も
の
、
侮
は
一
般
信
者
向
け
と
す
る
。
 

何
 と
し
て
、
方
便
 品
 第
六
段
の
 

小
善
成
仏
を
説
く
褐
は
、
易
行
成
仏
を
説
い
て
在
家
信
者
に
ふ
 さ
わ
し
い
 

教
え
で
あ
り
、
寿
量
品
の
長
行
は
空
の
哲
学
的
思
想
を
表
明
し
 た
と
こ
ろ
 

が
あ
る
が
、
 
侮
 
（
自
我
 侶
 ）
は
仏
陀
信
仰
が
強
く
出
て
お
り
 一
 般
 信
者
向
 

け
で
、
恐
ら
く
そ
の
部
分
だ
け
を
信
者
に
唱
え
さ
せ
る
目
的
が
 あ
っ
た
 と
 

す
る
（
こ
れ
は
現
在
の
日
本
仏
教
で
の
事
象
で
、
そ
れ
を
イ
ソ
 ド
の
 法
華
 

経
 成
立
時
ま
で
遡
ら
せ
 ぅ
 る
で
あ
ろ
う
か
）
。
ま
た
、
 

讐
瞼
品
 後
半
の
褐
 

（
第
一
一
一
 @
 
一
 三
六
 %
 ）
は
極
め
て
通
俗
的
、
感
覚
的
に
描
写
 さ
れ
て
 

い
て
、
在
家
信
者
に
ふ
さ
わ
し
い
教
え
で
あ
り
、
長
行
と
は
 別
 0
 目
的
で
 

作
ら
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
段
階
的
成
立
論
（
布
施
 説
 ）
は
 、
 

第
一
 0
 五
侮
 以
下
を
後
代
の
異
質
の
付
加
と
し
て
い
る
。
ま
た
 、
方
便
 品
 

第
一
段
の
長
行
に
、
仏
智
は
声
聞
、
縁
覚
の
二
乗
に
不
能
如
と
 
あ
る
の
 

に
、
 褐
で
は
声
聞
、
縁
覚
の
み
な
ら
ず
、
新
発
意
か
ら
不
退
の
圭
 目
薩
 に
木
 

能
知
 と
あ
る
点
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
長
行
は
二
乗
の
徒
を
読
 者
 層
に
予
 

恕
 し
、
褐
は
そ
れ
に
加
え
て
大
乗
の
徒
を
予
想
し
て
の
説
で
あ
 ろ
 う
と
す
 

る
 。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
経
文
の
表
面
を
な
ぞ
る
だ
け
の
 っ
じ
 つ
 ま
合
せ
 

の
 感
が
あ
り
、
「
会
通
」
と
い
う
 

外
 な
い
。
こ
の
こ
と
は
本
書
 全
体
に
っ
 

て
 言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
と
に
末
木
女
 美
 士
民
 は
 
「
 ご
都
 ム
コ
主
義
的
 

-
l
-
 

な
 解
釈
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
 

と
は
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
（
布
施
 説
は
 、
こ
の
文
を
全
く
黙
殺
す
 
る
 ）
。
 経
 

は
さ
ら
に
続
け
て
「
い
か
な
る
土
地
で
も
・
こ
の
法
門
が
語
ら
 れ
た
り
、
 

マ
 -
Z
-
 

す
る
と
こ
ろ
の
そ
の
（
場
所
に
あ
る
）
ス
ト
ゥ
 パ
 に
対
し
て
 
（
 
丑
 
㏄
㏄
友
ヱ
 

臣
 

海
口
Ⅰ
の
 
0
 「
海
口
Ⅰ
 り
チ
ド
 
㏄
 
宇
 ㏄
）
（
即
ち
 丹
 
Ⅲ
文
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
 ヤ
 は
 如
来
の
舎
 

195 (195) 

次
に
、
第
一
類
と
第
二
類
の
間
に
成
立
年
代
の
差
違
が
あ
る
と
 す
る
論
 

拠
に
 、
第
一
類
に
は
書
写
が
な
い
の
に
第
二
 類
 は
は
あ
り
、
 
第
 
一
類
は
舎
 

利
塔
 崇
拝
を
説
く
が
、
第
二
類
は
そ
れ
を
否
定
し
て
チ
ャ
 ィ
テ
 
ィ
 ヤ
業
 

拝
 
・
経
典
崇
拝
を
強
調
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
経
 文
を
十
分
 

 
 

に
 検
討
す
る
こ
と
な
く
相
違
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
 要
は
解
釈
 

0
 間
 題
 で
あ
っ
て
、
こ
の
相
違
は
た
だ
主
題
が
転
換
し
た
こ
と
 に
よ
っ
て
 

日
 法
華
経
 b
 作
者
の
問
題
意
識
あ
る
い
は
関
心
の
対
象
が
変
化
 
し
た
と
 見
 

る
べ
き
だ
と
し
、
相
違
し
な
が
ら
も
連
続
す
る
面
、
互
い
に
 対
 応
 す
る
面
 

が
あ
れ
ば
同
時
成
立
と
考
え
て
よ
い
と
す
る
。
ま
た
 
塔
 崇
拝
に
 
関
し
て
 

も
 、
第
二
 類
 に
属
す
る
多
宝
塔
は
常
に
ス
ト
ク
 パ
 
（
舎
利
塔
）
 と
 呼
ば
れ
 

て
い
る
故
に
、
ス
ト
ゥ
 

パ
 崇
拝
と
チ
ャ
イ
テ
ィ
 ヤ
 崇
拝
と
は
 別
 種
の
信
仰
 

形
態
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
両
者
の
間
の
差
違
は
明
ら
か
な
 事
実
と
し
 

て
 容
認
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
経
文
の
読
み
に
問
題
が
あ
 
る
 o
 即
 

ち
 、
法
師
 屈
め
 
「
い
か
な
る
土
地
で
も
、
こ
の
法
門
が
語
ら
れ
 

た
り
、
 

す
る
そ
の
土
地
に
は
チ
ャ
イ
テ
ィ
 ヤ
 が
建
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
 る
が
、
 そ
 

こ
 に
か
な
ら
ず
し
も
如
来
の
舎
利
が
安
置
さ
れ
る
必
要
は
な
 い
 」
 と
い
う
 

立
な
 、
布
施
説
は
舎
利
塔
崇
拝
の
否
定
と
主
張
す
る
が
、
経
は
 こ
の
文
に
 

続
け
て
「
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
如
来
の
全
身
が
 安
置
さ
れ
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
あ
っ
て
、
チ
ャ
イ
テ
ィ
 ヤ
 の
中
に
舎
利
 
の
 全
身
が
 

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
一
片
の
舎
利
す
ら
も
置
く
必
要
 の
な
い
こ
 



利
の
全
身
を
有
す
る
故
に
、
ス
ト
ゥ
 パ
 で
あ
る
）
…
・
・
・
供
養
が
 

な
さ
れ
る
 

べ
き
で
あ
る
」
と
あ
り
、
又
、
分
別
功
徳
 品
に
 、
仏
滅
後
に
こ
 の
 法
門
を
 

受
持
し
読
話
す
る
「
善
男
子
・
善
女
人
に
よ
っ
て
は
、
わ
れ
（
 如
来
）
の
 

た
め
に
ス
ト
 ヴ
パ
 が
建
て
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
」
と
あ
る
の
も
 
「
か
の
 
善
 

男
子
・
善
女
人
に
よ
っ
て
す
で
に
（
過
去
の
生
に
お
い
て
）
 わ
 れ
の
舎
利
 

に
 対
し
て
舎
利
供
養
が
な
さ
れ
て
あ
る
（
 k
r
t
a
.
.
.
 

ヴ
す
り
つ
 

り
（
 
@
 
）
 、
 ス
ト
ウ
 

が
 古
庄
て
ら
れ
て
あ
る
 公
岡
 「
 
@
 ゆ
 ）
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
 、
 今
生
で
な
 

す
べ
 き
 こ
と
は
経
の
弘
通
の
み
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
 決
し
て
 舎
 

利
塔
 崇
拝
の
否
定
で
は
な
い
。
そ
れ
を
著
者
は
「
ス
ト
ゥ
 パ
 を
 建
て
た
こ
 

と
に
な
る
」
と
訳
し
、
要
す
る
に
経
を
受
持
な
る
こ
と
は
舎
利
 塔
を
供
養
 

 
 

す
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
舎
利
崇
拝
を
排
除
し
て
い
 る
の
で
は
 

な
い
と
会
通
す
る
。
ま
た
チ
ャ
イ
テ
ィ
 ヤ
 崇
拝
 即
 経
典
崇
拝
 と
 し
て
、
 宝
 

塔
 品
の
多
宝
塔
の
出
現
と
二
仏
正
座
 は
 つ
い
て
「
 塔
 崇
拝
」
（
 過
去
 仏
 。
 

多
宝
如
来
。
報
身
）
と
「
経
典
崇
拝
」
）
未
来
へ
の
経
典
の
流
布
 、
法
身
）
 

が
 止
場
さ
れ
統
一
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
統
一
を
と
お
し
て
仏
陀
 の
 永
遠
性
 

が
 、
寿
量
品
に
お
い
て
、
久
遠
実
成
の
本
仏
の
教
え
と
し
て
 開
 顕
さ
れ
る
 

の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
次
に
、
第
一
類
の
対
 
告
 衆
は
声
聞
 

の
み
で
あ
 

り
 、
第
二
類
は
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
「
法
華
 経
ヒ
は
円
 

声
聞
を
主
人
公
と
す
る
 仏
 在
世
の
時
代
（
第
一
類
）
と
口
菩
薩
 を
 主
人
公
 

と
す
る
滅
後
の
時
代
（
第
二
 類
 ）
と
に
分
け
て
全
体
の
構
想
が
 立
て
ら
れ
 

て
い
る
と
し
、
第
二
 類
 の
は
じ
め
の
法
師
兄
に
お
い
て
、
在
世
 か
ら
滅
後
 

へ
と
主
題
の
転
換
が
は
か
ら
れ
、
第
一
類
の
声
聞
は
授
記
さ
れ
 た
こ
と
に
 

よ
り
 廻
 小
向
大
し
て
菩
薩
に
転
じ
、
第
二
 類
 に
お
い
て
は
、
 そ
 の
延
小
向
 

大
し
た
菩
薩
を
含
め
て
菩
薩
一
般
を
対
象
と
し
て
滅
後
に
お
 け
 る
 経
の
付
 

嘱
と
 流
通
の
問
題
が
語
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
 仏
在
 世
か
ら
 滅
 

 
 

後
 へ
、
声
聞
か
ら
菩
薩
へ
と
主
題
の
転
換
が
は
か
ら
れ
た
理
由
 や
 必
然
性
㎎
 

 
 

に
つ
い
て
は
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
 

 
  
 

さ
ら
に
、
第
一
類
と
第
二
 類
 と
の
間
に
存
す
る
 い
 く
 っ
 か
の
 対
 応
 性
を
㏄
 

指
摘
し
て
、
司
法
華
経
 ヒ
の
 作
者
は
第
一
類
の
構
成
を
念
頭
に
 置
 ぎ
な
が
 

ら
 第
二
類
の
作
成
を
試
み
た
と
推
定
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
 は
 殆
ど
 段
 

階
 的
成
立
 説
 と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
間
に
歴
史
的
時
間
の
へ
 た
 た
り
は
な
 

く
 、
一
世
代
に
お
け
る
一
連
の
作
成
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
 差
は
二
十
 

年
に
す
ぎ
ず
（
田
村
 説
 ）
、
五
十
歩
百
歩
と
い
え
 
よ
う
 。
 

終
り
に
、
第
三
 類
 に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
異
性
を
認
め
て
、
 

本
 体
 と
し
 

て
 0
 
コ
法
華
経
 
ヒ
は
 序
品
よ
り
神
力
 品
 に
至
る
部
分
で
、
後
の
上
 
八
ロ
叩
は
付
 

録
 だ
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
一
連
の
編
纂
作
業
は
二
十
七
品
を
 も
っ
て
 完
 

 
 

結
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
終
り
の
六
品
が
そ
れ
以
前
の
諸
 品
と
 異
な
る
 特
 

徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
編
纂
作
業
の
中
途
に
お
け
る
編
纂
 形
式
の
変
 

 
 

化
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
本
体
の
法
華
 経
は
、
難
 

信
 難
解
で
あ
り
、
し
か
も
法
華
経
受
持
の
一
行
し
か
説
か
な
い
 が
 、
第
三
 

類
 で
は
人
々
に
理
解
し
や
す
い
通
大
乗
的
な
信
仰
や
実
践
を
説
 き
、
第
二
 

類
 に
お
い
て
残
さ
れ
た
課
題
、
す
な
わ
ち
地
涌
の
菩
薩
以
外
の
 諸
菩
薩
は
 

ど
の
よ
う
に
し
て
法
華
経
を
説
き
弘
め
る
か
と
い
う
課
題
に
答
 え
 て
 、
経
 

の
 読
者
の
立
場
に
応
じ
て
六
品
の
う
ち
、
ど
れ
か
一
品
を
選
ん
 で
か
れ
に
 

受
持
説
話
せ
し
め
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
す
 る
っ
 

第
三
章
法
華
経
の
思
想
に
対
す
る
考
察
。
こ
れ
ほ
法
華
経
思
想
 の
 解
釈
 

0
 間
頭
で
あ
っ
て
（
思
想
の
解
明
で
は
な
い
）
、
法
華
経
を
形
 成
す
る
 思
 

想
 約
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
思
想
を
固
定
し
た
教
義
 と
し
て
で
 



な
く
、
発
展
し
変
貌
す
る
思
想
と
し
て
捉
え
る
こ
と
だ
と
す
る
 。
こ
れ
を
 

説
明
し
て
序
品
、
方
便
 岳
 

人
証
 見
 、
法
師
 品
 と
連
続
す
る
 
諸
品
 に
お
 

い
て
、
序
品
は
方
便
 品
 と
は
思
想
的
に
結
び
っ
か
な
い
が
、
 

法
 師
兄
以
降
 

と
は
結
び
っ
く
か
ら
、
序
品
と
法
師
 品
 以
降
と
を
結
ぶ
線
に
お
 い
て
一
 
つ
 

の
 思
想
的
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
法
華
経
に
は
こ
の
よ
 う
 な
 支
流
的
 

文
脈
が
い
く
つ
か
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
綜
合
ざ
れ
て
「
法
華
経
 ト
 全
体
を
 

貫
く
大
き
な
文
脈
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
間
に
あ
 る
 方
便
 品
 

 
 

人
証
品
の
所
説
は
、
そ
の
文
脈
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
ら
れ
 ね
ば
な
ら
 

か
い
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
二
十
七
品
同
時
成
立
 説
 に
立
 
っ
 か
ら
で
 

あ
っ
て
 、
 別
の
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
段
階
的
成
立
論
 と
な
る
で
 

あ
ろ
う
。
著
者
は
、
支
流
的
文
脈
と
し
て
、
以
下
け
 ｜
 ㈲
を
 挙
 げ
 、
全
体
 

と
し
て
次
の
三
つ
の
思
想
展
開
の
構
成
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
 ㈹
第
一
類
 

の
 テ
ー
マ
は
一
乗
と
声
聞
成
仏
で
あ
り
、
声
聞
の
人
格
の
中
に
 本
質
と
し
 

て
 菩
薩
の
人
格
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
の
菩
薩
 像
 が
次
第
に
深
 化
 
・
発
展
 

す
る
過
程
を
述
べ
、
②
第
一
類
Ⅱ
 仏
 在
世
 1
@
 娑
婆
世
界
の
抜
 土
 １
１
 衆
 

生
 救
済
者
と
し
て
の
仏
陀
。
第
二
 類
 Ⅱ
仏
滅
後
１
１
娑
婆
に
お
 げ
る
浄
土
 

建
設
仏
の
代
行
と
し
て
の
菩
薩
・
法
師
と
い
う
対
比
。
㈹
 
第
二
 類
の
 

テ
ー
マ
は
、
滅
後
に
お
け
る
経
典
の
付
嘱
・
弘
通
で
あ
り
、
 

同
 時
に
仏
陀
 

論
の
展
開
（
こ
れ
は
寿
量
品
で
結
論
に
達
す
）
 、
 経
の
付
嘱
は
 神
力
 品
で
 

決
着
す
る
。
そ
の
中
間
（
分
別
功
徳
 品
不
軽
品
 ）は
法
師
 品
 １
表
 

分
量
品
の
所
説
の
補
足
で
、
菩
薩
の
得
 
益
 と
化
他
行
を
述
べ
 
た
も
の
、
と
い
 

紹
ぅ
 。 

し
 Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
と
し
（
そ
う
で
は
な
く
、
種
々
の
方
便
（
Ⅱ
方
法
）
に
 よ
 る
教
説
が
 

 
 

三
乗
で
あ
ろ
う
）
、
方
便
品
は
種
々
な
る
信
解
の
衆
生
（
に
対
応
 
し
た
 ）
 、
 

種
々
の
方
便
の
教
 説
 が
一
乗
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
。
 

へ
 １
ス
に
し
 

て
 、
三
乗
が
一
乗
に
帰
着
す
べ
き
こ
と
を
明
か
し
て
お
り
、
 薬
 草
楡
品
は
 

衆
生
の
信
解
の
多
様
性
を
、
そ
の
前
の
信
解
品
は
信
解
の
可
変
 性
を
明
か
 

し
 、
可
変
的
で
あ
る
ゆ
え
に
多
様
な
信
解
は
一
つ
（
一
乗
）
に
 統
一
さ
れ
 

る
か
ら
、
こ
の
 
両
 品
は
方
便
 品
 の
一
乗
思
想
成
立
の
根
拠
を
示
 す
 、
と
す
 

る
 。
 

口
 
一
乗
思
想
に
お
け
る
借
と
信
解
。
方
便
 品 の
 信
 
（
 
か
 「
 と
 ト
ア
 
沖
 ）
 は
 
「
 仏
 

の
 舌
口
葉
を
信
ず
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
信
解
（
 

ぎ
 三
ョ
 爵
 由
 ）
は
 衆
 

生
の
心
的
態
度
、
意
志
的
な
心
の
傾
向
を
さ
す
と
す
る
。
そ
し
 て
 衆
生
の
 

信
解
の
種
々
即
ち
機
根
の
種
々
に
対
応
し
て
仏
は
方
便
に
よ
っ
 て
 種
々
の
 

法
を
説
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
 
肛
ァ
 @
 ヨ
ま
 ｜
 方
便
Ⅱ
 一
 
二
乗
（
 種
 

々
）
」
と
図
示
す
る
。
し
か
し
、
「
 
か
母
隼
 
店
す
 
沖
｜
 真
実
Ⅱ
一
乗
」
と
 あ
る
の
 

は
 解
せ
な
い
。
三
乗
の
教
 説
 と
い
え
ど
も
仏
の
言
葉
で
あ
り
、
 

信
の
対
象
 

で
あ
ろ
う
。
ま
た
信
解
 品
 に
つ
い
て
、
衆
生
に
は
種
々
の
信
解
 が
あ
り
そ
 

れ
に
対
応
し
て
仏
は
種
々
の
方
便
の
教
え
を
説
か
れ
、
そ
の
 仏
 の
 教
化
、
 

誘
導
に
よ
っ
て
衆
生
は
劣
っ
た
信
解
を
捨
て
て
、
よ
り
高
大
な
 （
 
仁
隼
目
 
Ⅰ
 
い
 ）
 

心
構
え
に
転
じ
て
行
く
と
解
す
る
。
し
か
し
、
仏
は
劣
っ
た
 信
 解
の
衆
生
 

に
は
そ
れ
に
応
じ
た
小
乗
（
 呂
届
ぃ
コ
ダ
 
声
聞
乗
）
を
 、
そ
 
れ
の
 大
 

   
 

（
ヨ
単
 ぃ
 ）
な
る
衆
生
に
は
大
乗
（
 ヨ
牛
阿
ゼ
ど
ヂ
 菩
薩
乗
）
を
 説
き
、
 そ
 

の
 教
え
に
よ
っ
て
衆
生
の
信
解
が
と
も
に
目
口
目
「
 
ぃ
 （
高
貴
）
に
 変
化
し
㈹
 

た
 時
に
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
 

届
 qp
 
セ
ぃ
鼠
 
（
仏
乗
た
る
一
乗
   

と
 理
解
す
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
解
こ
そ
「
衆
生
 に
は
種
々
 



の
 信
解
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
仏
は
種
々
の
方
便
の
教
え
 を
 説
か
れ
 

る
 」
と
い
う
著
者
の
言
に
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

日
 仏
陀
の
衆
生
救
済
の
永
遠
性
。
化
 城
瞼
品
 で
、
十
六
沙
弥
は
 
大
通
 智
 

鋳
仏
の
入
定
 中
 と
出
定
後
に
同
法
華
経
」
を
説
い
て
衆
生
を
 
教
化
し
た
 

が
 、
こ
の
仏
は
入
滅
さ
れ
た
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
か
ら
、
 こ
 の
場
面
で
 

は
入
滅
を
超
越
し
た
仏
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
 浮
 び
あ
が
っ
て
き
 、
寿
量
品
 

の
 久
遠
本
仏
の
教
え
に
発
展
す
べ
き
思
想
を
準
備
す
る
と
す
る
 
。
し
か
 

し
 、
十
六
沙
弥
は
、
仏
滅
後
な
る
が
故
に
仏
の
代
行
と
し
て
 法
 華
 経
を
説
 

い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
 ょ
う
 な
解
釈
は
も
は
や
会
通
 ど
こ
ろ
で
 

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
宝
塔
品
の
所
説
は
法
の
永
遠
性
・
真
実
 
牲
を
明
か
 

し
、
 法
は
仏
陀
の
説
法
と
し
て
具
体
化
さ
れ
、
衆
生
救
済
を
目
 的
と
す
る
 

こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
層
発
展
さ
せ
て
成
立
 し
て
い
る
 

の
が
寿
量
品
の
久
遠
本
仏
の
思
想
で
あ
っ
て
、
本
仏
の
永
遠
性
 は
 衆
生
を
 

教
化
す
る
は
た
ら
き
の
永
遠
性
に
体
な
ら
ず
、
し
か
も
時
間
 規
 定
を
内
在
 

し
た
永
遠
出
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
永
続
性
と
い
う
べ
き
も
の
（
 報
身
）
 だ
 

と
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
寿
量
品
は
釈
尊
の
久
遠
本
仏
 を
 明
か
す
 

と
す
る
伝
統
教
学
の
ま
ま
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
第
二
頭
の
 主
 題
 た
る
 仏
 

滅
後
と
の
か
か
わ
り
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
 

四
声
聞
成
仏
の
思
想
。
方
便
昂
大
証
 品
は
 、
声
聞
成
仏
を
 媒
介
 と
 

し
て
声
聞
の
人
格
の
中
に
そ
の
木
質
と
し
て
存
在
す
る
菩
薩
の
 観
念
が
 漸
 

次
に
深
化
・
発
展
す
る
過
程
を
叙
述
す
る
と
す
る
。
声
聞
成
仏
 は
 方
便
 品
 

の
 明
か
す
一
乗
思
想
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
「
千
二
百
の
阿
 羅
漢
が
 仏
 

