
  

宗
教
経
験
の
概
念
は
、
宗
教
を
語
る
う
え
で
日
常
的
に
 も
 用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
。
概
念
の
こ
う
し
た
日
常
 的
 用
法
 汗
 の
の
仁
田
 

u
s
 

③
 

は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
 
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
宗
教
経
験
の
概
念
の
よ
り
 
積
極
的
な
理
論
的
用
法
 

で
あ
る
。
近
代
宗
教
（
 哲
 ）
学
に
お
い
て
宗
教
経
験
（
 
体
 験
 ）
の
概
念
が
浮
上
し
て
き
た
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
 。
そ
こ
に
は
、
近
代
に
 

至
っ
て
自
明
性
を
喪
失
し
た
キ
リ
ス
ト
教
 や
 、
よ
り
 下
 っ
て
は
宗
教
一
般
を
、
教
義
や
制
度
に
か
わ
っ
て
宗
教
 経
験
に
お
い
て
「
基
礎
   

一
席
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 近
代
の
宗
教
学
・
宗
教
哲
学
に
お
い
て
、
宗
教
 経
験
の
概
念
は
し
ば
し
ば
宗
教
の
基
礎
づ
け
へ
の
関
心
と
結
 
び
 つ
い
て
き
た
。
し
か
し
 

宗
教
経
験
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
 
、
子
 細
 に
見
る
な
ら
ば
多
く
の
理
論
的
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
本
稿
 
で
は
、
 ム
 「
日
の
英
語
 

圏
の
代
表
的
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
 W
.
 

ア
ル
ス
ト
ン
の
宗
教
経
験
 

論
を
検
討
し
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
は
 
元
 来
、
宗
教
経
験
に
よ
 

る
 宗
教
信
念
の
「
直
接
的
」
基
礎
づ
け
を
志
向
し
た
が
、
結
局
の
 と
こ
ろ
こ
う
し
た
古
典
的
基
礎
づ
け
主
義
の
企
図
を
断
念
し
 
、
よ
 り
 穏
健
な
基
礎
 
づ
 

け
 主
義
の
立
場
か
ら
、
宗
教
経
験
に
よ
る
宗
教
信
念
の
暫
定
的
 
正
 老
化
を
目
指
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
立
場
は
、
 

反
 実
在
論
や
整
 ム
 口
論
的
真
理
 観
 を
主
 

損
 す
る
 反
 基
礎
づ
け
主
義
の
側
か
ら
の
批
判
に
内
部
か
ら
侵
食
さ
 れ
ざ
る
を
え
な
い
。
結
局
宗
教
経
験
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
と
 

い
 う
 発
想
自
体
が
 
、
 

根
本
的
な
再
考
を
迫
ら
れ
ざ
る
を
え
な
 い
 の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 宗
教
経
験
、
基
礎
づ
け
主
義
、
正
当
化
、
分
 柄
杓
宗
教
哲
学
、
実
在
論
、
実
践
 

宗
教
経
験
と
宗
教
の
 

１
 w.
P
.
 ア
ル
 「

基
礎
づ
け
、
 玉
 主
我
」
の
問
題
 

ス
ト
ン
の
山
本
教
経
験
論
の
意
味
す
る
も
の
 
｜
｜
 

深
澤
 
英
隆
 



狭
義
の
基
礎
づ
け
主
義
と
は
、
あ
る
命
題
Ⅱ
信
念
体
系
 
を
 、
そ
れ
以
上
背
進
不
可
能
か
つ
不
可
 疑
 な
命
題
Ⅱ
 信
 念
 に
還
元
 し
 、
そ
こ
 

か
ら
 演
縄
 さ
れ
る
も
の
と
し
て
元
の
体
系
を
理
解
し
、
 そ
の
真
理
性
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
立
場
を
意
味
す
 
る
 。
さ
ら
に
、
そ
う
し
 

た
 明
示
的
な
論
証
態
度
と
し
て
の
基
礎
づ
け
主
義
と
な
 
ら
ん
で
、
明
確
な
論
証
の
か
た
ち
を
と
ら
な
い
、
よ
り
 
漠
然
と
し
た
基
礎
づ
け
 

-
2
-
 

る
か
に
見
え
る
。
 

最 く そ も ん づ 基 。，、 口語なか @= 力 迂 路 こ と 、 ど   け 

でも で あ 宗礎 教づ の 襲 に こ こ に 」 
  哲 さ は ろ う 、 よ 

宗 っ 哲 け 一 学 れ 少 が し 伺 う 

教 た 学 生   た ら と 

経 験 がに 、 お 義 一   
が を な の て い 上 け う で と 

、 見 い よ 

何 て 。 う 

々 い 例 に 
ほ ろ え ィ立   

、 と ば 置 と 検 あ の き た 広 
ま " " づ 居 、 計 る 考 る 上 義 

た宗 時数 かけ つ る 

ほ の て か 要 わ は 
は 「 英 は 
の っ。 え方 ， 払 が @ 「 ニ ロ と 述 の 基 日 

関 謙 語   
常 礎 
的 づ 

今日 係づ 講読 置 の 
用 け 

の哲 け ち 」す 宗教 義 
全 的 
日 理 羊一般 れたか 宮の（の 日 哲学の の 解 

た 已 も の     
運 近 

休 め 

宗教 験主   義 経 
居 、 験 
想 論 
な の   

  

ど は   に と 

  



間
は
生
じ
え
な
い
。
基
礎
づ
け
の
必
要
性
に
は
、
 ぬ
 
%
 台
 す
る
信
念
 l
 実
践
体
系
の
出
現
に
よ
る
相
対
化
の
危
機
と
 
い
う
も
の
が
背
景
に
あ
 

る
 。
こ
の
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
す
る
 
諸
 宗
教
が
強
 い
 基
礎
づ
け
主
義
的
動
機
を
帯
び
る
の
は
、
 近
世
以
降
の
こ
と
と
 考
 

 
 

礎
 づ
け
の
た
め
の
 い
 か
な
る
手
だ
て
が
残
さ
れ
て
い
た
 で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

可
 疑
の
理
性
的
命
題
に
依
拠
す
る
合
理
論
的
方
向
と
、
 
経
験
的
命
題
の
事
実
性
に
依
 

 
 

が
拠
 す
る
経
験
論
的
方
向
と
の
二
者
が
存
在
す
る
こ
 
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
ア
ル
バ
ー
ト
は
こ
れ
ら
 両
者
を
と
も
に
「
認
識
の
啓
 

僅
ホ
 モ
デ
ル
」
に
属
す
る
も
の
と
特
徴
づ
け
る
。
 神
 の
 真
理
は
明
証
的
所
与
Ⅱ
啓
示
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
 
り
、
 曇
り
な
い
眼
に
よ
る
な
 

 
 

%
 
 ら
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
側
の
概
念
作
用
に
よ
ら
ず
 
直
覚
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
神
学
的
啓
示
認
識
の
 
モ
デ
 か
 だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ル
 

 
 

織
 
バ
ー
ト
に
よ
る
と
啓
示
が
超
自
然
性
と
歴
史
性
を
 剥
奪
さ
れ
、
個
人
の
直
観
や
知
覚
に
移
し
か
え
ら
れ
た
 
と
は
い
え
、
近
代
認
識
 説
の
 

-
@
-
 

轍
 
認
識
モ
デ
ル
は
な
お
 聲
 不
認
識
と
相
同
的
構
造
を
 も

っ
て
い
た
。
さ
て
、
基
礎
づ
け
を
志
向
す
る
宗
教
は
 
、
近
世
に
お
い
て
あ
る
種
の
   

と
こ
ろ
で
基
礎
づ
け
へ
の
志
向
は
、
舌
口
う
ま
で
も
な
く
 
当
の
信
念
 l
 
実
践
シ
ス
テ
ム
の
真
理
性
が
自
明
の
も
の
と
 
し
て
妥
当
し
て
い
る
 

ら
れ
る
と
舌
口
 え
よ
う
 。
 

主
義
的
態
度
と
で
も
呼
び
 ぅ
 る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
 

今
日
の
基
礎
づ
け
主
義
の
苛
烈
な
批
判
者
で
あ
る
 
H
.
 ア
ル
バ
ー
ト
は
 

上
の
何
ら
か
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
点
を
措
定
し
て
 
問
 題
の
解
決
を
は
か
る
こ
う
し
た
態
度
を
、
あ
る
種
 の 
「
根
本
主
義
」
 

守
ヨ
 0
 コ
（
 
ゅ
コ
 
の
ヨ
口
 
巴
と
 呼
び
、
そ
れ
が
「
そ
れ
と
常
に
明
 確
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
、
哲
学
、
科
学
、
社
 
全
的
実
践
に
お
 

-
3
3
-
 

く
の
万
法
論
的
見
解
の
根
底
に
多
か
れ
少
な
か
れ
潜
ん
 
で
い
る
」
点
に
任
意
を
う
な
が
し
て
い
る
。
「
 
ゐ
 ホ
教
の
基
 礎
 づ
け
」
と
い
 

で
 言
え
ば
、
命
題
の
操
作
に
よ
る
基
礎
づ
け
の
論
 証
 が
な
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
信
念
の
「
認
識
的
 正
当
化
」
す
宮
 

言
 ㌢
 ヨ
 8
 ヱ
 。
し
と
行
為
の
「
モ
ラ
ル
的
正
当
化
」
（
 ヨ
 0
 「
 ゅ
 二
口
 の
 
（
 
ヨ
 n
p
 
（
 
@
0
 
し
と
い
う
二
重
の
意
味
で
の
基
礎
 
づ
 け
 志
向
が
 、
広
 

  
、
思
考
 

宙
仁
コ
，
 

け
る
多
 

う
こ
と
 

の
什
の
目
 
目
の
 

く
 認
め
 



（ と 況 ル 展 近 く れ る 

を ス 間 分 代 く る こ 

そ ト し 析 的 な と と 

のン " 哲文 るきと " " な   
    

ン い て を 泰 じ 起 の が   
    
  
て 、 冬丁   め 動 デ 

ぐ 化 ル 
る が 」   合 お の 

， 已 @ 日 こ せ 
の る 俗 
宗 と 化 

        
ト ム す 検 け り 知 論 基 ぬ 

手 提 認 
-5 あげ問題詞 ヒ に 一 覧 状 づ 識 

況 け 理 の 価すと宗 む て、 （ 生 鮮   る 数 間 か 終 義 が 
と 経 題 で 立 草 :  そ ，七 乃 。   居、 験 へ   参 の 教 

メ ゆ そ わ る の 包 照 も の 
ン る の ね め 接 括 ） の 基 

る ぐ 近 的 も の 礎   。 る る な な 間 づ 

横 車 は 
複 雑り 国宗 教 

お @@  け 
梅 沢 固 "  , 性 に 

的 調 百 な た 経 こ が 持 
に 識 の 問 い 験 う 見 ち 

立 論 屈 頭状 ア 論を 
し え 込 

ち 」 曲 た に ま 

哲 つ 

  
砕 こ 

び ぅ 

う し 
る た 

領 中 
野 で 
が 非 
成 自 

立 哨 

  
宗教 宗教的 た 
ア を 
プ 基 
リ 礎 
オ づ 
1;  キプ 

" ム 百冊 る 
や た 
宗 め 
あ て @ こ 

経 は 
験   
論 啓 

/  よ 一 刀て " 

ど 主 

の 義 
発 へ 
想 の 
よ 述 

  
困難 宗教 

の で 
近 あ 
イ代 つ 
約 た 
基   
礎 か 
づ く 

け し 
が て 図 
8  % 刀 。 
れ 教 

(274) 

転
倒
し
た
状
況
に
置
か
れ
た
。
世
俗
的
認
識
論
の
成
立
 
は
 、
ま
さ
に
啓
示
神
学
に
よ
る
 知
と
 実
践
の
支
配
の
崩
 壊
 と
裏
腹
の
関
係
に
あ
 

 
 



宗教経験と宗教の r 基礎づけ主義」 0 間 @ 

 
 

つ
け
の
立
場
を
仮
に
留
保
な
く
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
 止
 め
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
基
礎
づ
け
と
宗
教
経
験
に
 関
す
る
今
日
の
議
論
は
 、
 

  

直 キ 

接 リ キ 2 
に ス リ 

エ ト ス 古 
当 教 ト 典 
化 の 教 的 
し 神 の 基 

基諸史づ （ 歴礎 
礎 宗 （ け 

山 主 
づ けの教義 教ホ 

る も 神典へ 観 ） の 
の 念 の 留 
で の 話 保 
あ 板 持 
る 底 代 

@@@ 

  
経 ） お 
験 の い 

に 実 て 

依 存   
拠 性 多 
す と く 

る キ の 
キ リ 人 
リ ス 間 
ス ト が 

ト 散 兵 
教 的 通 

信 の 

直接 往伯弧 年強 

円 宗 的 
は 教 禅 
宗 の 経 
教 信 験 
一 の を 

得た 般の場 核、㊤ 
合 ）真れ のこ 
の 理 ら 
基 性 は 
礎 を   

来 基 を の 性 し 性 お 走 っ 的な 礎つめ志 つ、 本来 宗教 方向 のも かし 地 の そら 

向 け 京 経 性 つ 、 平 く 彩 音 

をの向験 取ア しをも の倉元の二で 意来 中っ催主 遍 
9 ポ な め つ を の で の 保 養   
" を " ア 閑 居 的 己 性 ゆ 積 

そ 露 そ ル 儀 く コ の を く 極 
の 呈 の ス を す ミ コ も と 的 
下 せ 理 ト 読 こ ツ ミ つ い 護 

可 し 論 ン み と ト ツ て う 教 
遊 め 上 の と を メ ト い 行 論   
変 る 難 し と る の ト 一 が な   
助 で に 論 き う 絶 極   。 あ 
づ 0 基 の る こ 対 酌 あ こ ろ 

け言 ろうづ徴 提持。 と性表 られ 種 も 要 萌 ゆ は の 
こ こ け を 起 永 に る ア 「 
と と の 一 こ や つ 意 ル 否 
か が レ 言 り 彩 む 味 ス 定 
ら で べ で う 而 が で ト 的 

る 上 り の ン 護 舌口 始めきよ う ル を   学 
よ う 移 な ア 思 教諭」 ね、 し， 、また 普遍的 の論証 らば っ , 0 。そ ゲ行さ ス が そ 正 の に 

の せ 、 ト 、 の 当 今 よ 

意 て キ ン あ 友 佳 体 り 

味 ゆ り の る 管 主 を 自 

で く ス   己の 論述 種の 更 的 張の 貫く 

以と教 し @ か 制 新 本 方 コ 

干 に 有 ら 約 を 可 法 ミ 

で ょ 伸 は と も 能 で ッ 

は り 論 、 し 土 性 も ト 

ま 、 の 明 て み の あ メ 
ず 通 韻 ら 働 だ 認 る ン 
ア に い か き し 識 が ト 

ル 宗 意 に " う は " の 

ス我 ト ので 味 こ れ者。 前る 逆の当 、 こ正 
ン 経 の ら の 他 に 立 ， 性 
の 験 擁 両 方 方 相 場 を 

元 帥 護 者 向 で 対 は 限 



正
に
こ
の
定
式
が
そ
の
ま
ま
に
妥
当
す
る
こ
と
の
不
可
 能
 性
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
 
し
、
ア
 七
ル
 
ワ
 
ハ
ト
㌧
 
ノ
の
弘
珊
 

述
の
い
 
わ
 ぼ
 余
白
に
記
さ
れ
た
こ
と
ぼ
に
着
目
す
る
と
 、
ア
ル
ス
ト
ン
の
元
来
の
志
向
が
今
述
べ
た
意
味
で
の
 
経
験
的
基
礎
づ
け
で
あ
 

っ
 た
こ
と
が
分
か
る
。
 

三
 %
 ヨ
色
 （
「
目
の
す
の
 

コ
 
の
（
と
い
う
通
常
の
定
義
の
意
味
で
 

点
の
擁
護
」
 
-
 
ゅ
 ）
に
あ
る
。
そ
の
内
容
は
次
節
以
下
に
示
 

書
は
純
粋
に
実
在
論
者
一
（
目
下
午
 
0
0
 

き
口
号
「
の
が
 

コ
 の
（
）
 

思
わ
れ
る
が
、
三
体
 は
 と
り
そ
 う
 思
わ
れ
る
と
い
う
 観
 

題
 に
さ
ま
ざ
ま
な
留
保
を
加
え
る
。
例
え
ば
、
一
見
し
 

接
的
 提
示
」
が
な
し
え
れ
ば
、
理
想
的
な
の
で
は
あ
る
 

践
 の
情
想
桂
一
「
の
 コ
ゅ
 
す
目
（
し
を
非
循
環
的
に
確
立
で
き
 

が
、
 正
に
上
に
見
た
古
典
的
な
宗
教
経
験
に
 よ
 る
基
礎
 

は
な
く
、
神
の
信
の
認
識
的
正
当
化
一
の
百
の
（
の
 日
 T
 
 モ
 

て
 ）
推
測
さ
れ
る
も
の
で
三
里
 モ
 0
 日
「
の
 
注
ゆ
ミ
ゅ
 「
の
 
コ
 の
の
 

の
 実
在
論
的
様
相
に
応
じ
た
真
な
る
信
念
を
産
出
し
 
ぅ
 

ス
ト
ン
は
前
提
と
し
え
ず
、
 

神
 存
在
の
信
念
を
含
み
、
 

「
神
の
知
覚
」
に
お
け
る
ア
ル
ス
ト
ン
の
も
く
ろ
み
は
、
 

ア
ル
ス
ト
ン
の
こ
う
し
た
こ
と
ば
か
ら
察
せ
ら
れ
る
の
 

す
べ
て
は
認
識
的
正
当
化
を
待
つ
信
念
Ⅱ
ド
ク
サ
 
と
見
 

の
 0
 （
の
 0
 笘
が
 、
 神
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
信
念
に
正
当
 

の
神
の
 
オ
コ
 
0
 主
と
幅
の
を
扱
う
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
 ド
 

点
か
ら
の
立
論
で
あ
る
 
-
 
）
）
。
ま
た
本
書
で
は
、
神
の
 

た
と
こ
ろ
自
分
の
立
場
は
神
の
存
在
や
知
覚
可
能
性
を
 

が
 
一
）
の
 

0
 ）
。
 

つ
け
主
義
の
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 と
 

る
か
否
か
を
、
そ
の
実
践
を
超
え
て
証
明
す
る
こ
と
は
 

の
い
バ
 
ー
 ワ
ハ
ペ
 
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
事
日
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
 

降
ヨ
 c
a
 
（
 
@
0
 
已
を
扱
 う
 に
す
ぎ
な
い
色
一
す
な
わ
ち
 

す
 通
り
で
あ
る
が
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
同
書
の
少
な
か
ら
 

れ
ば
 理
想
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
難
し
い
一
）
 &
 の
 
）
。
も
 

は
 、
ア
ル
ス
ト
ン
が
元
来
志
向
し
、
同
時
に
断
念
を
余
 

ア
ル
ス
ト
ン
自
身
の
舌
口
業
に
よ
れ
ば
「
神
の
直
接
的
 

覚
 

知
識
テ
コ
 0
 三
と
幅
の
）
で
 

な
さ
れ
る
）
。
さ
ら
に
 
本
 

真
理
性
を
前
提
と
す
る
 

で
き
な
い
⑤
。
認
識
 実
 

前
提
に
し
て
い
る
か
に
 

グ
 7
 の
真
理
性
を
 ア
ル
 

化
を
与
え
る
と
い
う
 観
 

あ
る
認
識
実
践
が
事
物
 

こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
 キ
 

ち
ろ
ん
「
真
理
性
の
直
 

ぬ
 箇
所
で
、
自
ら
の
 課
 

儀
 な
く
さ
れ
た
も
の
 

知
と
 
（
主
体
に
と
っ
   



3
 
 ア
ル
ス
ト
ン
の
宗
教
経
験
理
解
 

（
 a
 三
本
教
経
験
の
現
象
性
格
 @
 こ
の
よ
う
に
、
ア
ル
ス
 ト
ン
の
課
題
は
一
言
で
言
え
ば
、
宗
教
経
験
は
ど
こ
ま
 
で
 6
%
 
教
的
 信
念
の
正
 

当
 化
の
基
礎
と
な
り
 ぅ
 る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 と
こ
ろ
が
ア
ル
ス
ト
ン
は
上
記
の
よ
う
に
、
有
神
論
の
 
存
在
判
断
を
括
弧
に
 入
 

れ
た
形
で
こ
の
間
を
立
て
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
こ
れ
 
は
あ
る
種
の
現
象
学
的
態
度
を
意
味
し
ょ
う
。
そ
し
て
 
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
 

ば
 、
宗
教
経
験
の
現
象
性
格
を
特
定
し
、
そ
れ
が
経
験
 
者
の
主
観
的
意
味
把
握
と
あ
る
種
の
適
合
性
を
示
し
て
 
い
る
と
判
断
さ
れ
る
な
 

ら
ば
、
あ
る
種
の
経
験
が
あ
る
種
の
信
念
を
主
観
的
に
 正
当
化
す
る
こ
と
は
、
現
象
学
的
に
見
れ
ば
あ
え
て
そ
 
の
 当
否
を
問
 う
 ま
で
も
 

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
ア
ル
ス
ト
ン
も
認
め
て
 
お
り
、
「
認
識
論
的
目
的
」
の
た
め
に
は
、
「
主
観
に
と
 っ
て
神
の
直
接
的
覚
知
 

 
 

十
分
で
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
「
我
々
 が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
心
 

 
 

の
中
に
純
粋
な
神
の
知
覚
が
存
在
し
う
る
と
い
う
可
能
 性
 の
ゆ
え
に
で
あ
る
」
（
）
の
）
。
 

 
 
 
 

「
す
こ
と
が
可
能
か
否
か
」
と
い
う
問
 い
コ
 ③
で
あ
 る

 。
結
局
こ
こ
で
も
、
現
象
宇
の
装
い
の
下
で
、
宗
教
 
経
験
と
そ
れ
に
基
礎
づ
け
ら
 

従
っ
て
「
神
の
覚
知
の
現
象
学
的
な
検
討
」
の
下
に
問
 わ
れ
る
べ
き
は
、
「
純
粋
な
神
の
知
覚
で
あ
る
た
め
の
 他
 の
 要
件
を
そ
れ
が
満
た
 

基
礎
 

 
 

ぬ
 ，
 
れ
る
宗
教
的
信
念
の
真
正
性
を
消
極
的
に
確
保
し
 
よ
う
と
の
「
否
定
的
護
教
論
」
の
関
心
が
主
導
的
で
あ
 
る
こ
と
が
分
か
る
。
 

 
 

 
 

の
 現
象
性
格
の
確
定
と
い
う
最
も
基
礎
的
な
作
業
を
も
 強
く
方
向
づ
け
て
い
る
。
 ア
 

週
 
ル
ス
ト
ン
は
従
来
自
分
が
積
極
的
に
用
い
て
き
た
 

「
宗
教
経
験
」
の
概
念
の
使
用
を
控
え
、
よ
り
 
一
 
・
狭
い
 
」
現
象
、
す
な
わ
ち
「
神
が
   

リ
ス
ト
 教
 
（
宗
教
哲
学
）
が
元
来
も
っ
強
 い
 基
礎
づ
け
 主
義
の
態
度
は
、
ア
ル
ス
ト
ン
の
立
場
を
な
お
強
く
制
 
約
し
て
い
る
と
見
な
け
 

 
 



例
え
ば
 神
 知
覚
で
言
え
ば
、
文
字
通
り
神
が
対
象
実
在
 
と
な
る
）
 
宙
 9
 関
連
し
た
記
述
と
し
て
さ
ら
に
、
 目
 9
 期
。
 0
 
巴
 。
今
こ
の
知
覚
 払
 
柵
 め
 

一
 
@
-
 

当
否
は
問
わ
な
い
が
、
こ
の
理
解
が
因
果
論
に
立
っ
て
 
い
る
点
は
任
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
今
述
べ
た
 
「
呈
示
」
の
概
念
の
扱
 

あ
る
人
間
に
こ
れ
こ
れ
と
し
て
「
現
れ
」
「
自
身
を
呈
示
 す
る
」
よ
う
な
経
験
」
に
問
題
を
限
る
と
舌
口
 

う
宮
 ）
。
 そ
こ
で
ま
ず
ア
ル
ス
ト
 

ン
は
 、
宗
教
一
般
へ
の
適
用
の
可
能
性
を
含
み
な
が
ら
 
も
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
資
料
、
こ
と
に
神
秘
家
の
経
験
 
報
告
か
ら
神
の
直
接
緒
 

験
 と
見
え
る
も
の
を
と
り
だ
し
て
、
ア
ル
ス
ト
ン
が
「
 神
の
覚
知
」
 
す
 旧
銭
 0
 コ
の
 
拐
 
o
f
 

の
。
 

色
 
と
よ
ぶ
も
の
の
 根
本
性
格
を
把
握
し
よ
 

う
と
す
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
は
こ
れ
が
感
覚
知
覚
と
、
 質
 と
 内
容
で
は
全
く
異
な
る
も
の
の
、
ア
ナ
ロ
ガ
ス
な
性
 格
 を
も
っ
た
 、
 神
の
「
 呈
 

一
本
」
 
-
 
口
「
の
の
の
 

コ
 （
曲
ゴ
 
0
 コ
 ）
の
「
 片
刈
告
見
 

」
（
㌧
の
お
の
口
口
 

0
 コ
 ）
 と
 呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
う
し
た
知
覚
は
 
、
 神
に
つ
い
て
の
 特
 （
 
疋
 

の
 信
念
、
す
な
わ
ち
神
の
特
定
の
作
用
や
特
性
に
っ
 
ぃ
 て
の
知
覚
信
念
、
ア
ル
ス
ト
ン
の
用
語
に
舌
口
 

う
 
「
 M
 
 （
 Ⅱ
マ
ニ
フ
ェ
ス
テ
ー
シ
 

コ
 ン
）
信
念
」
（
 絃
曲
コ
ド
 
の
の
 
紬
ヱ
 0
 コ
 l
 ロ
の
コ
 
の
こ
を
抱
か
し
 め
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
）
 
叶
 
：
 ま
 ・
）
。
 

こ
う
し
た
現
象
性
格
を
確
定
す
る
ア
ル
ス
ト
ン
の
手
続
 き
は
 
忘
已
 、
神
秘
家
の
手
記
資
料
の
比
較
検
討
に
基
 づ
い
た
も
の
で
、
 
し
 

ば
し
ば
見
ら
れ
る
神
秘
経
験
の
現
象
学
の
試
み
に
類
し
 
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
の
 際
 だ
っ
た
特
徴
は
 、
 そ
こ
で
宗
教
経
験
の
対
 

象
 知
覚
と
対
象
認
識
の
性
格
を
著
し
く
強
調
す
る
点
に
 
あ
る
。
そ
の
場
合
ア
ル
ス
ト
ン
は
知
覚
一
般
を
 、
 自
ら
 が
 「
現
出
論
」
 @
 
二
の
 
0
 ミ
 

o
h
 

中
ロ
 

ロ
 の
が
ユ
コ
し
と
呼
ぶ
、
実
在
論
的
知
覚
論
に
よ
 

つ
 て
 理
解
す
る
。
舌
口
う
ま
で
も
な
く
、
現
象
学
的
経
験
 
理
 論
 は
あ
る
種
の
実
在
論
 

一
 
7
 一
 

的
 ア
ク
セ
ン
ト
を
持
ち
う
る
が
、
ア
ル
ス
ト
ン
の
知
覚
 
理
解
は
、
序
文
よ
り
 明
 舌
口
さ
れ
て
い
る
ア
ル
ス
ト
ン
の
 
ナ
イ
ー
ブ
な
実
在
論
的
 

関
心
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
に
よ
れ
ば
 
、
「
現
出
論
」
は
知
覚
を
作
用
１
対
象
す
 降
 ら
 r
 甘
住
 ）
 構
造
に
お
い
て
見
る
も
 

の
の
、
こ
れ
を
志
向
関
係
と
は
捉
え
な
い
。
真
正
な
知
 覚
 で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
「
現
出
論
」
は
知
覚
対
象
 