陀
 と
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
第
一
三
三
 

%
 ）
と
あ
る
が
、
個
別
的
 
に
 授
記
 作
 

仏
の
形
式
で
声
聞
成
仏
が
説
か
れ
る
の
は
 讐
楡
品
 以
降
で
あ
る
 。
そ
の
 最
 

初
 た
る
舎
利
弗
は
、
一
乗
の
教
え
を
聞
い
て
、
仏
子
す
な
わ
ち
 菩
薩
と
し
 

 
 

て
の
自
覚
を
得
た
こ
と
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
声
聞
の
人
格
に
 本
来
菩
薩
 
杓
 

の
 性
質
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
と
す
る
。
し
か
し
、
 舎
 利
弗
 の
の
 

 
 
 
 
 
 

本
来
菩
薩
た
る
自
覚
は
、
一
乗
の
教
え
を
聞
い
て
生
じ
た
の
 
で
あ
る
か
 

ら
 、
一
乗
と
は
何
か
を
方
便
 品
 に
求
め
る
の
が
「
合
理
的
」
 
す
 な
わ
ち
 

「
自
然
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
、
「
法
華
経
は
一
乗
 

の
 教
義
 内
 

容
 を
と
く
に
理
論
的
に
は
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
 絶
対
者
 と
 

ち
 い
 う
 べ
き
仏
陀
の
教
え
で
あ
る
か
ら
真
理
な
の
で
あ
る
」
と
 し
て
、
 警
 

瞼
品
 以
降
の
声
聞
授
記
を
通
じ
て
声
聞
は
本
質
と
し
て
菩
薩
 だ
 と
い
う
 義
 

を
 取
り
出
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
一
乗
の
教
義
内
容
と
す
る
よ
 う
 で
あ
る
。
 

舎
利
弗
の
菩
薩
と
い
う
自
覚
は
仏
智
の
体
得
す
な
わ
ち
仏
陀
 と
 
一
体
と
な
 

っ
 た
と
い
う
心
境
を
得
た
こ
と
で
あ
り
、
身
分
は
声
聞
の
ま
 
ま
で
、
 
一
 

乗
 
・
三
乗
の
教
義
に
つ
い
て
い
え
 

ぱ
 
「
三
乗
方
便
一
乗
真
実
」
 
と
い
う
こ
 

と
で
あ
り
、
こ
の
舎
利
弗
に
仏
は
授
記
し
て
、
「
菩
薩
 行
 を
完
 成
し
て
」
 

と
い
分
か
ら
、
舎
利
弗
は
声
聞
か
ら
菩
薩
に
身
分
を
変
更
し
 
て
、
 即
ち
 

「
 廻
 小
向
 大
 」
し
て
、
菩
薩
行
を
完
成
し
て
は
じ
め
て
仏
果
に
 達
す
る
、
 

即
ち
 仏
 と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
二
乗
方
便
一
乗
真
実
」
 と
い
う
こ
 

と
に
な
る
と
す
る
。
同
法
華
経
」
の
一
乗
あ
る
い
は
成
仏
思
想
 は
こ
の
 二
 

つ
の
面
に
お
い
て
展
開
し
て
お
り
、
な
か
で
も
声
聞
か
ら
菩
薩
 へ
の
 廻
心
 

を
 明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
、
ョ
法
華
経
」
の
独
特
の
思
想
だ
と
 す
る
。
 
次
 

に
 信
解
品
の
四
大
声
聞
に
つ
い
て
、
小
乗
の
法
を
ね
が
 ぅ
 声
聞
 の
 劣
っ
た
 

根
性
（
信
解
）
を
仏
の
教
化
に
よ
っ
て
大
乗
（
佳
山
ゆ
「
 

簿
 ）
の
 根
 性
 に
変
え
 

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
信
解
の
廻
小
向
大
で
あ
り
、
 こ
 れ
が
前
提
 

と
な
っ
て
 
、
 次
の
授
記
 品
で
 授
記
さ
れ
、
身
分
上
の
廻
小
向
 大
 が
あ
る
と
 



書評と紹介 

（ すよつし聞解   
す
る
。
 

面
 弘
経
菩
薩
像
の
深
化
発
展
。
第
一
類
の
「
一
乗
」
が
法
華
経
 の
 理
想
 

と
す
る
教
義
で
あ
る
の
を
受
け
て
、
第
二
類
は
理
想
の
菩
薩
（
 弘
経
者
）
 

理
想
の
仏
陀
（
久
遠
木
仏
）
、
理
想
の
国
土
（
娑
婆
 
即
 浄
土
）
を
 
明
か
す
 

も
の
と
し
、
法
師
 品
で
 菩
薩
は
「
法
華
経
 L
 受
持
者
と
規
定
し
 、
宝
塔
 品
 

に
お
い
て
第
二
類
の
教
義
の
基
礎
と
な
る
け
仏
陀
論
、
口
浄
土
 思
想
、
日
 

滅
後
の
経
の
付
属
弘
通
が
明
か
さ
れ
る
と
す
る
。
宝
塔
 品
 の
 三
 変
 上
田
に
 

よ
 る
浄
土
出
現
は
、
法
華
経
を
受
持
弘
通
す
る
菩
薩
の
実
践
を
 通
し
て
 浄
 

土
 実
現
の
あ
る
こ
と
を
示
し
、
同
時
に
仏
陀
論
を
展
開
し
た
後
 、
釈
迦
 仏
 

入
滅
後
に
お
け
る
経
の
弘
通
・
付
属
の
呼
び
か
け
が
あ
り
、
 勧
 持
口
 叩
 の
す
 古
 

薩
 た
ち
の
申
し
出
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
三
番
手
、
八
十
万
億
 那
由
 佗
の
 

不
退
の
菩
薩
と
て
も
究
極
の
も
の
で
な
く
、
弘
経
の
難
 苦
 を
克
 服
し
乗
り
 

越
え
た
安
楽
の
境
地
に
至
る
べ
 き
 だ
と
述
べ
る
の
が
安
楽
打
目
 叩
だ
 L
 Ⅰ
 9
 
ヰ
 

る
 。
そ
し
て
涌
出
品
に
登
場
す
る
地
涌
の
菩
薩
は
㍉
法
華
経
 L
 の
 弘
経
者
 

の
あ
る
べ
き
姿
を
象
徴
し
た
理
想
的
人
格
で
あ
り
、
現
実
の
㍉
 法
華
経
 L
 

教
団
の
最
高
の
指
導
者
の
姿
の
反
映
で
あ
る
と
す
る
。
法
師
 品
 等
の
法
師
 

は
、
い
 わ
ゆ
る
行
者
の
 
ィ
メ
一
ジ
 が
あ
り
、
世
俗
的
で
外
向
 
的
 、
活
動
 

 
 

的
 、
情
熱
的
で
在
家
信
者
に
接
触
し
て
布
教
に
当
た
る
布
教
師
 で
あ
る
の
 

に
 対
し
、
安
楽
打
 品
 に
説
く
実
践
は
理
性
的
自
制
的
で
、
 

地
涌
斐
 ロ
 薩
の
生
 

活
 態
度
に
通
じ
、
彼
は
「
 人
 と
の
交
際
を
好
ま
ず
、
大
衆
の
雑
 賭
 す
る
 場
 

所
 を
さ
け
、
所
説
の
多
ぎ
を
ね
が
わ
な
い
」
と
あ
り
、
非
世
俗
 的
な
理
想
 

)
 

 
 

の
 菩
薩
 像
 を
表
わ
し
て
い
る
と
す
る
、
か
く
し
て
、
法
師
 品
 

涌
出
品
は
 

と
 順
に
積
み
重
ね
て
い
っ
て
法
師
の
人
格
 像
 が
次
第
に
深
化
 進
 屈
 し
理
想
㏄
 

の
 菩
薩
像
を
見
出
す
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
し
、
こ
の
 地
 涌
の
菩
薩
 



を
 契
機
に
し
て
寿
量
品
の
久
遠
木
仏
の
開
顕
が
あ
り
、
 地
涌
菩
 薩
の
活
動
 

を
 通
し
て
娑
婆
 即
 浄
土
が
建
設
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
 

著
 者
の
こ
の
 

地
涌
 菩
薩
の
解
釈
に
は
唖
然
と
す
る
外
な
い
。
地
涌
の
菩
薩
の
 
「
 人
 と
交
 

際
せ
ず
、
大
衆
の
雑
踏
を
さ
げ
、
所
説
の
多
ぎ
を
 ね
 が
れ
な
い
 
」
姿
は
 、
 

現
在
、
娑
婆
世
界
の
地
下
に
あ
っ
て
未
来
の
地
上
で
の
弘
経
に
 備
え
て
の
 

準
備
、
待
機
中
の
姿
で
あ
っ
て
、
未
来
に
地
上
に
出
現
し
た
 暁
 に
は
布
教
 

師
 と
し
て
弘
経
に
専
念
す
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

㈹
寿
量
品
沈
下
に
お
け
る
思
想
の
展
開
。
第
二
 類
の
 テ
ー
マ
 た
 る
 仏
滅
 

後
に
お
け
る
弘
経
・
付
属
と
い
う
点
か
ら
は
涌
出
品
・
寿
量
品
 0
 次
に
神
 

力
 品
が
来
る
こ
と
自
明
で
、
神
力
 品
 作
成
の
後
に
分
別
功
徳
 品
 １
１
本
 軽
 

品
 が
作
成
さ
れ
た
と
す
る
。
分
別
功
徳
品
は
現
在
世
か
ら
滅
後
 へ
、
自
 @
 

の
 受
持
行
か
ら
化
他
の
受
持
荷
へ
と
実
践
の
深
ま
り
と
進
展
の
 過
程
を
示
 

す
と
し
、
随
喜
功
徳
品
は
法
師
品
の
随
喜
授
記
を
よ
り
展
開
し
 た
も
の
と
 

す
る
。
法
師
功
徳
 品
 に
は
、
法
師
の
得
る
六
根
清
浄
と
い
う
 現
 世
 利
益
が
 

説
か
れ
る
が
そ
こ
か
ら
法
師
と
は
経
典
の
読
諦
を
中
心
と
し
な
 が
ら
種
々
 

の
方
便
を
も
っ
て
民
衆
教
化
に
専
念
し
て
い
る
布
教
師
、
宗
教
 職
能
者
を
 

意
味
し
、
比
較
的
地
位
の
低
い
菩
薩
を
呼
ん
だ
と
さ
え
想
像
す
 る
 。
こ
こ
 

に
は
、
著
者
の
法
師
蔑
視
思
想
が
窺
え
る
が
、
し
か
し
、
法
師
 な
く
し
て
 

仏
滅
後
に
お
け
る
経
典
の
弘
通
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
 不
軽
品
に
 

つ
い
て
、
不
軽
菩
薩
は
読
話
（
 留
巴
ヰ
舌
 せ
り
）
を
せ
ず
、
「
あ
な
 た
が
た
 

 
 

る
 。
本
来
 

な
ら
「
 ョ
 法
華
経
 b
 を
受
持
せ
よ
」
と
言
 う
 べ
き
を
た
だ
「
 菩
 薩
行
 」
と
 

す
る
故
に
、
こ
れ
ま
で
の
「
法
華
経
 b
 受
持
の
一
行
か
ら
、
 

筆
 二
類
 に
出
 

て
く
る
通
大
乗
的
菩
薩
行
の
導
入
の
布
石
だ
と
す
る
。
さ
ら
に
、
 不
軽
菩
 

薩
は
人
に
軽
蔑
さ
れ
、
社
会
の
底
辺
に
い
た
菩
薩
で
あ
っ
た
ろ
 う
と
さ
え
 

 
 

い
 う
 。
し
か
し
、
こ
の
不
軽
菩
薩
の
呼
び
か
け
は
、
 コ
 法
華
経
 L
 受
持
荷
 
却
 

の
 放
棄
ど
こ
ろ
か
「
法
華
経
精
神
の
発
露
」
で
あ
り
、
法
華
 
経
の
受
持
の
 

 
 

（
憶
持
）
、
読
話
（
 せ
ぎ
 還
の
（
 
@
 
，
他
人
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
）
 

行
 の
 実
践
 そ
 

(
 

の
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
法
華
経
」
 受
持
荷
 

は
円
 法
華
経
」
を
信
美
す
る
と
い
う
自
行
が
中
心
で
あ
っ
た
の
 に
 対
し
、
 

不
軽
 品
は
化
他
行
を
強
調
す
る
と
す
る
。
し
か
し
、
 ョ
 法
華
経
 b
 受
持
荷
 

と
は
一
体
何
で
あ
り
、
ま
た
受
持
荷
に
自
行
と
化
他
行
の
別
 た
 ど
あ
る
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
受
持
と
は
 聞
持
 、
憶
持
で
あ
り
、
よ
し
ん
ば
 
信
美
だ
と
 

し
て
も
、
「
法
華
経
」
の
布
教
文
学
で
あ
る
と
き
、
 聞
 持
し
 信
 受
 す
る
 

だ
け
で
は
決
し
て
菩
薩
 打
 た
り
え
ず
、
そ
れ
を
他
人
に
語
っ
 
て
 聞
か
せ
 

（
 
ヰ
ぎ
い
 
せ
の
 
エ
 ，
読
話
）
 て
 、
は
じ
め
て
菩
薩
 行
 で
あ
り
、
経
の
 弘
通
で
あ
 

ろ
 う
 。
神
力
 品
は
 、
仏
滅
後
に
お
け
る
経
の
付
属
，
弘
通
の
結
 
論
 と
し
 

て
 、
地
涌
の
菩
薩
の
み
に
、
形
式
的
な
手
続
き
な
し
に
付
属
が
 な
さ
れ
る
 

と
す
る
。
し
か
し
、
 
地
涌
 菩
薩
の
弘
経
の
誓
い
の
後
、
サ
ン
ス
   

丈
 に
よ
る
と
、
文
殊
等
の
娑
婆
世
界
の
菩
薩
た
ち
は
滅
後
に
「
 見
え
な
い
 

身
体
で
も
っ
て
空
中
に
立
っ
て
」
の
弘
経
を
誓
い
、
そ
れ
に
 対
 し
て
釈
尊
 

は
地
 涌
 菩
薩
に
「
そ
う
す
る
が
よ
い
」
と
言
っ
た
と
あ
っ
て
 、
 手
続
き
は
 

整
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
著
者
は
、
こ
の
段
が
「
妙
法
華
ヒ
ョ
 正
法
華
 ヒ
 

本
の
系
統
で
（
後
代
に
）
付
加
 

に
な
い
こ
と
だ
け
で
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
注
記
す
る
。
本
書
が
法
華
経
成
立
 を
 論
ず
る
 

以
上
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
は
軽
率
に
過
ぎ
よ
う
。
 

以
上
、
本
書
は
「
二
十
七
品
同
時
成
立
」
と
い
う
自
己
の
仮
説
 に
も
と
 

つ
く
 
円
 法
華
経
」
二
十
七
品
の
解
説
で
あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
 そ
 @
 
」
に
は
、
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数
多
く
存
す
る
問
題
点
を
自
己
の
仮
説
に
合
う
よ
う
解
釈
し
、
 つ
じ
つ
ま
 

を
 合
わ
せ
て
い
こ
 
う
 と
す
る
、
所
謂
「
会
通
」
ば
か
り
で
あ
っ
 て
、
 経
の
 

内
部
に
踏
み
込
ん
で
そ
の
思
想
を
究
明
し
、
そ
こ
か
ら
成
立
を
 考
え
る
と
 

い
 う
 姿
勢
は
窺
い
え
な
い
。
即
ち
、
二
乗
と
声
聞
成
仏
」
と
い
 
っ
て
も
、
 

一
乗
と
ほ
何
で
あ
り
、
そ
れ
と
声
聞
成
仏
と
の
関
係
、
さ
ら
に
 は 
「
声
聞
 

は
 本
質
と
し
て
菩
薩
」
と
い
う
そ
の
根
拠
、
第
二
 類
 に
お
い
て
 な
ぜ
 仏
在
 

世
か
ら
滅
後
へ
と
主
題
が
転
換
し
た
の
か
、
な
ぜ
法
華
経
受
持
 行
は
菩
薩
 

行
 な
の
か
、
そ
れ
は
一
乗
思
想
と
ど
 う
 関
係
す
る
の
か
、
等
々
 、
 次
々
と
 

疑
問
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
著
者
は
同
法
華
経
口
を
「
文
字
で
 書
か
れ
た
 

も
の
」
と
解
さ
れ
る
が
、
文
字
と
す
る
と
識
字
率
が
問
題
に
な
 り
、
 特
に
 

「
法
華
経
 日
が
 布
教
文
学
で
あ
る
と
 き
 、
そ
れ
で
も
っ
て
は
た
 
し
て
一
般
 

民
衆
に
布
教
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
イ
ン
ド
に
 あ
 っ
て
凡
そ
 

宗
教
聖
典
は
 

，
か
 
「
 申
 （
 @
 。
（
聞
か
れ
た
も
の
）
で
あ
っ
て
 、
 "
 こ
 と
 ば
 け
 で
 

ほ
 な
い
の
か
、
阿
含
経
典
も
ま
た
釈
尊
の
こ
と
ば
を
編
纂
し
た
 も
の
で
は
 

な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
決
し
て
、
は
じ
め
て
 著
 者
の
仮
説
 

は
 実
証
さ
れ
よ
 う
 。
こ
こ
に
著
者
の
さ
ら
な
る
知
見
の
披
歴
 せ
 待
つ
こ
と
 

大
で
あ
る
。
 

注
 （

 1
 ）
末
木
立
美
 土
 
「
㍉
法
華
経
口
管
見
」
（
 円
 東
洋
学
術
研
究
 日
 第
三
 

十
二
巻
第
二
号
、
平
成
五
年
）
、
 

六
 0
 頁
 。
 

（
 2
 ）
著
者
は
こ
れ
を
「
ス
ト
ゥ
 
パ
 に
対
す
る
ご
と
く
」
と
 訳
 さ
れ
る
 

が
 、
そ
れ
の
不
可
な
る
こ
と
は
、
村
上
真
先
「
書
評
、
塚
本
啓
 祥
著
 

㍉
法
華
経
の
成
立
と
背
景
 日
 （
 
佼
 庶
出
版
社
、
昭
和
六
一
年
）
」
（
 
円
仏
 

敦
史
学
研
究
 日
 第
三
十
一
巻
第
二
号
、
一
九
八
八
年
）
、
一
八
 五
頁
 

以
下
の
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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日
 仏
と
霊
の
人
類
学
 ヒ
 

仏
教
文
化
の
深
層
構
造
 

春
秋
社
一
九
九
三
年
一
月
三
 
0
 
日
刊
 

日
大
判
二
六
五
頁
二
四
 
0
0
 
円
 

鈴
木
 
君
弓
 

あ
ら
た
め
て
申
す
ま
で
も
な
く
、
著
者
は
「
宗
教
人
類
学
」
、
 と
り
わ
 

げ
 
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
研
究
者
と
し
て
著
名
 

女
 学
者
で
あ
る
 。
し
か
し
 

他
方
、
曹
洞
宗
の
寺
院
出
身
で
同
宗
の
僧
籍
を
も
ち
、
曹
洞
宗
 の
 現
代
教
 

学
の
研
究
機
関
に
も
永
年
に
渡
り
参
画
さ
れ
て
き
た
と
い
う
、
 「
古
本
門
 
か
 
り
 

顔
 」
も
併
せ
持
っ
た
宗
教
研
究
者
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
 あ
ま
り
 知
 

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
八
 0
 年
代
ま
 
で
の
著
者
 

の
 業
績
は
、
「
八
 %
 学
 」
あ
る
い
は
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
 五
 叩
を
用
 Ⅰ
 
リ
 

て
 発
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
教
団
関
係
の
出
版
物
に
触
れ
た
  
 

後
者
の
顔
に
触
れ
る
機
会
は
一
般
に
は
乏
し
か
っ
た
。
そ
の
よ
 う
 な
著
者
 

が
 、
自
身
の
宗
教
者
と
し
て
の
立
場
も
交
え
た
仏
教
研
究
を
広
 く
 世
に
問
 

う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
思
わ
 れ
る
。
 

本
学
会
の
中
に
も
、
宗
教
者
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
研
究
者
で
 あ
る
と
 

い
う
 両
義
的
立
場
に
あ
る
会
員
が
多
数
参
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
 は
 周
知
の
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
あ
る
場
合
に
は
研
究
の
 推
進
に
大
 

き
な
力
を
及
ぼ
す
強
み
と
な
ろ
 う
 。
し
か
し
著
者
の
よ
う
に
 宗
 数
人
類
学
 

者
の
場
合
は
若
干
事
情
が
異
な
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
 
宗
 教
 者
は
本
 

佐
々
木
表
 幹
著
 

1
 
 「
仏
教
と
民
俗
信
仰
」
 

「
①
 仏
と
 霊
魂
の
あ
い
だ
」
は
、
こ
の
題
名
が
書
名
と
な
っ
て
 
い
る
こ
 

来
、
「
い
か
に
あ
る
べ
き
か
」
の
追
求
を
目
指
す
の
に
対
し
、
 b
 示
教
人
類
 

 
 

学
者
の
場
合
は
「
い
か
に
あ
る
か
二
の
追
求
が
な
さ
れ
る
か
ら
 で
あ
る
。
㏄
 

こ
の
こ
と
は
、
自
己
の
宗
教
と
研
究
対
象
の
宗
教
が
異
な
る
 場
 合
 に
は
あ
 

の
 

 
 

ま
り
大
き
な
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
自
己
の
宗
教
を
研
究
対
象
 とす
る
 場
 

㏄
 

合
 に
は
事
情
が
違
っ
て
く
る
。
対
象
化
さ
れ
た
宗
教
現
象
の
 
実
態
が
 、
 

0
0
 

二
の
 

コ
 の
み
で
は
説
明
不
可
能
な
も
の
と
し
て
現
出
し
て
く
 
る
か
ら
で
 

あ
る
。
 

「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
な
ら
、
本
書
の
主
要
テ
ー
マ
は
「
仏
教
 文
化
」
 

ま
た
は
「
仏
教
現
象
」
の
真
の
姿
に
で
き
る
だ
け
迫
る
た
め
の
 視
角
・
 視
 

点
と
方
法
の
問
題
に
あ
る
。
従
来
ま
で
の
仏
教
研
究
の
方
向
は
 、
教
理
研
 

究
 あ
る
い
は
仏
教
民
俗
研
究
の
い
ず
れ
か
が
、
相
互
に
独
立
し
 た
 形
で
な
 

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
 仏
 教
 研
究
の
 

あ
り
方
に
疑
問
を
示
す
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
仏
教
の
担
い
手
 で
あ
る
 