を
 、
知
覚
主
体
に
自
己
 

呈
示
す
る
実
在
と
考
え
る
（
 偽
 な
る
知
覚
の
場
合
は
 、
誤
 っ
た
 心
的
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
対
象
実
在
と
し
て
措
定
 
す
る
。
真
正
な
場
合
は
 、
   



宗教経験と宗教の r 基礎づけ主義」の 問題 

い
に
表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
知
覚
を
信
念
や
思
惟
 と
分
 か
つ
も
の
と
し
て
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
こ
の
呈
示
の
所
与
 性
 、
直
接
性
を
強
調
す
 

る
と
と
も
に
、
こ
の
呈
示
と
呈
示
す
る
も
の
（
 神
 Ⅰ
 
ま
 た
 呈
示
と
そ
の
知
覚
と
の
関
係
を
、
実
在
的
・
因
果
的
 に
 考
え
る
こ
と
を
主
張
 

す
る
。
経
験
に
現
出
で
き
る
も
の
・
で
き
な
い
も
の
に
 
つ
い
て
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
決
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
 
経
 験
 報
告
に
ま
ず
暫
定
的
 

a
 ユ
ョ
 

p
H
p
n
%
 
 

な
 信
糠
 性
を
認
め
る
べ
き
（
す
な
わ
ち
 神
の
実
在
的
自
己
呈
示
の
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
）
で
 あ
り
 
宙
 S
 、
神
が
宗
 

教
 経
験
の
生
成
に
「
因
果
的
に
貢
献
し
た
」
こ
と
は
 
不
 可
能
と
は
決
し
て
言
え
な
い
（
の
 肚
 
）
と
い
う
こ
と
に
な
 る
の
で
あ
る
。
 

す
で
に
こ
こ
で
、
二
つ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
一
方
 
で
ま
ず
ア
ル
ス
ト
ン
は
 、
 神
の
存
在
を
前
提
に
は
し
 え
 な
い
し
、
ま
た
ど
の
 

知
覚
が
真
正
な
す
聖
日
ピ
 酊
 -
 
的
 ㏄
 u
 ぎ
 ③
知
覚
で
あ
る
 か
も
終
極
的
に
は
示
し
え
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
 
他
方
で
そ
の
逆
の
立
証
 

の
 不
可
能
性
に
依
拠
し
っ
 っ
 、
知
覚
の
暫
定
的
な
情
想
 性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
改
革
派
の
認
識
論
」
 
に
 共
通
の
戦
略
で
あ
る
 

が
 、
こ
れ
が
ど
こ
ま
で
宗
教
的
信
念
の
「
正
当
化
」
 
へ
 と
 通
じ
る
か
は
、
疑
問
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
 
に
 、
宗
教
経
験
に
よ
る
 

正
当
化
が
い
か
な
る
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
か
に
つ
い
て
 
の
 考
え
方
が
問
題
に
な
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
ら
は
、
神
や
 
そ
の
現
前
と
い
っ
た
 非
 

言
語
的
・
非
信
念
的
要
因
が
信
念
を
直
接
的
に
正
当
化
 
す
る
と
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
 要
因
は
信
念
や
知
識
の
 

成
立
の
因
果
的
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
信
念
の
正
当
化
 
の
 根
拠
で
は
あ
り
え
な
い
、
信
念
の
正
当
化
は
常
に
他
 
の
 信
念
と
の
 整
 ム
ロ
性
の
 

中
で
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
の
考
え
も
成
り
立
つ
の
 

 
 

ら
の
論
証
全
体
の
含
む
 

問
題
で
も
あ
り
、
末
尾
に
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
る
 
 
 

（
 
b
 ニ
 %
 教
 経
験
と
概
念
化
の
問
題
 
@
 ア
ル
ス
ト
ン
の
 宗
 教
 経
験
理
解
が
か
か
え
る
も
 う
 ひ
と
っ
の
大
き
な
問
題
 は
 、
ア
ル
ス
ト
ン
が
 

こ
の
呈
示
と
そ
の
覚
知
と
を
、
「
本
質
的
に
あ
ら
ゆ
る
 概
 念
 化
や
信
念
や
判
断
…
：
と
は
独
立
の
認
識
モ
ー
ド
」
 （
の
～
）
で
あ
る
と
す
る
 
点
 

に
あ
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
は
知
覚
を
 、
 上
に
見
た
よ
，
 っ
に
 実
在
論
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
 も
つ
「
昌
一
小
的
性
格
」
 

  

  



-
 
円
一
 

は
 部
分
的
に
せ
よ
命
題
的
構
造
を
取
ら
ざ
る
を
え
ず
、
 従
っ
て
ま
た
回
護
性
は
免
れ
な
い
。
構
成
論
者
の
間
は
 
も
っ
ぱ
ら
 ェ
ピ
ス
テ
モ
 

a
 お
の
の
 
コ
 （
 
笘
 -
0
 
コ
 田
の
汗
 紐
降
の
 
q
 ）
は
、
客
体
と
玉
体
 と
 の
間
の
「
べ
ー
シ
ッ
ク
で
分
析
不
可
能
な
関
係
」
子
の
 の
 
-
 
の
 -
 
 
仁
コ
 
㏄
 コ
 ㏄
 -
 
せ
 い
 の
 す
 -
 
の
 

㍉
の
 
田
エ
 0
 コ
 ）
で
あ
り
、
「
概
念
化
、
判
断
、
あ
れ
こ
れ
と
 信
じ
る
 @
 
」
と
」
 ず
 0
 コ
 の
の
で
 

ヰ
 
仁
田
 
こ
 -
 
コ
幅
 
・
 モ
 口
四
コ
 
幅
 ・
 す
め
コ
 

の
 
づ
 -
 
コ
幅
 ㏄
仁
の
 

ア
 ㏄
 コ
巨
 
㏄
仁
の
 

ア
 ）
 

と
は
根
本
的
に
異
な
る
で
き
ご
と
で
あ
る
一
 0
 
）
と
考
え
 る
 。
こ
の
事
態
を
ア
ル
ス
ト
ン
は
「
直
接
性
」
 ま
マ
 の
 ユ
 コ
窃
巴
と
 呼
ぶ
。
さ
て
、
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
経
験
と
解
釈
や
概
 念
 枠
組
と
の
関
係
は
、
今
日
の
宗
教
経
験
論
の
も
っ
と
 
も
 論
争
的
な
テ
ー
マ
 と
 

な
っ
て
い
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
点
を
十
 分
 承
知
し
た
つ
え
で
、
ヒ
ッ
ク
の
ほ
か
、
プ
ラ
ウ
 
ド
フ
 

 
 

ソ
ウ
 と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
 
ス
 ト
 
-
 つ
ま
り
宗
教
経
験
の
先
構
成
論
考
・
概
念
相
対
論
 者
 ）
の
議
論
を
取
り
上
 

け
 
。
 、
論
駁
を
試
み
て
い
る
一
）
の
・
 

2
6
f
 

：
の
 

8
f
 

：
 &
0
 
ナ
 。
）
の
の
 

こ
 。
 構
成
論
者
の
立
場
を
「
概
念
化
 
n
o
 
コ
い
 
る
 ぎ
い
目
 
N
u
 
（
 
@
0
 
コ
 の
 遍
在
へ
の
オ
 フ
セ
ッ
 

シ
ョ
ン
」
㊧
 S
 と
し
た
つ
え
で
ア
ル
ス
ト
ン
が
展
開
す
 る
 明
快
と
は
舌
口
え
ぬ
議
論
を
単
純
化
し
て
言
う
と
、
 ほ
 ぽ
 二
つ
の
論
拠
で
 ア
ル
 

ス
ト
ン
は
概
念
な
ど
に
よ
る
知
覚
経
験
の
先
行
決
定
性
 を
 否
定
し
て
い
る
。
 

第
一
に
、
呈
示
と
そ
の
知
覚
が
も
つ
質
的
性
格
は
概
念
 的
 思
惟
と
は
全
く
異
な
る
と
い
う
主
旨
の
議
論
が
 
、
散
 見
さ
れ
る
。
典
型
的
 

に
は
例
え
ば
、
苦
痛
 
3
%
 コ
 ）
の
同
定
は
概
念
で
な
さ
 れ
る
が
、
苦
痛
は
概
念
の
で
き
ご
と
で
は
な
い
、
 
と
 @
 わ
れ
る
 
ざ
こ
 。
し
か
し
 

な
が
ら
、
経
験
の
現
象
的
，
 原
与
的
 性
格
の
固
有
性
に
 つ
い
て
は
構
成
主
義
者
も
も
と
よ
り
否
定
し
て
は
い
な
 ぃ
 。
構
成
論
者
が
問
題
 

と
し
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
そ
の
ひ
と
り
で
あ
る
 J
.
 ル
ン
 ゾ
 ウ
 の
舌
口
葉
を
借
り
れ
ば
ヨ
所
与
」
が
た
と
え
 経
 験
 の
 一
 要
素
で
あ
っ
た
 

と
し
て
も
、
我
々
は
そ
の
所
与
も
、
ま
た
 ヴ
 ㍉
 
目
 （
の
 
む
、
生
 々
し
く
荒
い
事
実
性
の
エ
レ
メ
ン
ト
も
、
概
念
中
立
的
 な
知
覚
情
報
と
し
て
 獲
 

 
 

ン
 ゾ
ウ
に
よ
れ
ば
、
ア
ル
ス
ト
ン
ら
は
、
非
命
題
的
、
 
半
ば
身
体
的
に
対
象
を
 

見
 や
る
こ
と
 
宙
 0
0
 
巴
と
 、
対
象
を
何
ら
か
の
も
の
と
 し
て
覚
知
す
る
形
で
見
る
こ
と
③
。
 巴
 と
を
混
同
し
て
 お
り
、
後
者
に
つ
い
て
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家
の
言
語
報
告
の
客
観
的
・
対
応
的
真
理
性
が
、
そ
の
 
報
告
と
は
独
立
の
基
準
で
確
立
さ
れ
な
い
限
り
、
結
局
  

 

 
 

l
 文
化
的
な
解
釈
・
概
念
枠
の
遍
在
と
い
う
主
張
に
対
し
 て
 決
定
的
な
反
証
は
な
し
え
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
 
ア
ル
ス
ト
ン
は
、
こ
の
 

 
 

 
 

 
 
 
 

こ
と
を
暗
黙
の
内
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
事
態
 は
 、
基
礎
づ
け
と
正
当
化
の
問
題
に
ア
ル
ス
ト
ン
が
 
移
 る
と
き
に
、
よ
り
鮮
明
 

 
  

 

な
 問
題
と
な
っ
て
表
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
 

ロ
ジ
カ
ル
 な
 性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ル
ス
ト
ン
 
ら
 は
し
ば
し
ば
そ
れ
を
存
在
論
的
還
元
と
誤
っ
て
捉
え
て
 
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
ア
ル
ス
ト
ン
は
、
第
二
の
論
拠
と
し
て
 
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
見
え
る
。
確
か
に
 
神
秘
 家
は
、
 自
ら
の
 

ぬ
 覚
を
伝
統
依
存
的
な
概
念
や
表
現
で
確
定
的
・
対
象
 化
 的
に
記
述
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
比
較
上
」
の
 
デ
 。
 
5
 ロ
 き
笘
ぎ
 ②
意
味
、
 
つ
 

ま
り
地
楡
 や
 ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
 で
あ
っ
て
、
現
出
の
記
述
は
常
に
現
象
記
述
を
底
流
と
 
し
て
い
る
一
掻
 用
 ・
Ⅰ
 い
 

ず
れ
に
せ
よ
ア
ル
ス
ト
ン
に
と
っ
て
は
、
呈
示
と
知
覚
 
そ
の
も
の
は
「
直
接
実
在
論
」
の
意
味
で
の
、
概
念
を
 媒
介
し
な
い
出
来
事
で
 

あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
分
か
り
に
く
く
な
る
の
は
、
 ア
 ル
ス
ト
ン
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
呈
示
と
そ
の
直
接
的
 
知
覚
 宙
 「
 
m
n
 
（
 %
 ぉ
 毬
 

ヱ
 。
已
が
、
ア
ル
ス
ト
ン
の
用
語
に
い
う
「
絶
対
的
 
直
 接
性
 」
 す
汀
 。
 ぎ
 富
三
 ョ
 ま
す
の
し
、
す
な
わ
ち
主
客
 ム
 
ロ
 一
な
い
し
未
分
の
神
謡
 

誠
 で
は
な
く
 
一
 
ア
ル
ス
ト
ン
は
こ
れ
が
実
際
に
起
こ
り
 う
る
こ
と
を
否
定
す
る
、
 N
 
ミ
 ・
）
、
ま
た
未
分
節
な
出
来
 
事
で
も
な
い
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
呈
示
と
そ
の
知
覚
 自
体
が
あ
る
分
節
を
帯
び
て
現
れ
る
こ
と
に
な
り
、
 
ま
 た
そ
の
呈
示
の
対
象
が
 

神
 で
あ
る
と
の
判
断
一
し
か
も
お
そ
ら
く
ミ
ニ
マ
ル
 な
 意
味
で
あ
れ
命
題
的
な
判
断
）
を
含
む
こ
と
に
な
る
と
 
@
 
日
わ
ざ
る
を
え
な
し
、
Ⅰ
。
つ
 

-
i
 

ま
た
ア
ル
ス
ト
ン
の
立
論
の
手
順
に
即
し
て
舌
口
え
ば
、
 ア
ル
ス
ト
ン
は
も
っ
ぱ
ら
神
秘
家
の
言
語
報
告
か
ら
、
 
そ
の
基
に
あ
る
と
さ
れ
 

る
 知
覚
の
、
さ
ら
に
は
神
の
呈
示
の
分
節
を
透
し
見
る
 。
し
か
し
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
う
し
た
記
述
 
主
 義
的
 テ
ク
ス
ト
理
解
の
 

当
 ・
不
当
は
と
り
あ
え
ず
お
く
と
し
て
も
 

@
@
 
 

亜
 
1
 
 

、
 こ
の
 言
伍
旧
 
報
告
 ｜
 知
覚
 ｜
 神
の
自
己
呈
示
の
三
者
の
相
同
性
が
 、
 つ
ま
る
と
こ
ろ
は
神
秘
 



4
 
 宗
教
経
験
と
背
景
信
念
の
間
 題
 

（
 a
 ）
感
覚
知
覚
と
背
景
信
念
 @
 す
で
に
見
た
よ
う
に
、
 ア
ル
ス
ト
ン
が
本
来
目
指
し
て
い
た
の
は
、
宗
教
経
験
 
Ⅱ
神
の
知
覚
に
よ
る
 

「
強
い
」
意
味
で
の
基
礎
づ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
 ア
ル
 ス
ト
ン
の
抱
く
近
代
的
有
神
論
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
 
か
 ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
 自
 

然
な
 志
向
と
舌
口
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
 
論
述
に
お
い
て
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
で
 
は
 不
可
能
で
あ
る
こ
と
 

を
 認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
 

そ
の
理
由
は
や
は
り
上
に
見
た
よ
う
に
、
ア
ル
ス
ト
ン
 が
 基
礎
づ
け
の
起
点
と
し
た
呈
示
 1
 知
覚
の
理
解
に
関
わ
 
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
 

る
 。
ア
ル
ス
ト
ン
は
呈
示
 1
 知
覚
を
非
概
念
的
な
出
来
事
 と
す
る
。
と
こ
ろ
が
分
節
性
あ
る
神
に
つ
い
て
の
諸
ム
 叩
頭
 き
 、
推
論
を
排
除
し
 

「
直
接
」
に
知
覚
に
よ
り
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
 す
 で
に
述
べ
た
よ
う
に
呈
示
が
神
の
そ
れ
で
あ
る
と
の
 同
 （
 
疋
 を
は
じ
め
と
す
る
 分
 

節
 性
を
呈
示
・
知
覚
に
持
ち
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
う
 し
て
ア
ル
ス
ト
ン
は
当
然
な
が
ら
、
知
覚
に
お
け
る
 背
 景
 知
識
や
先
行
解
釈
の
 

問
題
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
 
ア
ル
 ス
ト
ン
は
ま
ず
、
感
覚
知
覚
に
お
け
る
背
景
知
や
背
景
 信
念
の
問
題
を
論
じ
、
 

そ
の
後
に
そ
れ
を
「
神
の
知
覚
」
へ
と
適
用
し
て
ゆ
く
 
 
 

こ
こ
で
ア
ル
ス
ト
ン
が
ま
ず
立
て
た
問
は
、
「
知
覚
信
念
 」
一
般
が
そ
も
そ
も
ど
れ
ほ
ど
正
当
化
し
 ぅ
 る
も
の
か
 、
そ
し
て
知
覚
信
念
 

が
 他
の
信
念
を
ど
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
る
か
、
と
い
う
 
間
 で
あ
る
。
「
知
覚
信
念
」
 宙
浅
 R
 宮
 月
日
す
の
 
コ
 の
（
）
 

と
は
 、
ア
ル
ス
ト
ン
に
よ
れ
 

ば
 知
覚
の
対
象
に
つ
い
て
の
信
念
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
 
あ
る
対
象
に
つ
い
て
の
主
体
の
知
覚
経
験
に
 、
 少
な
く
 と
も
部
分
的
に
基
づ
い
 

て
い
る
子
の
す
が
の
の
 

巨
 。
 こ
 」
（
～
～
㍉
こ
の
場
合
の
「
知
覚
 

経
験
」
と
は
、
前
章
で
見
た
「
呈
示
の
覚
知
」
③
 毛
 a
r
 
の
 コ
 の
の
の
 

0
 片
口
Ⅱ
の
の
の
 

コ
庁
ゆ
甘
 

0
 コ
 ）
 

を
 表
し
て
い
る
。
知
覚
信
念
は
「
ま
た
他
の
信
念
に
基
 
づ
く
こ
と
も
あ
り
う
る
」
が
、
そ
の
場
合
も
こ
の
他
の
 信
念
は
「
経
験
的
基
礎
 

を
 充
実
す
る
 
ぎ
目
 。
 仁
 （
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
礎
に
お
 い
て
あ
る
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
独
立
 し
た
何
ら
か
の
基
礎
を
 

(282) 12 
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提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
い
」
 宙
荘
し
 
。
し
た
が
 っ
て
、
「
私
が
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
意
味
で
の
知
覚
 信
念
で
あ
る
た
め
に
は
、
 

信
念
は
知
覚
的
呈
示
か
ら
直
接
に
発
す
る
も
の
で
な
け
 
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
…
…
他
の
信
念
が
そ
 う
し
 た
 信
念
の
発
生
を
容
易
 

た
ら
し
め
る
と
は
舌
口
え
る
が
」
 
尖
巴
 。
 

さ
て
、
知
覚
信
念
の
正
当
化
に
は
、
「
非
媒
介
的
」
 宙
ヨ
 ヨ
 0
 日
目
の
）
な
そ
れ
と
「
媒
介
的
」
（
 
ヨ
 0
 日
目
の
）
そ
れ
 
が
あ
る
。
前
者
を
 ア
 

「
 
X
 が
め
で
あ
る
と
の
私
の
信
念
が
 、
 少
な
く
と
も
部
 公
的
に
 、
 X
 が
私
の
経
験
に
め
 

ル
ス
ト
ン
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。
 

と
 現
れ
る
（
あ
る
い
は
そ
 う
 私
に
思
わ
れ
る
）
経
験
に
 基
づ
く
と
き
、
そ
の
経
験
は
そ
の
信
念
の
正
当
化
に
寄
 
与
す
る
 
ず
 0
 コ
 下
日
黒
③
」
 

（
「
の
）
。
「
純
粋
に
非
媒
介
的
に
正
当
化
さ
れ
る
知
覚
信
念
 

」
、
す
な
わ
ち
知
覚
経
験
以
外
の
 、
 他
の
信
念
を
基
礎
 と
し
な
い
信
念
に
と
っ
 

て
は
、
こ
の
寄
与
は
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
当
座
の
正
当
 化
を
供
給
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ア
ル
ス
 
ト
ン
も
 、
 多
く
の
知
覚
 

信
念
が
「
純
粋
」
で
は
あ
り
え
ず
、
他
の
信
念
に
よ
る
 媒
介
的
正
当
化
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
 
も
そ
も
ア
ル
ス
ト
ン
は
 、
 

呈
示
の
覚
知
を
含
む
こ
と
を
知
覚
の
定
義
の
一
部
と
し
 
て
い
る
。
従
っ
て
、
ア
ル
ス
ト
ン
に
と
っ
て
は
、
知
覚
 
信
念
の
媒
介
性
を
見
極
 

め
る
こ
と
よ
り
も
逆
に
 、
 「
い
か
な
る
知
覚
信
念
も
純
 枠
 に
媒
介
的
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
 @
 
サ
 @
 
し
と
い
う
こ
と
を
強
調
 

が
、
 「
し
か
し
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
だ
か
ら
 

す
る
こ
と
が
第
一
に
肝
要
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
「
経
験
 と

い
っ
て
経
験
の
中
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
「
読
み
 

そ
の
も
の
の
中
に
真
偽
を
見
分
け
る
に
十
分
な
も
の
は
 
な
 い
 」
か
も
し
れ
な
い
 

取
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
 

形
成
さ
れ
る
信
念
が
 、
 正
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
暫
定
 的
に
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
は
し
な
い
、
 
と
 い
う
点
で
あ
る
」
（
の
 
c
 
）
。
 

こ
の
よ
う
に
ア
ル
ス
ト
ン
に
あ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
 場
合
で
あ
れ
、
知
覚
信
念
に
は
直
証
的
・
明
証
的
部
分
 
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
し
 

て
そ
の
限
り
で
当
座
の
信
癌
性
を
付
与
す
べ
き
も
の
で
 あ
る
こ
と
が
、
定
立
的
に
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
 
 

と
こ
ろ
が
同
じ
事
態
は
逆
に
、
ア
ル
ス
ト
ン
の
こ
と
ば
 で
 言
え
ば
、
「
知
覚
信
念
の
通
常
の
正
当
化
は
い
ず
れ
も
 暫
定
的
な
も
の
に
す
   



（
 
b
 ）
神
の
知
覚
信
念
と
正
当
化
 一
 ア
ル
ス
ト
ン
は
 、
宗
 教

 経
験
を
も
っ
ぱ
ら
知
覚
的
な
も
の
と
し
て
主
題
化
し
 、

感
覚
知
覚
と
並
行
 

に
 予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
ル
ス
ト
ン
 は

こ
の
結
論
を
さ
ら
に
、
神
の
知
覚
に
「
適
用
」
し
よ
 

ぅ
 と
す
る
。
 

も
 討
議
の
対
象
と
な
り
 ぅ
 る
と
い
う
意
味
で
可
 謬
 的
で
 あ

り
、
完
全
な
正
当
化
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
 
ア
ル
 ス

ト
ン
は
認
め
る
。
 
問
 

題
 と
な
り
つ
る
の
は
結
局
、
終
極
的
正
当
化
で
は
な
く
 、

「
理
性
が
受
け
入
れ
る
に
十
分
な
程
度
の
正
当
化
」
 の

 Ⅰ
）
で
あ
 
ラ
ハ
 

@
L
 

と
こ
 
@
r
@
 

ル
ス
 卜
 
@
 1
 

 
 

ン
は
 舌
口
 
う
 。
こ
の
よ
う
に
譲
歩
し
た
つ
え
で
ア
ル
ス
ト
 ン

は
 、
知
覚
信
念
の
正
当
化
に
お
け
る
経
験
と
背
景
情
 

念
 T
 

「
信
念
的
基
盤
」
 

口
 0
 Ⅹ
㏄
の
（
 

@
n
 
㎎
「
 

o
c
 

邑
 ③
と
の
兼
ね
 ム
ロ
 
い
を
、
感
覚
知
覚
 に

お
け
る
 諸
 例
を
通
じ
て
詳
細
に
検
討
す
る
（
の
Ⅰ
・
 芭
 。
 知

覚
と
正
当
化
を
め
ぐ
 

一
 
%
-
 

る
そ
の
論
議
の
妥
当
性
は
、
知
覚
の
認
識
論
の
紛
糾
 し
 た

 議
論
の
文
脈
で
評
価
・
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

し
か
し
そ
も
そ
も
 ア
ル
 

ス
ト
ン
が
呈
示
の
覚
知
Ⅱ
経
験
と
信
念
と
い
う
二
つ
の
 基

礎
を
定
立
的
に
分
け
て
い
る
以
上
、
ま
た
呈
示
に
よ
 

る
 直
接
的
正
当
化
に
お
 

い
て
自
ら
の
神
学
的
基
礎
を
確
保
し
よ
う
と
の
動
機
が
 あ

る
以
上
、
ア
ル
ス
ト
ン
が
ま
ず
は
背
景
信
念
の
機
能
 を

 制
限
し
、
「
純
粋
に
非
 

媒
介
的
に
正
当
化
さ
れ
る
知
覚
信
念
」
が
「
著
し
く
 広
 い

 範
囲
に
及
ぶ
」
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
結
論
に
至
 る

一
 9
3
 
）
こ
と
も
、
十
分
 

 
 

強
調
し
な
が
ら
も
、
「
強
い
」
意
味
で
の
自
己
立
証
的
・
 

自
己
正
当
化
的
経
験
の
存
在
を
認
め
な
い
 
お
 0
 ）
。
従
っ
 

て
ど
の
よ
う
な
正
当
化
 

ぎ
な
い
」
で
き
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
ア
ル
ス
 

ト
ン
は
い
か
な
る
直
接
的
正
当
化
も
、
潜
在
的
に
「
 

反
証
要
因
」
（
「
の
 
F
c
 
（
（
の
「
）
 

や
 「
 
鍛
 撮
要
因
」
 
ざ
註
轄
ョ
ぎ
宰
 
）
を
持
つ
こ
と
を
認
め
 

る
 。
ま
し
て
媒
介
的
正
当
化
の
暫
定
性
は
も
と
よ
り
 
明
 か

で
あ
る
。
結
局
ア
ル
 

ス
ト
ン
は
、
知
覚
信
念
の
査
定
の
背
景
を
な
し
、
あ
る
 

い
は
知
覚
信
念
の
生
成
の
基
礎
㊧
 窃
 ③
の
一
部
と
も
 な

る
も
の
と
し
て
、
「
上
目
 

景
知
 」
㊧
 餓
ア
隅
 o
u
 
コ
 %
 
 
ア
コ
 
0
 目
の
口
㎎
③
や
「
背
景
情
 

念
 シ
ス
テ
ム
」
㊧
 ど
ア
隅
 o
c
 注
 す
の
 
ヱ
 の
 ヰ
 の
 
ゼ
 の
（
の
 

ヨ
 ・
こ
れ
 が

 知
覚
信
念
を
反
証
す
 

る
 場
合
に
は
「
無
効
化
シ
ス
テ
ム
（
 0
 お
目
 日
轄
の
ゼ
 の
（
の
 

ヨ
 ）

」
と
も
呼
ぼ
れ
る
）
の
果
た
す
役
割
を
認
め
ざ
る
を
 ，
 

ぇ
 な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
な
る
と
問
題
は
、
知
覚
信
念
の
正
当
性
を
ど
こ
ま
 で