一
 

人
の
僧
侶
を
例
に
と
っ
て
も
、
一
方
で
教
義
に
関
わ
り
な
が
ら
 他
方
で
民
 

衆
 に
接
す
る
と
い
う
両
義
的
な
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

従
 
っ
て
仏
教
 

文
化
を
ト
一
タ
 ル
 に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
 5
 に
 教
理
、
 

僧
侶
、
民
衆
を
個
別
的
に
見
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
相
互
 関
連
的
に
 

見
る
視
点
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
で
は
、
二
つ
の
 顔
を
持
っ
 

た
 著
者
の
立
場
か
ら
見
え
て
く
る
、
現
代
日
本
の
仏
教
研
究
に
 対
す
る
 試
 

論
が
、
 
次
の
一
二
編
の
論
考
（
便
宜
的
に
評
者
が
番
号
を
付
記
 ）
と
し
て
 

四
部
構
成
で
論
述
さ
れ
て
い
る
。
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めて し 
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｜ から 宗 
本 数 
末人 
対類 
立学 
す的 
る試 

はず 論 」 
の で 
御は   
益解 
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Ⅱ
「
呪
力
信
仰
の
構
造
」
 

「
④
目
木
宗
教
の
原
点
を
探
る
」
 

に
 お
い
て
は
、
呪
力
へ
の
 信
 仰
が
 人
 

類
の
発
祥
と
共
に
始
ま
り
、
引
き
続
い
て
い
か
な
る
宗
教
に
も
 包
含
さ
れ
 

て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
わ
が
国
の
仏
教
に
見
ら
れ
る
教
え
 と
 現
実
と
 

の
 ギ
ャ
ッ
プ
は
、
こ
の
呪
力
へ
の
信
仰
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
 が
 示
唆
さ
 

れ
る
。
次
の
「
⑤
タ
ブ
ー
 と
 呪
力
 め
 両
義
性
」
で
は
、
 
ヂ
ュ
ル
 ケ
ー
ム
、
 

マ
レ
ッ
ト
、
リ
ー
チ
、
ダ
グ
ラ
ス
な
ど
の
業
績
を
手
が
か
り
に
、
 

僧
侶
が
 

タ
ブ
ー
 祝
 さ
れ
る
原
因
を
 、
 彼
ら
が
神
仏
と
人
間
の
媒
介
者
で
 あ
り
、
 神
 

仏
 で
も
普
通
の
人
間
で
も
な
い
両
義
的
人
物
で
あ
る
点
に
求
め
 、
そ
の
 ょ
 

う
 な
タ
ブ
ー
が
あ
る
ゆ
え
に
僧
侶
は
呪
力
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
 か
に
さ
れ
 

る
 。
「
⑥
長
崎
県
五
島
に
お
け
る
女
性
 

ホ
 ウ
ニ
 
ソ
 の
 治
病
 儀
礼
 」
で
は
、
 

長
崎
県
の
五
島
各
地
で
見
ら
れ
る
、
ホ
ウ
ニ
 ソ
と
 呼
ば
れ
る
 呪
 術
｜
 宗
教
 

的
 職
能
者
の
事
例
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
 れ
た
の
は
 

中
で
も
評
判
の
高
い
 ホ
 ウ
ニ
 ソ
 で
、
呪
術
師
 ｜
 シ
ャ
 一
 マ
ソ
ー
 祭
祀
的
な
 

宗
教
的
役
割
を
持
ち
、
広
い
依
頼
に
対
応
し
て
い
る
が
、
そ
の
 背
景
に
は
 

大
師
信
仰
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
習
合
性
の
 あ
る
こ
と
 

が
 指
摘
さ
れ
る
。
 

に
あ
る
と
し
、
日
本
人
の
生
活
は
死
者
Ⅱ
 ホ
ト
ケ
 と
の
共
存
に
 お
き
営
ま
 

れ
て
い
る
点
に
特
徴
の
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
る
。
 



N
 
 「
仏
教
文
化
の
深
層
」
 

「
⑩
 施
 食
文
化
の
諸
相
」
で
は
、
ア
ジ
ア
各
地
の
事
例
を
参
考
に
 
し
な
が
 

ら
わ
が
国
の
施
全
会
の
特
質
が
考
察
さ
れ
、
日
本
仏
教
が
現
世
 と
 来
世
に
 

直
接
関
わ
る
人
生
秩
序
の
維
持
を
可
能
に
さ
せ
る
文
化
装
置
の
 役
割
を
果
 

た
し
て
ぎ
た
こ
と
に
ミ
コ
 及
 さ
れ
る
。
「
⑪
ア
ジ
ア
仏
教
社
会
の
 霊
魂
 観
 

他
界
観
」
に
お
い
て
も
、
ま
ず
ア
ジ
ア
各
地
の
事
例
が
引
か
れ
 、
霊
魂
を
 

信
仰
は
、
人
類
に
普
遍
的
な
呪
力
信
仰
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
 る
 。
そ
し
 

て
わ
が
 国
 仏
教
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
教
義
と
民
衆
の
 ニ
一
 ズ
 と
の
 問
 

を
 自
在
に
往
還
す
る
融
通
性
、
弾
力
性
、
 軟
 構
造
性
を
あ
げ
、
 ，
 
」
 ぅ
し
た
 

構
造
の
存
在
は
、
仏
教
文
化
の
中
に
御
利
益
信
仰
的
部
分
が
存
 在
し
な
け
 

れ
ば
、
仏
教
自
体
も
ま
た
存
在
し
得
な
い
こ
と
を
強
く
示
唆
し
 て
い
る
と
 

指
摘
す
る
。
次
の
「
⑧
仏
教
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 ｜
 宗
教
人
類
 学
的
視
点
 

か
ら
」
で
は
、
わ
が
国
の
宗
教
現
象
に
お
い
て
、
理
念
的
に
は
 区
別
さ
れ
 

る
 仏
教
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
コ
ン
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
 ル
 に
は
 そ
の
共
通
 

基
盤
に
 ア
ニ
 ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
土
壌
を
持
ち
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
 な
 レ
ベ
ル
 

に
お
ぎ
相
互
関
係
、
重
複
、
出
入
り
、
移
行
し
て
い
る
こ
と
 
が
 論
証
さ
 

ね
 、
従
来
ま
で
の
研
究
視
角
で
と
，
 
s
>
 
れ
て
 ぎ
た
二
分
論
的
把
握
 の
 限
界
性
 

を
 主
張
す
る
。
ま
た
「
⑨
霊
界
と
人
界
の
直
接
媒
介
者
・
シ
ャ
 ｜
 マ
ン
」
 

に
お
い
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
日
本
宗
教
 の
 現
実
的
 

役
割
の
多
く
は
、
神
道
・
仏
教
・
新
宗
教
・
民
俗
宗
教
を
問
わ
 ず
 、
す
ぐ
 

れ
て
ア
ニ
 ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
現
代
に
 お
 げ
る
 霊
 

魂
 ・
精
霊
の
思
想
Ⅱ
 ル
 ア
ニ
マ
 "
 が
 、
日
本
文
化
の
深
層
構
造
 を
 解
読
す
 

る
た
め
の
重
要
記
号
の
一
 つ
 で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

以
上
、
収
録
さ
れ
た
論
考
の
内
容
を
、
本
書
の
問
題
意
識
に
沿
 っ
た
観
 

点
か
ら
略
述
し
た
。
そ
の
問
題
意
識
と
は
、
従
来
仏
教
民
俗
学
 に
お
い
て
 

「
仏
教
の
民
俗
化
」
と
「
民
俗
の
仏
教
化
」
、
庶
民
信
仰
論
に
お
 

い
て
「
 信
 

仲
 の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
ぎ
た
問
題
と
も
関
連
 す
る
が
、
 

宗
教
人
類
学
の
立
場
か
ら
、
わ
が
国
の
仏
教
文
化
の
現
実
を
の
 0
-
 
す
 コ
と
 

ぉ
 ぎ
の
複
合
し
た
中
に
捉
え
よ
う
と
し
た
点
に
著
者
の
独
自
 
性
が
あ
る
 

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
角
こ
そ
、
仏
教
の
の
二
 %
 コ
 しこ
の
 
0
-
 
コ
 

に
 両
義
的
に
関
わ
っ
て
き
た
著
者
だ
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
も
 の
と
い
え
 

生
命
原
理
と
見
な
す
こ
と
は
諸
民
族
に
共
通
す
る
も
の
の
、
 民
 族
 宗
教
や
 

 
 

世
界
宗
教
の
影
響
の
有
無
に
よ
り
、
霊
魂
観
や
他
界
観
に
差
異
 が
見
ら
れ
 

穏
 

る
こ
と
を
論
証
す
る
。
こ
れ
を
参
考
に
わ
が
国
の
葬
送
・
供
養
 儀
礼
を
見
の
 

 
 

て
い
く
と
、
日
本
仏
教
は
霊
魂
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
民
俗
 社
会
に
お
㏄
 

け
る
霊
魂
観
を
仏
教
的
に
意
味
付
け
て
ぎ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
 な
り
、
 そ
 

の
 背
後
に
仏
教
僧
侶
と
シ
ャ
 l
 
マ
ン
の
著
し
い
関
与
が
指
摘
さ
 れ
る
。
 最
 

後
の
「
⑫
仏
教
社
会
 ｜
 文
化
研
究
の
回
顧
と
展
望
１
社
会
学
 
人
類
学
的
 

成
果
か
ら
」
に
お
い
て
は
、
社
会
学
や
社
会
（
文
化
）
人
類
学
 が
 対
象
と
 

し
て
ぎ
た
仏
教
（
Ⅱ
仏
教
文
化
）
研
究
の
動
向
が
紹
介
さ
れ
、
 今
後
の
課
 

題
 と
し
て
、
地
域
社
会
の
宗
教
現
象
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
 、
組
 織
的
 か
っ
 

包
括
的
に
教
理
と
行
動
の
両
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
必
要
の
あ
 る
こ
と
が
 

主
張
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
、
国
際
的
な
比
較
考
察
 が
 可
能
と
 

な
る
モ
デ
ル
を
作
り
出
す
こ
と
の
必
要
性
に
触
れ
、
著
者
の
 
仏
教
人
類
 

学
 、
ひ
い
て
は
宗
教
人
類
学
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
 本
書
全
体
 

の
 結
び
と
さ
れ
る
。
 



よ
う
。
 今
 述
べ
た
よ
う
な
先
学
た
ち
と
対
比
し
て
、
著
者
の
立
 場
を
浮
き
 

彫
り
に
す
る
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
 る
が
、
 本
 

書
 で
基
礎
づ
く
り
が
な
さ
れ
た
著
者
の
「
仏
教
人
類
学
」
が
 今
 後
 ど
の
よ
 

う
 に
花
開
く
か
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
 読
後
の
印
 

象
 と
し
て
、
気
が
っ
い
た
点
を
若
干
指
摘
し
て
お
こ
う
。
 

ま
ず
調
査
資
料
の
扱
い
で
あ
る
。
一
部
に
曹
洞
宗
 檀
 信
徒
の
意
 詩
調
査
 

結
果
を
交
え
て
、
資
料
に
語
ら
す
手
法
を
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
 は
 、
読
者
 

に
 リ
ア
ル
 な
 現
状
を
伝
え
る
意
味
か
ら
も
、
教
団
と
関
わ
り
を
 持
っ
著
者
 

な
ら
で
は
の
立
場
を
活
か
し
た
有
効
な
や
り
方
で
あ
っ
た
 
と
 思
 う
 。
 た
 

だ
、
 中
に
は
調
査
の
方
法
な
ど
が
説
明
不
足
の
た
め
（
回
答
 方
 式
や
相
関
 

の
 有
無
な
ど
）
、
理
解
が
困
難
な
部
分
も
見
ら
れ
た
。
 

例
え
ば
「
こ
れ
か
ら
の
お
坊
さ
ん
は
ど
う
い
う
人
で
あ
っ
て
 は
 し
い
で
 

す
か
」
に
対
す
る
、
 

A
 
 頭
を
剃
り
こ
ろ
も
を
身
に
つ
け
た
 人
 
（
 
鵠
 ・
 5
%
 ）
 

B
 
 普
通
の
人
と
同
じ
姿
で
布
教
に
励
む
人
（
㏄
・
 2
%
 ）
 

C
 
 妻
子
を
も
た
ず
、
修
行
に
励
む
人
（
 2.
 ェ
拷
 ）
 

と
い
う
回
答
資
料
に
対
し
、
著
者
は
「
 檀
 信
徒
は
す
で
に
在
家
 主
義
的
伝
 

教
の
肯
定
者
」
で
、
「
多
く
の
人
々
は
 "
 
頭
を
剃
っ
た
 人
 Ⅱ
 出
 豪
者
 ル
と
 

"
 
妻
子
あ
る
 人
 Ⅱ
在
家
者
 ガ
の
 両
性
格
を
具
備
す
る
両
義
的
存
在
 を
 承
認
 

し
て
い
る
」
と
分
析
し
て
い
る
（
四
七
頁
）
。
し
か
し
こ
こ
で
 疑
問
と
な
 

分
 

る
こ
と
は
、
回
答
者
自
身
は
果
た
し
て
「
頭
を
剃
り
こ
ろ
 も
を
身
に
っ
 げ
 

蠕
 

た
人
」
を
出
家
者
、
在
家
者
の
い
ず
れ
と
判
断
し
た
か
 
と
い
う
点
で
あ
 

翻
る
。
 ガ
 頭
を
剃
っ
た
 人
 Ⅱ
出
家
者
 ル
 と
い
う
著
者
の
解
釈
 に
 従
 う
 な
ら
ば
、
 

前
述
の
回
答
 A
 は
、
い
わ
ば
 反
 在
家
主
義
の
主
張
に
な
る
も
の
 と
 思
わ
れ
 

る
 。
と
す
る
と
、
回
答
資
料
か
ら
は
在
家
主
義
の
回
答
は
 B
 の
 一
 
二
上
九
 
・
二
 

拷
に
 対
し
、
 反
 在
家
主
義
は
回
答
 A
 と
 C
 の
計
五
一
・
六
 
%
 に
 の
ぼ
る
こ
 

と
と
な
り
、
著
者
の
「
 檀
 信
徒
は
す
で
に
在
家
主
義
的
仏
教
の
止
 

月
 定
者
」
 

と
い
分
解
釈
に
は
素
直
に
 頷
 げ
な
い
こ
と
に
な
る
。
文
脈
上
こ
 の
 統
計
 資
 

料
は
 、
僧
侶
の
両
義
性
が
 檀
 信
徒
に
よ
っ
て
も
広
く
認
め
ら
れ
 て
い
る
こ
 

と
を
示
す
有
力
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
、
読
者
が
誤
解
 し
な
い
よ
 

う
 に
補
足
説
明
の
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

ま
た
本
書
の
編
集
上
の
間
 題
 に
つ
い
て
も
、
一
点
感
想
を
述
べ
 

-
@
@
 

臣
 
ハ
ー
・
 

甘
 。
 

「
あ
と
が
 ぎ
 」
に
あ
る
 
よ
う
 
に
、
大
幅
に
加
筆
が
な
さ
れ
た
 最
 後
の
論
考
 

を
 除
い
て
、
本
書
は
著
者
が
最
近
数
年
間
に
発
表
し
た
成
果
か
 5
 編
集
さ
 

れ
て
い
る
。
従
っ
て
初
出
の
場
の
性
格
上
、
著
者
自
身
が
指
摘
 す
る
よ
 う
 

に
 、
文
体
の
不
統
一
が
見
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
 @
 」
の
よ
う
 

な
編
集
経
過
は
文
体
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
 、
論
文
間
 

で
 用
語
法
の
不
統
一
が
見
ら
れ
る
 点
 
（
の
 

x
.
 

ホ
ト
ケ
 の
表
記
の
 意
味
内
容
 

が
 ②
と
⑧
で
は
異
な
る
）
、
本
書
全
体
の
問
題
意
識
と
若
干
ず
れ
 た
 点
に
 

力
点
が
お
か
れ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
論
考
が
あ
る
点
な
ど
 は
 、
論
考
 

相
互
の
関
連
を
不
鮮
明
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 特
に
 、
論
 

文
中
に
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
語
が
一
度
も
使
用
さ
れ
て
い
 な
 い
は
か
 

り
か
、
内
容
的
に
は
「
シ
ャ
 l
 マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
よ
り
も
し
 ろ
 
「
呪
 力
 

へ
の
信
仰
」
を
扱
っ
た
「
⑦
御
利
益
信
仰
と
仏
教
の
現
況
 ｜
宗
 数
人
類
学
 

的
 試
論
」
が
 
、
第
 Ⅱ
 章
 
「
呪
力
信
仰
の
構
造
」
で
は
な
く
て
 

第
 Ⅱ
 草
 
「
仏
の
 

 
 

教
と
 
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
中
に
位
置
づ
げ
ら
れ
た
意
図
は
評
 者
に
は
 理
 

㏄
 

解
 で
き
な
い
。
こ
の
 
ょ
う
 な
問
題
は
す
べ
て
、
本
書
の
成
立
が
 単
行
本
の
㏄
 

竜
立
て
に
沿
っ
て
書
か
れ
た
論
考
で
は
な
い
と
い
う
事
情
に
帰
 さ
れ
る
こ
 



と
と
愚
 

筆
が
な
 

ま
れ
る
 

な
お
 

仮
 さ
れ
 

仏
教
 カ
 

に
 収
め
   

あ
れ
る
が
、
単
行
木
と
し
 

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
 

本
書
と
関
連
し
た
著
者
の
 

た
大
村
英
昭
、
中
村
生
 雄
 

ト
リ
シ
ズ
ム
を
め
ざ
し
 -
 

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
什
 @
=
 

ロ
 -

 
て
 編
成
す
る
際
 

著
者
の
視
点
が
 

「
生
の
声
」
が
 

一
と
の
鼎
談
、
由
 

よ
 （
春
秋
社
、
 

し
て
お
く
。
 

興に   き 刊行 九三年 時代へ 

七の以 け統 
月 桃後 に一   
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嶋
田
義
仁
 著
 

「
 異
 次
元
交
換
の
政
治
人
類
学
  

助
 草
書
房
一
九
九
三
年
一
 0
 月
一
五
日
刊
 

日
大
坂
三
四
三
頁
四
一
二
 
0
 円
 

 
 

末
木
立
 美
士
 

 
 

 
 

 
 

ま
っ
た
く
の
私
事
で
あ
る
が
、
著
者
の
嶋
田
義
仁
は
僕
の
 

高
校
の
時
の
 

同
級
生
で
あ
る
。
僕
が
受
験
勉
強
に
勤
し
ん
で
 

い
 た
頃
、
彼
 は
 不
良
仲
間
 

を
 引
き
連
れ
て
バ
イ
ク
を
乗
り
回
し
て
い
た
。
僕
の
彼
に
対
 

す
る
思
 い
 

劣
等
感
と
嫉
妬
と
 
%
 惧
 の
 入
 り
交
じ
っ
た
複
雑
な
も
の
 
で
あ
っ
た
。
 

一
 哲
学
志
望
だ
っ
た
僕
が
議
論
を
吹
き
掛
け
て
も
、
決
っ
て
 

自
 分
の
説
が
い
 

 
 

 
 

土
着
の
強
み
が
あ
っ
た
。
深
沢
七
郎
を
生
ん
だ
甲
州
の
百
姓
の
 

セ
 ガ
 ン
 の
 

臆
面
も
な
さ
と
、
壮
大
な
構
想
 

力
 が
あ
っ
た
。
彼
が
宗
教
学
 
か
ら
人
類
学
 

へ
 進
み
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ア
フ
リ
カ
に
渡
っ
た
の
も
思
い
も
よ
 

ら
な
い
こ
 

と
で
あ
っ
た
と
同
時
に
 
、
彼
 な
ら
や
り
そ
う
な
こ
と
で
も
あ
っ
 

た
 。
い
ま
 

も
 僕
に
と
っ
て
彼
は
片
思
い
の
恋
人
の
よ
う
に
眩
し
い
存
在
だ
 

 
 

と
は
い
え
、
個
人
的
な
い
き
さ
 
っ
 か
ら
本
書
の
紹
介
の
筆
を
取
 

る
わ
け
 

一
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
本
書
は
人
類
学
の
研
究
書
で
あ
り
、
 

そ
 の
方
面
の
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書評と 紹介 

一
 一
 
"
 

本
書
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
は
「
は
し
が
き
」
の
中
に
ほ
と
ん
 ど
 十
全
 

に
 記
さ
れ
て
い
る
。
 

わ
た
し
の
研
究
の
出
発
は
、
西
洋
宗
教
思
想
の
研
究
に
あ
る
。
 

ぅ
 と
い
う
の
は
、
本
書
が
、
同
時
に
人
類
学
を
足
場
と
し
た
 雄
 大
な
思
想
 

書
 で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
「
ま
え
が
き
」
は
、
「
 地
 球
 的
存
在
 

と
し
て
の
人
類
の
研
究
を
そ
の
救
済
の
研
究
ま
で
含
め
て
可
能
 に
す
る
 
ェ
 

ヒ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
、
つ
ま
り
学
問
的
基
礎
の
探
求
が
、
本
書
の
 課
題
で
あ
 

る
 」
と
い
う
大
風
呂
敷
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
 占
 
示
教
教
祖
 

の
ご
託
宣
で
あ
る
。
僕
な
ら
ま
ず
差
配
 心
 が
は
た
ら
い
て
、
 
と
 て
も
こ
ん
 

な
大
法
螺
は
吹
け
な
い
。
だ
か
ら
、
余
計
そ
の
臆
面
な
さ
に
 惹
 か
れ
る
の
 

だ
。
自
分
で
で
き
な
い
こ
と
な
ら
ば
、
人
の
尻
馬
に
乗
っ
て
 み
 る
の
も
 悪
 

く
な
い
。
 

そ
れ
に
し
て
も
、
「
政
治
人
類
学
」
を
名
乗
る
本
を
こ
こ
に
 取
 り
 上
け
 

る
の
は
場
違
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
「
ま
え
が
き
 」
の
最
初
 

の
 文
に
も
「
そ
の
救
済
の
研
究
ま
で
含
め
て
」
と
言
わ
れ
て
い
 る
で
は
な
 

い
か
。
著
者
は
「
宗
教
と
政
治
を
、
そ
の
対
立
・
異
質
性
の
相
 に
お
い
て
 

で
は
な
く
、
根
源
的
同
質
性
の
相
に
お
い
て
理
解
し
て
み
る
 必
 要
 」
（
 一
 

九
四
頁
）
を
言
 う
 。
著
者
の
言
 う
 
「
政
治
」
と
は
そ
の
意
味
で
 
あ
り
、
 師
 

の
バ
ラ
 ソ
デ
ィ
 
ェ
 の
説
を
論
ず
る
箇
所
を
借
り
れ
ば
、
通
常
の
 政
治
を
意
 

味
 す
る
寸
ロ
 0
 ま
三
 %
 
 で
は
な
く
、
よ
り
広
い
「
政
治
的
な
 も
の
（
 -
 
の
 

b
o
 
壬
丘
 E
0
 
）
」
が
問
題
だ
と
言
 
う
 の
で
あ
る
（
一
七
二
頁
）
。
 
宗
 教
 と
政
治
 

こ
そ
本
書
の
テ
ー
マ
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
 

し
か
し
こ
 0
 歳
 代
も
末
の
頃
お
こ
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
留
学
を
き
 っ
、
 
カ
 

け
に
、
ア
フ
リ
カ
研
究
へ
と
転
身
し
た
。
人
間
の
思
想
と
い
う
 
も
の
 

を
 生
活
者
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
 
ら
で
あ
 

る
 。
 

わ
た
し
が
末
の
 
、
 末
の
 、
 末
に
連
な
る
京
都
学
派
の
哲
学
の
独
 創
性
 

と
そ
の
魅
力
を
、
わ
た
し
は
、
西
洋
思
想
を
単
に
輸
入
す
る
だ
 け
で
な
 

く
 、
東
洋
思
想
を
体
験
的
に
極
め
る
中
で
培
っ
た
問
題
意
識
を
 も
っ
て
 

こ
れ
と
対
話
し
て
き
た
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 

し
か
し
わ
た
し
は
思
想
理
解
と
い
う
も
の
を
、
さ
ら
に
、
そ
れ
 が
生
 

ま
れ
形
成
さ
れ
て
た
生
活
背
景
の
中
か
ら
理
解
し
て
み
た
い
と
 
思
っ
 

た
 。
・
・
 
，
，
 
・
・
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
わ
た
し
の
関
心
は
一
時
 

、
柳
田
 

国
男
や
折
口
信
夫
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
日
本
民
俗
学
の
固
有
 信
仰
 研
 

究
 に
向
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
を
 幸
い
 ア
 

フ
リ
カ
に
ま
で
出
か
け
て
い
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
を
選
ん
だ
の
 
は
、
西
 

洋
 、
東
洋
と
い
う
枠
組
み
を
外
れ
た
世
界
も
知
っ
て
み
た
か
っ
 た
か
ら
 

で
あ
る
。
（
 -
u
 
頁
 ）
 

こ
の
精
神
遍
歴
は
そ
の
ま
ま
本
書
の
中
に
凝
縮
さ
れ
、
生
か
さ
 れ
て
ぃ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
東
洋
（
日
本
）
、
西
洋
、
そ
し
て
 

ア
フ
 9
 カ
 と
い
う
 三
 

つ
の
ま
っ
た
く
異
な
る
文
明
と
思
想
に
拠
点
を
も
っ
て
、
そ
れ
 を
 
「
生
活
 

者
の
視
点
」
と
い
う
断
固
と
し
て
 揺
 ぐ
こ
と
の
な
い
視
点
か
ら
 見
通
そ
 う
 

 
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
拠
点
に
つ
い
て
も
 う
 少
し
詳
 し
く
記
す
 

 
 
 
 
 
 
 
 

と
、
 
次
の
よ
う
に
な
ろ
 う
 。
 

①
西
洋
に
関
し
て
は
、
直
接
中
心
的
な
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
 著
者
 自
 

㏄
 

 
 

寿
 が
関
わ
っ
て
い
る
人
類
学
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
 

し
 か
し
、
 
著
 



者
は
そ
の
底
に
西
洋
の
思
想
、
哲
学
を
通
じ
て
流
れ
る
大
き
な
 問
題
が
あ
 

る
こ
と
を
感
知
す
る
。
著
者
が
最
初
に
関
わ
っ
た
 べ
ル
グ
ソ
ソ
 
の
 哲
学
に
 

つ
い
て
は
本
書
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
か
わ
り
に
デ
カ
ル
ト
、
 

ス
カ
 

ル
 と
い
う
 
ブ
 ラ
 ソ
ス
 思
想
の
源
泉
と
な
る
思
想
家
が
問
題
と
さ
 れ
る
（
 第
 

5
%
@
 

早
 ）
 っ
 

人
類
学
の
方
法
に
関
し
て
言
え
ば
、
従
来
の
人
類
に
暗
黙
の
前
 提
 と
し
 

て
 、
西
洋
思
想
の
伝
統
が
あ
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
。
 

人
類
学
と
い
っ
て
も
そ
の
背
後
に
は
、
西
洋
思
想
の
巨
大
な
 伝
 統
が
 

控
え
て
い
た
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
き
わ
め
て
観
念
的
な
 人
間
 

理
解
の
伝
統
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
本
質
は
天
上
的
な
 味
 出
 
ぬ
の
 

世
界
に
属
す
る
と
見
て
、
そ
の
地
上
性
を
断
固
と
し
て
拒
否
す
 る
伝
 

統
 で
あ
る
。
（
ま
え
が
き
、
Ⅲ
 
百
り
 

著
者
が
こ
の
点
か
ら
も
っ
と
も
厳
し
く
批
判
の
対
象
と
す
る
の
 は
、
構
 

造
 主
義
の
立
場
に
立
つ
 レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
 t
p
l
 
ス
 （
 第
ュ
章
 ）
や
日
 菊
 と
万
ヒ
 

の
 ル
ー
ス
，
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（
序
論
）
、
ま
た
、
 

レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
 
ス
 ト
ロ
ー
ス
 

の
 影
響
下
に
あ
る
ピ
エ
ー
ル
・
ク
ラ
ス
ト
ル
（
第
 8
 章
）
で
あ
 る
 。
そ
れ
 

に
 対
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
、
著
者
の
 ブ
 ラ
 ソ
ス
 留
学
 時
代
の
恩
 

師
 で
あ
る
ジ
ョ
ル
 
ジ
ニ
 
・
バ
ラ
ソ
デ
ィ
エ
（
第
 
3
 、
 4
 章
）
で
 あ
り
、
 ま
 

た
 、
著
者
の
「
 異
 次
元
交
換
」
の
発
想
の
も
と
に
な
っ
た
 モ
｜
 ス
 
（
第
 6
 

章
 ）
で
あ
る
。
 

②
東
洋
（
日
本
）
に
関
し
て
は
、
京
都
学
派
と
日
本
民
俗
学
が
 問
題
と
 

さ
れ
る
。
京
都
学
派
に
つ
い
て
は
、
特
に
草
立
て
を
し
て
論
じ
 て
は
い
な
 

い
が
、
第
 
1
 部
の
導
入
部
で
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
が
取
り
 上
げ
ら
れ
 

る
 。
日
本
民
俗
学
に
つ
い
て
は
、
第
 2
 章
で
か
な
り
立
ち
入
っ
 

て
 論
じ
 ろ
 

一
 一
 

も
う
少
し
詳
し
く
内
容
を
追
っ
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
、
従
来
の
人
類
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
厳
し
く
 批
判
の
 

対
象
と
な
る
の
が
 レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
で
あ
る
が
、
 

彼
 一
人
 が
 切
り
離
 

れ
る
。
 

   
 

③
ア
フ
リ
カ
で
の
フ
ィ
 
l
 
ル
ド
調
査
に
関
し
て
は
、
著
者
は
 ヱ
 フ
ソ
ス
乃
 

語
の
学
位
論
文
を
は
じ
め
、
日
本
語
で
も
多
く
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
 的
な
論
文
の
 

を
 発
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
方
法
論
、
原
理
論
を
主
と
す
 る
 本
書
中
㏄
 

に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
第
 7
 章
で
 異
 次
元
交
換
の
理
論
を
 導
く
具
体
 

何
 と
し
て
、
そ
の
一
端
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
精
神
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
、
著
者
の
異
次
元
 交
換
の
 

理
論
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

本
書
の
構
成
は
 、
 書
き
下
ろ
し
の
序
論
の
あ
と
、
既
発
表
論
文
 八
本
を
 

二
部
構
成
の
も
と
に
並
べ
る
。
第
一
部
は
第
 4
 章
ま
で
で
、
「
 並
 日
 通
人
類
 

学
か
ら
現
実
的
政
治
人
類
学
へ
」
と
題
さ
れ
、
方
法
論
的
な
問
 題
 が
主
と
 

な
る
。
す
な
 ね
 ち
、
普
遍
法
則
の
樹
立
を
め
ざ
す
 レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
 ト
 p
l
 
ス
 

な
ど
の
普
遍
人
類
学
を
批
判
し
、
バ
ラ
ソ
デ
ィ
 ェ
 や
日
本
民
俗
 学
 に
立
脚
 

し
た
現
実
的
な
政
治
人
類
学
の
立
場
を
提
唱
す
る
。
次
に
第
二
 部
は
第
 5
 

章
 以
下
で
、
「
晃
次
元
交
換
の
政
治
人
類
学
」
と
題
さ
れ
、
 デ
 カ
ル
ト
 や
 

，
ス
カ
ル
に
お
け
る
認
識
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
順
次
著
者
の
 提
唱
す
 

る
異
 次
元
交
換
の
理
論
の
提
示
へ
と
進
ん
で
行
く
。
こ
の
よ
う
 に
 既
発
表
 

論
文
に
基
づ
き
な
が
ら
、
一
貫
し
た
構
想
に
よ
っ
て
整
然
と
 筋
 道
を
追
っ
 

て
 論
述
が
進
め
ら
て
い
る
。
 



だ
が
、
こ
の
 
ょ
う
 な
発
想
は
西
洋
に
固
有
な
極
め
て
特
殊
な
も
 の
で
は
 

さ
れ
て
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
流
れ
る
西
洋
の
 社
会
科
学
 

の
 伝
統
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
西
欧
の
 伝
統
の
ど
 

こ
が
問
題
な
の
か
。
「
人
類
学
に
か
ぎ
ら
ず
、
社
会
科
学
、
人
 間
 科
学
全
 

体
が
 、
「
普
遍
法
則
」
探
求
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
自
 然
 科
学
の
 

科
学
モ
デ
ル
に
、
あ
ま
り
に
支
配
さ
れ
す
ぎ
て
ぎ
た
」
（
一
二
 五
頁
）
 と
 

い
う
の
で
あ
 
て
リ
 
。
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
「
 個
 別
社
ム
ム
 の
 

固
有
性
と
し
て
捉
え
る
よ
り
は
、
多
様
性
の
中
に
普
遍
性
や
共
 通
性
を
探
 

る
こ
と
に
急
で
あ
っ
た
」
（
一
二
九
頁
）
。
で
は
、
 

レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
 
ス
 ト
ロ
ー
ス
 

に
お
い
て
は
、
そ
の
 
ょ
う
 な
「
普
遍
法
則
」
は
ど
の
次
元
で
成
 り
 立
つ
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
こ
で
彼
の
言
う
「
野
生
の
思
考
」
（
 

づ
 0
 コ
の
③
の
 目
つ
い
 ㌔
）
が
 
問
題
と
 

な
る
。
そ
れ
は
「
諸
思
考
す
べ
て
の
共
通
の
発
現
母
胎
と
な
る
 よ
う
な
 思
 

考
 」
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
「
人
間
精
神
」
に
他
な
ら
な
い
（
 七
 0
 頁
 ）
。
 

だ
が
、
そ
の
抽
象
的
に
見
え
る
「
人
間
精
神
」
に
ど
の
よ
う
に
 到
達
で
ぎ
 

る
の
か
。
「
人
間
精
神
は
直
接
に
は
観
察
し
得
な
い
」
（
同
）
 も
の
で
あ
 

り
 、
ル
ソ
ー
の
「
孤
独
な
夢
想
者
」
の
よ
う
な
孤
独
社
内
省
に
 よ
っ
て
 得
 

ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
七
三
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
「
野
生
 の
 思
考
」
 

を
 導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
個
々
の
親
族
組
織
や
神
話
を
 、
 そ
れ
が
 関
 

保
 す
る
社
会
の
、
諸
制
度
、
文
化
、
生
産
様
式
の
総
体
的
全
体
 性
の
中
に
 

位
置
づ
け
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
総
体
か
ら
切
り
離
 し
 、
神
話
 

介
や
親
族
組
織
だ
け
を
自
由
に
、
相
互
に
比
較
分
析
す
る
」
 

（
七
八
頁
）
 こ
 

禰
 

と
が
可
能
と
な
り
、
そ
こ
に
彼
の
構
造
主
義
の
存
立
の
基
 盤
 が
あ
る
と
い
 

 
 

な
い
の
か
 
0
 し
か
り
。
こ
れ
は
 
か
ソ
一
 以
前
に
ホ
ッ
プ
 ス
 に
 よ
 っ
て
立
て
 

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
自
然
人
」
と
は
「
 徹
 顕
微
 尾
 非
社
会
 

的
な
人
間
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
八
三
頁
）
。
「
西
洋
 

思
 想
の
伝
統
 

に
は
、
人
間
の
自
然
状
態
と
は
、
深
い
森
の
中
で
営
ま
れ
る
 非
 社
会
的
な
 

孤
独
な
状
態
だ
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
っ
た
」
（
八
五
頁
）
。
 

こ
 う
し
た
 孤
 

立
 的
な
「
自
然
人
」
が
社
会
生
活
を
営
む
と
こ
ろ
に
「
文
化
」
 
が
 生
ず
 

る
 。
だ
が
、
根
底
に
あ
る
「
自
然
人
」
は
孤
立
的
、
非
社
会
的
 で
、
か
つ
 

万
人
共
通
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
 離
 れ
て
、
 内
 

者
 に
よ
っ
て
到
達
可
能
と
さ
れ
、
そ
れ
故
、
「
人
間
を
…
：
 毛
 の
 置
か
れ
 

た
 様
々
な
条
件
、
歴
史
的
、
社
会
学
的
、
文
化
的
、
生
態
学
的
 条
件
と
一
 

体
の
存
在
と
し
て
、
一
言
で
い
え
ば
そ
の
状
況
と
一
体
の
存
在
 と
し
て
 理
 

解
し
ょ
う
と
い
う
、
い
わ
ば
「
本
質
」
よ
り
も
「
実
存
」
を
 重
 祝
 す
る
」
 

（
八
九
頁
）
人
類
学
の
人
間
観
か
ら
ず
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
 
あ
る
。
 

著
者
の
 
レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
批
判
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
 、
そ
れ
 

は
 素
人
の
僕
に
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
 

レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
 
p
 一
 ス
の
 自
然
 

科
学
モ
デ
ル
が
 、
 極
め
て
西
洋
的
な
発
想
で
あ
る
こ
と
は
著
者
 を
 待
た
ず
 

と
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
森
の
中
の
孤
 上
生
活
と
 

い
 う
 西
洋
の
生
活
様
式
に
帰
着
さ
せ
、
相
対
化
さ
せ
る
と
こ
ろ
 に
 、
著
者
 

0
 人
類
学
的
発
想
の
実
践
が
あ
り
、
そ
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
 い
る
。
 西
 

洋
の
普
遍
的
人
間
の
理
念
は
、
そ
れ
自
体
極
め
て
特
殊
な
自
然
 的
 、
歴
史
 

 
 

的
な
状
況
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
普
遍
性
自
体
が
特
殊
 だ
と
い
う
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ノ
ラ
ド
ッ
ク
 
ス
 に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
う
し
た
西
洋
的
普
遍
性
の
非
普
遍
性
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
 の
 指
摘
㏄
 
2
 

は
 、
序
論
の
べ
ネ
デ
ィ
ク
ト
批
判
に
も
明
確
に
う
か
が
わ
れ
る
 。
 ，
ヘ
ネ
デ
 



ィ
ク
ト
 の
 
五
菊
 と
刃
 b
 は
、
西
洋
の
「
罪
の
文
化
」
に
対
し
て
 日
本
の
文
 

化
を
「
恥
の
文
化
」
と
し
て
定
式
化
し
、
敗
戦
後
の
日
本
に
お
 い
て
、
 あ
 

た
か
も
「
恥
の
文
化
」
が
「
罪
の
文
化
」
よ
り
劣
る
よ
う
な
そ
 の
 論
述
に
 

よ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
を
正
当
化
し
、
日
本
人
の
劣
等
 感
を
増
大
 

さ
せ
た
。
今
と
な
っ
て
は
既
に
歴
史
的
遺
物
と
も
言
う
べ
 き
著
 作
 で
、
 い
 

ま
さ
ら
鞭
打
つ
ま
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
同
じ
 発
想
が
な
 

お
レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
な
ど
に
し
ぶ
と
く
生
き
て
い
る
が
 故
 に
 問
題
に
 

な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
後
の
リ
ー
ス
マ
ン
に
よ
る
社
会
 性
格
の
分
 

類
や
日
本
民
俗
学
に
 よ
 る
日
本
社
会
の
分
析
を
用
い
て
、
む
し
 ろ
べ
ネ
デ
 

ィ
ク
ト
 の
発
想
自
体
が
い
わ
ば
著
者
の
人
類
学
の
姐
上
に
乗
せ
 ら
れ
、
 西
 

洋
的
 発
想
の
特
殊
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

著
者
の
発
想
の
一
つ
の
大
き
な
魅
力
は
、
客
観
的
、
学
術
的
な
 論
述
の
 

形
を
取
り
な
が
ら
、
そ
の
底
に
壮
大
な
逆
説
と
皮
肉
が
潜
め
ら
 れ
て
い
る
 

こ
と
に
あ
る
。
西
洋
的
普
遍
性
を
西
洋
的
特
殊
性
に
帰
着
さ
せ
 る
ど
ん
で
 

ん
 返
し
は
、
確
か
に
西
洋
自
体
が
普
遍
性
を
持
た
な
く
な
っ
た
 今
日
に
お
 

て
 珍
し
く
な
い
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
底
に
あ
る
 西
 洋
の
特
殊
 

な
 状
況
に
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
単
な
る
観
念
的
な
 西
 洋
の
相
対
 

化
で
な
く
、
西
洋
的
発
想
自
体
が
人
類
学
的
な
対
象
か
ら
免
れ
 ，
 
え
な
い
こ
 

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
類
学
が
か
つ
て
自
民
族
 よ
り
劣
る
 

「
未
開
社
会
」
を
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
へ
の
痛
烈
な
皮
肉
で
 あ
り
、
 逆
 

説
 で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
の
「
普
遍
 学
 モ
デ
ル
」
に
対
立
す
る
 も
の
と
 

し
て
、
著
者
が
共
感
を
も
っ
て
挙
げ
る
の
が
、
バ
ラ
ン
デ
ィ
 ヱ
 の
 動
態
 人
 

類
 学
で
あ
り
、
ア
ナ
ー
ル
派
の
歴
史
学
で
あ
り
、
京
都
学
派
の
 哲
学
で
あ
 

四
 

こ
の
 ょ
う
 な
バ
ラ
ン
デ
ィ
 
ヱ
 の
方
法
を
用
い
な
が
ら
、
著
者
が
 提
唱
す
 

る
の
が
「
 異
 次
元
交
換
」
の
理
論
で
あ
る
。
著
者
 は
 そ
れ
を
 単
 に
人
類
学
 

の
 レ
 ダ
ヱ
ル
 で
提
示
す
る
だ
け
で
ほ
な
い
。
こ
こ
が
著
者
の
 ス
 ケ
ー
ル
の
 

大
き
な
点
で
あ
る
が
、
第
 5
 章
で
は
デ
カ
ル
ト
、
パ
ス
カ
ル
 か
 ら
 ブ
ッ
ダ
 

り
 、
日
本
民
俗
学
で
あ
る
。
特
に
人
類
学
の
方
法
と
し
て
、
 恩
 師
の
バ
ラ
 

 
 

ン
デ
ィ
 ヱ
 の
動
態
人
類
学
へ
の
共
感
 は
 大
き
な
も
の
が
あ
る
。
 

そ
 れ
は
、
 

れ
 

「
現
実
的
諸
行
為
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
現
実
的
 な
社
ム
ム
 の
の
 

 
 

全
体
性
を
把
握
し
ょ
う
と
努
め
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
 人
 問
社
 金
を
 、
宗
 

㏄
 

教
 、
政
治
、
経
済
と
い
っ
た
者
次
元
に
分
断
し
、
そ
の
各
次
元
 を
 切
り
離
 

し
て
、
自
由
な
比
較
研
究
を
お
こ
 な
う
 構
造
主
義
人
類
学
の
研
 先
方
向
と
 

は
 、
正
反
対
で
あ
る
」
（
一
五
 
0
 頁
 ）
。
ま
た
、
「
社
会
を
部
分
 
部
分
に
切
 

り
 刻
む
の
で
な
く
、
動
的
な
総
体
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
、
 総
 体
性
の
人
 

類
字
」
（
一
七
一
頁
）
で
あ
り
、
「
多
元
的
決
定
論
が
ほ
た
ら
 

ぎ
 、
 汎
 動
的
 

状
態
に
あ
る
社
会
に
 、
 何
ら
か
の
均
衡
状
態
を
も
た
ら
そ
う
と
 す
る
社
会
 

の
 連
動
こ
そ
が
「
政
治
」
だ
と
」
見
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
政
治
 人
類
学
」
 

に
な
る
（
同
）
。
さ
ら
に
、
「
こ
う
し
た
動
的
状
態
を
無
視
し
 

、
社
 会
 を
固
 

定
 化
し
た
相
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
根
強
い
傾
向
 

と
 た
え
ず
 

戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
、
「
批
判
人
類
学
」
で
も
あ
 る
 
二
七
 

一
二
頁
）
。
 

レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
に
較
べ
て
、
地
味
で
日
本
で
も
余
り
知
 ら
れ
て
 

い
な
い
こ
の
優
れ
た
研
究
者
に
つ
い
て
、
第
 4
 章
の
紹
介
 は
、
経
 歴
 を
も
 

含
め
て
極
め
て
要
領
の
よ
い
も
の
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

ま
で
引
い
て
「
知
の
実
践
的
無
力
」
と
、
そ
れ
故
に
こ
そ
「
 矛
 盾
 に
引
き
 

裂
か
れ
た
歴
史
的
現
実
存
在
と
し
て
の
人
間
の
集
団
的
 生
 に
何
 ら
か
の
 実
 

践
的
統
 Ⅰ
あ
る
い
は
安
定
を
、
と
も
あ
れ
与
え
る
も
の
」
 

と
し
て
、
 

「
政
治
か
宗
教
」
が
問
題
に
さ
れ
る
（
 二
 二
一
頁
）
。
こ
の
「
 
政
治
か
宗
 

教
 」
が
広
義
の
「
政
治
」
に
な
る
わ
け
だ
が
「
 
異
 次
元
交
換
 」
は
そ
の
 

「
政
治
」
の
根
源
に
関
す
る
大
胆
な
仮
説
で
あ
る
。
と
は
言
え
 、
そ
れ
は
 

唐
突
に
提
示
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
モ
ー
ス
の
「
贈
与
論
 ヒ
 の
 説
を
受
 