 認
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
は
 
、
 対

象
の
自
己
呈
示
を
 

  



宗教経験と宗教の「基礎づけ 主義」の問題 

る
に
至
る
 
6
 巴
 。
か
く
し
て
ア
ル
ス
ト
ン
は
、
宗
教
 伝
 統
や
文
化
に
根
ざ
す
背
景
信
念
を
も
含
ん
だ
ひ
と
っ
の
 
「
実
践
」
シ
ス
テ
ム
 
と
 

し
て
、
宗
教
的
信
念
形
成
を
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
を
余
儀
 
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

  

的
 ，
相
同
的
に
と
ら
え
る
同
位
論
ず
 い
 （
 -
 
（
 
せ
 （
 
ア
の
 
0
 （
し
の
 立
場
に
立
つ
。
従
っ
て
神
の
知
覚
信
念
（
上
述
の
「
 M
 信
念
」
）
に
つ
い
て
も
、
 

非
媒
介
的
正
当
化
と
媒
介
的
な
そ
れ
と
の
兼
ね
合
 
い
は
 い
 か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
 
ア
ル
ス
ト
ン
は
感
覚
知
 

覚
の
場
合
と
同
様
に
 、
 神
の
呈
示
の
経
験
を
神
経
験
の
 中
核
と
し
、
直
接
的
正
当
化
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
 
と
に
な
る
。
と
は
い
え
 

結
局
ア
ル
ス
ト
ン
も
、
 
神
 知
覚
が
感
覚
知
覚
以
上
に
背
 旦
 示
 信
念
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
 
を
 認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
 

例
え
ば
ア
ル
ス
ト
ン
は
、
 

M
 信
念
で
神
に
帰
さ
れ
て
い
 た
 内
容
は
経
験
で
呈
示
さ
れ
た
も
の
を
超
え
て
お
り
、
 
背
景
信
念
に
基
づ
く
も
 

の
で
あ
る
と
か
 宮
 Ⅰ
あ
る
い
は
我
々
は
神
を
経
験
の
 
み
に
よ
っ
て
同
定
 し
 、
経
験
の
み
か
ら
読
み
と
る
こ
と
 は
で
き
ず
、
む
し
ろ
 経
 

験
 に
読
み
込
ん
で
 い
 る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
 3
 巴
 と
い
っ
た
反
対
意
見
を
想
定
し
、
こ
れ
に
答
え
る
べ
 
く
 試
み
て
い
る
。
前
者
 

の
 問
い
に
対
し
て
は
、
神
が
ど
こ
ま
で
経
験
的
に
現
れ
 る
か
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
言
い
え
ず
、
経
験
そ
の
も
の
 よ
り
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
、
 

と
 ア
ル
ス
ト
ン
は
舌
口
 う
 6
 巴
 。
と
こ
ろ
が
後
者
の
問
い
 ほ
 つ
い
て
は
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
結
局
の
と
こ
ろ
十
分
に
 は
 答
え
え
な
い
。
前
節
 

で
、
知
覚
信
念
が
知
覚
経
験
ょ
り
「
直
接
に
発
す
る
」
 あ
る
い
は
「
読
み
と
ら
れ
る
」
こ
と
、
ま
た
こ
の
意
味
 
で
 経
験
は
信
念
形
成
に
 

「
貢
献
」
す
る
と
の
ア
ル
ス
ト
ン
の
こ
と
ば
を
見
た
。
 ア
 ル
ス
ト
ン
は
、
こ
れ
ら
が
い
か
に
な
さ
れ
る
か
、
 そ
 れ
が
本
当
に
概
念
や
先
 

付
 す
る
信
念
と
別
の
レ
ベ
ル
の
で
き
ご
と
で
あ
る
か
を
 、
 証
 示
し
え
な
い
。
こ
う
し
て
ア
ル
ス
ト
ン
自
身
も
 、
 （
神
を
神
と
覚
知
す
る
）
 

同
定
そ
の
も
の
の
基
礎
と
い
う
よ
り
同
定
を
支
持
（
の
 し
 口
ロ
 
0
 （
（
）
す
る
要
因
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
（
の
～
）
 、
神
 の
 知
覚
、
こ
と
に
キ
リ
 

ス
ト
 教
 的
な
そ
れ
が
陰
に
陽
に
「
背
景
と
な
る
信
念
 シ
 ス
テ
ム
へ
の
重
い
依
存
 
宮
 S
 せ
ギ
 （
の
 
コ
い
 
お
⑨
」
に
立
脚
 し
て
い
る
こ
と
を
認
め
 



5
 
 信
念
的
実
践
の
概
念
 

（
 
a
 ）
信
念
的
実
践
と
真
理
性
 @
 ア
ル
ス
ト
ン
が
直
面
し
 た
の
は
、
経
験
と
経
験
的
信
念
の
直
接
性
が
、
そ
れ
に
 
先
行
す
る
、
あ
る
 ぃ
 

は
そ
の
正
当
化
に
供
さ
れ
る
背
景
信
念
に
よ
り
い
わ
 ぼ
 深
く
侵
食
さ
れ
て
い
る
事
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
す
な
 
わ
ち
知
覚
信
念
の
正
当
 

化
も
、
あ
る
い
は
知
覚
信
念
に
よ
る
他
の
信
念
の
正
当
 化
も
、
と
も
に
免
れ
が
た
い
循
環
性
を
帯
び
て
い
る
と
 い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

こ
の
事
態
を
受
け
た
ア
ル
ス
ト
ン
の
次
の
差
し
手
は
 
、
 や
は
り
同
位
論
の
視
点
か
ら
、
宗
教
経
験
に
よ
る
信
念
 
を
 擁
護
す
る
こ
と
で
あ
 

っ
た
 。
ア
ル
ス
ト
ン
自
身
が
「
迂
遠
な
」
（
 
o
F
 
目
ロ
口
の
）
 

ア
 プ
ロ
ー
チ
 と
 呼
ぶ
こ
の
論
証
の
手
順
は
次
の
よ
う
な
も
 
の
で
あ
る
。
 1
1
 多
 -
 
く
 

0
 人
間
が
、
神
秘
経
験
な
ど
の
宗
教
的
知
覚
が
信
頼
で
 き
ぬ
一
方
で
、
感
覚
知
覚
は
信
頼
で
き
る
こ
と
を
 証
示
 し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
 

し
か
し
実
際
に
は
、
非
循
環
的
に
、
す
な
わ
ち
感
覚
知
 
覚
 と
そ
れ
に
基
づ
く
信
念
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
を
用
い
 る
こ
と
な
し
に
、
感
覚
 

知
覚
の
信
頼
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
 は
 、
内
省
、
記
憶
、
論
証
的
思
惟
な
ど
の
実
践
も
共
有
 す
る
循
環
性
で
あ
っ
て
 、
 

宗
教
的
知
覚
実
践
の
み
が
抱
え
る
難
点
で
は
な
い
（
 P
o
N
 

目
 ・
）
。
つ
ま
り
宗
教
的
知
覚
信
念
に
競
合
し
、
通
常
は
疑
 
い
な
く
情
想
さ
れ
て
い
 

る
 感
覚
的
知
覚
信
念
の
基
礎
に
潜
む
循
環
を
こ
の
よ
う
 
に
 指
摘
し
つ
つ
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
こ
こ
で
も
否
定
的
 
護
 教
諭
に
よ
っ
て
 、
 神
の
 

知
覚
信
念
の
正
当
性
の
場
を
消
極
的
に
確
保
し
よ
う
と
 
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
元
来
の
関
心
か
ら
し
て
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
 
こ
 ぅ
 し
た
消
極
的
な
護
教
論
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な
  
 

ン
 に
は
、
実
践
が
「
真
理
を
増
進
す
る
」
ミ
目
（
 

ゴ
 ，
 
c
o
 

コ
ロ
 

口
 
の
ぎ
 
③
、
す
な
わ
ち
真
な
る
信
念
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
 る
か
、
「
信
頼
で
き
る
」
 

（
「
の
 

守
巨
の
 ）
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
関
心
が
終
始
 あ
 る
宜
 0
2
 

㍉
こ
こ
で
ア
ル
ス
ト
ン
が
導
入
し
た
の
が
、
「
 

信
念
的
実
践
」
の
概
念
 

で
あ
る
。
 

（
 
b
 ）
信
念
的
実
践
と
そ
の
正
当
化
 @
 
非
循
環
的
正
当
化
 の
 不
可
能
性
を
前
に
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
二
つ
の
選
択
肢
 を
 想
定
す
る
。
ひ
と
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宗教経験と宗教 

践 け っ 

を 、 と 

、 ま も 

新 た 理 
た 知 恵 
な 覚 的 
正 に な 
目 深 直 

化 く 接 

の浸的 単 透か 
位 し つ 

と て 直 
せ い 線 
ざ る 的 
る 育 む   
な や づ 

く 背 け 
な 景 ） 

っ た倉本 信の 
の と 可 

であ さ @  ム ，性 目 : 
る ら に 

。 に 直 

そ 面 
う し 

し た 
た ア 

信か や ス 

知 ト 

と ン 

  
つ 知 
い 覚 
ブと @ こ 

先行 行為 

な し 
も て 
含 そ 

め れ 
た な 
生 条 
0 件 
実 づ 

  

つ
は
、
正
当
化
の
理
念
を
真
理
性
の
問
題
と
全
く
切
り
 離
す
立
場
で
あ
り
、
他
方
は
「
タ
フ
な
や
り
方
」
 
宙
 o
E
 客
ぎ
 コ
し
 、
す
な
 む
 ち
 

確
立
さ
れ
た
所
与
の
実
践
が
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
る
 
こ
と
を
「
基
盤
を
な
す
確
信
」
Ⅰ
。
 卸
 す
。
 
ま
 。
 ヨ
 n
o
 
コ
丘
 
の
 （
 
-
0
 
コ
 ）
と
し
、
循
環
を
 

お
そ
れ
ず
実
践
に
身
を
投
じ
る
立
場
で
あ
る
 
宙
 4
8
f
.
 

一
 
。
 ア
ル
ス
ト
ン
は
、
前
者
に
対
し
て
は
や
は
り
真
理
の
間
 題
を
排
除
し
え
な
い
こ
 

と
か
ら
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
自
ら
の
立
場
に
近
い
 
と
し
な
が
ら
も
、
や
は
り
実
践
を
ま
っ
た
く
無
批
判
に
 受
け
取
る
立
場
は
承
認
 

し
え
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
線
を
画
そ
う
と
す
 
る
 
（
）
 

m
o
 

一
 
。
こ
う
し
て
ア
ル
ス
ト
ン
が
選
択
し
た
の
が
 、
「
認
識
論
へ
の
「
信
念
 

的
 実
践
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
で
あ
る
。
 

 
 

ア
ル
ス
ト
ン
の
言
う
「
信
念
的
実
践
」
 ざ
 。
Ⅹ
 
ゅ
 ㌢
 T
 で
（
 
ゅ
 
の
 （
一
の
③
な
い
し
「
信
念
形
成
実
践
」
㊧
生
音
 
l
h
o
 

「
 
ヨ
ぎ
 帳
で
 
Ⅱ
 
p
n
 
（
 
T
 ③
と
は
、
 

「
あ
る
「
イ
ン
プ
ッ
ト
し
に
あ
る
仕
方
で
関
係
づ
け
る
 れ
た
「
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
と
し
て
何
ら
か
の
信
念
を
産
 
出
す
る
よ
う
な
、
傾
向
 

性
や
慣
習
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
シ
ス
テ
ム
な
い
し
布
置
」
 
（
）
 

m
u
 

）
を
意
味
す
る
。
や
は
り
実
践
の
あ
る
ま
と
ま
り
を
 

直
感
的
・
限
界
的
に
表
 

し
た
「
尖
形
式
」
や
「
 @
=
 

ロ
ま
 
叩
 
ゲ
ー
ム
」
の
概
念
な
ど
と
 同
様
、
こ
の
概
念
も
あ
る
種
の
暖
 昧
 さ
る
は
ら
ん
で
い
 る
が
、
二
つ
の
こ
と
が
 

の
こ
の
概
念
に
は
読
み
取
れ
よ
う
。
第
一
に
何
ら
か
 

寄
 

の
 イ
ン
プ
ッ
ト
（
例
え
ば
感
覚
知
覚
）
か
ら
、
最
終
的
 
に
そ
れ
に
応
じ
た
信
念
が
 ア
 

 
 

 
 

は
 、
な
お
明
確
に
知
覚
経
験
か
ら
の
あ
る
種
の
「
直
線
 的
 」
ヨ
コ
の
 
銭
 ）
基
礎
づ
け
 関
 

 
 

ぬ
 
係
の
枠
組
み
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
第
二
に
こ
 
の
 概
念
は
、
こ
れ
と
相
反
す
る
全
体
論
・
整
合
論
的
 
枠
 組
み
と
い
う
特
徴
を
も
帯
び
 

僅
 
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
 前
 概
念
的
知
覚
を
取
 
り
だ
し
、
そ
れ
を
信
念
と
照
合
し
て
そ
の
真
理
性
を
基
 礎
 づ
け
る
こ
と
ら
ま
り
も
 

 
 

 
 



こ
う
し
た
ジ
 ン
 

念
 的
実
践
が
、
一
、
 シ

 マ
の
中
で
ア
ル
ス
ト
ン
は
、
上
述
の
理
性
性
が
あ
る
 種
の
正
当
性
を
持
ち
う
る
条
件
を
探
る
。
そ
し
て
、
 
あ
 6
 倍
 

社
会
的
に
十
全
に
確
立
さ
れ
て
い
る
（
の
の
（
が
す
打
ア
 

の
 
㊥
 こ
 と
、
ニ
 、
決
定
的
に
そ
れ
を
無
効
と
す
る
も
の
（
 0
 づ
の
 
q
q
@
 

宙
の
 
Ⅰ
）
 

え
 方
を
放
棄
し
え
な
い
で
い
る
と
も
 

@
 
ミ
ロ
え
よ
う
 

一
 
6
-
0
 

宗
教
的
知
覚
信
念
を
産
出
す
る
信
念
的
実
践
の
正
当
化
 
手
順
は
、
ほ
ぼ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
感
 
覚
 的
知
覚
信
念
と
宗
 

教
 的
知
覚
信
念
の
否
定
的
同
位
性
は
、
こ
の
論
証
の
第
 
一
段
階
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
は
と
も
に
「
非
循
環
 的
 」
 な
 正
当
化
が
 、
ひ
 

い
て
は
 ェ
 ク
ス
タ
ー
ナ
ル
 な
 
（
実
践
の
外
部
の
ア
ル
キ
 メ
デ
ス
 の
点
に
立
っ
た
）
無
条
件
な
基
礎
づ
け
が
不
可
 能
 で
あ
る
点
で
同
等
で
 

あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
に
我
々
は
感
覚
的
知
覚
の
信
念
的
 実
践
に
コ
ミ
ッ
ト
 し
 、
そ
れ
を
理
性
に
か
な
っ
た
こ
と
 と
 考
え
、
ま
た
支
障
な
 

き
 生
を
生
き
て
い
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
理
性
性
を
 
、
 あ
る
仕
方
で
正
当
化
へ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
予
想
し
 
う
る
し
、
ま
た
こ
の
 理
 

性
 性
の
条
件
に
叶
う
な
ら
ば
、
宗
教
的
信
念
実
践
も
何
 
ほ
ど
か
正
当
化
し
 ぅ
 る
こ
と
と
な
ろ
 う
 。
そ
の
際
、
 ウ
 ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
 

の
 舌
口
語
ゲ
ー
ム
論
と
自
己
の
立
場
と
の
差
異
と
し
て
、
 ア
ル
ス
ト
ン
は
次
の
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
 む
 ち
ウ
ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
 

よ
る
と
、
個
々
の
 @
 語
ゲ
ー
ム
や
生
活
世
界
に
固
有
の
 自
明
な
、
不
可
疑
の
命
題
の
真
理
は
 、
 個
々
の
言
語
 ゲ
 １
ム
や
生
形
式
の
中
で
 

の
み
妥
当
し
、
そ
れ
を
超
え
て
真
偽
を
問
 う
 こ
と
は
 意
 味
 を
な
さ
ず
、
ま
た
各
々
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
や
生
形
式
 総
 体
 の
 信
瓶
 性
を
問
う
こ
 

と
に
も
意
味
は
な
い
。
一
方
ア
ル
ス
ト
ン
は
 、
 確
か
に
 実
践
の
外
に
出
て
そ
の
実
践
を
「
よ
り
深
く
よ
り
客
観
 
的
な
立
場
か
ら
」
批
評
 

す
る
こ
と
は
「
我
々
の
認
識
状
況
が
こ
れ
を
許
さ
な
い
 」
こ
と
を
認
め
る
も
の
の
、
や
は
り
実
践
の
内
的
批
判
 
は
 可
能
で
あ
り
、
ま
た
 

特
定
の
実
践
の
絶
対
化
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
 す
る
（
 

P
m
c
 

）
。
さ
ら
に
ア
ル
ス
ト
ン
は
、
外
的
基
礎
づ
け
 

の
 不
可
能
性
と
は
関
係
 

な
く
、
諸
実
践
は
ひ
と
っ
の
実
在
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
 関
 わ
っ
て
い
る
、
と
の
実
在
論
の
立
場
を
堅
持
す
る
 
コ
 ま
 ㌔
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
 

タ
イ
ン
が
い
わ
ゆ
る
「
根
拠
な
き
信
念
」
の
立
場
に
立
 
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
や
は
り
実
践
の
実
 在
 論
的
根
拠
と
い
う
 考
   

  



四
 

考
察
 

問
題
 

 
 

 
 

践
の
概
念
自
体
も
、
ま
た
こ
の
概
念
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
 教
の
弁
証
に
つ
い
て
も
、
 議
 

 
 
 
 

綴
 
論
の
余
地
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
そ
の
検
討
は
と
 
う
て
い
本
論
の
紙
幅
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
 
し
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
の
関
 

僅
心
は
 、
ア
ル
ス
ト
ン
の
弁
証
論
そ
の
も
の
の
岩
木
口
 ほ
 で
は
な
く
、
ア
ル
ス
ト
ン
の
論
証
の
転
変
が
今
日
の
 宗
教
論
と
い
う
文
脈
で
何
を
 

 
 

%
 
 意
味
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
 

 
 

 
 

一
連
の
両
極
性
と
そ
の
帰
結
と
を
、
こ
こ
で
列
挙
し
て
 み
よ
う
。
ま
ず
ア
ル
ス
ト
ン
 

%
 
 は
 、
「
直
接
的
（
 
口
 
@
 の
（
）
」
（
つ
ま
り
推
論
を
さ
し
 

は
さ
ま
ぬ
、
呈
示
 l
 
知
覚
に
よ
る
）
か
つ
「
直
線
的
 細
コ
 の
の
 
エ
 」
（
呈
示
 1
 知
覚
と
い
う
   

が
 存
在
し
な
い
こ
と
、
三
、
重
要
な
自
己
 1
 支
持
基
盤
 
㌃
 凹
 （
 
1
 の
口
ロ
 

口
 0
 「
（
）
を
も
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
 
牡
 仕
入
元
曲
Ⅱ
 

に
 機
能
し
て
お
り
十
全
な
 

成
果
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
、
の
三
者
を
そ
う
し
た
条
件
 と
し
て
挙
げ
る
。
ア
ル
ス
ト
ン
に
 よ
 れ
ば
、
あ
る
実
践
 が
こ
れ
を
満
た
す
場
合
、
 

そ
の
実
践
と
そ
れ
が
生
み
出
す
信
念
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
 
こ
と
は
、
一
応
の
正
当
性
と
、
「
実
践
的
理
性
性
」
 

ず
 「
 
の
の
ヰ
守
田
Ⅰ
の
ま
 

0
 コ
 %
 ヰ
し
 

を
も
つ
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
）
の
ま
 
.
 
）
。
 

こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
上
で
ア
ル
ス
ト
ン
は
、
キ
リ
 
ス
ト
教
の
、
こ
と
に
神
秘
主
義
的
伝
統
を
例
に
と
り
、
 そ
れ
を
や
は
り
ひ
と
 

つ
の
複
合
的
実
践
と
と
ら
え
 宇
 キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
 知
 覚
 信
念
実
践
 お
 草
田
守
 コ
日
礒
 （
 
@
n
 
日
 ㌧
の
「
の
の
 

口
 （
目
ヒ
 

0
0
 

Ⅹ
ゆ
 
り
ゴ
 
の
㌧
Ⅰ
ゆ
 
り
 （
㍉
の
）
」
）
 

、
 

こ
れ
が
上
記
の
三
条
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
詳
し
 く
 論
証
す
る
 コ
 ㌍
 -
2
5
0
 

㌔
こ
う
し
て
ア
ル
ス
ト
ン
は
 
、
 キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
 

経
験
に
 よ
 る
信
念
形
成
実
践
が
感
覚
知
覚
の
信
念
形
成
 実
践
に
比
肩
し
う
る
よ
う
な
実
践
的
理
性
性
と
暫
定
的
 
正
当
性
を
も
ち
、
宗
教
 

の
 多
元
性
と
い
う
状
況
の
な
か
で
も
十
分
に
コ
ミ
ッ
ト
 
に
価
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
ら
の
結
論
と
す
る
の
で
 あ
る
。
 



小
 単
位
を
基
礎
と
し
信
念
命
題
へ
と
ま
っ
す
ぐ
に
至
る
 
）
基
礎
づ
け
を
志
向
し
て
い
た
。
し
か
し
、
最
小
限
の
 
神
 知
覚
と
知
覚
命
題
か
 

ら
の
宗
教
の
基
礎
づ
け
と
い
う
理
念
が
出
会
っ
た
困
難
 
の
ゆ
え
に
、
ア
ル
ス
ト
ン
は
つ
い
に
宗
教
的
生
の
実
践
 全
体
を
最
初
か
ら
前
提
 

と
す
る
「
全
体
論
」
的
枠
組
み
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
 余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
知
覚
や
経
験
と
信
 
念
 と
の
区
別
自
体
が
 、
 

結
局
の
と
こ
ろ
理
論
や
信
念
シ
ス
テ
ム
に
内
属
す
る
 
相
 射
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
 
ま
 た
 
「
エ
ク
ス
タ
ー
ナ
ル
 

ず
パ
 （
の
「
 

烹
巴
 」
 な
 、
す
な
わ
ち
そ
の
信
念
体
系
の
外
部
に
 0
 通
用
す
る
基
準
に
よ
る
、
ま
た
実
践
と
は
独
立
の
 
真
理
概
念
に
よ
る
基
礎
 

-
 
Ⅱ
 -
 

づ
け
を
目
指
し
な
が
ら
、
結
局
ア
ル
ス
ト
ン
は
実
践
 
内
 在
 的
な
正
当
化
と
基
礎
づ
け
の
域
を
超
え
る
こ
と
は
で
 
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
 

実
在
論
の
ス
タ
ン
ス
を
常
に
強
調
し
な
が
ら
も
、
ア
ル
 
ス
ト
ン
は
そ
の
実
在
論
そ
の
も
の
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
 が
で
き
ず
、
現
象
論
と
 

要
請
に
と
ど
ま
る
実
在
論
と
の
間
で
 暖
味
 な
立
場
を
取
 り
 続
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
 
真
理
性
の
経
験
的
な
基
 

礎
 づ
け
と
い
う
元
来
の
関
心
は
、
宗
教
実
践
の
還
元
 
し
 え
な
い
複
数
性
を
前
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
実
践
的
 
理
 性
性
 」
と
い
う
消
極
的
 

な
 正
当
化
に
帰
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
経
緯
に
よ
っ
て
、
「
無
条
件
的
 
ざ
 コ
ロ
 
仁
 ㏄
 コ
 カ
の
 
巴
 」
 な
 基
礎
づ
け
と
い
う
本
来
の
意
図
は
実
現
し
え
ず
、
 
結
局
ア
ル
ス
ト
ン
は
 

実
践
の
循
環
に
身
を
投
じ
っ
 っ
 そ
の
「
当
座
の
ず
 ュ
ョ
 ㏄
や
色
③
」
正
当
性
を
主
張
す
る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
 え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
 

宗
教
、
就
中
キ
リ
ス
ト
教
的
実
践
の
「
実
在
に
対
応
し
 た
 真
理
性
」
と
い
う
こ
と
も
、
「
有
罪
性
が
証
明
さ
れ
る
 ま
で
は
無
罪
 ヨ
日
 o
c
 
の
 耳
 

仁
コ
 
（
二
月
 

0
4
 

目
の
仁
安
 

さ
 」
と
い
う
改
革
派
認
識
論
の
常
 套
句
 の
言
 う
 意
味
で
、
暫
定
的
に
確
保
さ
れ
た
に
す
ぎ
 
な
か
っ
た
。
し
か
し
 暫
 

-
 
憾
一
 

定
 的
基
礎
づ
け
な
る
も
の
が
そ
も
そ
も
「
基
礎
づ
け
」
 
0
 名
に
価
す
る
か
ど
う
か
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
 
。
結
局
の
と
こ
ろ
あ
る
 

宗
教
実
践
を
暫
定
的
に
せ
よ
正
当
と
見
る
か
否
か
は
、
 
中
立
的
な
判
断
で
決
定
し
う
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
 
自
身
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
 

の
 一
環
な
の
で
あ
る
。
 

  



ア
ル
ス
ト
ン
の
議
論
の
推
移
は
、
今
日
の
宗
教
哲
学
の
 
一
部
で
見
ら
れ
る
論
争
状
況
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
 見
る
と
、
よ
り
把
握
 

し
や
す
い
。
な
ぜ
な
ら
外
な
ら
ぬ
宗
教
経
験
、
基
礎
 
づ
 け
 主
義
、
真
理
性
、
実
在
論
な
ど
の
含
意
す
る
問
題
が
 
複
雑
に
絡
み
 ム
ロ
 
う
こ
と
 

に
よ
り
、
そ
う
し
た
論
争
状
況
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
い
 
る
力
ら
 

コ
 
て
あ
る
 

@
 
 一
 
9
-
1
 
 

。
 こ
の
論
争
に
は
い
く
つ
か
の
対
立
 軸
 が
 考
え
う
る
が
、
仮
に
 

基
礎
づ
け
主
義
へ
の
考
え
方
を
軸
に
整
理
す
る
な
ら
ば
 
、
古
典
的
（
強
 い
 一
基
礎
づ
け
主
義
、
穏
健
な
（
弱
 い
 一
基
礎
づ
け
主
義
、
 そ
 

し
て
 反
 基
礎
づ
け
主
義
（
 う
 ち
、
実
在
論
を
容
認
す
る
 場
合
と
容
認
し
な
い
場
合
と
の
二
流
が
あ
る
）
の
三
者
 
0
 陣
営
の
存
在
を
指
摘
 

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
第
一
の
基
礎
づ
け
主
義
は
 
、
 宗
教
経
験
で
あ
れ
ム
ロ
 
理
 的
命
題
で
あ
れ
、
終
極
的
な
基
 礎
 づ
け
根
拠
の
存
在
を
 

前
提
と
し
、
ま
た
宗
教
の
真
理
は
実
在
と
の
対
応
ず
。
 
「
「
の
の
 

口
 0
 コ
 年
の
 
ロ
と
的
 真
理
で
あ
る
と
考
え
る
。
従
っ
て
 宗
教
経
験
も
実
在
と
 囚
 

果
 的
か
つ
意
味
的
に
直
接
的
に
結
び
つ
い
た
も
の
と
 
捉
 え
る
。
第
二
の
立
場
は
「
改
革
派
認
識
論
」
を
典
型
と
 
す
る
も
の
で
、
終
極
的
 

基
礎
づ
け
を
断
念
し
、
回
護
 的
 か
っ
暫
定
的
な
基
礎
 づ
 け
を
考
え
る
。
し
か
し
何
ら
か
の
基
礎
的
還
元
 頃
 を
考
 え
る
点
で
、
次
に
述
べ
 

る
整
 ム
ロ
 
論
や
 ホ
ー
リ
ズ
ム
の
立
場
と
は
異
な
る
。
ま
た
 こ
こ
で
は
実
在
論
の
枠
組
み
は
堅
持
さ
れ
、
宗
教
経
験
 
は
 実
在
と
の
因
果
的
関
 

 
 

応
論
 的
な
色
彩
を
と
ど
め
る
。
一
方
第
三
の
立
場
は
 
、
 基
礎
づ
け
や
正
当
化
が
常
に
 

 
 

 
 

磁
 
命
題
や
信
念
の
レ
ベ
ル
で
、
従
っ
て
常
に
そ
れ
ら
 
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
全
体
を
背
景
と
し
て
（
 
ホ
｜
 リ
ズ
ム
 一
 、
 整
 ム
ロ
論
ず
。
 
す
簗
 

 
 

細
の
コ
 （
 
@
 
の
ヨ
一
 
的
に
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
主
張
す
 
る
 。
従
っ
て
真
理
も
整
ム
ロ
 
論
 的
に
考
え
ら
れ
、
命
題
と
 経
験
や
実
在
が
一
対
一
で
対
 

ほ
応
 す
る
と
い
う
映
像
が
拒
否
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
 実
践
が
全
体
と
し
て
実
在
と
対
応
し
う
る
と
い
う
考
え
 
を
 容
認
す
る
立
場
も
あ
れ
ば
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

置
 づ
け
る
な
ら
ば
、
第
一
の
基
礎
づ
け
主
義
を
志
向
し
 
な
が
ら
も
、
第
二
の
穏
健
な
 

趨
 
基
礎
づ
け
主
義
に
移
行
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
 
れ
た
も
 か
 
り
と
舌
口
 

う
 @
 
こ
 と
が
で
き
る
。
 と
 @
 
し
ろ
が
 @
 
し
か
り
 

立
 場
は
 、
第
三
の
立
場
か
ら
の
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咀
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 ・
 り
オ
め
め
ぢ
み
や
 

ま
。
 
ぎ
婆
隈
再
隠
廣
 ぎ
だ
 
め
 由
も
 め
 
こ
ぃ
さ
い
の
 

-
 
㌔
 ゴ
 a
c
a
@
 

の
 0
 「
 
コ
 0
 目
 C
.
 