げ
 継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
交
換
を
同
次
元
的
な
も
の
に
 限
定
す
る
 

レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
の
説
が
強
く
批
判
さ
れ
る
（
第
 6
 章
）
。
 

さ
て
、
「
 異
 次
元
交
換
」
と
は
、
著
者
自
身
の
要
約
に
 よ
 れ
 ば
、
 「
モ
ノ
 

は
 モ
ノ
、
人
は
人
、
観
念
は
観
念
の
、
独
立
的
な
世
界
を
構
成
 す
る
の
で
 

な
く
、
モ
ノ
と
人
、
観
念
、
さ
ら
に
は
言
葉
や
、
感
情
も
相
互
 に
交
換
し
 

あ
ぅ
 こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
世
界
を
構
成
す
る
」
（
ま
え
が
き
 、
 @
W
 
頁
 ）
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
大
き
な
問
題
に
な
 る
の
で
あ
 

ろ
 う
か
 。
そ
れ
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
政
治
権
力
の
間
 題
は
、
社
 

会
 の
あ
ら
ゆ
る
要
素
、
経
済
的
問
題
や
、
親
族
・
婚
姻
関
係
は
 い
う
に
 及
 

ぱ
ず
 、
言
葉
や
、
名
誉
 や
 、
嫉
妬
、
儀
礼
、
宗
教
的
な
シ
ン
ボ
 ル
 等
が
す
 

べ
て
絡
ん
だ
、
社
会
の
総
体
的
関
係
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
 お
さ
れ
て
 

ゆ
く
」
（
 三
 二
一
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
文
を
含
む
本
書
の
最
後
、
第
 8
 章
の
 4
 
（
 三
 二
一
 @
 
三
吉
 一
頁
）
 

は
 、
ま
さ
に
著
者
の
独
壇
場
と
も
言
 う
 べ
き
壮
大
な
大
風
呂
敷
 の
 展
開
で
 

あ
り
、
ホ
ッ
プ
ス
、
ル
ソ
ー
流
の
社
会
契
約
説
を
逆
転
さ
せ
る
 弁
証
法
的
 

と
も
言
う
べ
き
逆
説
と
皮
肉
 肛
 よ
っ
て
一
気
に
読
ま
せ
る
。
 

だ
 が
、
 残
さ
 

れ
た
紙
数
も
少
な
く
な
っ
た
か
ら
、
中
途
半
端
な
紹
介
は
や
め
 て
 、
推
理
 

小
説
の
結
末
よ
ろ
し
く
、
読
者
自
身
に
直
接
読
ん
で
頂
く
こ
 
と
に
し
よ
 

ぅ
 。
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
書
は
こ
の
土
貢
余
り
を
書
く
た
め
に
 す
べ
て
 書
 

か
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
 

だ
か
、
こ
の
壮
大
な
「
 異
 次
元
交
換
」
説
も
ま
っ
た
く
の
著
者
 の
 独
創
 

で
は
な
い
。
ル
ソ
ー
の
 コ
 人
間
不
平
等
起
源
論
 L
 の
逆
転
と
い
 
ぅ
 根
幹
に
 

関
 わ
る
部
分
を
伊
 谷
 純
一
郎
氏
の
説
に
負
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
 さ
ら
に
 
一
 

般
 的
な
権
力
論
、
政
治
論
へ
と
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
著
者
の
面
 目
 が
あ
る
 

の
で
あ
る
。
そ
の
根
源
に
は
、
直
接
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
 ダ
ー
ウ
ィ
 

ン
 0
 弱
肉
強
食
の
進
化
論
を
、
平
和
な
す
み
分
 け
 論
へ
と
転
化
 さ
せ
た
 今
 

酉
 錦
司
氏
の
京
都
学
派
的
な
発
想
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
 な
い
（
 さ
 

ら
に
、
そ
の
根
源
は
西
田
・
田
辺
の
哲
学
に
遡
る
）
。
そ
れ
と
 同
時
に
 、
 

折
口
信
夫
の
王
権
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
 よ
う
 に
（
二
八
五
頁
 ）
、
日
本
 

民
俗
学
の
発
想
も
ま
た
顕
著
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
「
 異
 次
元
 交
換
」
に
 

基
づ
く
平
和
な
権
力
関
係
は
、
「
共
に
生
存
し
て
行
く
こ
と
を
 暗
黙
の
了
 

解
 と
し
て
い
る
社
会
集
団
の
内
部
に
す
ぎ
な
い
」
（
三
三
 0
 頁
 ）
の
で
あ
 

り
 、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
著
者
の
調
査
し
た
レ
 イ
 ・
ブ
ー
 バ
 王
国
と
と
 

も
に
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
民
俗
学
で
考
え
る
平
和
 で
 安
定
し
 

た
ム
 ラ
 の
生
活
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
 ，
 
」
の
よ
う
 

に
 、
平
等
者
間
の
闘
争
と
い
う
権
力
論
か
ら
、
不
平
等
者
問
の
 平
和
な
 権
 

力
論
 
へ
と
い
う
 
コ
 ベ
ル
ニ
ク
ス
約
転
回
は
、
ま
さ
に
土
着
的
、
 

日
本
的
な
 

発
想
を
も
っ
て
西
洋
的
な
も
の
に
替
え
よ
う
と
い
う
壮
大
な
試
 み
な
の
で
 

)
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
大
き
な
問
題
は
も
ち
ろ
ん
本
書
最
後
の
十
 頁
 ば
か
 り
で
 論
 

2
 
Ⅱ
 

じ
 尽
く
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
さ
ら
な
る
展
開
を
待
た
な
け
れ
 ，
は
な
ら
な
 



い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
問
題
に
立
 

け
 著
者
の
発
想
に
対
す
る
疑
問
点
を
挙
げ
 

に
と
っ
て
の
西
洋
と
日
本
の
仕
置
付
け
は
 

の
ア
ブ
リ
力
 
の
位
置
が
十
分
見
え
て
こ
 た
 

野
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
 

て
は
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
的
な
研
究
が
除
外
さ
 

と
は
い
え
、
著
者
に
と
っ
て
単
な
る
フ
 4
 

質
的
、
必
然
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
 

い
 。
 バ
 ミ
ノ
ン
デ
ィ
エ
 卜
卜
 
と
つ
 十
 
Ⅰ
の
ア
フ
リ
 

ど
う
し
て
も
ア
フ
リ
 ヵ
 で
 は
 げ
れ
ば
な
ら
 

が
 弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
ど
う
で
 

関
し
て
言
え
ば
、
今
日
、
か
つ
て
の
よ
 う
 

見
て
、
西
洋
的
な
も
の
と
対
立
さ
せ
る
と
 

て
い
る
。
著
者
に
は
日
本
と
異
質
な
も
の
 

欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
ど
う
で
あ
 

報
も
批
判
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
 

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
「
構
造
主
義
 

1
 

っ
た
 今
日
（
何
と
流
行
の
移
り
行
き
の
 阜
 

臣
一
 ス
 以
後
の
思
想
動
向
（
例
え
ば
、
 

ボ
 

な
ど
）
に
対
す
る
著
者
の
批
判
も
一
言
問
   

も - でのな口 - アな較 一 分たせ "" 一 力 ががは         

る換スと 。 論トな 都 学がつとにち、 点な的 アこ てものなつの な木いい 視 折箸 賢者だ つ 
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ヮ
バ
 一
ト
 
・
 キ
 サ
ラ
 著
 

「
現
代
宗
教
と
社
会
倫
理
 目 

青
弓
 桂
一
九
九
二
年
六
月
二
 0
 日
刊
 

四
六
判
一
八
二
頁
二
四
七
二
円
 

芹
川
博
通
 

著
者
 p
.
 

ハ
ー
ト
・
 

キ
サ
ラ
 
（
 
オ
 。
 す
の
 
ユ
本
 ぢ
ぃ
瓦
 ）
氏
は
、
米
国
 シ
カ
 コ
 

0
9
 

口
 0
-
@
e
 

づ
き
 0
-
O
 

注
 C
a
-
C
 
田
 O
 コ
て
 神
学
修
士
を
取
り
（
 一
九
八
五
 

年
 ）
、
す
ぐ
に
カ
ト
リ
 
ソ
ク
 司
祭
と
し
て
来
日
し
、
現
在
は
南
 山
 大
学
 宗
 

散
文
化
研
究
所
の
研
究
生
で
あ
る
。
 

本
書
は
、
「
解
放
の
神
学
」
を
志
す
こ
の
 キ
 サ
ラ
神
父
が
 
、
日
 本
の
新
 

-
 宗
教
の
中
か
ら
天
理
教
と
立
正
佼
成
会
を
中
心
に
、
新
宗
教
 0
 社
会
倫
理
 

が
 、
個
人
の
修
養
を
重
視
し
て
社
会
改
善
を
図
ろ
 う
 と
す
る
 
も
の
か
、
 
そ
 

れ
と
も
、
他
者
の
苦
難
の
軽
減
へ
の
努
力
を
促
す
普
遍
的
 

愛
 他
主
義
 

（
 
a
-
t
r
 

日
の
 

ヨ
 ）
の
思
想
に
関
心
を
も
ち
、
救
済
活
動
や
福
祉
活
 
動
を
通
じ
 

て
 社
会
改
革
を
お
し
す
す
め
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
か
を
、
 
ゑ
義
 
（
 思
 

想
 ）
 面
 と
対
面
調
査
に
基
づ
く
実
践
面
か
ら
の
探
求
が
さ
れ
た
 も
の
で
あ
 

る
 。
 

「
第
一
章
新
宗
教
の
社
会
倫
理
と
福
祉
活
動
」
で
は
、
新
 
京
 教
 の
 社
 

会
 倫
理
を
究
め
る
に
あ
た
り
、
諸
理
論
に
よ
っ
て
枠
組
が
築
か
 
れ
て
い
 

る
 。
す
で
に
第
一
章
に
先
が
げ
て
、
全
体
を
貫
く
包
括
概
念
 と
し
て
、
 
普
 

遍
的
愛
 他
主
義
の
主
張
が
新
宗
教
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
と
す
る
 島
薗
 理
論
 

一
 （
 島
 画
道
 編
 
㍉
救
い
と
 徳
｜
 新
宗
教
信
仰
者
の
生
舌
と
思
想
 畦
 弘
文
室
、
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由諦 " 如ム 

一
九
九
二
年
）
を
借
り
て
、
新
宗
教
の
思
想
や
実
践
に
お
け
る
 並
 日
 
通
約
 愛
 

他
 主
義
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
宗
教
の
社
会
倫
理
を
倹
 記
 し
た
い
 

旨
 が
述
べ
ら
れ
、
ヒ
ッ
ク
と
べ
 ッ
 ク
フ
ォ
ー
ド
の
諸
理
論
（
出
ぎ
 
オ
き
薫
 ・
 

ト
き
 日
韓
 
は
 Ⅰ
㌧
Ⅰ
隠
 

さ
こ
 
Ⅰ
 
韓
曳
馬
隠
時
ぎ
韓
 
@
 出
要
ま
さ
さ
 馬
 e
s
 
㌧
 
Q
 「
ほ
め
 -
 
Ⅰ
 -
 
き
へ
 

づ
 Ⅰ
さ
韓
㏄
ハ
ぃ
さ
も
馬
韓
㌻
 

ト
 
0
 ㏄
 
0
@
 ロ
 の
 
0
 村
 ㌔
 
0
 Ⅰ
 
づ
 ・
Ⅰ
の
 
ゴ
ロ
 

の
の
Ⅱ
 
肝
 
・
・
，
コ
ロ
ゴ
 

0
 の
 
o
O
-
o
-
0
 

㎎
 せ
 

0
 ㌔
 抽
 ①
 
-
 
田
 @
0
 
コ
曲
コ
 
L
 の
 
O
 住
キ
 
㌧
Ⅰ
 
0
 す
 -
 
の
日
の
 
キ
 
・
 @
 
コ
め
 Ⅰ
 
ハ
 
@
Q
 
～
 
Q
 憶
 き
さ
～
 
ら
さ
さ
せ
 
め
 
㌻
 

臼
 。
 
P
o
o
0
 

）
か
ら
、
「
宗
教
の
社
会
倫
理
」
の
現
代
的
な
理
解
の
 

た
め
に
、
 

円
 そ
の
社
会
倫
理
と
普
遍
的
 愛
 他
主
義
と
の
関
連
、
口
そ
の
 社
 会
 倫
理
は
 

近
代
的
な
社
会
意
識
を
吸
収
し
て
社
会
改
革
を
重
ん
じ
る
、
 田
 他
方
に
お
 

い
て
、
そ
れ
は
、
根
本
的
に
人
間
生
活
の
意
味
、
価
値
、
目
的
 と
い
う
 人
 

間
の
内
面
的
・
精
神
的
な
側
面
も
重
ん
じ
る
、
と
し
て
、
著
者
 の
 現
代
的
 

な
 
「
宗
教
の
社
会
倫
理
」
を
、
「
宗
教
的
な
信
仰
 

に
 基
づ
い
て
 人
生
の
価
 

値
や
意
味
を
説
き
、
そ
の
意
味
で
人
間
の
精
神
的
な
面
を
重
視
 
し
な
が
 

ら
 、
近
代
的
な
社
会
意
識
の
影
響
の
も
と
で
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
 社
会
的
な
 

側
面
も
認
識
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
へ
の
積
極
的
な
行
動
 を
 促
す
 ょ
 

う
 な
 教
説
 で
あ
る
。
」
（
一
四
頁
）
と
す
る
。
 

そ
こ
で
本
書
で
は
、
社
会
倫
理
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
新
宗
教
 に
お
 け
 

8
 世
界
観
・
人
間
観
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
宗
教
が
人
間
 の
 尊
厳
、
 

人
間
の
価
値
、
人
生
の
意
味
や
目
的
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
 考
，
 え
て
い
る
 

か
 、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
宗
教
が
ど
の
程
度
現
代
的
な
社
会
意
識
 を
も
ち
、
 

 
 

っ
て
い
る
か
と
 

 
 

的
な
理
論
と
し
 

て
 、
新
宗
教
の
「
生
命
主
義
」
（
対
馬
路
人
 

他
 
「
新
宗
教
に
お
 け
 る
 生
命
 

主
義
的
救
済
観
」
 
円
 思
想
 b
 六
六
五
、
一
九
七
九
年
）
や
「
 生
 活
 倫
理
」
 

（
藤
井
健
志
「
生
活
規
律
と
倫
理
観
」
 

円
 新
宗
教
事
典
 b
 弘
文
 堂
 、
一
九
九
 

0
 年
 ）
に
関
す
る
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
日
本
の
社
会
福
祉
 に
お
け
る
 

愛
 他
主
義
的
な
伝
統
を
歴
史
的
に
辿
り
（
吉
田
久
一
円
日
本
社
 余
事
業
の
 

歴
史
 L
 助
 草
書
房
、
一
九
六
六
年
）
、
新
宗
教
の
社
会
福
祉
活
 動
が
 
概
観
 

さ
れ
て
い
る
。
 

「
第
二
章
天
理
教
の
愛
他
主
義
１
１
教
祖
 像
 と
教
義
を
通
し
 
て
 」
に
 

 
 

は
 、
天
理
教
の
教
祖
中
山
み
き
の
模
範
（
「
ひ
な
が
た
」
）
 

と
天
 理
 教
の
 世
 

拝
観
・
救
済
観
、
と
り
わ
け
「
ひ
の
き
し
ん
」
の
位
置
と
そ
の
 実
践
を
み
 

て
い
る
。
中
山
み
き
自
身
が
伝
統
的
な
家
族
倫
理
の
模
範
的
な
 人
物
で
あ
 

り
な
が
ら
、
苦
し
い
状
況
の
も
と
で
具
体
的
な
人
的
げ
に
尽
力
 し
た
と
い
 

ぅ
 意
味
で
、
愛
他
主
義
者
の
模
範
で
も
あ
る
。
ま
た
、
天
理
教
 の
 教
義
で
 

は
 
「
た
ん
の
う
」
の
要
求
 
肛
 よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
精
神
的
 な
 解
決
が
 

重
視
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
み
え
る
が
、
「
ひ
の
き
し
ん
」
と
の
 関
連
で
そ
 

れ
は
能
動
的
に
解
釈
さ
れ
、
そ
の
上
、
「
一
列
兄
弟
」
と
「
 陽
 気
 ぐ
ら
し
 

世
界
」
と
い
う
究
極
的
な
世
界
観
に
よ
っ
て
他
者
に
対
す
る
 積
 極
 的
な
援
 

助
 が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
「
ひ
の
き
し
ん
」
は
教
団
内
の
利
益
 追
求
や
国
 

家
 奉
仕
的
な
色
彩
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
が
、
困
窮
者
へ
の
現
実
 的
で
愛
他
 

主
義
的
な
援
助
も
、
天
理
教
の
歴
史
の
中
に
根
を
お
ろ
し
て
い
 る
 。
 

「
第
三
草
 
愛
 他
主
義
の
実
践
１
１
天
理
教
の
社
会
福
祉
活
動
」
 で
は
、
 

「
ひ
の
き
し
ん
」
の
名
称
に
よ
る
身
近
か
な
社
会
奉
仕
や
災
害
 時
の
救
済
め
 

 
 

活
動
が
、
天
理
教
の
社
会
福
祉
活
動
に
深
く
根
を
お
ろ
し
て
 
い
る
と
し
は
 

て
 、
一
九
一
 
0
 
 （
明
治
四
三
）
年
の
養
 
徳
院
 
（
児
童
養
護
施
設
   

以
来
、
天
理
教
は
固
有
の
福
祉
施
設
を
設
立
し
て
社
会
的
に
か
 な
り
の
 貢
 



献
 な
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
理
教
の
福
 祉
 活
動
を
 

促
進
し
、
調
整
す
る
た
め
に
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
 本
部
事
業
 

部
 に
厚
生
課
が
置
か
れ
、
幾
つ
か
の
段
階
を
へ
て
一
九
六
八
 

（
昭
和
四
 

三
）
年
に
現
在
の
国
内
布
教
伝
道
部
福
祉
課
と
改
称
さ
れ
た
 
。
と
り
わ
 

げ
 、
こ
の
福
祉
課
の
活
動
の
一
 

つ
に
 
「
ひ
の
き
し
ん
ス
ク
ー
ル
 
」
と
い
う
 

奉
仕
者
を
養
成
す
る
機
関
が
、
一
九
八
 0
 
 （
昭
和
五
五
）
年
に
 開
設
さ
れ
 

て
い
る
。
著
者
は
こ
の
活
動
に
注
目
し
て
お
り
、
ま
た
、
天
理
 教
の
国
際
 

援
助
活
動
、
と
く
に
、
国
内
に
収
容
さ
れ
て
い
る
べ
ト
ナ
ム
 難
 民
や
ア
フ
 

リ
力
 
（
ケ
ニ
ア
）
で
の
活
動
に
も
、
注
意
を
そ
そ
い
で
い
る
。
 

こ
の
章
の
ま
と
め
と
し
て
、
「
天
理
教
の
社
会
福
祉
活
動
に
は
 布
教
と
 

の
 協
調
、
さ
ら
に
ひ
 婁
 しん
ス
ク
ー
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
み
ら
 れ
る
よ
 う
 

に
 、
経
済
的
、
社
会
的
な
援
助
よ
り
心
の
変
化
、
即
ち
精
神
的
 な
 救
済
の
 

重
視
が
み
ら
れ
る
。
（
中
略
）
天
理
教
の
様
々
な
福
祉
活
動
は
多
 く
の
 人
 

の
 助
け
に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
問
題
の
内
的
、
精
神
的
な
 解
決
へ
の
 

傾
ぎ
が
み
ら
れ
る
。
」
（
七
二
頁
）
と
、
天
理
教
の
社
会
倫
理
は
 

、
人
聞
の
 

内
的
・
精
神
的
な
面
へ
の
重
視
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
と
 評
 価
し
て
 

る
の
で
あ
る
。
 

「
第
四
章
庭
野
田
 敬
と
 立
正
佼
成
会
の
愛
他
主
義
」
で
は
、
 
は
じ
め
 

に
 、
立
正
佼
成
会
の
歴
史
や
教
団
の
成
立
過
程
に
お
け
る
長
沼
 妙
佼
 と
庭
 

野
口
敬
の
二
人
の
教
祖
の
模
範
が
も
っ
意
味
が
検
討
さ
れ
、
 っ
 つ
い
て
、
 

愛
 他
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
立
正
佼
成
会
の
教
義
（
思
想
）
 
を
み
て
い
 

る
 。
 

著
者
は
、
立
正
佼
成
会
の
教
義
を
、
以
下
の
よ
う
に
要
約
し
て
 い
る
。
 

そ
の
教
義
の
中
に
は
、
「
生
命
主
義
的
な
世
界
観
に
加
え
て
、
 壬
 皿
弄
 へ
 か
り
 

信
仰
が
み
ら
れ
る
。
先
祖
供
養
に
よ
っ
て
因
縁
を
切
り
、
さ
ら
 に
 自
己
心
 

 
 

を
 捨
て
る
と
い
う
倫
理
的
な
心
の
入
れ
替
え
に
よ
っ
て
幸
福
な
 生
活
が
で
れ
 

き
る
よ
う
に
な
る
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
 
せ
 界
 観
が
説
の
 

 
 

く
 、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
一
致
と
い
う
一
種
の
一
元
論
に
よ
っ
て
 、
社
会
を
㏄
 

良
く
す
る
た
め
の
個
人
の
修
養
だ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
 は
な
く
、
 

か
え
っ
て
、
他
者
へ
の
助
 け
 、
社
会
を
改
善
す
る
よ
う
な
行
動
 も
 修
養
 と
 

し
て
み
な
さ
れ
て
お
り
、
社
会
へ
の
積
極
的
な
行
動
が
要
求
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
さ
ら
に
、
慈
悲
、
布
施
、
菩
薩
 打
 と
い
う
普
遍
的
 愛
 他
主
 義
を
表
す
 

行
動
に
よ
っ
て
 、
 困
っ
て
い
る
人
へ
の
経
済
的
、
社
会
的
な
援
 助
 が
要
求
 

さ
れ
て
い
る
点
と
、
現
代
的
な
社
会
意
識
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
 い
る
点
と
 

を
み
て
ぎ
た
。
そ
こ
で
は
、
個
人
の
救
い
と
同
時
に
社
 ム
ム
 
の
 変
 化
へ
の
 男
 

力
が
 勧
め
ら
れ
て
、
人
間
の
心
の
精
神
的
な
救
済
と
同
時
に
 、
 経
済
的
、
 

社
会
的
な
扶
助
が
積
極
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
人
権
の
主
張
 よ
り
も
 調
 

和
へ
の
強
調
に
よ
っ
て
 社
 ム
大
変
化
へ
の
呼
び
か
け
を
鈍
く
す
る
 
き
ら
い
が
 

あ
る
が
、
（
中
略
）
 佼
成
 会
が
説
く
調
和
は
絶
対
的
な
も
の
で
 
な
く
、
 よ
 

り
 高
い
レ
ベ
ル
へ
の
相
対
的
な
調
和
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
 し
か
し
、
 

社
会
改
革
の
大
胆
な
運
動
よ
り
も
、
宗
教
者
に
ふ
さ
わ
し
く
、
 社
会
全
体
 

の
 レ
ベ
ル
で
も
心
の
入
れ
替
え
へ
の
訴
え
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
 て
い
る
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
」
（
八
九
頁
）
と
、
お
お
か
た
に
お
い
て
、
 

当
 を
 得
た
判
 

断
 が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

「
第
五
章
立
正
佼
成
会
の
福
祉
活
動
」
に
は
、
 
伎
成
 会
の
 福
 祉
 活
動
 

の
 特
色
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

福
祉
施
設
の
主
な
も
の
と
し
て
、
 

佼
 成
育
児
 園
 、
 佼
成
 病
院
、
 佼
 放
学
 

園
 、
 佼
 放
養
老
 園
 、
 佼
成
 看
護
専
門
学
校
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
 大
 半
の
施
設
 



の
 成
立
が
妙
佼
時
代
の
も
の
で
、
目
敏
時
代
の
福
祉
活
動
と
の
 相
違
を
 、
 

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
 

佼
成
 看
護
専
門
学
校
と
 佼
 放
養
 名
園
を
除
 

い
て
、
上
記
の
施
設
は
全
て
 佼
成
 会
の
歴
史
の
前
期
に
あ
た
る
 日
方
便
 時
 

代
 」
に
設
立
さ
れ
た
。
（
中
略
）
こ
の
時
期
は
病
気
治
し
の
 要
 求
や
妙
佼
 

の
 指
導
下
で
 
霊
 能
力
的
な
色
彩
が
濃
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

既
に
立
 

正
俊
 成
 会
が
社
会
福
祉
活
動
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
こ
と
は
 注
目
に
値
 

す
る
。
妙
佼
の
死
後
、
教
団
に
お
け
る
自
敬
の
指
導
力
が
確
立
 さ
れ
、
 仏
 

教
の
理
念
に
基
づ
い
た
教
学
の
徹
底
や
信
仰
の
ム
ロ
理
化
が
進
ん
 

だ
。
徐
々
 

に
 病
気
や
他
の
あ
ら
ゆ
る
悩
み
か
ら
救
わ
れ
る
信
仰
よ
り
も
、
 他
 者
、
社
 

会
へ
の
働
き
か
け
が
強
調
さ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
そ
の
一
環
 と
し
て
 奉
 

仕
 活
動
が
重
要
視
さ
れ
、
教
団
内
で
ボ
ラ
 ソ
 テ
ィ
ア
活
動
が
活
 
発
 に
な
っ
 

た
 。
」
（
九
三
頁
）
と
指
摘
す
る
。
 

一
九
七
六
（
昭
和
五
一
）
 
年
 、
中
央
学
術
研
究
所
は
「
正
正
俊
 成
 会
友
 

び
 教
会
が
参
加
す
る
ボ
ラ
 ソ
 テ
ィ
ア
活
動
に
関
す
る
調
査
」
を
 お
こ
な
っ
 

た
 
（
そ
の
調
査
報
告
に
、
杉
本
 
貫
 伏
柴
「
立
正
佼
成
会
に
お
け
 Ⅰ
 
つ
 ㍉
 ギ
小
 
ミ
ノ
 

ソ
 テ
ィ
ア
活
動
」
の
現
状
と
課
題
」
一
九
七
七
年
、
お
よ
び
 同
 
「
正
正
俊
 

成
 会
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
」
一
九
七
八
年
、
が
あ
る
）
。
こ
れ
 ら
の
 報
 

告
か
ら
、
「
 佼
成
 会
の
ほ
と
ん
ど
の
教
会
が
何
等
か
の
ボ
ラ
ビ
 
ア
 イ
 こ
倍
 

動
 に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
」
（
九
六
頁
）
と
し
て
い
る
。
 

つ
づ
い
て
、
教
学
活
動
の
一
つ
と
し
て
福
祉
活
動
者
の
養
成
の
 た
め
の
 

介
 

「
社
会
福
祉
講
座
」
を
み
て
い
る
（
梅
津
社
司
「
土
工
 佼
 成
 会
の
発
生
 基
 

蠕
盤
 と教
義
形
成
過
程
」
口
中
央
学
術
研
究
所
紀
要
」
一
二
、
 

一
九
八
三
年
、
 

舘
の
分
析
に
よ
っ
て
い
る
）
。
そ
し
て
著
者
は
、
「
特
に
講
座
 
の
 趣
旨
に
 、
個
 

人
の
困
難
や
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
現
代
的
、
社
会
学
的
な
理
解
が
 
み
ら
れ
 

る
 。
ま
た
、
救
済
を
提
供
す
る
宗
教
と
し
て
、
現
代
の
社
会
的
 な
 現
実
に
 

適
応
し
、
救
済
の
範
囲
、
理
解
を
拡
大
し
ょ
う
と
す
る
努
力
が
 窺
え
る
。
 

現
代
へ
の
こ
の
積
極
的
な
捉
え
方
の
一
環
と
し
て
、
布
教
の
仕
 方
を
福
祉
 

活
動
と
見
直
す
試
み
も
み
ら
れ
る
」
（
九
九
頁
）
と
、
布
教
と
 福
祉
活
動
 

0
 所
な
方
向
性
も
示
唆
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
立
正
佼
成
会
会
長
の
庭
 釘
目
 敬
 

が
 提
唱
し
た
「
明
る
い
社
会
づ
く
り
運
動
」
に
、
精
神
の
向
上
 と
 社
会
的
 

運
動
を
結
び
つ
け
る
試
み
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
運
動
は
 、
現
代
の
 

社
会
問
題
意
識
、
宗
教
の
社
会
倫
理
の
あ
り
方
を
示
す
一
例
 
と
 指
摘
す
 

る
 。
 

さ
ら
に
、
立
正
佼
成
会
の
青
年
部
の
活
動
を
挙
げ
、
宗
教
協
力
 、
世
界
 

平
和
運
動
の
分
野
に
お
け
る
 佼
成
 会
の
活
動
、
お
よ
び
国
際
 援
 助
 活
動
が
 

み
ら
れ
る
。
国
際
援
助
活
動
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
 

佼
成
 ム
ス
の
・
 

ヘ
ト
 

ナ
ム
難
民
救
援
と
「
庭
野
平
和
財
団
」
の
諸
活
動
に
注
目
し
て
 い
る
。
 

「
本
章
で
は
主
に
地
域
社
会
に
お
け
る
 佼
成
 会
の
貢
献
や
社
会
 運
動
と
 

し
て
㍉
明
る
い
社
会
づ
く
り
運
動
」
を
み
て
ぎ
た
が
、
こ
れ
ら
 の
 活
動
に
 

お
い
て
も
精
神
的
な
解
決
や
社
会
問
題
に
対
し
て
の
柔
ら
か
い
 取
り
組
み
 

が
 主
流
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
（
 

一
 0
 八
頁
）
 と
 結
ん
で
い
 

る
 。
 

「
第
六
章
福
祉
活
動
者
と
社
会
倫
理
イ
ソ
タ
ビ
ュ
ー
 調
 査
 を
通
 

じ
て
」
は
、
天
理
教
と
立
正
佼
成
会
の
信
者
で
、
福
祉
・
 ボ
 -
 
フ
   

 
 

活
動
を
し
て
い
る
 三
 0
 名
 
（
各
教
団
 よ
 り
一
五
名
）
を
対
象
と
 し
て
イ
ン
㏄
 

タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
お
こ
な
っ
た
そ
の
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
 
 
 

査
 項
目
は
、
大
別
し
て
、
三
 つ
に
 分
け
ら
れ
る
。
 
い
 活
動
者
の
 
入
信
の
動
 



機
 、
福
祉
活
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
、
さ
ら
に
、
 そ
 の
 活
動
を
 

支
え
る
信
念
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
活
動
と
新
京
 教
 教
団
が
 

説
く
信
仰
と
の
接
点
を
探
求
す
る
こ
と
、
日
活
動
者
と
布
教
 活
 動
 と
の
 関
 

係
 、
精
神
的
な
救
済
を
説
く
宗
教
教
団
と
し
て
の
福
祉
活
動
、
 奉
仕
活
動
 

の
 重
要
性
、
個
々
人
の
苦
し
み
の
原
因
（
因
縁
 説
 ）
を
ど
う
 捉
，
 え
て
い
る
 

か
を
探
求
す
る
こ
と
、
日
活
動
者
が
個
人
の
困
難
の
社
会
的
 迩
 冗
 に
つ
い
 

て
ど
の
程
度
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
を
探
求
す
る
 @
 
」
と
、
で
 

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
 

一
は
 、
信
仰
（
教
義
）
と
福
祉
活
動
の
接
 点
 に
関
す
 

る
こ
と
で
あ
り
、
 
ニ
は
 、
布
教
活
動
と
福
祉
活
動
に
関
す
る
も
 の
で
、
 三
 

は
 、
活
動
者
の
社
会
意
識
、
社
会
倫
理
の
問
題
、
と
い
う
こ
と
 に
な
る
。
 

（
一
 %
 
八
市
四
一
ヲ
見
）
 

「
終
章
宗
教
と
社
会
倫
理
」
で
、
本
書
の
結
論
を
、
三
項
目
 
で
 示
し
 

て
い
る
。
 

一
 、
両
教
団
が
人
々
の
経
済
的
、
社
会
的
な
ニ
一
 ズ
に
 関
し
て
 積
 樋
竹
 

な
 姿
勢
、
す
な
 ね
 ち
、
「
社
会
的
な
良
心
」
を
持
っ
て
い
る
。
 

一
一
、
活
動
者
の
イ
ソ
タ
ビ
ュ
 
l
 を
通
し
て
、
こ
れ
ら
教
団
の
信
 者
が
あ
 

る
 程
度
の
社
会
問
題
意
識
、
特
に
べ
 ッ
 ク
フ
ォ
一
ド
が
い
う
よ
 
あ
ノ
 

に
 、
現
代
に
要
求
さ
れ
て
い
る
人
生
の
価
値
、
意
味
を
問
 う
社
ム
 五
間
 

題
意
識
を
持
っ
て
い
る
。
 

三
 、
両
教
団
の
愛
他
主
義
と
平
等
観
に
基
づ
い
た
福
祉
活
動
に
 焦
点
を
 

当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 少
く
と
も
新
宗
教
は
社
会
問
題
に
対
 し
て
 

無
関
心
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
信
者
の
修
養
と
い
う
純
粋
な
 個
人
 

倫
理
の
み
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
 る
、
 

と
い
う
見
解
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

本
書
の
内
容
紹
介
に
い
さ
さ
か
紙
面
を
削
ぎ
す
ぎ
た
の
で
、
 以
 後
は
本
 

書
を
読
ん
だ
感
想
を
簡
潔
に
述
べ
て
み
た
い
。
 

第
一
仁
、
本
書
は
、
枠
組
が
し
っ
か
り
し
て
い
て
そ
れ
だ
け
に
 問
題
意
 

識
も
明
確
で
、
論
旨
も
正
確
な
評
論
で
あ
る
。
そ
の
上
、
来
日
Ⅰ
 
ハ
 、
七
年
 

の
 著
者
と
は
思
わ
れ
な
い
ほ
ど
立
派
な
日
本
文
が
駆
使
さ
れ
て
、
 う
っ
か
 

り
す
る
と
日
本
人
の
著
者
と
間
違
い
そ
う
で
あ
る
。
 

第
二
に
は
、
枠
組
づ
く
り
や
日
本
の
新
宗
教
の
研
究
に
際
し
、
 す
べ
て
 

既
成
の
研
究
者
の
も
の
の
み
で
構
築
さ
れ
て
い
る
の
が
、
い
さ
 さ
か
、
 問
 

題
を
残
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
第
三
に
、
取
扱
っ
た
資
料
が
教
団
円
関
係
者
の
も
の
が
 中
心
で
 

あ
る
の
も
気
に
か
か
る
。
 

第
四
に
、
筆
者
が
一
番
疑
問
に
感
じ
た
こ
と
は
、
日
本
の
「
 
現
代
 宗
 

教
 」
と
し
て
、
な
ぜ
、
天
理
教
と
立
正
佼
成
会
を
選
ん
だ
の
か
 の
 説
明
が
 

ど
こ
に
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
説
明
だ
け
は
ど
 う
し
て
も
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
 

本
書
は
、
日
本
の
新
宗
教
の
社
会
倫
理
研
究
に
こ
れ
ま
で
に
な
 い
 新
鮮
 

さ
と
国
際
的
視
野
よ
り
一
石
を
投
じ
た
も
の
と
し
て
、
評
価
し
 -
@
@
 

4
 
ハ
 @
 
Ⅴ
 
。
 

い
 う
 ま
で
も
な
く
、
両
教
団
の
活
動
の
差
異
や
社
会
倫
理
に
っ
 い
て
の
 

 
 

評
価
も
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
。
 

2
1
 

最
後
に
著
者
は
、
日
本
の
新
宗
教
の
社
会
倫
理
を
高
く
評
価
す
   

 
 

も
に
、
国
際
貢
献
や
人
権
の
問
題
に
対
し
、
社
会
倫
理
の
さ
ら
 な
る
発
展
の
 

を
 期
待
し
て
い
る
。
 



重訂 ム簗芥 

日
 多
元
社
会
の
宗
教
集
団
 ヒ
 

ア
メ
リ
カ
の
宗
教
第
二
巻
 

大
明
堂
一
九
九
二
年
一
月
二
 
0
 日
刊
 

A
 正
判
二
六
三
頁
 
三
 二
五
 0
 円
 

宮
田
 

口
 
7
 

本
書
は
井
間
宮
二
夫
氏
の
編
集
に
よ
る
コ
ア
メ
リ
カ
の
白
木
 

教
 L
 全
二
巻
 

の
中
の
第
二
巻
に
あ
た
る
。
第
一
巻
は
コ
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 
伝
統
と
文
 

仕
ヒ
（
一
九
九
二
年
九
月
刊
）
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
 
c
 ㏄
 下
 0
 口
Ⅰ
 
り
 Ⅱ
 

ハ
 
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
リ
バ
イ
バ
ル
を
軸
と
 

シ
リ
ー
ズ
の
中
で
も
、
 
井
 間
民
に
よ
る
編
集
の
円
ア
メ
リ
カ
の
 占
 

本
書
の
特
徴
は
、
ま
ず
編
者
の
井
間
民
に
よ
っ
て
大
き
な
枠
組
 

し
て
、
ア
メ
 

示
教
１
歩
 

み
が
 示
 

民
族
社
会
の
世
界
観
 ｜
 」
（
弘
文
室
一
九
九
二
年
一
一
月
刊
）
が
 出
版
さ
 

れ
て
い
る
。
同
じ
編
者
に
よ
っ
て
同
じ
年
に
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 に
つ
い
て
 

三
冊
も
連
続
し
て
出
版
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
ほ
、
た
ま
た
ま
 出
 版
の
時
期
 

が
 重
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
さ
に
待
望
 さ
 れ
て
い
た
 

円
 ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 旺
が
 ア
メ
リ
カ
の
宗
教
文
化
に
つ
い
て
造
詣
 の
 深
い
 

井
 市
富
二
夫
氏
と
い
う
優
れ
た
編
者
を
得
て
ほ
じ
め
て
実
現
し
 た
も
の
で
 

あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

Ⅱ
 
リ
カ
 の
宗
教
史
に
見
ら
れ
る
宗
教
集
団
と
宗
教
運
動
の
展
開
 を
 捉
え
て
い
 

一
 
こ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
序
章
「
ア
メ
リ
 ヵ
 の
宗
教
 運
 動
 と
宗
教
 集
 

団
 」
に
お
い
て
 井
 間
民
 は
 、
マ
ク
 
p
 オ
 ー
リ
ン
に
よ
っ
て
 
、
り
 。
 
ハ
イ
バ
ル
 

弁
円
 
富
 二
夫
 編
 

を
天
ぎ
く
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
。
第
一
期
の
大
覚
醒
 期
は
、
 
一
七
三
 0
 

年
か
ら
 六
 0
 年
 と
さ
れ
、
 
ジ
 。
ナ
サ
 ソ
 ・
 ェ
ド
ヮ
 ー
 ズ
 ら
が
 活
 躍
 し
た
時
 

代
 で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
 ェ
 ド
ロ
ー
ズ
た
ち
の
起
こ
し
た
り
 バ
 イ
バ
ル
 運
 

動
 が
体
験
主
義
的
、
行
動
主
義
的
な
信
仰
活
動
を
植
民
地
に
広
 げ
て
い
 く
 

端
緒
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
期
の
大
覚
醒
 期
は
、
一
 
八
 0
0
 
年
 

か
ら
一
八
三
 
0
 年
頃
に
か
け
て
で
あ
り
、
広
大
な
空
間
に
移
民
 達
は
 ア
メ
 

リ
ヵ
 本
来
の
宇
宙
観
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
 人
々
を
 神
 

の
下
に
結
合
さ
せ
る
狂
気
と
雰
囲
気
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
こ
 に
 各
種
の
 

リ
バ
イ
バ
ル
運
動
が
起
こ
さ
れ
る
。
モ
ル
モ
 ソ
 な
ど
の
新
宗
派
 が
 生
ま
れ
 

て
 ぎ
た
の
ほ
こ
の
時
期
と
さ
れ
る
。
新
宗
派
の
興
隆
は
必
ず
し
 も
 原
型
 ピ
 

ュ
一
 リ
タ
ニ
ズ
ム
の
活
性
化
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
 

ア
 メ
リ
カ
 

的
 天
蓋
の
拡
張
と
充
足
と
み
る
 マ
ク
 p
 ォ
一
リ
ソ
 
の
解
説
も
紹
 介
さ
れ
て
 

い
る
。
第
三
期
大
覚
醒
 期
は
 、
マ
ク
 
p
 才
一
 
リ
ン
の
一
八
九
 0
 年
か
ら
 

一
九
二
 0
 年
 と
す
る
説
に
対
し
て
、
 
井
 間
民
 は
 一
八
七
 0
 年
代
か
 ら
 始
ま
 

る
と
み
る
。
こ
の
時
代
は
大
都
市
が
ア
メ
リ
 ヵ
 各
地
に
展
開
し
 、
都
市
の
 

中
に
価
値
観
空
白
を
生
じ
さ
せ
た
時
期
と
み
ら
れ
て
い
る
。
 こ
 の
期
の
移
 

民
 の
ほ
と
ん
ど
は
賛
し
く
、
都
市
の
荒
野
に
留
ま
ら
ざ
る
を
 
得
 な
か
っ
 

た
 。
多
く
の
都
市
貧
民
や
労
働
者
に
リ
バ
イ
バ
ル
を
起
こ
し
、
 彼
ら
に
 自
 

由
 と
平
等
の
理
想
に
か
け
て
希
望
を
与
え
た
の
が
、
ム
ー
デ
ィ
 ら
が
都
市
 

に
 起
こ
し
た
大
天
幕
伝
道
で
あ
る
と
み
る
。
第
四
期
の
リ
バ
イ
 ハ
ル
 ほ
一
 

九
六
 0
 年
か
ら
一
九
八
 0
 年
代
と
さ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
の
 ア
メ
リ
カ
 

 
 

0
 世
界
指
導
国
家
と
し
て
の
理
念
の
衰
退
期
に
あ
た
る
と
さ
れ
 る
 ㌧
こ
の
㏄
 

時
期
に
ほ
既
成
教
派
で
あ
る
 メ
 イ
ソ
ラ
イ
ソ
・
チ
ャ
ー
チ
 ズ
は
 信
徒
数
を
け
 

激
減
さ
せ
、
一
方
宗
教
的
保
守
派
が
急
伸
し
、
テ
レ
ヴ
ァ
ン
 ジ
 ヱ
 リ
ズ
ム
 



は
 最
盛
期
を
迎
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
再
活
性
化
と
し
て
の
 働
 ぎ
 を
も
つ
 

リ
バ
イ
バ
ル
を
軸
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
原
型
宇
宙
観
と
対
比
 し
な
が
ら
 

宗
教
運
動
や
宗
教
集
団
の
展
開
を
考
察
し
ょ
う
と
い
う
試
み
に
 は
 な
こ
と
 

に
 興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
再
活
性
化
理
論
の
み
 で
 宗
教
 運
 

動
や
宗
教
集
団
の
展
開
を
解
釈
で
き
な
い
点
も
あ
る
こ
と
を
 断
 っ
て
あ
る
 

が
、
 大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
執
筆
者
が
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
 テ
 １
％
の
も
 

と
に
多
様
な
分
析
方
式
を
駆
使
し
て
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
に
み
る
 め
 示
教
運
動
 

と
 宗
教
集
団
に
迫
ろ
 う
と
 意
図
し
て
い
る
。
 

本
書
は
三
部
一
 
0
 章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
第
一
部
「
マ
イ
ノ
 リ
テ
ィ
 

の
 宗
教
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
で
主
流
と
み
ら
れ
て
い
る
 
%
@
 

ら
い
 

巾
 

的
な
集
団
か
ら
離
れ
て
い
る
人
々
の
宗
教
 肛
 つ
い
て
論
じ
ら
れ
 
て
い
る
。
 

第
三
早
で
は
、
と
く
に
、
編
者
と
の
学
的
交
流
の
深
い
シ
カ
ゴ
 大
学
の
 キ
 

タ
ガ
ヮ
 教
授
の
論
文
「
移
民
の
宗
教
」
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

キ
 タ
ガ
ヮ
 

教
授
は
、
ア
メ
リ
 ヵ
 で
は
先
住
民
を
除
い
て
誰
も
が
移
民
の
子
 孫
 で
あ
る
 

が
 、
移
民
を
基
盤
と
し
た
古
い
体
制
と
新
し
い
移
民
、
と
く
に
 、
ア
メ
リ
 

力
の
中
心
部
に
同
化
し
え
な
い
人
種
集
団
ま
た
は
民
族
集
団
に
 属
す
る
 
ァ
 

メ
リ
 力
人
と
の
対
立
と
い
う
現
象
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
 る
こ
と
を
 

指
摘
し
、
新
大
陸
に
定
住
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
集
団
の
多
く
 は
 白
人
の
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
す
ぐ
に
ア
ン
グ
ロ
 サ
 ク
ソ
ン
土
山
 

向
の
植
民
地
の
生
活
に
順
次
同
化
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
入
植
者
た
 ち
は
「
 自
 

由
 な
白
人
」
の
み
が
ア
メ
リ
カ
社
会
を
構
成
す
る
と
決
め
つ
け
 て
い
た
と
 

し
 、
さ
ら
に
、
こ
の
「
自
由
な
白
人
」
の
う
ち
で
も
、
ユ
ダ
ヤ
 人
 と
カ
 ト
 

ッ
ク
 教
徒
が
長
い
間
差
別
的
待
遇
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
 な
か
っ
た
 