ワ
お
串
 -
.
 
以
下
、
同
 書
か
ら
の
引
用
負
数
は
文
 

中
に
数
字
で
示
す
。
 

（
 
6
 ）
「
改
革
派
認
識
論
」
に
つ
い
て
は
、
星
川
 啓
慈
 
「
ウ
ィ
 
ト
 ・
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
宗
教
哲
学
 
J
 （
ヨ
ル
ダ
ン
 
社
 、
一
九
八
九
年
 -
 
、
一
一
二
 ｜
 一
二
九
頁
 

を
 、
ま
た
そ
の
「
否
定
的
護
教
論
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
 
を
 参
照
。
「
穏
健
な
基
礎
づ
け
主
義
と
宗
教
経
験
」
「
 

士
 
示
教
と
 科
 学
 と
の
相
互
関
係
に
 

関
す
る
研
究
 ヒ
 （
平
成
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
 
と
ロ
 
書
 、
代
表
者
一
金
井
新
三
、
東
京
大
字
宗
教
学
研
究
室
、
一
九
 
九
五
年
、
一
三
 セ
｜
 

オ
 ・
 
ロ
 ・
 
G
 の
 毛
 ㏄
（
（
・
 

ロ
 ・
の
 
毛
 0
%
 ヨ
が
コ
 
③
 口
こ
 
・
の
 
っ
ド
 
や
き
寸
も
送
 

ゼ
カ
ぃ
 
浜
寺
 
め
へ
 
～
～
 

ぐ
め
 0
 
さ
わ
 叉
旧
ぎ
 
⑧
 悪
 か
む
 
ま
 0
 む
溥
 -
0
 
肖
 0
 邑
 @
0
 肖
 0
 巨
 こ
 ・
 
巾
 

一
 
3
-
 エ
 リ
 コ
の
 
下
 -
 
ヴ
 
0
%
 づ
さ
か
 
～
Ⅰ
～
 

籠
患
へ
 
木
叢
 涛
 ハ
 
%
 ぃ
蕊
 き
き
ち
 、
ト
 
・
 レ
ヒ
ゴ
 
・
 -
 
円
 む
ま
 
コ
 の
の
 
コ
 @
 Ⅰ
の
・
㌧
・
 

目
 0
 す
 「
 ト
つ
 
㏄
 
S
.
 の
・
 

P
p
 

          



*
 本
論
考
は
、
日
本
宗
教
学
会
第
五
三
回
学
術
大
会
一
立
正
大
学
、
 

 
 

一
九
九
四
年
 -
 に
お
け
る
研
究
発
表
を
増
補
，
発
展
さ
せ
た
も
の
 
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

諸
帰
結
を
も
た
ら
す
に
至
っ
た
」
 ミ
乙
 e
 「
（
。
も
・
（
～
～
・
・
 

け
 ニ
 %
 
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
が
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
 

  

な
ど
、
既
存
の
宗
教
実
践
を
所
与
と
し
て
絶
対
化
す
る
傾
向
に
お
 い
て
は
、
こ
れ
が
最
も
反
動
的
な
形
で
表
れ
て
い
る
と
も
い
え
 
よ
う
。
ア
ル
ス
ト
ン
 

6
0
 

リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
批
判
的
契
機
を
内
に
含
打
と
い
う
意
味
で
 

は
 、
こ
れ
に
対
す
る
補
正
的
位
置
に
あ
る
と
舌
口
え
な
く
も
な
 問
題
と
な
る
は
 、
 

こ
の
実
在
論
が
後
述
の
意
味
で
ど
こ
ま
で
「
 脱
 実
在
論
化
」
さ
れ
 る
べ
き
か
、
ま
た
そ
こ
で
こ
の
批
判
的
契
機
が
ど
の
よ
う
な
形
 
を
と
り
う
る
か
、
 と
 

い
う
こ
と
に
あ
る
。
 

一
 
Ⅳ
）
例
え
ば
本
宅
 ぎ
目
は
 方
斗
は
す
 プ
旧
ヨ
田
 ョ
下
 -
 
降
 0
 コ
 の
 芭
で
 
乙
侍
 
0
%
 

コ
 0
-
0
 

幅
ぜ
 0
 片
刃
 往
 @
 
の
 @
0
 
臣
 ㏄
 芭
 Ⅹ
で
 
0
 ユ
の
コ
ぃ
 

0
 ・
Ⅰ
 
肛
 -
 
刃
 0
 
円
 
0
 Ⅰ
 
再
コ
 
の
僅
 
。
刃
音
 
0
 「
（
（
）
の
口
口
で
打
 

宮
ヨ
 0
-
0
 

の
 せ
 り
 ぎ
 一
ね
Ⅱ
 
再
 -
v
o
 

一
 
・
 
ま
 ・
乙
 0
 ト
 ・
で
 

0
.
 

㏄
十
二
③
、
ア
ル
 

ス
ト
ン
が
外
的
な
規
準
に
よ
る
正
当
化
の
提
案
に
よ
っ
て
「
 
改
 革
派
 認
識
論
」
を
も
 

う
 一
段
「
改
革
」
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
結
局
イ
ン
タ
ー
ナ
リ
。
 

ス
 ム
の
 域
を
超
え
え
な
か
っ
た
と
す
る
。
 

冤
 ）
 ロ
 「
 
オ
 ・
 
目
 ・
の
「
 

臣
ヴ
 
の
な
ど
も
、
結
局
暫
定
的
な
基
礎
づ
け
と
 
終
極
的
な
そ
れ
と
の
間
に
は
埋
め
え
ぬ
深
淵
が
残
り
、
暫
定
的
 
基
礎
づ
け
は
す
べ
て
の
 実
 

践
を
容
認
す
る
原
理
に
堕
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
指
摘
す
る
す
（
 刃
 0
 ミ
旧
 
0
 臣
の
巴
Ⅹ
で
の
 

ユ
 0
 
コ
 c
e
 

口
持
 

e
 
「
（
 
オ
 の
し
 e
 
Ⅰ
 曲
 い
の
 0
 片
口
 0
 臣
コ
 
僅
い
ヱ
 
。
コ
曲
二
 

%
 
コ
 。
 一
コ
 

あ
斗
 
憶
 ぎ
ま
 簗
ミ
 
%
 安
・
 
4
0
-
.
3
1
.
P
 

き
の
・
で
 

D
.
 

の
～
・
 

切
 0
.
 

ワ
ト
 

こ
 

一
円
）
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
①
 圧
 6
 ）
を
参
照
。
 

@
-
 

実
在
論
を
容
認
す
る
立
場
と
し
て
は
、
円
仁
 

コ
 z
0
.
 

も
・
 

c
 
～
～
 
・
の
「
 

臣
ヴ
 
0
 ・
 
ミ
 ・
（
～
～
・
な
ど
を
、
ま
た
そ
れ
を
峻
拒
す
る
 

反
 実
在
論
 の
 陣
営
に
属
す
る
も
の
と
 

し
て
は
、
例
え
ば
 ナ
旧
お
訂
せ
刃
 0
 ヴ
ヴ
ぎ
 
s
-
 
旧
す
の
 
コ
 の
 す
ユ
 
牟
田
 コ
の
 
し
の
 

c
o
 

ヨ
 e
 ア
ミ
戸
口
「
一
の
 

掠
 。
 ぎ
 -
 あ
斗
 心
 ぎ
ま
 簗
ミ
 
驚
 き
 ，
 
4
0
 
一
 
・
 
お
 -
P
 
の
の
 
し
 。
で
で
・
Ⅰ
の
 

り
 l
 
い
 
。
 
の
 

な
ど
を
参
照
。
「
良
実
在
論
」
 
す
コ
 
（
 
@
 ぃ
コ
 
の
こ
と
い
う
名
称
は
 、
 誤
解
を
招
き
や
す
い
。
む
し
ろ
実
在
１
度
実
在
と
い
う
問
題
 設
 定
 自
体
の
解
体
を
目
 

指
す
と
い
う
意
味
で
、
「
 
脱
 実
在
論
」
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
か
 
 
 

宏
 ）
本
稿
の
主
旨
は
、
宗
教
経
験
概
念
と
基
礎
づ
け
主
義
の
分
 離
 で
あ
っ
て
、
前
者
の
無
効
化
に
あ
る
の
で
は
全
く
な
い
。
た
だ
 
宗
教
を
あ
る
種
の
私
 秘
 

約
エ
 ピ
フ
 ア
ニ
ー
に
還
元
す
る
こ
と
、
ロ
ー
テ
ィ
の
こ
と
ば
を
 
借
 り
れ
ば
 
宅
 哲
学
と
自
然
の
鏡
 目
 
、
野
末
啓
一
覧
 訳
 、
産
業
図
書
 
一
九
九
三
年
、
四
 

三
五
頁
）
、
「
知
識
を
、
観
念
や
舌
口
葉
の
持
続
的
調
整
に
よ
っ
て
 

達
 成
さ
れ
る
論
証
的
な
も
の
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
突
き
動
か
さ
れ
 た
り
、
言
葉
を
奪
わ
 

れ
た
ま
ま
あ
る
光
景
に
 釘
 づ
け
に
さ
れ
た
り
す
る
場
合
の
よ
う
な
 
、
 何
か
不
可
避
の
も
の
に
転
換
」
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
 討
 議
の
努
力
と
探
求
の
 

自
由
を
抑
止
す
る
方
向
へ
と
宗
教
理
論
が
向
か
う
こ
と
に
、
異
議
 
を
 唱
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
 



 
 
 
 

界
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
こ
の
 
十
 の
 範
 時
に
対
し
て
様
々
な
批
判
が
加
え
ら
れ
、
次
に
 
、
ス
ト
ア
派
の
四
つ
の
㈱
 

範
塙
 と
そ
の
う
え
に
立
つ
「
或
る
共
通
の
も
の
」
と
い
 う
 考
え
方
が
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
Ⅶ
 2
 で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
 
ん
 

の と 
払 

    
記 ト 第 

ト 。 "- "-   
弁 のにと佳作 評 てし 

スの そ 、 % 丘 支 ト打 証 最 いに用 価 て 

い の に 法高英 ぅ 対のが 従 『 

ゆ 一 ま わ 第 @ 、 一類知者 聞とのえて し教な来 謝 さ 、 百 = 

え 鏡地任侠 た ィ 『 

一 観義 用にわら」丸岡 ヒ     た英 と こ い 究 ら い 

守ま 界のみ （ 記、ま     
の英がこ 因た英テ 知ィ、 が 森 

否て 頭におエネ W ア て   
き " " ア ス 。 Ⅱ 8 知 を ら そ と に 在 

英 』   すると 内部の 説明す れる。 して、 いう思 占める 悪 

構 る そ悪意 主 苫 。③」 知的世 中の他 造 た れ と 義張 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
英
知
 界
 の
 有
 る
も
の
の
類
に
つ
い
て
 



の
 批
判
は
 、
 Ⅵ
 1
t
3
 全
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
 る
が
、
批
判
の
鋒
先
は
主
と
し
て
、
英
知
的
世
界
の
最
 
高
類
 に
向
け
ら
れ
て
い
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
否
定
的
見
解
は
 、
基
 本
 的
に
現
在
ま
で
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
現
代
を
代
表
 
す
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
 研
 

空
家
の
大
家
で
あ
る
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
ク
 
や
 プ
レ
イ
エ
 
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
彼
ら
も
英
知
 界
 の
白
垂
 
局
類
を
 ほ
と
ん
ど
無
視
す
る
 態
 

度
を
取
っ
て
い
る
二
 

し
か
し
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
宗
教
思
想
の
な
か
で
、
 
こ
 の
 英
知
 界
 の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
 ち
ろ
ん
プ
ロ
テ
ィ
ノ
 

ス
が
 究
極
的
な
宗
教
体
験
と
考
え
る
の
は
、
 個
霊
 
（
 
ひ
 と
り
ひ
と
り
の
人
間
の
魂
 一
 と
一
者
と
の
合
一
で
あ
る
 が
 、
し
か
し
、
彼
に
よ
 

れ
ば
 個
霊
は
 、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
必
ず
英
知
 弄
 へ
 と
「
遣
帰
」
 
し
 、
英
知
 
C
 已
乙
と
 合
体
し
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
従
っ
て
 、
 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
宗
教
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
 
英
知
 界
は
 
つ
い
て
の
理
解
が
そ
の
前
提
に
な
る
し
、
 ま
 た
そ
の
た
め
に
は
英
知
 

界
の
構
造
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
が
前
提
と
さ
れ
る
 
。
そ
し
て
、
英
知
界
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
 、
 先
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
、
 

そ
こ
に
有
る
も
の
の
類
、
す
な
 む
 ち
、
 目
 
要
員
 類
 で
あ
る
 と
 言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
 小
 論
 で
は
、
英
知
 界
 の
 最
 

高
類
 が
彼
の
思
想
体
系
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
 
つ
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
 
こ
の
英
知
界
の
最
高
 類
 

「
 ソ
ピ
 ス
テ
ス
」
か
ら
導
入
さ
れ
た
「
首
モ
「
 同
六
 
「
 異
 ヒ
 
「
 
動
 」
、
「
 
静
 L
 が
、
英
知
界
の
最
高
 類
 と
み
な
さ
れ
 る
こ
と
が
主
張
さ
れ
、
 

Ⅵ
 3
 で
は
、
感
性
的
世
界
に
お
け
る
有
る
も
の
の
 諸
類
 に
関
す
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
独
自
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
 
て
い
る
。
 

以
上
の
「
有
る
も
の
の
類
」
に
つ
い
て
の
議
論
の
う
ち
 、
 特
に
英
知
界
の
最
高
 類
は
 
つ
い
て
の
議
論
に
関
し
て
 は
 、
こ
れ
ま
で
ほ
と
 

ん
ど
否
定
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
 例
え
ぼ
イ
 ン
 グ
も
 、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
研
究
書
の
中
で
は
も
は
や
 
古
 典
 的
と
な
っ
た
 
パ
 江
田
 

力
 ま
 ぺ
い
 
0
 め
 0
 旧
臣
 ぺ
 0
 内
力
 い
 0
 パ
パ
七
 
%
 め
に
お
い
て
「
 第
 上
 
ハ
エ
 ネ
ア
ス
 
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
長
い
 議
論
は
バ
中
略
し
そ
の
 
木
 

-
l
-
 

冥
 エ
ネ
ア
デ
ス
」
の
こ
と
し
の
中
で
最
も
面
白
く
な
い
 部
分
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
て
 い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 
こ
   



プロ   英知 界 の 有 るも のの類に    
 

と
こ
ろ
で
、
後
 は
ビ
 論
じ
る
英
知
 界
 の
 日
聖
局
類
 
と
英
知
 の
 
二
面
性
と
の
有
機
的
連
関
を
理
解
す
る
た
め
に
、
 こ
 こ
で
付
け
加
え
て
お
 

 
 

か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
英
知
が
画
期
作
用
を
 営
む
と
い
う
こ
と
は
、
英
知
が
、
可
能
態
と
し
て
で
な
 
く
 、
現
実
態
に
お
い
て
 

 
 
 
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
英
知
は
直
畑
作
用
 
に
よ
っ
て
、
現
実
化
さ
れ
、
英
知
と
し
て
の
完
成
の
域
 に
 達
し
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

だ
が
、
英
知
が
、
英
知
と
し
て
完
成
の
域
に
達
す
る
と
 
い
う
こ
と
は
、
英
知
が
自
己
の
内
部
に
諸
々
の
真
実
在
 を
 持
っ
て
そ
れ
ら
を
 直
 

-
7
-
 

二
 、
一
に
し
て
多
で
あ
る
。
 

と
い
う
概
念
と
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
の
基
礎
に
あ
 る
 英
知
の
直
 知
 作
用
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
点
を
第
一
節
の
課
題
と
し
た
い
。
 

一
英
知
の
狭
義
の
直
 知
 作
用
と
英
知
弁
の
白
亜
Ⅰ
 日
類
は
 つ
い
て
 

一
 
3
-
 

周
知
の
様
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
の
体
系
の
二
番
 
目
の
原
理
で
あ
る
英
知
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
 
第
 
一
の
不
動
の
動
者
」
 

ギ
 。
 愚
 「 0 て
 ま
て
 
0
 ぎ
簿
 N
 
て
心
 
「
 
0
 こ
と
い
う
考
え
方
に
 大
き
く
影
響
を
受
け
て
、
自
己
自
身
を
直
 卸
 す
る
 直
 畑
作
用
を
営
む
と
さ
れ
 

-
5
-
 

る
 。
例
え
ば
、
「
観
照
ハ
百
 知
 作
用
の
こ
と
 ロ
 は
 観
暗
め
 対
象
と
同
一
で
あ
り
、
英
知
は
直
知
の
対
象
と
同
一
で
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 」
 

と
 言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
英
知
に
お
い
て
は
、
 多
 様
 性
も
同
時
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
英
知
の
直
畑
作
用
は
 
、
自
己
自
身
の
う
ち
の
 

真
実
在
（
イ
デ
ア
 一
 を
直
 如
 し
て
真
理
を
認
識
す
る
 活
 動
 で
あ
る
限
り
、
や
は
り
、
そ
こ
に
は
対
象
認
識
と
い
 ぅ
 側
面
が
存
在
す
る
。
 

従
っ
て
、
 直
期
 す
る
側
と
さ
れ
る
側
の
区
別
が
あ
る
の
 で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
英
知
は
二
で
も
あ
る
。
英
知
は
 
二
を
含
ん
だ
一
な
の
で
 

更
に
、
英
知
は
、
全
真
理
を
同
時
に
直
 卸
 す
る
 の
で
あ
る
 
ハ
 で
な
い
と
、
英
知
は
部
分
的
に
可
能
態
に
 お
い
て
有
る
こ
と
に
な
 

る
 U
 
。
そ
れ
故
、
あ
ら
ゆ
る
真
実
在
を
持
た
な
け
れ
 ば
な
 ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
英
知
は
多
で
も
あ
る
。
従
っ
 て
 、
英
知
は
一
に
し
て
 



は
 上
で
英
知
の
単
純
性
と
多
様
性
の
両
面
を
見
て
み
た
 。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
イ
デ
ア
相
互
間
の
関
係
が
 
全
く
明
ら
か
に
な
っ
 

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
英
知
 界
 内
部
の
構
造
を
理
 解
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 
が
 、
英
知
界
の
真
実
在
 

0
 日
 
聖
局
類
 な
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
後
期
プ
ラ
ト
 
ン
に
 由
来
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
 ソ
ピ
 ス
テ
ス
 ヒ
 に
お
 い
て
「
諸
々
の
類
に
従
 

っ
て
分
割
し
、
同
じ
形
相
を
異
な
っ
た
形
相
と
み
な
し
 た
り
、
異
な
っ
た
形
相
を
同
じ
形
相
と
み
な
し
た
り
し
 な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
 

 
 

弁
証
法
（
問
答
法
）
 G
 へ
住
鞍
 Ⅰ
 
へ
 
*
 ぎ
の
知
識
に
属
す
る
 
事
柄
で
あ
る
と
我
々
は
主
張
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
，
 っ
か
 。
」
と
さ
れ
、
更
に
 、
 

「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
一
つ
 の
 イ
デ
ア
が
多
く
の
も
の
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
も
 
の
は
離
れ
離
れ
に
な
っ
 

て
い
る
が
を
通
じ
て
至
る
所
に
延
べ
広
げ
ら
れ
て
 い
る
の
を
、
そ
し
て
、
お
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
多
く
 の
 イ
デ
ア
が
 、
 一
つ
の
 

イ
デ
ア
に
よ
っ
て
外
か
ら
包
み
込
ま
れ
て
い
る
の
を
、
 
ま
た
、
一
つ
の
イ
デ
ア
が
多
く
の
全
体
を
な
す
も
の
を
 通
じ
て
一
つ
に
統
一
さ
 

れ
て
い
る
の
を
、
更
に
 、
 多
く
の
イ
デ
ア
が
離
れ
離
れ
 に
な
っ
て
完
全
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
を
、
十
分
に
は
 
つ
 き
り
と
見
定
め
て
い
 

 
 

法
 
G
 へ
伶
 
N
 
恵
へ
し
 」
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
 さ
ま
ざ
ま
な
類
を
下
位
 

の
類
 ま
た
は
種
に
分
割
し
、
そ
れ
を
更
に
下
位
の
も
の
 
に
 次
々
と
分
割
し
て
行
き
、
ま
た
逆
に
、
い
っ
た
ん
 
分
 制
 し
た
も
の
や
多
様
に
 

散
ら
ば
っ
て
い
る
も
の
を
一
つ
に
纏
め
上
げ
て
行
き
、
 
イ
デ
ア
相
互
間
の
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
が
、
後
期
 プ
 ラ
ト
ン
に
お
け
る
弁
証
 

法
 
（
問
答
芭
の
木
質
的
内
容
で
あ
る
。
そ
の
様
な
 
類
 ハ
 こ
れ
は
「
 ソ
ピ
 ス
テ
ス
」
の
り
の
㏄
 

四
 以
下
で
、
形
相
で
 あ
る
と
も
イ
デ
ア
で
あ
 

る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
ご
の
例
と
し
て
「
 ソ
ピ
 ス
テ
ス
」
 
に
 登
場
す
る
の
が
、
「
 有
ヒ
 ③
 こ
 
「
 
同
 ヒ
マ
③
㌫
 こ
 
「
 
異
ヒ
（
 塞
お
 p
o
 
こ
 
「
 
動
 」
 

る
の
で
あ
る
。
 

実 
在 
  
イ   

まア 

ア   
@.@ イネ @ 

英 
知 
が 

自 

己 
自 

身 
を 

直知 

す 
る 
    

と 

@ 
よ 
  
て 

成立 

し 

尤 - Ⅰ 

の 

で 
あ 
@ 

英 
知 
の 

直和 

作 
用 
が 

そ 

れ 
ら 

を 

構 
成 
す 

(298) 

一
 
8
 一
 

則
 す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
ア
ー
ム
ス
 ト
ロ
ン
グ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
英
知
に
お
け
る
多
様
 
性
 、
即
ち
 、
 
諸
々
の
 真
 

 
 

 
 



プロティノスにおける 英知界の有る 

る 知 る が 一 

と 対 の     
岡家『 様が動 と は ） 
に 区 』 

    

  五 % 日 と   
さ ， 『 

『 塾 と れ百 卜川几 てい ） つ め 
『 の と 
有 と い とう サ要ミ 

う二 」 ま｜ 同様   
に つ   

つ 、 の 
了と 人 U 舌 

英知 更に 界 」 「 有   
に、 そ 

    
  
の 』   
如 い 

と @ 
しュ     

  
つ と て   
直知 た様 

に、 の 方 

では、 対象が 「 動 」   
は 司 直 の       

、 じ 知 類   

亘笘善 京華 

29@ (299) 

 
 

ゆ
 

実
在
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
の
真
実
在
の
日
 里
局
類
 の
 
一
つ
と
し
て
「
 
有
 」
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
 て
 、
英
知
 界
 に
存
在
す
る
人
 

 
 

一
 
Ⅱ
 -
 

肋
間
 や
 馬
な
ど
の
真
実
在
（
イ
デ
ア
）
は
、
「
 有
ヒ
の
 種
差
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
故
に
ヨ
百
ヒ
 
に
 は
 多
く
の
種
差
が
存
在
し
、
 

ついて 

ハ
 
ト
 い
 
て
田
 
a
 へ
し
 「
 
静
 」
 ざ
 Ⅰ
 
ぬ
 
a
 へ
し
 に
ほ
か
 セ
 
は
 た
 
り
 セ
 
は
い
。
 

-
 
は
 -
 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
弁
証
法
（
問
答
法
）
の
解
釈
は
 
、
基
 本
 的
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
立
場
を
受
け
継
い
で
い
る
。
 
で
は
先
ず
、
「
 有
 」
、
 

「
 
動
 」
、
「
 
静
 」
と
は
、
彼
の
体
系
の
中
で
何
を
意
味
す
 
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
Ⅵ
 
2
 の
 或
る
箇
所
で
次
の
よ
う
 

に
 舌
口
わ
れ
て
い
る
。
 

コ
 英
知
が
）
 直
卸
 す
る
こ
と
に
お
い
て
活
動
、
即
ち
「
 動
 」
が
、
そ
し
て
、
自
分
自
身
を
直
 卸
 す
る
こ
と
に
お
 い
て
、
真
実
在
と
 

「
 
有
 」
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
（
英
知
は
）
存
在
す
る
が
 故
に
、
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
自
分
自
身
を
直
 