占
 に
つ
い
て
歴
史
を
追
っ
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
宗
教
の
自
由
 の
 原
則
に
 

ら
か
に
な
っ
た
と
み
て
い
る
。
こ
こ
に
宗
教
的
寛
容
と
異
な
る
 

つ
い
て
ふ
れ
、
植
民
地
時
代
に
は
、
各
宗
教
集
団
は
、
当
初
、
 

そ
 

、
ア
メ
リ
 

の
 絶
対
 

 
 

的
な
宗
教
的
主
張
を
認
め
る
自
由
を
強
調
し
た
が
、
独
立
戦
争
 が
 終
結
す
れ
 

る
 頃
に
は
、
そ
の
よ
う
な
自
由
を
自
分
の
た
め
に
保
証
す
る
こ
 と
は
他
人
の
 

 
 
 
 

に
も
そ
の
自
由
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
 0
 人
に
明
（
 

力
の
 二
元
的
図
式
に
 
よ
 る
宗
教
の
自
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

し
 か
し
、
 よ
 

り
 最
近
の
移
民
と
少
 教
 集
団
の
中
に
は
、
自
分
の
内
的
信
仰
の
 み
を
強
調
 

し
て
二
元
的
図
式
を
共
有
し
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
鋭
く
 指
 摘
 し
て
い
 

る
 。
さ
ら
に
、
黒
人
の
宗
教
お
よ
び
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
民
の
歴
 更
 に
つ
い
 

て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
「
ア
メ
リ
カ
イ
ソ
デ
ィ
ア
ン
 と
 信
教
の
 

自
由
」
の
藤
田
論
文
で
は
、
政
府
の
文
明
化
政
策
と
の
関
連
の
 中
で
、
 
ア
 

メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
宗
教
に
つ
い
て
植
民
地
時
代
か
ら
一
九
 上
ハ
 
0
 年
 

代
 ま
で
の
 埜
 史
的
な
考
察
が
す
す
め
ら
れ
、
と
く
に
、
一
九
世
 細
末
の
ぺ
 

ョ
 l
 テ
信
仰
お
よ
び
ゴ
 
l
 ス
ト
・
ダ
ン
ス
教
の
二
つ
の
宗
教
 運
 動
 が
取
り
 

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
熱
狂
的
な
ゴ
ー
ス
ト
・
 ダ
ソ
ス
 教
へ
の
 誤
 解
 が
一
八
 

九
 0
 
年
の
「
ウ
ン
デ
ッ
ド
・
ニ
ー
の
大
虐
殺
」
を
招
い
た
と
し
 、
こ
れ
を
 

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
す
る
信
教
の
自
由
の
否
定
か
ら
く
る
悲
劇
 的
 事
件
と
 

み
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
宗
教
活
動
に
関
連
す
 る
 判
例
を
 

取
り
上
げ
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
条
の
信
教
の
自
由
を
め
ぐ
 る
 論
争
点
 

を
 明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
八
年
の
ア
メ
リ
カ
イ
 ン
デ
ィ
ア
 

ソ
 信
教
自
由
 法
 に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
「
 あ
 な
た
の
神
 

は
 自
過
ぎ
る
 
｜
 黒
人
神
学
と
精
神
の
「
非
植
民
地
化
」
を
め
ぐ
 っ
て
 ｜
 」
 

の
 長
嶋
論
文
で
は
黒
人
の
宗
教
を
土
着
主
義
運
動
と
し
て
の
 黒
 入
神
学
を
 

通
し
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
そ
の
 文
化
に
深
 



書評と 紹介 

い
 関
係
を
も
つ
カ
リ
ブ
海
地
域
の
神
学
と
の
比
較
も
試
み
て
い
 る
 。
黒
人
 

神
学
の
形
成
と
そ
の
展
開
は
、
公
民
権
運
動
の
ム
コ
頭
の
歴
史
と
 

切
り
離
せ
 

な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
、
黒
人
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
 世
界
観
の
 

中
で
の
白
人
神
学
と
そ
の
思
考
枠
組
み
へ
の
強
烈
な
異
議
申
し
 立
て
を
 行
 

っ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
内
で
宇
宙
観
の
再
構
築
を
行
っ
て
 き
た
も
 

の
と
み
る
。
黒
人
の
宗
教
経
験
は
白
人
と
は
異
質
な
も
の
を
 多
 く
 含
ん
で
 

お
り
、
土
着
主
義
運
動
と
し
て
の
黒
人
神
学
は
 
、
ョ
 ー
ロ
ッ
 
ハ
的
過
ぎ
 

る
 、
そ
し
て
自
過
ぎ
る
神
や
キ
リ
ス
ト
を
抹
殺
し
、
黒
さ
を
 主
 張
の
中
心
 

に
 据
え
、
徹
底
的
に
黒
く
塗
り
変
え
る
作
業
で
あ
っ
た
と
す
る
 。
黒
人
 神
 

学
 で
は
ア
メ
リ
カ
性
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
 ネ
 ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
 
の
 ア
 イ
デ
 

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
当
初
か
ら
濃
厚
で
あ
っ
た
が
、
ま
も
な
く
彼
ら
 の
 視
点
は
 

ア
メ
リ
 ヵ
 以
外
で
抑
圧
さ
れ
苦
悩
す
る
黒
人
、
と
く
に
南
ア
フ
 リ
カ
や
カ
 

リ
ブ
癖
地
域
の
同
胞
に
も
向
け
ら
れ
て
い
 き
 、
さ
ら
に
中
南
米
 や
 ア
ジ
ア
 

の
 解
放
の
神
学
、
民
衆
の
神
学
と
の
連
帯
を
深
め
て
い
る
こ
と
 も
 指
摘
さ
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

ヵ
 リ
ブ
 海
 地
域
で
は
、
黒
人
神
学
の
受
 容
 に
つ
い
 

て
 賛
否
両
論
が
あ
り
、
カ
リ
ブ
と
ア
フ
リ
カ
 糸
 ア
メ
リ
カ
の
 
相
 異
を
認
め
 

つ
つ
も
、
そ
の
共
通
性
を
重
視
し
、
黒
人
神
学
の
カ
リ
ブ
海
 世
 界
 で
の
 妥
 

当
 性
を
強
調
す
る
立
場
が
あ
る
一
方
、
徹
底
的
に
精
神
の
非
 植
 民
地
化
を
 

進
め
、
こ
の
地
域
に
相
応
し
い
神
学
を
模
索
し
、
構
築
し
て
い
 く
べ
き
と
 

す
る
新
し
い
 
ヵ
 リ
ビ
ア
ン
神
学
の
立
場
が
あ
る
と
み
る
。
里
人
 神
学
の
影
 

響
を
受
け
て
新
し
い
 ヵ
 リ
ビ
ア
ン
神
学
が
摸
索
を
続
け
て
い
く
 中
に
 、
世
 

界
 大
規
模
で
そ
の
種
が
実
を
結
ん
で
い
く
土
着
主
義
運
動
と
し
 て
の
里
人
 

神
学
へ
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
  
 

第
四
章
以
下
第
六
章
ま
で
は
第
二
部
「
リ
バ
イ
バ
リ
ズ
ム
 と
セ
 
ク
ト
」
 

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
四
章
の
山
中
論
文
は
「
ア
メ
リ
 ヵ
 に
お
け
る
 

初
期
メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
派
の
動
向
 ｜
 そ
の
組
織
的
展
開
を
中
心
と
 し
て
ー
」
 

を
 通
し
て
、
宗
教
集
団
と
環
境
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
ア
メ
リ
 力
 0
 代
表
 

的
な
教
派
の
一
つ
で
あ
る
 メ
 ソ
デ
ィ
ス
ト
派
の
初
期
の
組
織
的
 展
開
の
 プ
 

ロ
セ
ス
の
中
に
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
・
メ
ソ
デ
ィ
ズ
 ム
ま
 
@
 、
 

一
七
六
 0
 
年
代
に
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
 た
 。
 そ
 

の
 最
初
期
の
組
織
的
特
徴
は
イ
ギ
リ
ス
・
メ
ソ
デ
ィ
ズ
 ム
 の
 一
 支
部
と
し
 

て
 、
教
団
の
創
設
者
で
あ
る
ウ
ェ
ス
レ
ー
を
頂
点
と
す
る
 イ
ギ
 リ
ス
本
国
 

0
 組
織
の
命
令
系
統
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
 と
は
、
 独
 

主
戦
争
後
の
初
期
の
ア
メ
リ
カ
教
団
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
 か
 ら
の
組
織
 

的
 自
立
と
整
備
を
必
然
的
に
促
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
自
立
化
 と
 組
織
的
 

整
備
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
ア
メ
リ
カ
の
も
つ
空
間
性
が
大
き
く
 関
 わ
っ
て
 

く
る
と
み
る
。
 
ヴ
ヱ
 ス
レ
ー
か
ら
の
自
立
は
一
七
八
七
年
に
新
 し
い
規
則
 

集
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
し
、
巡
回
 制
 と
い
う
 メ
五
 ア
 イ
ズ
ム
 

独
自
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
広
大
 
な
 空
間
性
 

が
 、
地
区
年
会
と
い
う
組
織
単
位
と
主
席
長
老
と
い
う
役
職
者
 を
 生
み
出
 

し
た
と
す
る
。
こ
の
主
席
長
老
の
任
命
を
め
ぐ
っ
て
の
中
央
集
 権
 対
地
域
 

分
権
の
対
立
は
ア
メ
リ
 ヵ
 の
も
つ
宗
教
的
風
土
を
も
含
め
た
 空
 間
性
に
よ
 

っ
て
イ
ギ
リ
ス
と
は
異
な
っ
た
経
過
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
が
論
 じ
ら
れ
 

て
い
る
。
第
五
章
「
ア
メ
リ
カ
史
の
謎
 ｜
 モ
ル
モ
ン
教
に
お
け
 
る
 叙
事
詩
 

0
 発
生
と
一
夫
多
妻
制
度
の
意
味
 ｜
 」
の
高
山
論
文
で
は
、
 
近
 代
 社
会
と
の
 

し
て
の
ア
メ
リ
カ
に
、
何
故
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
に
つ
な
が
る
 歴
 史
 神
話
を
㏄
 

も
ち
、
一
夫
多
妻
と
い
う
親
族
制
度
を
も
っ
た
モ
ル
モ
ン
教
が
 生
ま
れ
た
㎎
 
2
 

の
か
、
そ
の
謎
に
迫
り
た
 い
 と
す
る
。
ま
ず
、
モ
ル
モ
 ソ
 教
の
 神
話
と
し
 



て
の
 
円
 モ
ル
モ
ン
 経
 b
 に
つ
い
て
、
そ
れ
が
旧
約
聖
書
と
 イ
 ン
 タ
 l
 テ
ク
 

ス
テ
ュ
ア
か
 な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
聖
書
の
物
語
と
対
応
さ
せ
、
 

検
討
さ
 

れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
モ
ル
モ
ン
教
徒
に
つ
 い
て
、
 貧
 

し
く
、
悲
惨
な
状
況
に
お
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
 下
の
 ル
ソ
 
。
 
へ
 

ソ
 ，
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
モ
ル
モ
ン
教
の
形
成
に
積
極
的
に
関
 
わ
っ
た
 

と
い
う
点
で
、
と
も
に
そ
の
置
か
れ
た
環
境
の
類
似
性
を
指
摘
 し
 、
モ
ル
 

モ
ソ
 教
の
一
夫
多
妻
制
に
つ
い
て
も
、
旧
約
聖
書
の
モ
デ
ル
 と
 モ
ル
モ
ン
 

教
 の
一
夫
多
妻
婚
の
実
態
を
通
し
て
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
 。
 桔
弔
 
-
 
ハ
 %
 
早
 

「
都
市
と
リ
バ
イ
バ
リ
ズ
ム
ー
ド
ゥ
ヴ
イ
ト
，
ム
ー
デ
ィ
を
 中
 心
に
｜
 」
 

の
 小
松
論
文
で
は
、
ま
ず
一
八
世
紀
の
 ヱ
 ド
ロ
ー
ズ
か
ら
始
ま
 る
 リ
バ
イ
 

ル
 運
動
の
歴
史
に
ふ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
都
市
の
時
代
の
到
来
 
と
と
も
 

に
 、
一
八
七
 0
 年
に
大
都
市
で
広
ま
っ
た
ム
ー
デ
ィ
の
リ
バ
イ
。
 

ハ
ル
を
 取
 

り
 上
げ
て
い
る
。
ム
ー
デ
ィ
の
リ
バ
イ
バ
ル
 ほ
 、
各
都
市
で
 
常
 に
 一
万
人
 

前
後
の
人
々
を
集
め
て
い
た
が
、
準
備
の
周
到
さ
と
効
率
の
良
 さ
 に
よ
っ
 

て
 整
然
と
し
た
秩
序
が
保
た
れ
、
ビ
ジ
ネ
ス
・
リ
バ
イ
バ
ル
 と
 も
 呼
ば
 

ね
 、
そ
こ
に
は
、
精
神
面
と
経
営
面
の
二
つ
の
委
員
会
が
設
け
 ら
 ・
 
ね
 、
 さ
 

ら
に
い
く
 っ
 か
の
下
部
組
織
が
置
か
れ
て
、
効
率
化
が
図
ら
れ
 
た
と
い
 

う
 。
ま
た
複
数
の
成
功
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
マ
 ソ
 の
援
助
が
常
に
あ
 り
 、
フ
ィ
 

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
 
は
旧
 鉄
道
貨
物
倉
庫
、
ニ
ュ
 

一
ョ
一
ク
 
で
は
ぬ
 ぬ
 馬
場
、
 

ボ
ス
ト
ン
、
シ
カ
ゴ
で
 は
 大
天
幕
の
大
が
か
り
な
会
場
作
り
を
 す
る
こ
と
 

が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
都
市
の
移
住
者
に
よ
る
急
激
な
人
 口
 増
加
に
 

と
も
な
い
、
教
会
に
行
く
機
会
の
な
い
人
々
に
接
触
し
よ
う
と
 し
た
り
 バ
 

イ
バ
ル
運
動
に
一
つ
の
社
会
的
役
割
を
認
め
て
い
る
。
 

第
三
部
「
福
音
主
義
と
対
抗
文
化
」
に
ほ
、
第
七
章
か
ら
第
一
 O
 草
さ
  
 

2
2
0
 

 
 
 
  
  
 

へ
｜
 」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
時
代
の
キ
リ
ス
ト
 教
団
で
の
 

ほ
 聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
の
し
る
し
と
し
て
異
言
を
語
っ
た
り
、
 さ
 ま
さ
 さ
 

㏄
 

な
 「
霊
の
賜
物
」
が
発
現
し
た
り
す
る
こ
と
が
ふ
つ
り
の
こ
と
 
で
あ
っ
た
 

と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
神
秘
の
宗
教
で
 あ
っ
た
 と
 

指
摘
す
る
。
こ
の
神
秘
体
験
や
超
常
現
象
を
重
視
す
る
流
れ
が
 近
代
に
な
 

っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
に
生
ま
れ
、
 二
 0
 世
紀
へ
時
代
が
移
 る
 頃
、
 

こ
の
流
れ
の
中
か
ら
異
言
こ
そ
聖
霊
の
バ
プ
テ
ス
マ
の
し
る
し
 で
あ
り
、
 

異
言
を
語
る
こ
と
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
ア
 イ
 デ
ン
テ
 ィ
 テ
ィ
の
 

核
心
で
あ
る
と
信
じ
る
運
動
が
生
じ
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
 ヵ
 か
ら
 全
世
界
に
 

広
が
っ
て
い
く
 ぺ
ソ
テ
 コ
ス
テ
派
の
連
動
に
な
っ
た
と
み
る
。
 ヘ
ソ
テ
コ
 

ス
テ
運
動
 は
 当
初
キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
派
教
会
か
ら
は
異
質
な
 信
仰
を
も
 

っ
 狂
信
的
集
団
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
 新
た
な
 展
 

開
を
見
せ
、
一
九
四
四
年
に
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ナ
ム
、
 一
 
九
四
七
年
 

に
は
オ
ー
ラ
ル
・
ロ
バ
ー
 ッ
 が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
や
し
の
大
集
会
 を
 開
い
て
 

成
功
を
収
め
、
こ
れ
を
皮
切
り
に
多
く
の
信
仰
治
療
の
福
音
 伝
 道
者
が
活
 

躍
を
始
め
、
「
 い
 や
し
の
リ
バ
イ
バ
ル
」
運
動
が
出
現
す
る
こ
 と
に
な
っ
 

た
と
い
う
。
一
九
六
 0
 年
に
は
主
流
派
教
会
の
司
祭
が
こ
の
 
運
 動
 に
入
 

り
 、
一
九
六
七
年
に
ほ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
に
も
こ
れ
に
 加
 わ
る
人
々
 

が
 出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
一
九
五
 0
 年
代
以
降
主
流
 釈
教
会
の
 

人
々
を
巻
き
込
ん
で
展
開
し
た
 ぺ
ソ
テ
 コ
ス
テ
 的
 運
動
を
ネ
オ
 

ヘ
ン
テ
 

コ
ス
テ
運
動
あ
る
い
 は
 カ
リ
ス
マ
運
動
と
よ
び
、
さ
ら
に
新
旧
の
 。
 
ヘ
ソ
テ
 

コ
ス
テ
運
動
を
包
括
し
て
、
一
つ
の
統
合
的
な
 へ
 ン
テ
コ
ス
テ
ー
 カ
リ
ス
 



マ
 運
動
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
 

ベ
ソ
テ
 
コ
ス
テ
運
動
 か
ら
 ネ
 

オ
，
 ペ
ソ
 テ
 コ
ス
テ
運
動
へ
の
発
展
を
そ
の
担
い
手
で
あ
る
 社
 会
 階
層
と
 

結
び
付
け
て
考
察
が
す
す
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
運
動
の
 展
開
の
中
 

で
 リ
バ
イ
バ
リ
ス
ト
と
し
て
大
き
な
活
躍
を
見
せ
た
ブ
ラ
ナ
 ム
 と
 ロ
バ
ー
 

ッ
は
 つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
異
言
は
糠
依
の
信
仰
の
 一
形
 態
と
も
 

見
る
こ
と
が
で
き
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ラ
 ナ
ム
 な
ど
は
現
代
 ア
 メ
リ
カ
に
 

出
現
し
た
 人
 シ
ャ
ー
マ
ソ
 
と
 見
な
し
 ぅ
 る
と
し
、
ま
た
 
へ
 ン
 テ
 コ
ス
テ
ー
 

カ
リ
ス
マ
運
動
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
民
衆
宗
教
の
現
 代
的
 現
出
 

形
態
と
も
言
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
、
日
本
の
民
衆
宗
教
と
 の
 類
似
を
 

見
ぃ
 だ
そ
う
と
し
た
一
つ
の
意
欲
的
な
試
み
で
は
な
い
か
と
 思
 わ
れ
る
。
 

第
八
章
「
ア
メ
リ
カ
の
東
洋
宗
教
 ｜
 ア
ラ
ン
・
 

W
.
 

ワ
ッ
ツ
を
 
例
 と
し
 

て
｜
 」
の
木
村
論
文
で
は
、
ま
ず
ア
メ
リ
 ヵ
 の
東
洋
宗
教
に
っ
 
い
て
の
 研
 

究
 が
紹
介
さ
れ
、
荒
木
美
智
雄
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
 力
 め
 東
洋
 

宗
教
を
 、
 Ⅲ
移
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
宗
教
、
㈲
 士
 
示
教
集
団
 

と
し
て
の
新
宗
教
、
㈹
文
化
一
般
に
影
響
を
与
え
る
文
化
的
 
次
 一
刀
の
白
下
 

教
、
の
 
三
つ
に
区
別
し
、
考
察
の
対
象
と
な
る
 ヴ
ッ
ツ
 の
東
洋
士
 示
教
 を
、
 

㈲
と
㈹
の
境
界
に
位
置
づ
け
る
。
さ
ら
に
、
 

R
,
 
ヱ
 ル
ウ
ッ
ド
 0
 所
説
に
 

よ
っ
て
、
新
宗
教
と
し
て
の
東
洋
宗
教
を
ア
メ
リ
カ
宗
教
史
の
 「
も
 う
一
 

つ
の
選
択
肢
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
、
東
洋
宗
教
を
、
ア
メ
リ
 力
 め
 主
要
 

な
宗
教
的
伝
統
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
属
さ
な
い
 周
 縁
的
 宗
教
 

外
伝
統
の
一
部
と
し
て
考
察
し
ょ
う
と
す
る
。
 

ヱ
 ル
ウ
ッ
ド
 は
 、
一
九
五
 0
 

捕
 
年
代
、
六
 0
 年
代
の
東
洋
宗
教
は
「
も
う
一
つ
の
選
択
肢
 」
の
歴
史
的
形
 

静
態
で
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
「
も
う
一
つ
の
選
択
肢
」
と
 し
て
の
東
洋
白
下
 

教
の
中
心
で
あ
る
カ
リ
ス
マ
の
特
徴
は
、
そ
の
中
心
が
ア
メ
リ
 力
 の
外
に
 

こ継ア とい メ さの せがで 所 ては成犬 " " の " 高てン ま道 シ態拡 実に セ化 0 」かし いと 共しッヵ 通 たが 仕 あ る 

  
中る ぎが認る場しで 形欲 とい テ の 速九 俗間う のだ ソ リ 
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に
 飲
み
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
組
織
と
し
て
の
み
 

存
続
が
可
で
ぎ
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
 、
従
来
あ
ま
り
み
ら
れ
な
 

 
 

 
 

 
 

諸
教
派
の
衰
退
と
テ
レ
ヴ
ァ
 
ソ
ジ
ヱ
 リ
ズ
ム
の
興
隆
を
め
ぐ
っ
 

て
｜
 」
に
宗
教
運
動
の
成
立
発
展
の
上
で
対
比
が
試
み
 ろ
 れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
 
宗
 

つ
い
て
阿
部
美
哉
氏
が
執
筆
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
一
九
六
 

0
 年
代
以
教
を
文
化
の
中
に
位
置
付
け
、
ア
メ
リ
カ
の
 宗
 教
 文
化
を
学
ぶ
こ
と
に
 
ょ
 

降
 最
近
に
い
た
る
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
界
の
 

り
一
 ダ
ー
た
ち
の
 
社
ム
 
ム
的
 
政
治
っ
て
世
界
の
宗
教
文
化
、
ひ
い
て
は
日
本
の
宗
 教
 文
化
の
理
解
を
深
め
て
 

的
 変
化
へ
の
対
応
と
宗
教
界
の
構
造
変
化
と
の
か
か
わ
り
の
 

推
 移
と
、
テ
 

い
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、
広
い
視
野
に
た
 

っ
て
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
 
文
 

レ
ヴ
ァ
 ソ
ジ
ヱ
 リ
ズ
ム
の
顕
著
な
成
長
と
政
治
へ
の
取
り
組
み
 

に
つ
い
て
化
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
は
注
目
す
べ
 
き
も
の
が
あ
る
。
本
書
は
 

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
 

を
な
し
て
ア
メ
リ
カ
宗
教
研
究
の
入
門
書
を
め
ざ
し
た
と
 さ
れ
て
い
る
が
、
ア
メ
 
り
 

 
 