如
 し
 、
そ
し
て
（
英
知
 

一
円
 
-
 

0
 百
 知
 活
動
が
）
そ
れ
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
 、
 百
ハ
真
実
在
）
な
の
で
あ
る
か
ら
。
」
 

こ
の
引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
 有
 」
と
は
、
 英
知
を
真
実
在
の
面
か
ら
見
た
と
き
の
類
で
あ
る
。
 
英
 知
界
 に
存
在
す
る
も
の
 

は
 、
如
何
な
る
も
の
と
雄
も
、
真
実
在
で
あ
り
、
第
一
 義
 的
に
「
有
る
」
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
英
知
 
界
に
 お
け
る
も
の
が
全
て
真
 



畑
作
用
の
目
的
が
、
イ
デ
ア
で
あ
り
、
こ
の
イ
デ
ア
 
こ
 そ
 、
英
知
の
本
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

は
 上
、
「
 有
ヒ
 、
「
 動
ヒ
 、
「
 静
ヒ
の
 三
つ
の
英
知
 界
 の
 類
 ほ
 つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
類
は
、
「
 有
 」
 と
「
 動
 」
だ
け
で
な
 

 
 

く
、
 三
つ
の
類
全
て
が
、
お
互
い
に
同
じ
も
の
で
あ
り
 

 
 

よ
 う
ど
、
英
知
 界
 に
お
 

い
 て
、
英
知
、
英
知
の
直
畑
作
用
、
英
知
の
活
動
（
 現
 実
態
）
 、
有
 
（
イ
デ
ア
、
真
実
在
 
一
 、
直
知
の
対
象
が
 、
 区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
 

-
 
れ
一
 

同
じ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
す
る
。
こ
れ
 
ら
 三
つ
の
英
知
界
の
巨
躯
 局
 類
は
、
英
知
 界
 全
体
に
行
き
 渡
っ
て
お
り
、
英
知
 界
 

に
お
い
て
は
、
全
て
の
も
の
が
、
「
百
ヒ
で
あ
り
「
 動
 」
 で
あ
り
「
 静
 」
で
あ
る
。
最
高
類
の
下
位
に
来
る
も
の
 
ハ
下
位
の
類
、
 種
 、
 個
 

一
 
㏄
 -
 

-
 
れ
 -
 

別
 的
な
イ
デ
ア
な
ど
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
確
か
 
に
そ
れ
ら
は
、
或
る
特
定
の
「
 有
 」
で
あ
り
「
 動
ヒ
で
 あ
り
「
 静
 」
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
英
知
 界
 に
お
け
る
個
々
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
は
 全
て
、
い
わ
 ぼ
 個
別
的
英
知
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
 真
 実
在
で
あ
り
、
自
己
を
 

-
 
円
 -
 

類
 が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
 

直
 畑
作
用
は
「
 静
ヒ
 
か
ら
 発
し
、
「
 静
 」
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
 。
こ
れ
は
、
英
知
の
直
 

こ
の
文
章
か
ら
解
る
よ
う
に
、
「
 静
 」
と
い
う
類
は
 、
英
 知
の
恒
常
不
変
な
面
を
言
い
表
し
て
い
る
。
英
知
は
 
イ
 デ
ア
 
（
真
実
在
）
で
 

あ
る
と
い
う
面
か
ら
す
る
な
ら
、
英
知
は
恒
常
不
変
で
 
変
化
し
な
い
。
ま
た
、
別
の
箇
所
で
は
、
英
知
の
安
定
 
性
 故
に
、
「
 静
ヒ
 と
い
う
 

次
に
、
「
 静
 」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
様
に
述
べ
ら
れ
 
て
い
る
。
 

「
そ
の
様
な
（
英
知
の
）
在
り
方
 宅
動
 」
が
「
 有
 」
 を
 完
成
に
導
く
と
い
う
在
り
方
 口
は
 、
そ
の
様
に
活
動
す
 る
こ
と
に
つ
ね
に
 

留
ま
っ
て
い
る
 
ハ
 恒
常
不
変
に
活
動
状
態
に
あ
る
と
い
 う
こ
と
 し
 の
で
、
も
し
人
が
「
 静
 」
を
導
入
し
な
い
の
 な
ら
、
「
 動
 」
を
 認
 

め
 な
 い
 よ
り
も
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
「
 静
 」
 と
い
う
概
念
や
観
念
は
 、
 百
ハ
真
実
在
口
に
お
い
て
 は
 、
「
 動
 」
の
そ
れ
 

-
 
は
 -
 

ら
よ
り
よ
り
身
近
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
」
 

  

一
げ
一
 

0
 本
性
（
在
り
方
）
を
変
え
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
 
寧
ろ
、
「
 有
 」
を
完
成
に
導
く
。
 

30 



プロテイ / スに    
 英知 界 の 有  

 

得
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
-
6
-
@
 
 

英
知
 界
 で
の
類
は
、
下
位
の
類
 や
 種
や
個
別
的
な
イ
デ
ア
を
包
摂
す
る
と
い
う
意
味
で
 
は
 類
で
あ
る
と
同
時
に
 、
 

-
 
打
 -
 

そ
れ
ら
の
類
か
ら
英
知
 界
が
 構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
 意
味
で
は
、
構
成
原
理
で
も
あ
る
。
 

一
 
%
-
 

以
上
に
見
た
「
百
ヒ
、
「
 動
ミ
 
「
静
六
「
同
ヒ
、
「
異
ヒ
 が
 プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
言
う
英
知
界
の
最
高
 類
 で
あ
る
が
、
 
こ
こ
で
、
そ
れ
に
 関
 

す
る
い
く
つ
か
の
根
本
的
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
 。
先
ず
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
あ
る
種
に
包
摂
さ
れ
て
 い
る
個
別
的
な
も
の
一
個
 

一
 
㏄
 一
 

制
約
イ
デ
ア
し
が
た
と
え
破
壊
さ
れ
消
え
去
っ
た
と
し
 
て
も
、
類
の
方
は
破
壊
さ
れ
ず
に
純
粋
性
を
保
っ
て
 
い
 る
と
舌
口
 
う
ハ
 従
っ
て
 、
 

類
は
 、
 種
や
個
別
的
な
も
の
の
単
な
る
述
語
で
は
な
い
 
㍉
更
に
 、
 五
つ
の
類
か
ら
個
別
的
な
も
の
ハ
個
別
的
 イ
 デ
ア
 し
が
作
ら
れ
る
に
 

．ものの類について 

あ 生 っ 
る じ た で 
『 る り は 
有 と 結   

それら 」： 、ヵ % われ ロ びっ 卜 四 

ヲ目 て た の 

  
  

の   
が   

  

  
な で が ね 

一
 
%
-
 

適
用
さ
れ
る
の
で
、
 
日
睡
局
 類
の
下
位
に
来
る
も
の
に
お
 い
て
も
、
何
ら
か
の
「
 同
 」
や
何
ら
か
の
「
異
ヒ
 

が
、
 
見
ぃ
 だ
さ
れ
る
。
 

対
象
と
す
る
画
期
作
用
を
行
な
う
。
 

え
ら
れ
る
。
 

上
で
述
べ
 
た
 様
に
 、
 英
知
 界
 に
お
 

の
類
は
 、
そ
 れ
ぞ
れ
に
区
別
さ
れ
な
 

別
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「
異
ヒ
 

一
ぬ
 
-
 

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 

墨
口
 同
類
の
 そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
特
定
の
「
 有
モ
 
「
 
動
扶
 
「
 
静
 」
 も
 三
 に
し
て
一
、
一
に
し
て
三
で
あ
る
と
 考
 

い
て
は
、
「
百
六
「
 動
六
 
「
 
静
ヒ
 と
い
う
三
つ
の
類
が
見
 い
 出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
三
つ
 

が
ら
も
一
 つ
 で
あ
り
、
一
 つ
 で
あ
り
な
が
ら
相
互
に
 区
 別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
の
 区
 

と
い
う
類
が
 、
見
ぃ
 だ
さ
れ
、
一
 つ
 で
あ
る
と
い
う
と
 こ
ろ
に
「
同
ヒ
と
い
う
類
が
 、
 見
い
だ
さ
 

下
位
に
来
る
も
の
ハ
下
位
の
類
、
 種
 、
個
別
的
な
 イ
デ
 ア
リ
 に
も
、
前
述
の
如
く
 、
 三
つ
の
類
が
   



全
体
的
英
知
で
は
な
い
が
、
他
方
で
は
、
全
体
的
英
知
 

は
 、
可
能
的
に
個
別
的
英
知
 

は
 、
部
分
が
全
体
で
あ
り
、
全
体
が
部
分
な
の
で
あ
る
 

。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
 
う
 

個
別
的
英
知
が
全
体
的
英
知
が
現
実
化
さ
れ
て
そ
れ
か
 

5
 分
化
し
て
生
じ
た
と
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 

か
 。
こ
れ
ら
の
難
問
に
つ
い
 

-
3
-
 

に
含
ま
れ
る
の
で
あ
 和
 。
要
す
る
に
、
英
知
 界
 で
 

な
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
 

な
ら
、
全
体
的
英
知
は
、
個
別
的
英
知
が
生
じ
る
 

て
は
、
後
ほ
ど
考
察
し
て
み
た
い
。
 

包
摂
し
 

合
う
：
 

、
 -
3
 

一
そ
し
て
、
一
方
で
は
、
個
別
的
英
知
は
 

、
全
体
的
英
知
の
現
実
化
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
 

決
し
て
個
別
的
英
知
は
 

、
 

換
言
す
る
な
ら
、
全
体
的
英
知
は
全
体
的
英
知
と
し
て
 、
個
別
的
英
知
は
個
別
的
英
知
と
し
て
存
在
し
な
が
ら
 
、
お
互
い
が
お
互
い
を
 

テ
ス
」
に
も
な
い
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
 テ
ィ
ノ
ス
独
自
の
考
え
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
 あ
ろ
う
か
。
 

更
に
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
 
が
 、
英
知
内
部
に
お
け
る
部
分
と
全
体
の
関
係
を
現
実
 
態
と
可
能
態
と
い
う
 

概
念
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
 
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
全
体
的
な
英
知
は
 、
全
 て
の
個
別
的
英
知
を
生
 

む
 可
能
的
な
力
で
あ
り
、
従
っ
て
、
自
己
の
内
に
未
分
 化
の
形
で
可
能
的
に
個
別
的
英
知
を
持
っ
て
い
た
の
で
 
あ
り
、
逆
に
、
個
別
的
 

英
知
は
、
全
体
的
英
知
が
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
し
か
し
、
全
体
的
英
知
と
個
別
的
英
知
は
、
通
常
の
可
 
能
 態
と
現
実
態
の
関
係
 

で
は
な
く
、
全
体
的
英
知
が
個
別
的
英
知
を
含
ん
で
い
 る
だ
け
で
な
く
、
逆
に
個
別
的
英
知
の
一
々
が
、
全
体
 的
 英
知
を
含
ん
で
い
る
。
 

 
 

し
て
も
、
 類
 自
体
は
細
分
化
さ
れ
る
こ
と
無
く
、
し
か
 も
、
 類
が
包
摂
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
全
体
と
 し
て
内
在
す
る
。
類
は
 、
 

-
%
 
一
 

種
の
内
に
あ
る
と
同
時
に
自
己
自
身
に
お
い
て
あ
る
。
 
つ
ま
り
、
 種
 と
混
合
し
て
い
な
が
ら
、
 

類
 と
し
て
の
 純
 粋
 性
を
保
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
第
一
実
体
と
第
二
案
 体
の
関
係
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
 
プ
ラ
ト
ン
の
「
 ソ
ピ
ス
 

  



プロ 

 
 

ア
 し
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
自
分
自
身
を
 
越
え
た
も
の
八
一
者
一
を
何
ら
か
の
直
観
と
受
容
に
よ
 
っ
て
ハ
見
る
し
 
能
 

ティノ ス における 

す 
直 る 

という 「英知 畑 作用 

も の 側 
ま 二 面 
た っ と 

、 め そ 
直 測 れ 
知 面 と 

す に は 
る つ 別 
た い の 

め て も 

の 、 う 
能 択 一 

力 め っ 
を よ の 
持 う 側 

面を軸 ち、 そ に言わ 

め れ に 
首邑 て し 

力 い て 
ほ ろ 簡 
よ 。 潔 
  @ 
て ま 

自 と 

分 め 
自 て 
身 み 

の内 

た 
い 

K   

あ 
る 

も 

の 

  
諸 
々 

の 

真 
実 
在 

  
一 ア . 

  

 
 

 
 

の
 様
々
な
側
面
を
、
英
知
の
広
義
の
観
照
（
画
期
）
 
作
 用
の
中
の
自
己
自
身
を
直
 知
 

  の 有るものの類について 

適 地 お に 
ぎ な い 行 う 。 プ係、 関は類 と前 
な ら て く し ロ に そ い 節 
い な 一 に か テ あ の う で 

。 い つ 徒 し ィ る こ 者 、 二 
そ 。 で っ 、 / の と え 英 

対 （   
て ） の 用 用 、 な め テ 身 矢口   
  々 も が が 性 い か 的 直 の 
狭 な 強 一 あ 的 。 し 愚 知 二 
三 例 力 体 る 世 
道 面 と 化 。 界 

な し 即 の     に 知 弄 い 
が が 節 。 然 は は の の て 
存 あ て そ 物 主   最高 英知 知 直 

界 作 類 
る 前 た 、 自 で の 用 に 

  然 節で 英知 、 英知 つ、 最高と 如 し 

述 の の 自 著 類 何 て 
べ 直 段 然 る が な そ 
た 加 階 か 求 、 る の 
自 作 で ら め 広 関 概 
己 用 は 魂 て 義 侠 要 
自 と " " 観 の に を 

英 あ 見 
身は観魂照 の 、 照か作 知 る て 
直 こ の ら 用 の の み 

直 で た 
知 あ が 
ィ年 ろ     用 う 英 
と か 知 上位 一 動 の 観照 体は ） 如 。 界 

側 作 本 の を 何 こ の 
両 用 賀 0 行 
に に に の む 最 なる 七口 こて 向 

  

  



る 

一
 
%
 一
 

す
る
の
で
あ
る
。
英
知
は
「
 善
 な
る
も
の
二
者
 し か
 ら
 
ハ
出
て
 U
 、
善
な
る
も
の
へ
と
 
ハ
 
帰
る
ご
と
舌
口
わ
れ
 
る
の
も
こ
の
こ
と
に
よ
 

-
 
品
 一
 

力
 を
持
っ
の
で
あ
る
。
」
 

前
者
は
、
自
己
自
身
を
直
 知
 す
る
 直
 畑
作
用
で
あ
る
 
ハ
 狭
義
の
英
知
は
、
こ
の
 頁
 畑
作
用
の
み
を
 持
巳
が
、
 
後
者
は
、
そ
れ
と
は
 別
 

-
 
㏄
 一
 

の
 、
一
者
に
向
か
う
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
で
あ
る
。
 広
義
の
英
知
は
、
広
義
の
直
 知
 作
用
を
営
む
が
、
広
義
 0
 百
畑
作
用
は
、
こ
の
 

両
面
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
と
 
一
者
と
の
関
係
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
、
そ
し
て
、
 こ
 れ
と
自
己
自
身
を
直
 知
 

す
る
 直
知
 作
用
と
の
関
係
を
如
何
に
考
え
る
か
が
、
 プ
 ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
上
の
一
つ
の
大
き
な
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
 と
 言
 う
 こ
と
が
で
き
よ
 

 
 先

ず
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
 
は
 、
英
知
は
、
よ
り
高
次
の
直
 知
 作
用
に
よ
っ
て
一
者
 に
 向
か
う
（
即
ち
 、
 

一
町
 
-
 

一
者
へ
と
「
 還
帰
 」
す
る
）
と
同
時
に
、
一
者
か
ら
「
 発
出
」
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
者
は
「
万
物
を
生
 
む
 可
能
的
な
力
」
で
あ
 

り
 、
一
者
か
ら
生
じ
た
全
て
の
も
の
は
（
英
知
も
含
め
て
 Ⅰ
そ
れ
に
自
己
の
存
立
の
根
拠
を
負
い
、
そ
れ
か
ら
 
離
れ
て
は
存
在
で
き
な
 

い
 。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
別
の
表
現
で
舌
口
う
な
ら
、
 

英
知
以
下
の
も
の
は
、
一
者
が
与
え
る
形
成
原
理
（
 
ロ
 ゴ
ス
 ）
に
よ
っ
て
自
己
 

 
 

れ
て
は
存
在
で
き
ず
、
一
者
を
求
め
て
一
者
へ
と
「
 還
 帰
 」
す
る
。
そ
し
て
、
 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
英
知
は
一
者
か
ら
ロ
ゴ
ス
を
受
け
 取
り
、
そ
の
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
自
己
の
存
立
を
得
て
 
、
 か
え
っ
て
逆
に
一
者
 か
 

ら
 
「
発
出
」
す
る
の
で
あ
る
。
英
知
が
一
者
か
ら
形
成
 原
理
を
受
け
取
る
の
も
、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
の
働
 
き
に
よ
る
。
 

ま
た
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
体
系
で
は
、
時
間
は
感
性
的
 世
界
の
内
部
に
し
か
存
在
せ
ず
、
超
時
間
的
領
域
に
 
お
 い
て
生
じ
る
こ
と
に
 

,
l
@
 
 

@
 
下
木
 時
日
的
な
 

R
 
 

前
麦
ょ
 

托
 @
 
 
存
在
し
な
い
。
 

一
 
g
-
3
 
 

英
知
は
一
者
 か
 ら
 
「
発
出
」
す
る
と
同
時
に
「
遣
帰
」
 

し
 、
「
遣
帰
」
 す
る
と
同
時
に
「
発
出
」
 

  



プロティノスにおけ る 英知界の有るものの 類について 

さ
て
、
次
に
、
よ
り
高
次
の
直
 畑
 作
用
と
自
己
自
身
を
 直
知
 す
る
 直
畑
 作
用
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
 
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
引
用
文
を
見
て
 
み
た
い
。
 

（
 a
 ）
「
（
英
知
は
）
一
つ
の
も
の
と
し
て
 ぃ
 
観
照
を
し
 始
 め
た
の
で
あ
る
が
、
 n
 
観
照
を
し
始
め
た
時
の
様
に
留
 ま
ら
な
か
っ
た
の
 

で
あ
っ
て
、
 n
 
中
略
し
自
分
自
身
も
気
が
付
か
な
い
ま
ま
 多
 と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
全
て
の
も
の
 
ぃ
 
諸
々
 の
 イ
デ
ア
し
を
 持
 

-
 
打
 一
 

と
う
と
し
て
自
分
自
身
を
拡
げ
た
の
で
あ
る
。
」
 

（
 
b
 ）
「
そ
も
そ
も
（
英
知
は
）
 善
 な
る
も
の
 
口
 一
者
 し
 の
方
を
見
た
時
に
、
か
の
一
な
る
も
の
を
 多
 と
し
て
 直
 如
 し
た
の
で
あ
ろ
 

う
か
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
は
一
で
あ
り
な
が
ら
、
 
n
 一
者
を
し
全
体
と
し
て
一
緒
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
 の
で
、
徳
二
者
）
 

を
 自
分
自
身
の
と
こ
ろ
で
分
割
し
て
彼
を
多
と
し
て
 
直
 如
 し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
 あ
っ
て
 、
 （
英
知
が
）
 

か
の
も
の
二
者
）
を
見
た
時
に
は
、
ま
だ
英
知
で
は
 
な
く
井
英
知
的
な
仕
方
で
 
い
 
か
の
も
の
を
し
見
て
い
た
の
 で
あ
る
。
 n
 
中
略
し
 

そ
の
 
ぃ
 
見
る
と
い
う
し
動
き
そ
の
も
の
が
、
か
し
こ
 
へ
 と
 向
か
い
、
か
の
も
の
の
周
り
を
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
 満
た
さ
れ
て
、
 そ
 

れ
 
（
英
知
の
前
皇
を
満
た
し
た
の
で
あ
る
。
 
n
 
中
略
し
 そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
、
（
英
知
は
）
全
て
の
も
の
 
ぃ
 
英
知
界
の
全
て
 

の
 イ
デ
ア
し
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
自
分
 自
身
の
意
識
 
ぃ
 
自
己
自
身
を
直
 知
 す
る
 直
畑
 作
用
し
で
 も
っ
て
知
っ
た
の
 

-
 
牡
一
 

で
あ
り
、
 n
 
そ
の
時
は
し
既
に
英
知
で
あ
っ
た
の
で
あ
 る
 。
」
 

先
ず
 、
 （
 a
 ）
で
は
、
英
知
 
ぃ
 
広
義
し
が
よ
り
高
次
の
直
 知
 
（
観
照
）
作
用
を
始
め
た
と
き
に
は
、
英
知
は
何
ら
 多
様
性
を
持
た
ず
、
 
一
 

な
る
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
 
に
は
留
ま
ら
ず
に
、
自
己
自
身
を
多
様
化
し
て
し
ま
っ
 た
 
い
 
即
ち
 、
 諸
々
の
 イ
 

デ
ア
 を
持
っ
て
、
そ
れ
を
 直
知
 す
る
よ
う
に
な
っ
た
し
 と
 言
わ
れ
て
い
る
。
次
に
 、
 （
 
b
 ）
で
は
、
英
知
が
自
己
 自
身
を
直
 知
 す
る
と
い
 

う
 狭
義
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
狭
義
の
英
知
の
自
 
己
 自
身
を
直
 知
 す
る
前
の
段
階
と
し
て
、
一
者
か
ら
 生
 じ
た
当
初
の
英
知
 
ぃ
即
 

35 (305) 



ち
 、
狭
義
の
英
知
の
前
身
、
広
義
の
英
知
の
中
で
、
 
よ
 り
 高
次
の
直
畑
作
用
を
営
む
側
面
 ロ
 と
も
舌
口
う
べ
き
も
 

  

穴
 b
 ）
の
最
初
か
ら
「
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
て
」
の
 ュ
 
刊
 ま
で
 ロ
 こ
の
箇
所
で
、
英
知
の
前
身
が
非
英
知
的
な
 仕
方
で
一
者
を
見
て
 ぃ
 

た
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
の
は
、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
を
 
指
す
。
そ
れ
が
、
か
の
も
の
の
周
り
を
動
く
こ
と
に
よ
 っ
て
満
た
さ
れ
た
と
は
、
 

一
者
か
ら
形
成
原
理
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
 の
よ
う
に
、
英
知
は
一
者
か
ら
形
成
原
理
を
受
け
取
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
「
発
出
」
 

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
箇
所
は
 、
 （
 
a
 ）
と
同
じ
 く
 英
知
の
一
者
か
ら
の
「
発
出
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
 
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
 発
 

出
 」
の
次
の
段
階
と
し
て
 
ハ
 
「
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
い
 て
 」
以
下
の
箇
 已
 、
英
知
は
自
己
自
身
を
直
 如
 し
、
 全
 て
の
も
の
と
な
る
ハ
郎
 

ち
 自
己
自
身
を
多
様
化
す
る
 U
 。
英
知
お
よ
び
 直
知
 
（
 
観
 照
 ）
作
用
の
意
味
に
広
狭
の
差
が
あ
る
が
、
（
 a
 ）
（
 
b
 ）
の
文
は
、
実
質
的
に
 

同
じ
こ
と
を
舌
口
っ
て
い
る
。
す
な
 
む
 ち
、
一
者
か
ら
の
 英
知
の
「
発
出
」
に
は
段
階
性
が
あ
り
、
一
者
か
ら
「
 
発
出
」
し
た
当
初
は
 、
 

英
知
は
ま
だ
自
己
自
身
の
内
に
諸
々
の
イ
デ
ア
を
持
っ
 
て
そ
れ
を
 直
知
 す
る
こ
と
は
な
い
 ハ
 
従
っ
て
、
多
様
性
 を
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
し
 

の
で
あ
る
が
、
そ
の
次
の
段
階
に
お
い
て
、
諸
々
の
 イ
 デ
ア
 を
持
っ
て
自
己
自
身
を
直
 如
 し
始
め
た
と
解
釈
さ
 れ
る
。
 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
移
行
は
、
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
 で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
よ
り
 
高
次
の
直
畑
作
用
と
 

自
己
自
身
を
直
 知
 す
る
画
期
作
用
と
の
関
係
を
理
解
す
 る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 
て
 ）
 の
 少
し
後
で
、
英
知
が
 

自
己
自
身
を
直
 期
 す
る
こ
と
の
始
原
（
原
因
）
は
二
つ
 あ
り
、
先
ず
第
一
に
は
、
一
者
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
 
英
 知
の
自
己
自
身
を
直
 知
 

す
る
画
期
作
用
と
英
知
界
の
実
有
（
イ
デ
ア
）
の
原
因
 
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
 m
 に
お
け
 る
 英
知
で
あ
る
と
い
う
 

意
味
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
し
る
 

ュ
 一
 
4
-
4
 
 

。
 ま
た
、
狭
義
の
英
 
知
は
 、
一
者
 

睾
 か
ら
の
 光
八
 ロ
ゴ
ス
・
形
成
原
理
 ロ
 に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
 

-
 
巧
 -
 

て
 初
め
て
、
自
己
自
身
を
直
 如
 し
始
め
た
と
い
う
意
味
 の
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
 、
狭
義
の
英
知
は
 、
自
 

己
 自
身
の
内
に
諸
々
の
イ
デ
ア
を
構
成
し
て
、
そ
れ
ら
 
を
直
 期
 す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
広
義
の
英
知
が
 、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
   



プロティノスにおける 英知界の有るもの 

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
英
知
は
、
自
己
自
身
を
直
 卸
 す
る
と
い
う
有
り
方
を
自
ら
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
 

を
行
な
う
の
も
、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
で
あ
る
。
 
そ
 の
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
  
 

「
英
知
は
い
わ
ば
後
 
へ
 
八
一
者
の
方
へ
し
退
き
、
い
わ
ば
 
自
分
自
身
を
自
己
の
背
後
の
も
の
二
者
の
こ
と
し
 

へ
 引
渡
し
何
故
 

な
ら
、
英
知
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
か
ら
か
の
も
 の
 

一
一
者
一
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
 英
知
で
な
く
な
ら
 

-
 
町
 -
 

 
 

ね
ば
な
ら
な
い
 0
 」
 

 
 
 
  

 

し
か
も
先
に
述
べ
た
様
に
、
超
時
間
的
な
領
域
に
お
い
 て
 生
じ
る
こ
と
に
は
、
時
間
的
な
前
後
は
存
在
し
な
い
 
。
従
っ
て
、
英
知
は
 、
 

 
 

3
 

未
 限
定
な
英
知
が
一
者
か
ら
生
じ
て
、
そ
れ
が
自
己
 
自
 身
を
直
 如
 し
て
自
己
自
身
を
多
様
化
す
る
と
い
う
動
き
 と
、
 
逆
に
、
自
己
自
身
 

帰
 」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
 
用
は
 、
一
者
へ
と
「
遣
帰
」
す
る
働
き
も
行
な
う
の
で
 
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
 

即
自
己
自
身
を
直
 卸
 す
る
と
い
う
有
り
方
は
、
英
知
 が
 自
己
自
身
を
多
様
化
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
存
在
論
 
的
に
そ
れ
だ
け
一
者
か
ら
 隔
 

黄
 
た
っ
た
有
り
方
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
 
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
英
知
は
 
、
 一
者
へ
と
「
遠
隔
」
す
る
こ
 

 
 

 
 

用
に
よ
っ
て
 

を
 直
期
 す
る
 

自
己
の
諸
々
 

極
 的
に
は
、
 

す
る
こ
と
の
 

こ
の
節
で
 

る
 直
 畑
作
用
 一

者
か
ら
ロ
ゴ
ス
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
 
ハ
 
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
に
お
け
る
英
知
が
、
英
知
が
 
自
己
自
身
 

こ
と
の
第
二
の
始
原
一
原
因
一
で
あ
る
と
は
、
こ
の
こ
 
と
を
意
味
す
る
 U
 。
英
知
は
「
か
の
も
の
一
一
者
一
か
 ら
 生
ま
れ
、
 

の
力
 を
一
者
 力
ら
 

、
 
得
た
」
 

-
6
-
 

Ⅱ
 
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
 
の
 内
に
諸
々
の
真
実
在
を
生
む
 力
 も
、
そ
れ
を
 直
知
す
 る
 力
も
 究
 

一
者
か
ら
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
英
知
が
現
実
態
 へ
と
移
行
し
、
自
己
の
う
ち
に
真
実
在
を
持
っ
て
そ
れ
 ら
を
 直
知
 

直
接
的
原
因
は
、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
で
あ
る
が
、
 

 
 

は
 、
こ
れ
ま
で
一
者
か
ら
英
知
が
「
発
出
」
す
る
方
向
 
を
 例
に
と
っ
て
、
よ
り
高
次
の
直
畑
作
用
と
自
己
自
身
 
を
直
 卸
 す
 

と
の
関
係
等
を
見
て
来
た
。
し
か
し
、
実
は
、
前
述
の
 如
く
、
英
知
は
一
者
か
ら
「
発
出
」
す
る
と
同
時
に
一
 考
 へ
と
「
 
浬
提
朋
 



て 知 は 
いは 、 実の直し へのそ如実 作在                       て 似 て、か 、 広義 、より 可能的 英 は、 動きの 知作用 て、英 用によ （イデ 高 より によっ 一 一 一 " 
つ の に 知 な は 知 っ ア 次 て 高 上 
ま 直 は 界 か 、 が て ） の 初 次 で 
た 知 多 で に 百 一   
持 続 持 が 即 を 「 者 も に 己 用 と 知 

と   
部 い を 分 れ 。 莫 逆 息 能 定 定 と   英知 分部分 界の関 てある 持たな である てある それ 故 知は単 にその 直知 を 態とし 英 し、 で、何 
の と い と と に 純 作 す て 知 ら の ( 系 

実 態態に 実態   
し お い 上 お 可 い に る そ 明 を 明 
て い て の い 能 な 一 。 れ 曜 取 ら 

は て は こ て 態 け 者 と を な ら か 
成 有 部 と あ か れ か こ 現 形 な に 
立 6 分 か る ら ば ら る 実 を い な 

で 熊 取 。 る   へ る 自 と 

が   つ え あ 態 ず 由 英 と の 己 居 、 
" 英 て ら る " " 」 知 移 で 自 わ 

可 如 か れ 。 親 征 す は 行 あ 身 れ 
首邑 は る る 実 っ る 、 さ る を る 
態 多     態 て の ま せ 。 直 。 
と 様 そ 即 
し 住 し ち 
て な て 、 
は 持 、 英   
成 っ 英 知 憲 次 。 直 真 な 知 よ 

の を   
に 知 
有 す 
る る と 

  

ぅ有 

@ 
方 
を 

否 
中正 

し 

よ 

@   
同 
次 

の 

直知 

作 
用 
@ 
よ 

  
て 
  
者 
へ 
と 

  
爆 
帰   

す 
る 

と 

  

ぅ相 

反 
す 

る   
  
重 
の 

動 
き 

  



プロ テ ィ / ス におけ / 

と
か
ら
、
第
一
節
の
一
 

位
の
類
は
破
壊
さ
れ
 -
 

類
 自
体
は
、
細
分
化
 -
 

こ
の
こ
と
を
、
第
一
節
で
考
察
し
た
英
知
 

赤
 の
日
 
里
 同
類
 に
 当
て
は
め
て
み
た
い
。
「
 
有
 」
に
他
の
四
つ
の
類
が
付
 
け
 加
え
ら
れ
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
「
 
有
 」
が
分
化
し
て
、
諸
々
の
真
実
在
（
 

イ
 デ
ア
 ）
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
英
知
が
 

可
 能
 態
か
ら
現
実
態
へ
と
 

移
行
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
英
知
が
自
己
自
身
 

を
直
如
 し
始
め
た
時
に
 、
 先ず
、
英
知
 
界
 0
 ヨ
 
聖
 貝
類
 を
 作
り
、
そ
れ
ら
か
ら
諸
々
 

の
 イ
デ
ア
を
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
 

英
 知
は
現
実
態
に
お
い
て
あ
る
と
同
時
に
、
可
能
態
に
お
 

い
て
あ
る
の
で
、
英
知
 

界
 で
の
諸
々
の
真
実
在
（
イ
デ
ア
・
個
別
英
知
）
は
 

、
 現
実
態
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
も
の
と
し
て
 

分
 か
れ
て
い
る
が
、
可
能
 

的
に
は
分
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
個
別
的
英
知
が
 

、
部
分
で
あ
る
と
同
時
に
全
体
な
の
で
あ
り
、
全
体
が
 

部
分
を
含
む
と
同
時
に
 
、
 

加
部
分
が
全
体
を
含
む
と
い
う
こ
と
も
こ
こ
か
ら
 
考
 え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
全
体
的
英
知
日
自
己
 

自
身
を
直
 期
 す
る
英
知
全
体
し
 

霞
と
 五
つ
の
最
高
額
、
日
 

枢
局
類
 と
下
位
の
類
あ
る
い
 は
種
 と
の
関
係
も
可
能
態
と
現
実
態
の
関
係
と
し
て
 

理
 解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
下
位
 

托
の
類
は
、
最
高
類
の
現
実
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
下
位
の
類
は
、
現
実
態
と
し
て
は
別
々
に
分
か
 

れ
て
い
る
が
、
可
能
的
に
は
 

 
 

を
英
 

%
 
 

分
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
下
位
の
類
は
㍾
の
類
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
最
高
 

類
 

 
 

  

 
 

ら
 、
同
時
に
下
位
の
類
を
包
摂
す
る
の
で
あ
る
。
（
 

こ
 れ
と
同
じ
こ
と
が
、
上
述
の
各
レ
ベ
ル
間
に
類
比
的
に
 

適
用
さ
れ
る
）
以
上
の
こ
 

終
わ
り
で
述
べ
た
如
く
、
あ
る
類
に
包
摂
さ
れ
る
個
別
 

的
な
イ
デ
ア
が
、
破
壊
さ
れ
消
え
去
っ
た
と
し
て
も
、
 

上
 

る
こ
と
無
く
、
純
粋
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
更
に
 

、
一
 般
 的
な
も
の
か
ら
個
別
的
な
も
の
が
生
じ
る
と
し
て
 

も
、
 

さ
れ
る
こ
と
無
く
、
し
か
も
、
個
別
イ
デ
ア
の
そ
れ
ぞ
 

れ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
が
全
体
と
し
て
内
在
す
る
こ
と
 

が
   

立
し
な
い
の
で
あ
り
、
英
知
 
界
 で
は
、
部
分
と
全
体
が
 
一
方
で
は
別
々
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
全
体
が
 

部
分
で
あ
り
、
部
分
が
 

 
 



以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
、
結
論
と
し
て
導
き
だ
 
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
主
張
 
す
る
英
知
 界
 の
白
垂
 
局
 

類
 と
し
て
の
「
 有
 」
、
「
 
動
モ
 
「
 
静
 」
、
「
 
同
 」
、
「
 
異
 」
は
 、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
体
系
の
中
心
柱
で
あ
る
と
こ
 
ろ
の
英
知
の
直
 知
 
（
 
観
 

昭
じ
 作
用
に
つ
い
て
の
 教
説
 と
密
接
に
関
連
し
あ
っ
て
 い
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
英
知
界
の
最
高
額
と
い
う
 考
 え
方
は
、
冒
頭
で
述
べ
 

た
よ
う
に
、
英
知
界
の
内
部
の
構
造
を
よ
り
詳
し
く
 表
 現
し
ょ
う
と
し
た
思
想
的
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
 
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
 

五
つ
の
最
高
類
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
知
 界
 の
 イ
デ
ア
相
互
の
関
係
が
、
よ
り
的
確
に
表
現
さ
れ
る
 か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 

英
知
界
の
最
高
 類
 と
い
う
考
え
方
は
 、
 他
の
英
知
に
関
 す
る
 教
説
 と
並
ん
で
、
英
知
界
の
構
造
を
説
明
す
る
 重
 要
 な
考
え
方
で
あ
る
と
 

舌
口
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
小
論
の
日
取
初
で
 

紹
介
し
た
イ
ン
グ
の
如
き
解
釈
は
、
修
正
さ
れ
な
け
れ
  
 

最
後
に
次
の
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
 
ス
 に
よ
れ
ば
、
我
々
人
間
の
魂
（
 個
霊
 ）
は
、
感
性
界
 に
 「
下
降
」
す
る
時
 

も
 、
自
己
の
英
知
的
部
分
を
英
知
 界
 に
残
し
て
、
下
降
 す
る
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
は
英
知
 界
 に
属
す
る
神
的
 な
も
の
で
あ
る
。
し
か
 

し
 、
こ
の
感
性
的
世
界
で
は
、
 個
 霊
は
自
己
の
素
性
の
 こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
。
だ
が
、
 個
 霊
が
、
自
己
の
神
 的
な
本
性
に
気
付
き
、
 

自
分
が
も
と
も
と
は
英
知
 界
 に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
 と
を
思
い
出
し
て
、
英
知
 弄
 へ
と
向
き
を
変
え
、
英
知
 弄
 へ
と
「
上
昇
」
す
る
 

-
%
 
一
 

-
H
-
 

 
 

な
ら
、
 個
霊
は
、
 自
ら
が
真
実
在
と
な
り
、
英
知
と
と
 も
に
観
照
作
用
を
営
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
、
「
最
良
 の
 状
態
で
生
き
る
こ
と
」
 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
英
知
 界
 の
 日
 
要
員
 類
 と
は
、
英
知
 界
の
真
実
在
の
構
造
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
 
、
英
知
 弄
 へ
と
「
上
昇
」
 

し
 、
英
知
と
合
体
し
た
 個
 霊
の
状
態
に
も
関
わ
る
の
で
 あ
る
。
即
ち
、
部
分
が
全
体
で
あ
り
、
全
体
が
部
分
で
 
あ
る
よ
う
な
英
知
 界
の
 

有
り
方
は
、
 個
 霊
の
英
知
 界
 で
の
状
態
で
も
あ
る
の
で
 あ
る
。
従
っ
て
 、
 五
つ
の
三
聖
 
局
 類
は
 、
 単
に
英
知
的
世
 界
の
構
造
を
客
観
的
に
 

説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
 個
霊
 自
身
の
英
知
 界
 で
の
 体
 験
の
内
実
で
も
あ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
あ
る
箇
所
で
 
英
知
 界
の
 
「
美
し
さ
は
 

(310) 

-
g
 
一
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
 

  



 
 

l
 
由
仁
僅
 
0
 目
じ
り
 
す
こ
 
く
 
ピ
い
 
の
 コ
 0
 ハ
 ト
 
0
 Ⅱ
 
僅
 ニ
コ
 
@
 
く
り
 
Ⅱ
 
臼
 Ⅰ
 
ピ
 ㌧
Ⅱ
り
の
 

m
,
 
ト
の
 
Ⅱ
Ⅱ
一
ト
 

り
 
の
 2
,
 
円
 。
 ヨ
 u
s
-
,
 
日
で
あ
る
。
そ
の
他
、
底
本
以
外
で
ギ
リ
シ
 ア
 語
原
文
と
翻
訳
 -
 
対
訳
 

1
4
 

 
 

年
代
順
に
か
か
げ
る
と
、
㌧
 ぎ
 ～
～
 

ぉ
 ～
 o
p
e
r
a
O
 

ま
 s
 ぎ
 ・
㌧
。
も
ゴ
 

ビ
 「
 ヱ
ヱ
す
り
 
Ⅱ
 僅
 り
く
 目
 り
力
 -
0
 
エ
コ
 
@
 い
し
門
コ
 

 
 

れ
註
 

 
 

 
 

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
エ
チ
ア
デ
ス
 
ロ
 
の
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
の
テ
キ
 
ス
ト
と
し
て
底
本
と
し
た
の
は
、
㌧
～
 簸
 ～
 
ぉ
 ～
 o
f
 

、
ゐ
 

%
.
 

壮
ぎ
 目
 し
コ
 （
 ㌧
 p
E
-
 エ
 の
コ
 「
 ピ
の
 （
 丁
ぃ
コ
 
の
㈹
 

 
 

   
 

如
 

こ
ろ
な
の
で
あ
る
 

英
 

 
 

-
 
㏄
 -
 

途
方
も
な
い
」
こ
と
を
 讃
 え
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
 て
い
る
。
 

目
 英
知
 界
 で
は
 巳
 す
べ
て
の
者
が
、
す
べ
て
の
も
の
を
 自
己
自
身
の
う
ち
に
持
っ
て
も
い
る
し
、
ま
た
、
他
者
 
の
う
ち
に
す
べ
て
 

の
も
の
を
見
も
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
普
く
所
に
 
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
 
も
の
で
あ
り
、
 
ま
 

た
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
も
 w
 
小
 
り
で
あ
る
。
そ
し
 
@
@
L
 

ハ
そ
 0
%
 

輝
き
も
無
限
で
あ
る
。
 

n
 中
略
 し
 ま
た
か
し
こ
で
は
 太
陽
は
、
あ
ら
ゆ
 

る
 星
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
星
も
太
陽
 
で
あ
り
、
全
て
の
星
で
あ
る
。
 

n
 中
略
 巳
 ま
た
か
し
こ
で
 の
 観
照
に
は
、
 
労
 

苦
 は
な
い
し
、
観
照
者
が
満
ち
足
り
て
 
ハ
 
観
照
を
し
 
止
 め
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い
。
 

n
 中
略
 し
 そ
の
よ
う
な
全
て
 の
も
の
ハ
英
知
 界
 

 
 

で
の
観
照
・
 
直
 知
の
対
象
山
 
は
 、
 n
 中
略
 口
室
福
 な
る
 見
物
者
の
見
物
」
な
の
で
あ
る
。
」
 

彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
一
部
の
賢
者
や
神
々
だ
け
に
 
認
め
ら
れ
た
至
福
の
生
で
は
な
い
。
全
て
の
者
が
 
、
英
 知
弄
 へ
と
帰
還
し
、
 

 
 

叩
こ
の
よ
う
な
境
地
を
味
わ
う
可
能
性
賢
者
以
 
外
の
者
が
、
こ
の
よ
う
な
境
地
に
到
る
の
は
非
常
に
困
 
難
 で
あ
っ
て
も
を
持
っ
 

 
 

め
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
 

個
 霊
の
構
造
か
ら
す
 る
な
ら
ば
、
 
個
 霊
が
自
己
の
英
知
的
部
分
を
英
知
 界
に
 残
し
て
感
性
的
世
界
へ
下
降
 

 
 

と
え
無
自
覚
的
で
あ
っ
て
も
そ
の
奥
底
で
、
つ
ね
に
 英
 知
界
 と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
 

 
 

哺
 

と
を
意
味
す
る
。
人
間
は
、
い
つ
も
魂
の
奥
深
く
 
で
 英
知
的
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
 プ
 ロ
テ
ィ
ノ
 
ス
 の
三
振
す
る
と
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%
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田
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 %
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二
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田
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0
0
 
し
 ㌧
 勾
由
 の
の
㌧
 
C
 ロ
口
 -
 
の
コ
 Ⅱ
 勾
 の
 -
 力
 の
で
ユ
コ
円
の
年
 

@
 
コ
 Ⅰ
の
の
㏄
 

く
 0
 口
目
」
 ロ
 ・
 
旛
 ・
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
高
名
な
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
 

究
 家
の
 ツ
 エ
ラ
ー
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
 

る
 探
求
は
、
プ
ロ
テ
 

イ
ソ
ス
 の
哲
学
の
発
展
に
殆
ど
何
の
影
響
も
与
え
て
い
な
い
と
 
述
 べ
て
い
る
。
 目
 ・
Ⅱ
 
し
 C
 下
方
 し
 N
 山
ト
 ト
 円
刃
・
も
 
ミ
 
Ⅱ
 卜
巨
ポ
 0
 め
 0
 力
走
 ド
 
Ⅱ
 も
田
再
 れ
お
～
 
円
 

の
巨
目
笘
 ～
三
日
下
民
両
為
め
由
 め
 Ⅰ
 り
 ㊤
 下
ド
 ド
も
㊤
Ⅰ
 
目
笘
 
h
 笘
づ
吏
ド
 
の
木
片
 に
 き
 @
 
の
 ，
し
勾
 -
 
円
 Ⅱ
 勾
円
 Ⅱ
 -
 
巴
 N
 ま
 @
 
由
 -
 
円
円
下
口
口
 由
 （
Ⅰ
 
C
 ア
 O
 
0
 由
 0
 刃
 0
 
0
 Ⅰ
ヨ
の
 

く
 Ⅱ
 勾
 Ⅰ
 下
 0
 の
い
 
C
 の
 コ
 コ
毛
 Z
 し
 Ⅰ
 C
Z
O
.
 ）
の
の
の
・
 

い
 い
Ⅱ
㏄
 

-
2
 ）
㌔
・
 キ
 ・
 コ
 ・
下
知
ヨ
の
円
刃
 
O
Z
O
 。
 わ
巨
 目
下
知
い
下
り
 
わ
 由
の
 づ
 二
円
山
 0
 Ⅱ
 わ
 江
田
 ヒ
 
く
 ゎ
田
 
い
 い
 Ⅰ
 わ
日
 
㏄
片
田
に
臣
ヰ
末
Ⅱ
 

再
め
 
Ⅰ
ミ
グ
 @
 刃
元
Ⅰ
 力
よ
ぺ
卜
 
0
 め
 0 旧
ヰ
べ
 0
 や
 

憶
い
 
0
 わ
ミ
く
 
史
が
 キ
し
 0
 Ⅰ
下
ミ
・
 コ
 キ
メ
木
日
 
勾
円
 。
）
の
 

ミ
 ・
㌔
・
 
ロ
ヨ
ヱ
 0%
 邑
ひ
 
日
の
「
 
，
 卜
さ
士
安
 
@
 
ざ
め
 
り
 
㌧
 ま
 げ
も
 め
 ㌧
 ぎ
臣
 x
.
 
モ
 「
 ぎ
 ・
 P
 
の
㏄
㏄
 

-
3
 一
 
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
原
理
」
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
 

り
 べ
目
 
a
r
c
i
a
@
 

り
の
訳
語
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
直
訳
す
る
な
ら
、
実
体
 

、
実
在
な
ど
と
訳
さ
れ
 

る
 。
し
か
し
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
自
身
は
、
こ
の
言
葉
を
重
要
な
意
 
味
 に
用
い
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
訳
語
は
、
不
適
切
で
あ
 
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
こ
で
、
原
語
の
使
わ
れ
方
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
す
た
め
に
、
 

プ
 ロ
テ
ィ
ノ
 ス
 の
場
ム
ロ
 
、
卜
 Ⅱ
目
下
「
 

a
a
@
 

り
は
普
通
、
「
原
理
的
な
も
の
」
 

「
原
理
」
な
ど
と
 訳
 

さ
れ
る
。
 

-
4
-
 英
知
の
直
畑
作
用
Ⅰ
 ひ
さ
 @
 ③
は
、
観
照
作
用
 釜
き
 え
羽
 一
 と
も
呼
ば
れ
る
が
、
英
知
の
自
己
自
身
を
直
 
知
 す
る
 直
畑
 作
用
 は
、
 後
で
述
べ
る
様
に
 
、
 

英
知
の
直
畑
作
用
の
持
っ
て
い
る
様
々
な
側
面
の
一
つ
に
し
か
す
 
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
 

一
 
5
 一
山
 ア
 Z
 ③
下
の
 -
 
以
下
、
日
 コ
巨
と
 略
記
）
く
 
ど
 ダ
 ビ
 ・
 り
い
 

宇
山
 
ハ
 Ⅰ
の
 
ミ
 三
つ
 -
 
い
 -
 
コ
 -
 ぃ
 
0
3
 コ
 
～
）
㏄
二
片
 

ハ
 ト
ノ
 
ミ
 
の
 0
 片
ハ
と
 
二
の
隼
㏄
 

3
 ）
 -
 
二
片
㏄
Ⅰ
で
Ⅰ
の
円
い
 

巨
 0
 コ
の
ハ
ハ
 
の
 甘
幅
笘
 
（
 
u
 ：
：
・
 
ハ
色
 0
 臼
 （
下
コ
 年
 0
 コ
 ③
仁
の
の
Ⅰ
 

0
 亡
べ
 
0
 「
・
 
0
 Ⅹ
 0
 コ
目
 0
 円
ピ
つ
 
「
 
0
 的
「
 
い
 つ
 プ
 n
o
 

下
 c
a
 
ま
 ヨ
円
 0
-
 
墨
田
 
-
 
以
下
、
ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
 
版
と
 略
記
 -
L
 ヤ
 へ
ら
（
～
 

ぉ
浅
 。
（
「
 

笘
臣
の
ニ
 

甘
口
 オ
 0
 ヨ
 （
 
ア
 
n
O
 「
 
n
n
 
左
ヴ
ピ
 の
 忘
吝
 ㊦
二
 
%
 曲
り
左
 
。
 

 
 

）
の
 
ミ
 
-
 マ
ッ
ケ
 ン
ナ
 の
英
訳
、
但
し
自
由
訳
の
色
彩
が
強
い
）
Ⅰ
 
柚
 
リ
ミ
 
簿
お
 
の
め
り
 
下
棲
 
い
お
 
い
 x
 。
 ロ
ヴ
 
。
Ⅰ
の
 

o
 （
 
N
 （
 く
 0
 コ
局
 守
プ
ハ
 
Ⅰ
年
コ
 ハ
 Ⅰ
 
年
 。
 こ
 
Z
 の
 亡
ず
 
0
 曲
Ⅰ
 
す
 生
日
 屋
ヨ
ぎ
柑
 

 
 
 
 

隅
石
ハ
 ま
 の
す
 
0
 ヨ
 Ⅰ
 0
 の
 
0
 （
の
 
笘
仁
 コ
年
 ト
 コ
ヨ
 窯
斤
二
二
的
塞
 
h
O
 

ユ
幅
の
 

h
G
 

ア
 「
（
 
く
っ
コ
勾
 
亡
臣
 
0
 耳
い
 。
仁
田
 

下
 Ⅰ
 仁
 コ
 %
 毛
 @
 
目
ピ
円
す
宙
す
 
Ⅰ
 弓
匹
 @
 
Ⅹ
 ヨ
住
コ
 0
 「
・
 
）
の
 

0
0
 

。
お
 

こ
 
-
 ハ
ル
ダ
ー
 

版
と
 略
記
）
Ⅰ
 憶
へ
 
Q
 ～
～
 

ぉ
由
 x
x
S
 き
め
，
円
の
蚤
 
忠
口
宰
笘
帝
 生
田
（
 甘
 「
の
 ヨ
宰
い
し
括
旺
伐
 
・
。
 
い
仁
 
年
少
）
ま
の
・
）
の
の
 

9
 
円
 0
 ヨ
 ㈱
（
・
 日
 
-
 
は
下
、
フ
レ
イ
エ
 
版
と
略
 

詔
 -
 Ⅰ
 憶
ぎ
 ～
 
ぎ
 悪
め
ぎ
～
 
き
 a
x
 

内
ミ
叱
へ
 

沖
下
づ
鍾
ぉ
 
め
ぎ
～
 
ぎ
ま
 」
 ヴ
ピ
キ
 ・
 ヱ
 
下
 「
 
ョ
笘
 「
 
0
 細
 ・
 コ
ぃ
 「
き
田
口
三
く
 窯
 ユ
ミ
㌧
お
お
 -
 甘
 「
 
ヨ
田
ョ
コ
 ロ
コ
 0
 ヨ
ハ
コ
コ
 
Ⅰ
田
口
：
Ⅰ
。
 

0
 ヴ
 

の
 了
お
日
 巴
 Ⅰ
 ヨ
 「
 
笘
 「
 ピ
 。
 く
 0
 ぎ
ヨ
 2
H
 
山
ロ
 -
 ）
の
の
 

T
-
 
ア
ー
ム
ス
ト
 
ロ
ン
グ
 版
 、
但
し
一
部
 未
 刊
行
）
 

*
 凡
例
「
」
は
、
原
文
か
ら
の
引
用
、
「
口
は
、
書
名
を
 
意
味
す
る
。
一
 

-
 は
、
本
文
中
で
は
、
原
語
の
指
摘
又
は
舌
ロ
 
い
換
 え
 、
引
用
文
中
で
は
、
 

代
名
詞
が
指
示
す
る
も
の
、
又
は
省
略
さ
れ
た
主
語
を
指
摘
す
る
 のに
使
用
す
る
。
 
-
-
 
は
、
本
文
中
で
は
、
付
帯
的
な
説
明
、
 

引
用
文
中
で
は
、
語
義
的
 

な
 注
釈
お
よ
び
省
略
さ
れ
た
主
語
以
外
で
原
文
の
省
略
を
補
っ
た
 こと
を
意
味
す
る
。
 



プロティノスにおける 英知界の有るも のの類について 

（
 7
 ）
 
ぎ
ぎ
 ・
 づ
 
ナ
ゲ
 り
 。
 占
 ）
 

-
 亡
 
0
-
 
日
亡
 し
・
 -
-
-
 

㏄
。
の
 
-
 ト
 l
 り
 

-
8
-
 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 
ミ
 ・
 下
 「
 ヨ
の
 （
「
 
o
 コ
 m
.
o
 
で
ユ
ダ
で
 
Ⅱ
 幸
 

-
9
-
 
日
 コ
コ
 ・
 づ
ダ
コ
 。
 罵
 l
 こ
・
た
だ
し
 -
.
 馬
の
 ト
て
め
 
（
 
憶
 Ⅰ
 き
 毬
は
 

 
 

ツ
ァ
ー
の
各
テ
キ
ス
ト
に
 

従
 つ
て
、
 
ト
て
ら
 
ド
ぬ
も
 
而
 上
Ⅰ
さ
り
と
 読
朴
 
U
 。
 

一
 Ⅱ
 -
@
 江
口
 
り
 り
い
色
り
 
ム
 

-
 皿
 -
 
㌧
 田
廿
 0
,
 の
 0
 で
 プ
リ
 り
い
 
年
 ）
 l
 ㏄
 

う
 -
 
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
弁
証
法
（
問
答
法
 - を
 
「
そ
れ
ぞ
れ
 の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
何
で
あ
り
、
他
の
も
 
の
と
は
違
う
点
は
何
で
あ
 

り
 、
共
通
士
と
は
何
で
あ
る
か
を
 @ ョ
 
珊
で
舌
ロ
 い
 表
わ
す
こ
と
が
 
出
 来
る
技
術
」
㊥
 昌
 ・
 -
9
 
ナ
下
 ら
 
で
あ
り
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
も
 
の
が
い
か
な
る
種
類
 

に
 属
し
、
そ
の
種
類
の
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
 

-
 そ
 れ
ぞ
れ
の
も
の
が
一
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
 -
 イ
デ
 ア
 ・
形
相
し
で
あ
る
 

か
ど
う
か
、
ま
た
、
存
在
す
る
も
の
は
ど
れ
ほ
ど
あ
り
、
存
在
す
 
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
非
存
在
は
、
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
を
」
 

一
 
目
し
ナ
し
 

・
Ⅰ
㏄
。
 幸
 。
 幸
 １
 0
-
 

吉
旦
 柵
で
 舌
ロ
 
い
 表
わ
す
こ
と
の
出
来
る
技
術
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
 
る
 。
 

-
H
-
 
ぎ
 ぎ
 ・
ま
が
田
ニ
・
 
目
 ・
 尚
 、
ギ
リ
シ
ア
語
原
文
の
読
み
 方
 お
よ
び
解
釈
は
、
底
本
お
よ
び
ハ
ル
 

グ
 Ⅰ
フ
ィ
チ
ー
ノ
に
 従
 う
 。
ま
た
、
 

0
 吐
 て
を
省
い
 

て
 訳
す
。
 

-
 巧
 ）
 
@
 
ヴ
 @
 
年
 ・
 ナ
 @
-
N
.
 