 
 

 
 

イ
ン
，
ラ
イ
ン
諸
教
派
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
政
治
化
と
 

一
般
信
徒
ア
メ
リ
カ
の
文
化
、
宗
教
は
も
ち
ろ
ん
、
広
く
 
世
界
の
宗
教
文
化
を
学
ぼ
 

う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
研
究
を
進
め
て
い
く
上
に
よ
い
 

手
 引
 ぎ
と
な
 

の
 離
反
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
 

さ
 ら
に
、
 

ト
フ
ラ
 l
 の
第
三
の
波
の
時
代
、
す
な
わ
ち
情
報
化
時
代
の
 

テ
 レ
ヴ
ァ
 ソ
 

る
も
の
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
研
究
の
上
 

に
 新
し
い
視
点
に
た
っ
た
 

優
れ
た
示
唆
の
数
々
を
与
え
て
く
れ
る
有
益
な
研
究
書
と
い
う
 

こ
と
が
で
 

ジ
ヱ
 リ
ズ
ム
の
興
隆
と
、
新
し
く
 

力
 を
蓄
え
た
テ
レ
ヴ
ァ
ン
 
ジ
 ヱ
 リ
ス
ト
 

で
あ
る
福
音
主
義
者
た
ち
の
大
統
領
選
挙
な
ど
の
政
治
へ
の
 

積
 極
的
 参
画
き
よ
う
。
 

に
つ
い
て
、
資
料
を
も
と
に
綿
密
な
考
察
が
す
す
め
ら
れ
、
 

情
 報
化
 時
代
 

の
 ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
論
 

じ
ら
れ
て
 

い
る
。
 

本
書
は
、
あ
と
が
 
き
 に
も
あ
る
 よ
う
 に
、
 井
門
 氏
の
筑
波
大
学
 
退
官
を
 

機
縁
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
か
つ
て
津
田
塾
大
学
と
 

筑
 波
 大
学
で
 

井
門
 氏
の
学
恩
に
浴
し
て
き
た
研
究
者
が
中
心
に
な
り
、
ま
た
 

弁
円
丘
 と
 

学
的
交
流
の
あ
る
研
究
者
を
加
え
た
幅
広
い
執
筆
陣
の
も
と
に
 

、
現
在
の
 

日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
宗
教
研
究
の
新
し
い
問
題
意
識
が
結
 

集
 さ
れ
て
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会 報 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
五
年
一
二
月
四
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

場
所
半
蔵
門
会
館
 四
 0
 六
号
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
井
市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
、
上
田
 
閑
 照
 、
 江
 

島
忠
致
、
金
井
新
三
、
坂
井
信
士
、
鈴
木
艶
人
、
田
丸
 徳
善
 

長
谷
 工
営
 、
藤
田
富
雄
、
宮
家
 準
 

議
題
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
の
件
 

日
本
学
術
会
議
第
一
六
期
会
員
選
挙
の
会
員
候
補
者
を
上
田
 閑
 照
 

氏
に
 、
推
薦
 人
 を
田
九
徳
 善
 氏
、
藤
田
富
雄
氏
に
、
ま
た
推
薦
 予
 

傭
人
を
金
井
新
 三
 氏
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
事
務
局
お
よ
び
業
務
体
制
の
再
構
成
に
つ
い
  
 

従
来
学
会
事
務
局
は
日
本
宗
教
学
会
会
則
に
従
い
、
東
京
大
学
士
 
刀
 
。
 

教
学
研
究
室
に
置
か
れ
、
同
研
究
室
が
学
会
事
務
を
負
担
し
て
 き
 

た
が
、
種
々
の
事
情
か
ら
、
こ
う
し
た
体
制
を
大
幅
に
改
め
る
 必
 

要
 が
生
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
（
一
）
宗
教
学
会
の
事
務
運
営
 お
 

ょ
び
 人
的
組
織
に
関
わ
る
問
題
、
（
二
）
宗
教
学
会
事
務
局
の
 場
 

所
 
・
施
設
に
関
わ
る
問
題
、
（
三
）
こ
れ
ら
と
関
係
し
た
財
政
 
的
 

問
題
、
（
四
）
規
約
改
正
に
関
わ
る
問
題
、
の
四
点
か
ら
検
討
 を
 

加
え
、
新
た
な
体
制
造
り
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
 こ
  
 

報
 

ム
云
 

0
 
理
事
会
 

日
時
平
成
六
年
四
月
二
三
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
八
号
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
 

洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 伸
 、
 井
 間
宮
 二
 

夫
 、
石
田
慶
和
、
上
田
賢
治
、
植
田
重
雄
、
上
田
 閑
照
 、
 金
 

 
 

 
 

井
新
 三
 、
木
村
清
孝
、
 
補
 正
弘
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
 島
薗
進
 、
 

 
 

鈴
木
純
大
、
田
 賀
 龍
彦
、
谷
口
茂
、
田
丸
 徳
善
 、
中
村
 廣
 治
 

2
3
 

 
 

郎
、
長
谷
正
賞
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
堀
越
知
己
、
 

松
 

0
 
 ㍉
宗
教
研
究
 
ヒ
 編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
六
年
四
月
二
日
（
土
）
午
後
六
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
岩
本
一
夫
、
島
 薗
進
 、
末
木
立
 美
士
 、
 棚
次
正
 

和
 、
林
 淳
 、
渡
辺
和
子
 

議
題
刊
行
な
ら
び
に
刊
行
予
定
報
告
 

一
 、
刊
行
報
告
㍉
宗
教
研
究
 ト
 第
六
七
巻
第
三
韓
（
二
九
八
号
  
 

第
四
韻
（
二
九
九
号
）
 

一
 、
編
集
方
針
「
宗
教
研
究
 ヒ
 第
六
八
巻
第
一
 輯
 
（
 三
 0
0
 号
  
 

第
二
 輯
 
（
 
三
 0
 
一
号
）
 

第
三
韓
（
 三
 0
 二
号
）
 

件
は
 つ
い
て
は
、
 他
 学
会
の
現
状
を
も
参
考
と
し
つ
つ
、
事
務
局
 
局
 

が
 試
算
等
の
具
体
的
な
提
案
を
用
意
し
た
上
で
、
常
務
理
事
会
  
 

さ
ら
に
討
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 



本
皓
一
 、
松
本
 滋
 、
宮
家
 準
 、
脇
本
子
 也
 、
守
ま
 し
 刃
ロ
 

H
O
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
五
三
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
九
日
（
金
）
 
l
 
一
一
日
（
日
）
の
三
日
間
、
立
正
大
学
で
 

行
 

わ
れ
る
こ
と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
同
大
学
の
田
 賀
 龍
彦
理
事
 ょ
 @
 

報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

日
程
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
月
九
日
（
金
）
公
開
講
演
会
、
学
会
賞
選
考
委
員
会
、
 

編
集
委
員
会
、
理
事
会
 

一
 0
 日
 
（
土
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
総
会
、
懇
親
会
 

一
一
日
（
日
）
研
究
発
表
、
編
集
委
員
会
 

大
会
参
加
・
研
究
発
表
の
申
込
締
切
は
六
月
一
一
日
（
土
）
 

一
 、
平
成
六
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

青
山
女
、
阿
部
美
哉
、
 

家
塚
 高
志
、
何
彼
 昌
 、
木
村
清
孝
、
 
谷
  
 

茂
 、
星
野
英
紀
の
七
名
が
選
任
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
三
四
人
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
諸
委
員
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
 つ
 い
  
 

左
記
の
日
程
で
開
か
れ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
 主
催
の
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
 

日
時
平
成
六
年
六
月
二
八
日
（
火
）
午
後
一
時
半
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

主
題
「
環
境
と
宗
教
」
 

日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
 主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
六
年
四
月
二
三
日
（
土
）
午
後
四
時
半
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
八
号
室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
井
市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
 、
植
田
 

重
雄
、
上
田
 閑
照
 、
金
井
新
三
、
木
村
清
孝
、
 島
薗
進
 、
鈴
 

木
 艶
人
、
田
丸
 徳
善
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
長
谷
 工
営
 、
藤
井
正
 

日
時
平
成
六
年
一
二
月
六
日
（
火
）
午
後
一
時
 

 
 

 
  

 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

 
  
 

主
題
「
自
然
」
 

 
 
 
 

両
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
日
本
宗
教
学
会
が
後
援
す
る
こ
と
、
会
議
 
の
 

（
 

経
費
と
し
て
、
各
々
に
二
万
円
の
醸
金
を
支
払
う
こ
と
が
承
認
 さ
 

れ
た
。
 

-
 ト
 ー
 A
H
R
 

の
お
 五
 0
 臣
巴
 
n
o
 

戸
叶
 

簗
 。
 臣
 い
の
に
つ
い
て
 

I
A
H
R
 
 

（
国
際
宗
教
史
学
会
）
の
地
域
集
会
（
㌔
 

注
 0
 コ
呂
 n
o
 
コ
  
 

ト
の
 
（
の
 衰
 ）
が
、
本
年
八
月
二
三
日
（
二
六
日
、
チ
ェ
コ
ス
 
目
  
 

ァ
キ
ア
 で
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
同
学
会
常
任
理
事
の
荒
木
実
智
 堆
 

氏
 よ
り
報
告
さ
れ
た
。
ま
た
従
来
通
り
、
同
会
議
へ
の
荒
木
常
 務
 

理
事
の
参
加
経
費
の
一
部
を
日
本
宗
教
学
会
特
別
基
金
よ
り
 支
 出
 

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
事
務
局
お
よ
び
業
務
体
制
の
再
構
成
に
つ
い
  
 

常
務
理
事
会
の
討
議
事
項
で
あ
る
学
会
事
務
局
お
よ
び
業
務
体
 制
 

の
 再
構
成
の
問
題
に
つ
い
て
、
田
丸
会
長
よ
り
説
明
が
な
さ
れ
、
 

ま
た
多
少
の
議
論
が
な
さ
れ
た
。
 



0
 新
入
会
員
（
四
月
二
三
日
承
認
 分
 ）
 

青
木
津
総
合
研
究
大
学
院
大
学
大
学
院
〒
 六
 0
 二
戸
 都市
 

上
京
区
烏
丸
中
立
売
西
人
東
町
四
八
二
白
雲
 
荘
二
 0
 

 
 

浅
井
 
宣
亮
 

愛
知
学
院
大
学
大
学
院
〒
四
七
四
大
府
市
 長
享
 町
 

本
郷
国
 0
 

石
崎
千
鶴
子
駒
沢
大
学
大
学
院
〒
二
七
七
柏
市
旭
町
人
 １
匹
 ｜
 

セ
 

伊
藤
 
心
澄
 

大
正
大
学
大
学
院
〒
九
七
九
 
｜
 一
五
福
島
 県
 双
葉
 

報
 

郡
 浪
江
町
小
野
田
芋
清
水
一
 

0
 ニ
ー
 
一
信
太
守
 

会
 

今
井
両
生
京
都
大
学
大
学
院
〒
 六
 0
 大
京
都
 市
 左
京
区
修
学
 

院
鹿
ノ
 下
町
一
 ｜
 一
八
イ
 ソ
ヒ
 エ
イ
ビ
ュ
ー
 
一
 0
 二
 

雄
 、
藤
田
富
雄
、
松
本
 皓
一
 、
宮
家
 準
 、
脇
本
子
 也
 、
 

議
題
 

一
 、
今
後
の
学
会
運
営
に
つ
い
て
 

日
本
宗
教
学
会
事
務
局
お
よ
び
業
務
体
制
の
再
構
成
に
つ
い
て
、
 

事
務
局
 よ
 り
の
試
算
等
に
基
づ
き
、
討
議
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
 結
 

果
 、
原
則
と
し
て
学
会
事
務
局
の
運
営
業
務
を
東
京
大
学
宗
教
 学
 

研
究
室
よ
り
切
り
離
す
こ
と
、
事
務
所
の
移
転
を
も
検
討
す
る
 @
  
 

と
 、
さ
ら
に
そ
う
し
た
措
置
の
財
政
的
基
盤
確
保
の
た
め
、
 学
 ム
ヰ
 

費
の
値
上
げ
を
検
討
す
る
こ
と
が
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Canon and Variant in the Kojiki- Nihonshoki Mythology 

Jun'ichi ISOMAE 

One dominant perspective in studies of the Kojiki-Nihonshoki regards 

these myths as originally from the same source and views the differ- 
ences between the texts to simply be reflections of their successive 
development in changing historical contexts. This perspective is evident 
in discussions dealing with Emperor Temmu's Edict for the compilation 

of the Kojiki as well as in contemporary debates concerning the 
formation of these ancient texts. This kind of interpretation has 

become problematic with the appearance of textual studies that clearly 

show the Kojiki and Nihonshoki contain different images of the world. 

Prior to the composition of the Kojiki-Nihonshoki, kingship-state 
mythologies were preserved in the Teiki and Kuji by various clans. 
Although these mythologies share a great deal of material in common, 

differences are clearly apparent in the selection and organization of the 
material, context, and word usage. Each textual variant has its own 
unique traditions, but at the same time shares other traditions in com- 
mon. This common material is closely related to the history of imperial 

rule and permeated with the ideology of the kingship state. The 
material unique to each text was determined by the decisions of the 
respective clans. This means that the mythology was not from the 
same original source, but that separate traditions co-existed. The 

presence of both common and peculiar features is related to the fact 

that those clans that belonged to the Yamato kingship-state needed an 

ideology that legitimated their superior position. Textual variants, on 
the other hand, reflect the efforts of other clans to cope with their 

relatively autonomous existence. 

In the course of developing a bureaucratic state during the Temmu 
Era, those representing the imperial authority attempted to establish 

a canon that resulted in the Kojiki-Nihonshoki. The variant texts of 

viii (229) 



other clans were incorporated as fragments and supplemented the 
orthodox tradition. The process of canonization before had been done 
in the Tennaki-Kokki of the Suiko Court Period and after was repeated 
in the Nihogikosho of the Saga Court Period. In sum, the process of 
canonization reflects the exercise of political authority. If we are to 
achieve a more objective explanation of our past world, it will be 
necessary for us to transcend the dominant unitary interpretation of 
these texts and recognize the variant textual traditions and the social 
reality they represent. 



Ein Versuch der religionswissenschaftlichen 

Interpretation uber Genjimonogatari 

Shigeru TANIGUCHI 

Wollen wir diejenigen literarischen Meisterstucke, wie sie irgendeine 

menschliche Universalitat haben, (Bucher des Lebens) nennen. Sie 
heiBen die Werke, die aufgrund der auffassenden religiosen Weltanschau- 

ung in eigentiimlicher Weise auf die fundamentalen Fragen-(Was ist 
der Mensch?) und (Wie sol1 der Mensch leben?)--antworten wollen. 
Ein Grund dafur, daB manche auslandischen Leser das Genjrrnonogatari 

immer gluhender loben, muB sein, daB es die Universalitat in diesem 

Sinne hat. Mein Aufsatz versucht die Bedeutung des SchuldbewuBt- 

seins, das im Genjimonogatari erreicht wurde, zu erforschen, indem ich 
auf die Rolle achte, die der buddhistische Gedanken bei der Vertiefung 

der Siindenanschauung in der Geistesgeschichte Japans spielte. 

Seit N. Motooris Kritik, bleibt jeder Interpretationsversuch vom 
buddhistischen Standpunkt noch heute als eine Art vom Vergehen 

gegen das Tabu betrachtet. Der Bann solcher Vorunteile hat die tiefe, 

breite und reiche Welt des Genjimonogataris seicht, schmal und arm 

gemacht. Mein Aufsatz will das Werk von dem Bann nach dem freien 
Feld der vergleichenden Kulturwissenschaft befreien, um daraus noch 

mehr eigentiimliche universale Werte herauszuziehen. 



Symbolism in Nichiren's Monji-Mandara 

Yoshikatsu WATANABE 

The rnandara using Chinese characters, created by Nichiren, is a 

peculiar one in that it tries to represent the world of "Hokekyo," the 
Lotus Sutra, by means of characters. It was created through his deep 

religious experiences in practicing the faith through Hokekyo, and as 
such has been assumed to be an object of adoration in the Nichiren 
sect. Therefore, we can say that Monji-Mandara is a comprehensive 
and symbolic representation of Nichiren's faith. This paper attempts 

to clarify the essence of Monji-Mandara, based chiefly on the symbology 
of M. Eliade; that is to say, to abstract various characteristics of 
Nichiren's faith through the analysis of spatial symbolism found in 

Monji-Mandara, such as the following: 

1. The vertical hierarchy in Monji-Mandara representing the location 
of Nichiren from his own historical perspective. 
2. The horizontal relative order in Monji-Mandara suggesting that 

the world described in Hokekyo is the source of Monji-Mandara. 
3. The relative relation of the central area to the surrounding one 

specifying the significance of Monji-Mandara as an object of adoration. 
On the basis of this analysis, we will assume that Monji-Mandara is 

characteristically outward in its influence and, by analyzing Nichiren's 
faith based on this assumption, me will consider its characteristics. 



Information, R u m o r ,  and Narrative 
Toward a n  Understanding of Meaning 

Seiji TAKANO 

In this information-oriented society, "information" seems to be the 

key to  recognizing the situation we live in. But what is information? 
I t  is another name for "meaning." Information can be viewed as  the 
meaning which forces our allegiance to present reality and deprives us 
of our own stories. When we consider that  this allegiance is only one 

aspect of meaning, "rumor" may then be presented as the central 
phenomena of information. Until now, however, rumor has either been 
disregarded, or else classified only as  the newest in "folklore." In this 

essay, rumor will be considered as the basis of all communication, 
including folklore, and viewed not only as the object of investigation 
but as  a means of approaching narrative, communication theory, theory 

of discourse, and mythology. 



~ b e r  R. M. Rilkes Versuch zu der neuen Mythologie 

Hideo ABE 

Vor zwei Jahrhunderten hat Friedrich Schlegel die Abwesenheit des 
Mythos aufgewiesen. Dieser namlich bedeutet den Mittel- oder Kardi- 

nalpunkt der Poesie bzw. der Kunst uberhaupt. 

Bis heute haben sich Dichter moderner Zeit ohne Ausnahme erfolglos 
bemuht, die einst dahingeschwundenen Gotter wieder zu entdecken und 

ruckzugreifen. Aber von Anfang an hat der Fehlschlag ihrer Ruckbe- 

rufung auBer Frage gestanden. 

In diesem Fall handelt es sich offensichtlich um 'Schaffung einer 

neuen Mythologie', und Rilke ist nun durch seine schopferischen Aus- 

grabungen der uberlieferten Mythen zur Ausfiihrung der neuen gelangt. 

Die vorgelegte Abhandlung pruft seinen off ensiven Versuch und 

bestatigt damit, daB der 'Engel' als das privilegierte von einer Vielzahl 

Sinnbildern in senem poetischen Werk symbolisiert ist. 

Erst durch eine Folge von poetischen Auseinandersetzungen mit den 

alten religiosen Engelsfiguren wird dem Rilkeschen 'Engel' das poetolo- 

gische Prinzip, anders gefaBt: der Kanon der Poesie zugeschrieben. 

Somit ist es unserem Dichter gelungen, das durchaus Unsagliche -im 
wortlichen Sinne- zum Ausdruck zu bringen. 



The Narrative in a Pseudonymous Work 
of Kierkegaard 

Hiroko OTOSHI 

Kierkegaard stated that the purpose of his literary activity was to 
awaken his readers, who mistakenly believed themselves to be Chris- 
tians, to what is Christian. We can assume that Kierkegaard's unique 

practice of writing under a pseudonym was intended for the purpose 
of accomplishing his aim. In other words, by concealing his identity, 

he hoped to turn readers to the text itself and, by allowing them to 
engage in dialogue with the text, to awaken them to Christianity. My 
essay focuses on the narrator, "Johannes de Silentio," of Kierkegaard's 

early pseudonymous work, "Fear and Trembling," to see if indeed and 

how he initiated his readers into a dialogue and brought about change 
in their beliefs. Past studies of Kierkegaard's thought have not given 
much emphasis to the narrative, although it is important to an under- 

standing of the essence of his writings. First, we will analyze "Fear 
and Trembling," by pointing out the ambiguity of Johannes' position 
in saying he is not a believer even though by all appearances he is. 
Next, with reference to Iser's "blank," we will show that the very 

ambiguity of Johannes' position calls his readers' attention to their 
own beliefs, giving them an opportunity to reflect upon their "faith." 
Finally we propose that Kierkegaard's pseudonymous narrative is based 

on his understanding of Christ, which is as a "sign of contradiction," 
and that analysis of his narrative is useful for the clarification of 
religious knowledge. 



New Literary Criticism and the Gospel of John 

Kei SASAKI 

Numerous studies, using methods of secular literary criticism devel- 
oped this century, are appearing in the field of New Testament 

studies. Some of the reader-response methods of studing John's Gospel 
have been particularly well-received, and represented in the writings of 

J. L. Staley. He analyzed the text's "implied reader," or "intratextual 
entity," as indicated in S. Chatman's chart of the "narrative text 
model." The object of Staley's concrete analysis is "narrative time," 

which is expressed in many literary aspects of the Johannine narrative 
text. To develop this kind of study, I will connect the macroanalysis 

of "reader-response criticism" with my previous work in microanalysis, 
using the words of the text as the objects of investigation. 



Intuition and Doctrine 

F. Max Muller's Theory of the Scriptures 

Hiroshi TSUCHIYA 

Recent studies on the function of scriptures in religious phenomena 
are drawing attention to the oral aspect of these texts. They not only 

explain the stages of oral tradition before scriptures were written 
down, but also describe the scenes in which these texts were used 

once recorded. The purpose of this paper is to explain the general 
view of scripture held by F. Max Muller, translator and editor of "The 
Sacred Books of the East" and originator of the Science of Religion. 

An investigation of his work reveals that he attached great importance 
to book-religion, while also focusing on "our own bookless religion" 

behind it. It is "the faculty of faith" which all human beings possess. 
Muller, who belongs to the current Enlightenment, is non-historical 

insofar as he sought a kind of poetic intuition as the source of history. 

Nevertheless, he sympathetically recognized various aspects of different 
religions, and continually focused on a study of the history of religions, 

perceiving its completion as progressing history. The Science of Reli- 
gion which he aimed at was, as such, "the last science." From the 

beginning, therefore, his theory of scripture contained the possibility 
of going beyond the written text. 