目
こ
 
）
の
。
Ⅰ
～
 

-
 Ⅱ
 -
 
一
ヴ
 
@
 
年
 ・
 づ
 -
N
,
 
Ⅱ
）
の
 

@
-
 

子
日
・
田
が
 プ
 2
o
 占
 A
.
 ま
た
、
英
知
の
直
畑
作
用
と
直
 知
 0
 対
象
が
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
 

住
 ・
 ヨ
宜
 

ア
 ト
が
 
リ
ピ
 ・
 ト
 ㏄
 

-
 Ⅳ
）
 
@
 
ヴ
 @
 
年
 ・
 d
-
N
.
 
ゴ
 N
A
l
N
o
 

-
 ㎎
一
ぎ
 圧
 ・
 ま
が
ゴ
 ぎ
ム
 0
.
 尚
 、
マ
ッ
ケ
 
ン
ナ
 、
ブ
レ
イ
 
ェ
、
 
フ
ィ
チ
ー
ノ
の
如
く
 
、
 下
ち
。
 
凍
 m
 （
 
ち
 。
 斗
 ち
ぬ
を
宗
ミ
し
き
に
か
け
 
ず
に
、
ハ
ル
ダ
ー
の
 
解
 

釈
 に
従
っ
て
訳
す
。
 

-
 四
一
子
 乙
 ・
 づ
が
押
 ぎ
よ
㏄
 

-
 初
 ）
 
一
 
主
色
・
 づ
 -
N
 
。
 い
 の
の
 
1
%
 
）
 

-
 ㎎
 -
@
 ヴ
 @
 
年
 ・
 d
-
N
,
 
簗
 
）
㏄
・
 
り
り
 

-
 お
 一
往
 -
 ぬ
 ）
に
同
じ
。
 

（
 ぬ
 -
@
 ヴ
 一
口
・
 
づ
 -
N
-
g
 ひ
 A
l
A
N
 

一
 ㌍
）
 

注
 -
 花
 ）
に
同
じ
。
 

-
 リ
 -
@
 江
口
・
 d
-
N
 
。
 臼
 N
m
,
 
り
 ～
 

-
 町
一
一
ヴ
一
口
・
 
4
-
2
 

。
が
）
 

0
,
 
）
）
・
 
尚
 、
の
 

f
.
 

下
 「
 @
 
の
（
・
 
ヲ
 （の
（
い
で
 

オ
 ・
 ゆ
 0
8
a
 
り
 ㏄
 l
 ㏄
 り
 

-
 ㏄
 -
@
 ヴ
 @
 
ロ
・
 づ
 -
 が
 
）
 P
 
）
ー
の
 

-
0
0
-
 日
 コ
コ
 ・
 田
 2
 の
 9
 章
以
下
で
、
「
 
一
 」
「
 量
 」
「
関
係
」
「
 
場
 所
 」
「
時
間
」
「
 
き
ロ
 
」
「
 美
 」
「
知
識
」
「
 
徳
 」
な
ど
が
、
英
知
 界
の
 類
 で
あ
る
か
ど
う
か
、
 
検
 

記
 さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
類
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
議
論
の
 
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
 ㎝
 -
@
 ヴ
 @
 
ロ
・
 づ
 -
 が
 ）
が
 

P
o
,
 

）
 り
 

-
 ㏄
 一
 
@
 
正
年
・
 d
-
N
 
。
が
り
 ひ
 ・
 り
の
 

 
 

（
理
子
 崔
 ・
田
が
 
乙
 -
1
5
1
 
お
 ・
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
の
読
み
は
 

ハ
ル
ダ
ー
 版
 、
ブ
レ
イ
エ
版
に
従
う
。
 

 
 

-
 目
 一
 
@
 庄
ト
ヨ
 m
.
 

雙
の
 

l
 ㏄
 

-
 ㏄
 -
@
 ヴ
 @
 
年
 ・
 づ
 -
 が
 N
o
-
 
）
の
 
l
 り
の
 

-
 ㌍
 -
 
一
ヴ
 
@
 
年
 ・
 せ
 -
N
.
 
り
 0
.
 ）
 0
1
-
 
り
 



 
 

 
 

少
数
の
研
究
者
で
あ
る
。
 
姐
 

尚
 、
彼
ら
は
、
「
よ
り
高
次
の
直
 
畑
 作
用
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
 
は
 使
用
し
て
い
な
い
が
、
内
容
的
に
 、
 彼
ら
の
言
わ
ん
と
し
て
 
  

ん
で
、
こ
の
論
文
で
は
、
「
よ
り
高
次
の
直
 
畑
 作
用
」
と
呼
ぶ
こ
 と
に
す
る
。
㌔
・
 
い
ヨ
 守
口
志
田
 域
 。
 0
 Ⅰ
ユ
ダ
 丁
 三
の
・
西
谷
 
啓
治
 
「
神
秘
思
想
史
」
 
西
 

谷
啓
治
 著
作
集
第
三
巻
、
創
立
社
、
一
九
八
六
年
、
三
二
頁
以
下
 。
Ⅰ
 ユ
鯨
エ
 。
 ぎ
 。
 
ヨ
ド
コ
里
ヤ
ざ
 

～
～
 

さ
 。
す
す
あ
 

い
オ
 
㌣
 さ
下
宙
さ
隠
ぎ
べ
荘
爵
ヤ
 

汗
 @
@
 

一
 
～
）
～
～
 

h
@
n
 

@
@
-
0
 

一
 ヤ
イ
ぶ
瞑
や
 

ヤ
ざ
 
～
～
さ
め
 

田
ミ
 
～
 
き
き
ト
 
-
 
ま
さ
 
晦
 ま
さ
 
軋
 め
め
ぎ
 
9
 の
む
 
ま
 。
の
上
の
 

コ
ヱ
ヰ
く
 
㏄
ユ
ド
 

内
 ト
田
⑪
 
臣
 ・
）
 
ま
の
 -
 
け
燵
 ）
・
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
ハ
イ
ネ
マ
ン
は
 

、
よ
り
高
次
の
直
 知
 

作
用
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
体
系
の
中
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
 の
か
を
解
明
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
 29
 高
次
の
直
 畑
 作
用
は
 、
よ
り
厳
密
に
は
、
 

英
知
の
直
 知
 
一
規
 巴
 作
用
の
中
の
 2
9
 高
次
の
面
と
呼
ば
れ
る
 ぺ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
小
論
で
は
、
便
宜
上
「
よ
り
高
次
の
直
 
畑
 作
用
」
と
呼
ぶ
こ
 

と
に
す
る
。
 

一
 
㏄
 -
 Ⅱ
 コ
巴
ご
 
ヨ
 %
 お
，
拝
 メ
ト
 
ナ
 P
 ㏄
㏄
 
目
り
 

-
0
0
@
 
 

ロ
ゴ
ス
は
 、
 様
々
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
が
、
プ
ロ
テ
ィ
 ノ
ス
 に
 拾
 い
て
は
、
形
成
原
理
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
し
 
ば
し
ば
あ
る
。
㌔
・
）
・
 

宙
 

の
 Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
目
下
 

Z
 俺
 の
ヱ
す
窯
 
（
㌧
 
0
 Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
 
円
 ・
 ト
由
 
り
心
の
 
0
 ノ
 @
 ㌔
 い
 0
 パ
ミ
 
グ
目
 
さ
 七
宝
 @ ハ
 n
.
 
ナ
 い
力
 
-
 
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
 
毘
し
 Ⅱ
 z 。
お
の
 
0
,
 
ロ
 ・
の
 
0
 ）
 
曲
 

一
 
㏄
 -
 
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
 音
 ・
や
・
 
ヱ
 ・
 ト
 「
 
m
 の
（
「
三
お
。
も
さ
 

ぎ
 ～
 
さ
荘
 
ぎ
こ
 0
 
さ
ざ
 ト
 x
n
w
 

め
ミ
 
～
 寒
 ～
 
-
0
 

め
思
ぎ
 -
 目
庄
巨
臼
 俺
の
。
 Ⅰ
 日
 
二
し
：
お
き
，
Ⅰ
 

ご
 ）
㏄
Ⅱ
 

（
 
即
一
 Ⅱ
コ
コ
・
 

日
い
 き
 -
 燵
，
ぎ
 ・
 尚
 、
 戸
 ぎ
の
 注
り
寺
 
Ⅱ
㎏
も
 

ひ
 丈
を
 ブ
 レ
 Ⅱ
 
@
 1
 エ
 、
ハ
ル
 い
 
Ⅳ
ノ
ー
、
マ
ツ
ノ
ケ
ン
 

ナ
 は
 、
 「
 
ま
 ロ
ム
 

F
 で
 
る
 む
り
の
へ
と
 

@
 

導
 く
 」
と
訳
し
て
い
る
が
、
 

フ
ィ
チ
ー
ノ
の
ラ
テ
ン
語
訳
す
 宙
ヴ
 0
 二
年
 
ヨ
 ニ
口
 
0
 「
 
音
窯
こ
 こ
 
を
 参
考
に
し
て
、
本
文
の
よ
う
に
訳
す
。
 

@
 
一
ぎ
 日
 ・
 ヨ
 9
%
 
簿
 1
 
室
・
 尚
 、
訳
出
の
都
合
上
、
 み
受
簿
は
 
省
略
し
て
訳
す
る
。
ま
た
、
 -
 
・
だ
の
さ
は
ブ
レ
イ
エ
に
従
わ
ず
、
 

 
 

ノ
の
 解
釈
に
従
っ
て
、
正
格
と
読
む
。
 

 
 

@
-
 

子
三
・
 ニ
ゴ
目
 。
 お
 ・
㏄
 

0
.
 

尚
 、
こ
の
文
章
で
「
ま
だ
英
知
 で
は
な
く
井
英
知
的
な
仕
方
で
Ⅰ
か
の
も
の
を
 -
 見
て
い
た
 

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
 い
 

て
、
 -
 
英
知
は
 一
 全
て
の
も
の
一
英
知
界
の
全
て
の
イ
デ
ア
 -
 と
な
 っ
た
 一
と
言
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
前
の
段
階
で
は
、
 
英
知
は
ま
だ
な
ん
 

ら
 多
様
性
を
持
つ
て
い
な
か
っ
た
 -
 …
…
」
 -
 
傍
点
は
、
筆
者
）
 と
 言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ
の
文
章
が
、
英
知
の
一
者
 
か
ら
の
「
発
出
」
を
 

舌
口
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
 

-
 
昭
 @
 
 （
 
b
 一
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
自
己
自
身
を
直
 知
 す
る
と
い
う
狭
義
の
意
味
で
「
英
知
」
と
い
う
舌
口
 

葉
 が
使
わ
れ
 て
お
り
、
そ
の
場
合
、
 そ
 

れ
に
入
ら
な
い
ょ
り
高
次
の
直
 畑
 作
用
は
、
非
英
知
的
と
言
わ
れ
 る
 。
一
万
 
-
a
 
一
で
は
、
広
義
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
 英
 知
が
 多
様
化
さ
れ
る
 

前
 の
一
な
る
状
態
を
も
含
め
て
「
英
知
」
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
。
 

一
 
㎎
）
日
日
・
 づ
ダ
ゴ
 ㏄
 i
 
の
 

一
ぬ
 
-
 
佳
一
村
 
-
 に
同
じ
。
 

一
村
 
一
 @
 
江
口
・
 
ニ
メ
 ）
 
P
N
N
.
u
4
 



プロティノスにおける 
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き
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
青
年
時
代
か
ら
一
貫
し
て
熱
心
 
な
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
者
で
あ
り
続
け
て
き
た
こ
 
の
 哲
学
者
は
、
神
学
理
 

47 

こ
の
テ
ー
マ
が
、
リ
ク
ー
ル
の
著
作
に
よ
く
親
し
ん
で
 
い
る
者
を
尻
込
み
さ
せ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 否
定
す
る
こ
と
は
で
㈲
 

 
  
 

杉
村
靖
彦
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
論
考
が
試
み
る
の
は
、
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
の
 問
わ
れ
ざ
る
前
提
と
で
も
い
う
べ
き
「
詩
学
」
を
、
そ
の
宗
教
 
的
 、
神
学
的
主
題
と
の
 

連
関
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
了
解
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
 
る
 。
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
は
、
純
粋
な
哲
学
的
反
省
か
ら
め
く
 ま で
 逃
れ
去
る
悪
の
謎
 

め
い
た
実
在
性
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
 
ば
非
｜
 哲
学
へ
と
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
危
機
 
的
 状
況
に
あ
っ
て
な
 

お
リ
ク
ー
ル
に
思
索
し
続
け
る
こ
と
を
促
す
も
の
が
、
人
間
に
意
 
味
を
贈
与
し
、
新
た
な
実
存
の
可
能
性
を
開
示
す
る
「
詩
的
な
」
 

=
@
@
 

葉
 ハ
リ
は
た
ら
き
 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
へ
の
信
頼
の
出
所
を
探
る
な
ら
ば
、
 

リ
ク
ー
ル
の
宗
教
的
、
神
学
的
論
考
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
え
な
 い 。
 悪
と
 救
い
の
 問
 

題
 に
つ
い
て
の
か
れ
の
議
論
は
、
か
れ
が
「
満
ち
 
溢
 れ
の
論
理
」
 
と
 名
付
け
る
、
キ
リ
ス
ト
教
の
核
心
を
成
す
動
性
に
お
い
て
 
極
 ま
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
れ
が
「
詩
学
」
と
、
ひ
い
て
は
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
と
い
か
に
 
関
 わ
る
か
を
示
す
の
は
、
か
れ
が
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
 
影
響
下
で
 形
 づ
く
る
 

「
神
の
名
の
啓
示
」
に
つ
い
て
の
見
解
を
措
い
て
な
い
。
自
ら
は
 

軸
限
 に
退
き
つ
つ
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
 

軸
 限
の
意
味
を
も
た
 
ら
す
神
の
名
付
け
 

え
ぬ
名
が
、
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
を
、
信
仰
の
次
元
と
の
混
同
に
 
陥
 れ
る
こ
と
な
く
、
鼓
舞
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 詩
学
、
悪
、
意
味
の
贈
与
、
満
ち
溢
れ
の
論
 理 、
神
の
名
の
啓
示
 

リ
ク
ー
ル
の
哲
学
思
想
を
根
本
に
お
い
て
動
か
し
て
い
 
る
 関
心
事
に
、
そ
の
神
学
的
、
宗
教
的
主
題
と
の
連
関
 
を
 問
い
た
だ
し
明
ら
 

か
に
す
る
と
い
う
角
度
か
ら
接
近
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
 本
論
考
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
も
 う
 と
す
る
 課
 題
 で
あ
る
。
 

リ
ク
ー
ル
の
「
詩
学
」
を
め
ぐ
っ
て
 

ー
 
｜
 そ
の
宗
教
的
、
神
学
的
側
面
か
ら
の
考
察
   



兄
 な
あ
く
ま
で
峻
別
し
よ
う
と
し
、
か
れ
の
思
想
に
お
 
い
て
両
者
が
い
か
に
連
関
す
る
か
を
語
る
こ
と
に
対
し
 
て
 、
禁
欲
的
と
さ
え
 映
 

る
ほ
ど
慎
重
な
態
度
を
崩
さ
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
 六
年
の
の
 ま
 o
r
 
隼
 Ⅰ
の
の
（
 

目
 Ⅰ
窃
に
際
し
て
の
連
続
講
義
 を
も
と
に
著
さ
れ
た
「
 他
 

と
し
て
の
自
己
 ｜
 自
身
」
に
お
い
て
は
、
最
後
の
ふ
た
 
つ
の
講
義
が
、
こ
の
著
の
主
題
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
 も
の
で
あ
る
に
も
か
か
 

わ
ら
ず
、
聖
書
解
釈
学
を
題
材
に
し
て
い
る
と
い
う
 
理
 由
 に
よ
っ
て
収
録
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
の
 弁
明
に
 ょ
 れ
ば
、
そ
れ
 

は
 、
こ
の
著
の
論
述
に
「
自
律
的
な
哲
学
的
言
 述
 」
と
 し
て
の
性
格
を
保
持
さ
せ
、
「
隠
れ
た
神
学
」
で
は
な
い
 か
と
い
う
疑
念
を
払
う
 

 
 

差
 こ
そ
あ
れ
、
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
活
動
の
全
体
に
わ
た
 
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
 

 
 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
思
想
は
 
か
れ
自
身
の
宗
教
的
、
神
学
的
立
場
と
 い
 か
な
る
繋
が
 り
を
も
持
た
な
い
と
 

結
論
づ
け
る
の
は
、
早
計
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
信
仰
 
0
 次
元
と
哲
学
の
次
元
を
区
別
し
て
論
ず
る
こ
と
と
、
 
そ
の
ふ
た
 っ
 の
次
元
が
 

無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
同
一
の
事
柄
で
は
あ
 
る
ま
い
。
リ
ク
ー
ル
の
宗
教
的
、
神
学
的
論
考
を
取
り
 集
め
て
か
れ
の
哲
学
的
 

著
作
と
並
行
し
て
読
む
と
き
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
双
方
 
を
 安
易
に
混
清
さ
せ
ま
い
と
す
る
周
到
な
配
慮
に
よ
っ
 
て
か
え
っ
て
覆
わ
れ
て
 

し
ま
い
か
れ
な
い
注
目
す
べ
き
事
態
を
看
取
す
る
こ
と
 
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
リ
ク
ー
ル
の
 宗
教
的
、
神
学
的
論
考
 

が
 、
か
れ
の
哲
学
全
体
を
根
底
か
ら
規
定
す
る
、
あ
る
 
重
要
な
問
題
領
域
に
ふ
か
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
 
事
 態
で
あ
る
。
そ
の
問
題
 

領
域
と
は
、
リ
ク
ー
ル
の
術
語
で
「
詩
学
」
 a
 。
 舩
 斤
目
 
③
と
呼
び
得
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
リ
ク
ー
ル
が
 
こ
の
語
に
あ
た
え
る
 意
 

味
の
広
が
り
は
、
詩
に
関
す
る
一
般
理
論
と
い
う
こ
の
 
語
の
通
常
の
含
意
を
大
き
く
超
え
て
い
る
。
要
約
的
に
 
言
う
な
ら
、
こ
の
呼
び
 

名
 に
よ
っ
て
か
れ
は
、
そ
の
語
源
と
な
る
ギ
リ
シ
ャ
 圧
 
幅
 「
ポ
イ
ェ
ー
シ
ス
」
が
「
創
造
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
 着
目
し
つ
つ
、
広
い
意
 

  

論
や
信
仰
上
の
諸
問
題
に
関
し
て
も
数
多
く
の
論
考
を
 著
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
れ
は
、
哲
学
と
信
 
仰
 と
い
う
ふ
た
つ
の
 次
 

 
 

 
 



 
 

 
 

第
一
章
 
悪
 の
問
題
 と
 詩
学
 

 
 

題
 は
ど
の
よ
う
な
問
題
連
関
か
ら
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
 
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
 

 
 

 
 

ほ
 
と
を
問
 う
 と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、
リ
ク
ー
ル
が
 そ
 の
 思
想
の
全
体
を
通
し
て
問
い
続
け
て
き
た
と
い
 う
よ
り
も
む
し
ろ
対
決
し
、
 

 
 

ヰ
 
格
闘
し
続
け
て
き
た
も
う
ひ
と
つ
の
主
題
に
 
目
を
向
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
「
 悪
 」
と
い
 ぅ
 問
題
で
あ
る
。
は
じ
め
て
 

詩
学
に
つ
い
て
言
及
し
た
「
意
志
の
哲
学
」
の
 
プ
 ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
れ
が
「
自
由
を
過
ち
か
ら
解
放
す
る
 も
の
」
と
し
て
の
「
超
越
」
 

味
 で
の
「
詩
的
」
舌
口
 
ま
 ㌍
」
そ
が
人
間
を
新
た
に
「
創
造
 」
す
べ
く
そ
の
も
っ
と
も
本
来
的
な
存
在
可
能
性
を
生
 ロ
げ
 
知
ら
せ
る
、
と
い
う
 

こ
と
を
指
し
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
の
 哲
学
活
動
の
全
行
程
を
見
渡
す
と
き
、
こ
の
「
詩
学
」
 
の
 可
能
性
へ
の
信
頼
が
 

か
れ
の
思
索
の
も
っ
と
も
深
い
動
因
と
な
っ
て
い
る
こ
 と
が
了
解
さ
れ
る
。
初
期
の
「
意
志
の
哲
学
」
の
プ
ロ
 
グ
ラ
ム
は
そ
の
最
終
の
 

段
階
、
す
な
わ
ち
人
間
の
意
志
の
悪
か
ら
の
解
放
が
語
 
ら
れ
得
る
段
階
を
「
意
志
の
詩
学
」
と
名
付
け
た
。
「
 解
 釈
学
 」
へ
と
立
場
が
移
 

行
 し
た
後
も
ま
た
、
リ
ク
ー
ル
が
人
間
の
新
た
な
自
己
 
了
解
の
可
能
性
を
尋
ね
て
象
徴
、
 隠
楡
 、
物
語
な
ど
に
 つ
い
て
飽
く
こ
と
な
く
 

探
究
を
続
け
た
の
は
、
現
実
の
新
た
な
相
を
開
示
す
る
 
舌
口
語
の
「
詩
的
な
」
は
た
ら
き
を
支
え
に
し
て
で
あ
っ
 た
 。
だ
が
、
リ
ク
ー
ル
 

の
 哲
学
的
舌
口
述
に
お
い
て
、
詩
学
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
 可
能
性
が
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
の
か
が
 
十
分
に
語
り
出
さ
れ
て
 

い
る
と
は
舌
ロ
 
い
 難
い
。
そ
れ
ら
は
か
れ
の
哲
学
を
動
か
 す
 前
提
と
し
て
い
つ
も
す
で
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
み
 
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
 

し
て
は
、
リ
ク
ー
ル
の
数
多
く
の
め
示
教
的
、
神
学
的
論
 
者
 が
共
通
し
て
取
り
上
げ
る
い
く
つ
か
の
主
題
を
参
 
昭
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

か
れ
の
詩
学
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
状
況
を
異
な
る
 光
 の
も
と
に
置
き
な
お
し
、
そ
れ
を
よ
り
良
く
理
解
す
る
 
道
を
切
り
開
く
こ
と
が
 

で
き
る
、
と
い
う
見
通
し
を
も
っ
て
い
る
。
本
論
考
は
 
こ
の
よ
う
な
見
通
し
を
具
体
的
に
検
証
し
よ
う
と
す
る
 
も
の
で
あ
る
。
 

  

  

  



ち
に
不
安
定
を
抱
え
、
過
ち
得
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
 
る
 。
し
た
が
っ
て
 、
 過
ち
は
人
間
の
自
由
の
所
産
で
あ
 る
 、
と
い
う
こ
と
に
な
 

意
志
を
始
動
さ
せ
、
現
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
乗
り
 
超
 え
よ
う
と
す
る
際
限
な
い
欲
望
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
こ
 
そ
 、
人
間
は
自
ら
の
う
 

の
経
験
に
関
わ
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
予
告
し
て
い
る
亘
 
。
 そ
ハ
 り
よ
う
な
舌
ロ
い
か
た
で
リ
ク
ー
ル
が
述
べ
よ
う
と
 

す
る
の
は
、
詩
学
に
直
 

-
4
 
一
 

接
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
近
道
は
存
在
せ
ず
、
「
 過
 ち
の
全
体
的
経
験
」
を
ふ
か
く
問
う
て
い
く
と
い
う
迂
路
 を
 取
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

の
み
詩
学
の
領
域
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
 と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
 
は
 リ
ク
ー
ル
が
悪
の
問
 

題
 に
対
し
て
行
な
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
検
討
し
、
そ
う
し
 て
 か
れ
が
こ
の
問
題
に
関
す
る
考
察
を
深
め
る
な
か
で
 

い
か
に
し
て
詩
学
に
 

逢
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
 
な
 い
 。
 

「
意
志
の
哲
学
」
期
の
二
番
目
の
著
作
「
有
限
性
と
罪
責
 性
 」
の
緒
言
に
お
い
て
、
著
作
の
副
題
と
し
て
用
い
て
 も
よ
か
っ
た
と
 り
ク
 

ノ
が
圧
 Ⅱ
 っ
 て
し
る
 

と
い
う
語
に
 、
 悪
の
間
 題
 に
面
し
て
か
れ
が
採
る
基
本
 的
な
態
度
が
要
約
さ
 

 
 れ

て
い
る
。
倫
理
的
世
界
観
と
は
、
悪
の
起
源
が
い
か
 な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
現
わ
れ
の
場
が
人
間
の
自
由
 
を
 措
い
て
ほ
か
に
な
い
 

と
い
う
事
実
を
真
剣
に
受
け
と
め
、
あ
く
ま
で
人
間
の
 自
由
と
の
連
関
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
人
間
が
責
め
を
 
負
う
べ
き
も
の
と
し
て
 

悪
を
見
て
い
く
立
場
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
 ば
 悪
を
人
間
の
有
限
性
と
同
一
視
し
て
な
に
か
信
ム
叩
の
 よ
う
な
も
の
と
み
な
す
 

考
え
方
と
は
対
極
に
位
置
す
る
。
「
有
限
性
と
罪
責
性
 ヒ
 の
 第
一
分
冊
「
過
ち
や
す
き
人
間
」
に
お
い
て
リ
ク
ー
 ル
が
 試
み
る
人
間
の
「
 
過
 

ち
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
の
哲
学
的
考
察
は
、
ま
ず
は
 こ
の
倫
理
的
世
界
観
の
「
偉
大
」
を
認
め
、
そ
の
立
場
 
を
 可
能
な
か
ぎ
り
突
き
 

詰
め
る
と
い
う
道
を
通
っ
て
悪
の
問
題
に
迫
ろ
う
と
す
 
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
考
察
の
核
心
を
な
す
の
は
、
 過
 ち
の
可
能
性
を
、
人
間
 

-
6
-
 

の
 有
限
性
そ
れ
自
体
に
で
は
な
く
「
有
限
と
無
限
の
不
 均
衡
」
と
い
う
人
間
の
在
り
方
に
お
い
て
認
め
る
と
い
 う
 考
え
で
あ
る
。
こ
の
 

見
方
に
よ
る
な
ら
ば
、
人
間
が
有
限
性
し
か
 識
 ら
な
い
 
と
こ
ろ
に
は
過
ち
は
存
在
し
な
い
。
無
限
性
へ
の
 関
わ
 り
が
人
間
の
自
由
な
る
   

  



              「詩学」をめぐって 

な の ま か け ら し も 省 る の い 憎 リ 

お 転 さ の る し で て 、 が こ で と む ク 

悪 回 に い こ か あ も そ 経 と あ い と l 

ざ む 倫 妙 を し 

「   

し観い のい 」用 父す 
か こ ろ   

接 眼 い て し あ 。 は 体 る 一 

り 哲 る る 的 に 悪 向 自 し 

悪 

存 の 

ろ り る せ す 可 は た あ ら る と 、ラク ず ， る 。 -9- 能 性 その 現実 下 透 る よ 

る た の 
。 白 蜜 す 細 田 の い か 

壊 な こ 粋 物 大 通 え 

    って 概念へと とは な哲 還 に いな りに 

導 を で 学 兄 る な 自   く 用 き 約 さ 謎 ら 分   か 煮 て 反 れ な な の 

  

る
 。
 

と
は
い
え
、
過
ち
が
自
由
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
 は
 、
人
間
が
過
ち
か
ら
自
由
に
逃
れ
得
る
こ
と
を
意
味
  

 



に
見
え
て
も
、
悪
は
端
的
な
無
意
味
で
は
な
い
こ
と
を
 示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
悪
か
ら
の
救
い
へ
の
希
望
を
切
 
り
 開
く
。
リ
ク
ー
ル
は
 

い
う
。
「
言
語
は
情
動
の
光
で
あ
る
。
告
白
に
よ
っ
て
 、
 過
ち
の
意
識
は
舌
口
葉
の
光
の
う
ち
へ
と
運
び
込
ま
れ
る
 。
つ
ま
り
、
告
白
に
よ
 

一
 
Ⅱ
 -
 

っ
て
、
人
間
は
か
れ
自
身
の
不
条
理
さ
、
苦
悩
、
不
安
 の
 経
験
の
な
か
に
お
い
て
も
な
お
こ
と
は
で
あ
り
続
け
 
る
の
で
あ
る
」
。
悪
を
 
@
 
二
口
 

ぃ
 表
わ
す
こ
の
象
徴
的
な
表
現
は
、
し
ば
し
ば
そ
 
う
見
 徴
 さ
れ
る
よ
う
に
、
一
義
的
で
透
明
な
概
念
に
比
べ
て
 劣
っ
た
舌
口
語
で
あ
る
わ
 

け
 は
け
っ
し
て
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
象
徴
的
表
現
 の
 不
透
明
性
は
た
ん
な
る
概
念
に
よ
っ
て
は
支
配
で
き
 
な
い
汲
み
尽
く
せ
ぬ
 深
 

さ
の
裏
面
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
深
み
へ
と
ひ
と
を
 引
 き
 込
み
っ
 
っ
 、
象
徴
は
た
え
ず
新
た
な
意
味
を
「
贈
与
 

  

哲
学
に
も
倫
理
に
も
限
界
を
知
ら
し
め
る
悪
の
た
だ
な
 
か
に
お
い
て
、
な
お
も
意
味
を
贈
与
し
、
救
い
へ
の
道
 を
 照
ら
す
言
葉
が
働
 い
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
、
リ
ク
ー
ル
の
思
想
に
 
お
い
て
詩
学
と
い
う
ヴ
 ィ
 ジ
ョ
ン
が
と
る
、
最
初
の
具
 体
 的
な
か
た
ち
で
あ
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
悪
の
間
 頭
 と
切
り
離
し
え
な
い
 繋
 が
り
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
の
詩
学
は
い
 
わ
ば
哲
学
と
非
 ｜
哲
 

学
の
境
界
線
上
に
立
つ
も
の
と
な
る
。
悪
の
間
頭
に
直
 面
し
、
悪
の
象
徴
を
、
意
味
を
贈
与
す
る
創
造
的
言
 
壬
 叫
 と
し
て
受
け
と
め
る
と
 

き
、
哲
学
は
絶
対
の
始
原
た
ら
ん
と
い
う
要
求
を
断
念
 せ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
哲
学
は
象
徴
に
よ
る
意
味
 
の
 贈
与
を
自
ら
の
不
可
 

欠
な
 前
提
と
し
て
積
極
的
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
 
な
る
。
「
 悪
案
徴
系
ヒ
の
 結
論
部
に
お
い
て
リ
ク
ー
 か
 は
述
べ
て
い
る
。
「
 
ま
 

ず
は
思
考
は
 @
 
一
具
巾
の
充
実
の
な
か
に
住
ま
う
の
で
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
…
…
前
提
の
な
い
 哲
 学
 は
な
い
。
象
徴
に
つ
 

二ロ だ = 
泰 葉 

り、 

現 は さ 

@ こ "  ら 

な 悪 に 
ら に は 
ざ つ そ 
る い の 
を て 基 
え 朗 底 
な 蜥 に 
い な 存 

。 る す 
し 概 る 

か 念 悪 
し な を 

、 与 告 
悪 え 白 
が る す   
二ロ 葉もか る 三ロ り @ 
へ で 葉 
と は で 
詰 ま あ 
り つ る 

出 た   
さ く も 

れ な ち 
る い ろ 
と 。 ん 
い そ 、 

う れ リ 

こ ら ク 

と は l 
そ 、 ル 

の 不 が 
も 透 一 
の 明 括 
が で り   

c 
い 奇 「 
か 砂 家 
ほ ほ 徴 
理 歪 」 
解 み と 

を 、 呼 
超 比 ぶ 
え 楡 そ 

た に れ 
も 富 ら 

の ん の 

(322)  52 



 
 
 
 
 
 

 
 詩

 

 
 

休
 め
 
「
 
贈
 

け
が
、
 り
 

降
の
仕
事
 

釈
学
 」
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

解
釈
学
と
し
て
自
己
を
了
解
す
る
に
至
っ
た
リ
ク
ー
ル
 
の
 哲
学
は
、
そ
れ
以
降
、
こ
の
立
場
に
よ
り
大
き
な
 
一
 般
性
 を
も
た
ら
す
 理
 

論
 を
素
め
て
、
テ
ク
ス
ト
、
 
隠
楡
 、
物
語
に
つ
い
て
の
 精
微
な
考
察
へ
と
乗
り
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
に
 伴
 っ
て
、
「
悪
の
象
徴
系
」
 

で
は
も
っ
ぱ
ら
象
徴
表
現
に
限
ら
れ
て
い
た
「
意
味
を
 贈
与
す
る
 =
 
ミ
ロ
ま
叫
」
を
広
い
意
味
で
「
詩
的
な
」
言
語
 全
 般
 に
認
め
る
よ
う
に
な
 

る
 。
だ
が
、
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
に
お
け
る
詩
学
の
問
題
 
に
 と
く
に
任
意
を
向
け
る
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
か
れ
 
の
 思
索
の
そ
の
よ
う
な
 

動
き
を
ま
え
に
し
て
、
立
ち
止
ま
っ
て
次
の
よ
う
な
 
問
 

 
 

ほ
ど
、
そ
の
よ
う
な
 探
 

究
 は
か
れ
の
哲
学
の
活
動
領
域
を
広
げ
、
多
く
の
新
た
 な
 問
題
を
わ
が
も
の
と
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
 
同
時
に
そ
れ
は
、
悪
と
 

て
 

救
い
の
問
題
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
た
か
 
れ
の
詩
学
を
広
い
範
囲
に
拡
散
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
 核
心
に
あ
っ
た
動
性
を
見
え
 

わ
に
く
く
し
て
し
ま
う
恐
れ
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
 か 。
リ
ク
ー
ル
の
詩
学
の
根
本
動
機
を
正
し
く
捉
え
る
 
た
め
に
は
、
意
味
を
与
え
る
 

 
 

 
 

言
語
を
前
提
と
し
て
い
か
に
哲
学
が
形
成
さ
れ
る
か
だ
 け
で
な
く
、
こ
の
前
提
そ
の
も
の
へ
と
赴
い
て
、
悪
の
 
た
だ
な
か
に
お
け
る
 意
 

 
 

 
 

与
 」
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
に
立
ち
合
う
こ
と
を
試
み
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
さ
に
こ
の
よ
 う
な
問
い
掛
 

ク
ー
ル
の
宗
教
的
、
神
学
的
論
考
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
 導
 く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
悪
の
象
徴
系
 ヒ
 にお
い
 て
も
そ
れ
は
 

に
お
い
て
も
、
リ
ク
ー
ル
の
思
索
が
悪
と
救
い
の
問
題
 を
も
っ
と
も
差
し
迫
っ
た
し
か
た
で
問
い
、
新
た
な
 
意
 味
の
贈
与
へ
 

53 (323) 

い
て
の
省
察
は
、
す
で
に
生
じ
て
し
ま
っ
た
舌
口
語
、
 
そ
 こ
に
お
い
て
全
て
が
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方
で
語
ら
れ
 
て
し
ま
っ
て
Ⅰ
い
る
 
圭
 口
語
 

 
 

っ
て
哲
学
が
そ
の
自
律
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う
わ
け
で
 は
な
い
。
哲
学
は
 、
意
 

味
 を
も
た
ら
す
舌
口
語
を
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
解
釈
し
て
 
概
念
へ
と
練
り
あ
げ
、
そ
れ
が
現
実
に
対
し
て
も
つ
 
妥
 ヨ
 性
を
批
判
的
に
検
証
 

す
る
と
い
っ
た
こ
と
を
、
あ
く
ま
で
自
ら
の
責
任
に
お
 
い
 て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
に
し
て
哲
学
は
「
 解
 



徴
的
 表
現
が
も
た
ら
す
意
味
に
信
頼
を
お
い
て
、
そ
れ
 
に
 固
有
の
弁
証
法
的
運
動
を
追
跡
し
て
い
く
こ
の
著
の
 
リ
ク
ー
ル
の
探
究
が
最
 

終
 的
に
行
き
着
く
の
が
、
罪
と
救
い
に
関
す
る
新
約
聖
 
書
 の
 教
説
 

と
り
わ
け
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
等
 に
お
い
て
パ
ウ
ロ
が
 定
 

式
 化
す
る
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 
こ
 の
こ
と
を
、
哲
学
者
リ
ク
ー
ル
が
中
立
的
な
立
場
か
ら
 
悪
と
 救
い
に
つ
い
て
の
 

諸
教
 説
を
検
討
し
た
結
果
で
あ
る
な
ど
と
考
え
て
は
な
 ら
な
い
。
リ
ク
ー
ル
が
の
ち
に
「
満
ち
溢
れ
の
論
理
」
 
ま
 ㎎
 -
 
ロ
 仁
の
已
 
0
-
 
の
の
 
し
 Ⅰ
の
 
す
 0
 コ
 

d
a
 
閂
と
 と
い
う
術
語
に
よ
っ
て
要
約
す
る
こ
の
 教
説
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
関
す
る
か
れ
の
す
べ
て
の
論
考
 
に
お
い
て
、
中
心
的
な
 

地
位
を
占
め
続
け
る
も
の
で
あ
る
。
「
罪
の
増
し
加
わ
っ
 た
と
こ
ろ
に
は
、
恵
み
も
ま
す
ま
す
満
ち
る
ふ
れ
た
」
 （
ロ
ー
マ
重
日
 
ダ
ぃ
 
S
 。
 パ
 

ウ
ロ
 の
記
す
き
わ
め
て
逆
説
的
な
こ
の
一
節
が
、
リ
ク
 ｜
か
め
 キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
全
重
量
を
さ
さ
え
る
丈
吉
 T
 
な
っ
て
い
る
、
と
い
 

一
 
%
 一
 

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
「
悪
の
象
徴
系
」
の
全
体
を
貫
 
い
て
い
る
、
悪
の
た
だ
な
か
で
意
味
を
贈
与
し
続
け
る
 舌
口
語
へ
の
信
頼
は
 
、
そ
 

一
 
Ⅱ
 -
 

述
 の
み
な
ら
ず
夢
の
 @
 語
や
詩
の
言
語
に
も
及
ぶ
も
の
 と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
 
任
 目
す
る
の
は
、
悪
の
象
 

摂 を の 

前章 取 源 明ら 象徴 

を か 系 で 

  重に』 書本 は わ れ 第二   
満ち めていいると は、悪 る省察 

  
由 かこ が領し 域ノ 

し ;@ - 一 一 一   

  
教 的 のあ おる 盆 う 

な も こ 『 
青 な と 悪 

そ 

の 
    
と 

c 
つ 
  
て 
詳 

  
  
払 
百冊 

  
な 
  
れ 
ま @ 
な 
ら 

な 
  
  

(324) 

の
 希
望
を
も
っ
と
も
根
源
的
な
相
で
告
げ
る
の
は
、
 
キ
 リ
ス
ト
教
の
信
仰
が
問
題
と
な
る
と
き
に
ほ
か
な
ら
な
 
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
 

 
 

 
 



リクー l し の「 詩与   

き る れ 
た こ ろ 

月 U  と も 

の は の 
戒 け で 
め っ あ 
が し る 

必 て 。 

要 あ そ 

ルこ り れ 
な え は 
り な 、 

、 い 律 

そ 。 法 
の む を 
繰 ぜ 満 
0 な た   
の ひ 自 
な と 分 
か つ で 

で の 自 

、 成 分 
ひ め を 
と は 救 
は そ お 
自 れ ぅ 

ら ル こ と 

の 反 す 
過 抗 る 

ち す 人 
に 6 間 
つ 欲 の 
い 望 試 
て な み 
眼 目 を 

り 覚 意 
な め 味 
く さ す 
鋭 せ る 

敏     
な そ こ 

責 れ の 
識 を 試 
を 抑 み   
ょ た 就 
う ぬ さ 

に に れ 

55@ (325) 

  」をめぐっ 

ち い 
き て 
増   
殖 あ 
さ る 

せ ゆ 
る る 

むさ機会 

と は   
て な 
律 起 
決 さ 

を せ 

  
こ わ 

の ち、 

  
き か 

  
ん で ゥロ 

いるのによっ 

であ て 

「 行」 6 
し   （ 
に ロ 

よ l 
6 7 
妻 書 
認 ド 
」 ド 

と の ） 

呼   
ば 自 

の
よ
う
な
信
仰
的
立
場
か
ら
発
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
 は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
こ
に
 
お
い
て
、
リ
ク
ー
ル
の
 

詩
学
の
も
っ
と
も
深
い
根
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
 
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
導
き
 
の
糸
 と
し
て
、
キ
リ
ス
 

ト
 教
に
関
し
て
リ
ク
ー
ル
が
行
な
う
省
察
の
な
か
に
 
入
 っ
て
い
こ
う
と
思
う
。
 

ま
ず
は
、
リ
ク
ー
ル
が
、
パ
ウ
ロ
が
定
式
化
す
る
悪
と
 
救
い
の
 教
説
 を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
受
容
す
る
か
を
 見
て
お
か
な
け
れ
ば
 

 
 

る
の
は
、
ル
タ
ー
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、
か
れ
が
「
 行
 い
に
よ
る
義
認
」
と
「
 信
 

仰
に
よ
る
義
認
」
と
い
う
対
比
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
 
の
 黒
１
救
い
観
を
明
確
に
輪
郭
付
け
た
こ
と
に
よ
る
。
 悪
 に
は
ふ
た
 
っ
 の
段
階
 

が
あ
る
。
通
常
 悪
 と
い
う
名
の
も
と
で
考
え
ら
れ
る
の
 

べ
き
戒
め
そ
の
も
の
が
、
か
え
っ
て
わ
た
し
を
死
に
導
 は

 他
人
に
対
し
て
な
さ
れ
る
過
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
 

い
て
行
く
」
（
ロ
ー
マ
書
 

い
 ）
 
こ
 
）
と
い
う
恐
る
べ
き
 逆
 説
を
暴
き
出
す
。
「
律
法
 

り
も
奥
に
、
す
べ
て
の
 

-
 
Ⅳ
 一
 

法
を
守
り
い
か
な
る
過
ち
を
も
犯
す
ま
い
と
努
め
る
 
義
 入
 さ
え
も
、
 
否
 、
そ
の
よ
う
な
義
人
だ
か
ら
こ
そ
陥
る
 罪
 が
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
 

「
律
法
の
呪
い
」
 
一
 
ガ
ラ
テ
ヤ
書
が
）
の
）
の
名
の
も
と
に
 
告
発
す
る
の
は
そ
の
 ょ
う
 な
罪
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

か
 れ
は
「
い
の
ち
に
導
く
 

に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
は
罪
を
知
ら
な
か
っ
た
で
 あ
ろ
う
。
す
な
 ね
 ち
、
も
し
律
法
が
「
む
さ
 ぼ
 る
な
」
 と
い
わ
な
か
っ
た
ら
、
 

わ
た
し
は
 な
さ
ぼ
 
り
な
る
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
で
あ
 ろ
う
。
し
か
る
に
、
罪
は
戒
め
に
よ
っ
て
機
会
を
捕
え
 、
わ
た
し
の
う
ち
に
 働
 

 
 



神
と
い
う
「
他
者
」
に
よ
っ
て
事
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
 
。
そ
こ
で
は
、
義
は
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
外
な
る
 
と
こ
ろ
か
ら
到
来
す
る
 

の
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
を
そ
の
も
っ
と
も
内
な
る
と
 こ
ろ
に
お
い
て
満
た
し
、
自
由
に
す
る
。
「
外
部
性
の
極
 点
が
内
部
性
の
極
点
に
 

 
 

）
論
理
な
の
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
は
 、
 翻
っ
て
罪
に
満
 ち
た
自
己
義
認
か
ら
 信
 

仰
に
よ
る
義
認
へ
の
移
行
の
逆
説
性
を
照
ら
し
だ
す
。
 
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
の
移
行
は
「
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 」
と
「
ま
す
ま
す
」
 

と
い
う
ふ
た
つ
の
 鍵
語
 に
よ
っ
て
要
約
さ
れ
る
。
信
仰
 に

よ
る
義
は
人
間
の
内
か
ら
で
は
な
く
外
か
ら
到
来
す
 
る
が
ゆ
え
に
、
信
仰
に
 

よ
っ
て
人
間
は
罪
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
救
わ
れ
る
。
 し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
と
き
、
移
行
の
逆
説
 
性
 は
い
ま
だ
半
面
し
か
 

語
ら
れ
て
い
な
い
。
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
表
現
 
は
、
 罪
と
不
義
を
対
応
さ
せ
る
等
価
の
論
理
を
前
提
と
 し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
の
逆
説
性
そ
の
も
の
が
積
極
的
に
舌
ロ
 い
 表
わ
さ
れ
る
 の
は
、
ア
ダ
ム
の
堕
罪
 と
 イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
 と
を
対
応
さ
せ
て
、
 パ
 

ウ
ロ
 が
次
の
よ
う
に
語
る
と
き
で
あ
る
。
「
も
し
 ひ
と
 り
の
罪
過
の
た
め
に
多
く
の
人
が
死
ん
だ
と
す
れ
ば
、
 
ま
し
て
、
神
の
恵
み
と
、
 

ひ
と
り
の
 人
 イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
恵
み
に
よ
る
賜
物
と
 は
 、
さ
ら
に
豊
か
に
多
く
の
人
々
に
満
ち
る
ふ
れ
た
は
 ず
で
は
な
い
か
。
 

な
り
、
そ
の
 
罪
 意
識
の
な
か
に
自
問
し
て
い
く
こ
と
に
 な
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
律
法
に
よ
っ
て
は
、
 

罪
の
自
覚
が
生
じ
る
の
 

み
で
あ
る
」
（
ロ
ー
マ
 
圭
盲
 g
o
e
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
  
 

し
か
し
、
も
し
こ
の
「
罪
責
性
の
袋
小
路
」
三
悪
の
象
 徴
来
し
が
 悪
と
救
い
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
得
る
最
終
の
 
局
面
で
あ
っ
た
な
ら
 

ば
 、
そ
も
そ
も
行
い
に
よ
る
義
認
と
い
う
立
場
を
呪
わ
 
れ
た
も
の
と
し
て
断
ず
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
ろ
う
 

ウ
ロ
 が
そ
れ
を
 成
 

し
 得
た
の
は
、
か
れ
が
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
信
仰
 
に
 立
ち
、
そ
こ
か
ら
律
法
の
呪
い
を
「
過
ぎ
去
っ
た
 
状
 況
 」
と
し
て
見
た
か
ら
 

で
あ
る
。
信
仰
と
と
も
に
、
通
常
の
論
理
に
よ
っ
て
は
 理
解
不
能
な
事
態
が
生
じ
る
。
善
い
行
為
に
よ
っ
て
 
義
 と
さ
れ
過
っ
た
行
為
に
 

-
 
Ⅸ
 -
 

よ
っ
て
不
義
と
さ
れ
る
と
い
う
、
人
間
の
法
律
を
支
え
 る
 等
価
の
法
則
は
転
覆
さ
れ
る
。
 罪
 な
る
人
間
が
 、
た
 だ
そ
の
信
仰
の
ゆ
え
に
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（
中
略
）
…
・
・
・
律
法
が
は
 

い
り
 込
ん
で
き
た
の
は
、
罪
過
 の
 増
し
加
わ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
罪
の
増
し
加
 
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
 

恵
み
も
ま
す
ま
す
満
ち
る
ふ
れ
た
」
（
ロ
ー
マ
 書
 
9
 目
。
 
N
o
 
）
。
罪
の
ゆ
え
に
「
ま
す
ま
す
」
恵
み
が
満
ち
溢
れ
る
 
と
い
う
こ
の
事
態
、
 

こ
 

の
 剰
余
、
こ
の
超
過
こ
そ
が
、
罪
か
ら
救
い
へ
の
逆
説
 的
 移
行
の
中
核
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
い
，
 っ 。
「
（
罪
に
よ
る
死
の
）
 

否
定
に
向
け
て
わ
れ
わ
れ
を
準
備
さ
せ
る
八
に
も
か
か
 
わ
ら
ず
 V
 は
、
こ
の
悦
ば
し
き
 八
 ま
す
ま
す
 V
 の
裏
面
 、
 陰
の
面
に
す
ぎ
な
 

こ
の
 八
 ま
す
ま
す
 V
 に
よ
っ
て
、
自
由
は
こ
の
満
ち
 溢
 れ
の
 経
倫
 に
お
い
て
自
ら
を
感
じ
、
知
り
、
自
己
が
そ
 れ
に
属
す
る
こ
と
を
 欲
 

-
 
四
一
 

す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
。
 

リ
ク
ー
ル
が
パ
ウ
ロ
を
介
し
て
了
解
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 
信
仰
の
動
性
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
 
こ
に
お
い
て
、
か
れ
 

は
、
 神
か
ら
人
間
へ
の
無
限
の
贈
与
の
は
た
ら
き
を
、
 よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
す
べ
て
の
人
間
の
罪
を
背
負
 っ
て
十
字
架
上
で
死
に
、
 

復
活
し
た
イ
ェ
ス
，
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
的
 愛
 の
は
た
ら
 き
を
看
取
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
満
ち
溢
れ
の
論
理
 」
が
 、
 悪
と
そ
こ
か
ら
 

の
 解
放
と
い
う
哲
学
の
手
に
余
る
問
題
に
敢
然
と
立
ち
 向
か
い
、
そ
れ
に
応
答
し
得
る
も
の
へ
と
自
ら
の
哲
学
 
を
 練
り
上
げ
て
い
こ
う
 

と
す
る
リ
ク
ー
ル
の
絶
え
ざ
る
努
力
を
そ
の
根
底
に
お
 
い
て
鼓
舞
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
明
ら
か
 で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
 

本
 

て
 

論
考
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
は
、
さ
ら
に
 そ
の
よ
う
な
神
の
無
限
の
贈
与
が
リ
ク
ー
ル
の
「
詩
学
 
」
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
 と
い
 

い
か
に
連
関
し
て
い
る
か
を
突
き
止
め
る
こ
と
に
あ
 る 。
本
論
考
の
最
初
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
リ
ク
ー
 
ル
が
 詩
学
と
い
う
語
に
そ
の
 

 
 

 
 

語
源
に
ま
で
遡
っ
て
同
時
に
ふ
た
つ
の
意
味
を
込
め
て
 
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
う
ち
人
間
を
改
め
て
 創
造
し
直
す
と
い
う
 側
 

学
 
」
 

ほ
 

面
が
以
上
に
述
べ
た
信
仰
の
論
理
と
近
縁
性
を
も
 
ち
 得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
看
取
さ
れ
得
る
で
 あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 
豆
ゆ
め
象
 

 
 ル

徴
系
 」
に
お
い
て
考
察
の
端
緒
が
開
か
れ
た
、
「
 詩
 的
な
」
 @
 語
と
の
連
関
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
 

ル
が
 キ
リ
ス
ト
教
 

 
 

の
 核
心
に
見
る
「
満
ち
溢
れ
の
論
理
」
が
そ
の
よ
 
う
な
言
語
と
繋
が
り
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
 な
る
仕
方
で
、
 
い
 か
な
る
 必
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受 る は い い っ に と ざ は て 

  

  
の 

み   
れ   
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た し ら 述 て と 知 素 読 学 で れ ィ 
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も 

た 
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方、 
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な 
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              「詩学」を 

し す そ て 
出 」 の し 
す と い ま 

こ ひ き う 

と と だ も 

に つ 来 の 
な で た は 
る あ ら 真 
め る ぬ の 
で と 田 無 
あ い 能 限 
ろ う 性 で 

。 信 が は 

仰 現 な   
性 闇 神 
は る の 

、 照 無 
こ ら 限 
の す の 
よ 光 は 
ぅ 源 た 
な と ら 

見 な き 

地 る は 
か め 、 

ら で 現 
見 あ 在 
ら る の 
ね 。 状 
た 黒 沢 
と 「 を 
き に 無 
に も 限 
の か に 
み か 超 

、 ね え 

そ ら 出 
の ず る 

生 きが 」「 可 
生 悪 能   
し え を 

指し示 た相貌 に「ま 

な す し 
現 ま 
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ぐ
れ
の
論
理
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
現
在
を
乗
り
超
え
 て
 溢
れ
出
る
可
能
な
る
も
の
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
 。
現
在
に
お
い
て
尽
く
さ
れ
 

 
 

ァ
 ニ
ー
と
し
て
の
神
観
を
排
し
て
、
神
を
「
到
来
す
る
 神
 」
と
し
て
「
未
来
」
の
次
元
に
お
い
て
見
な
け
れ
 
ば
 な
ら
な
い
。
こ
の
 ょ
ぅ
 

な
立
場
か
ら
、
モ
ル
ト
マ
ン
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 復
活
に
つ
い
て
独
特
の
解
釈
を
引
き
出
し
て
く
る
。
 
ふ
 っ
う
 に
考
え
れ
ば
、
 復
 

活
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
出
来
事
で
し
か
な
い
。
 
こ
 の
 過
去
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
、
た
と
え
ば
 
キ
ェ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
「
キ
リ
 

ス
ト
の
同
時
代
人
」
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 プ
ル
ト
マ
ン
は
信
仰
者
の
現
在
の
決
断
に
力
点
を
置
く
 
実
存
論
的
解
釈
に
よ
っ
 

て
 、
復
活
の
出
来
事
を
現
在
の
充
実
の
う
ち
に
引
き
入
 
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
 
さ
ら
に
大
胆
に
モ
ル
ト
 

マ
ン
は
、
復
活
の
出
来
事
の
真
の
意
味
が
了
解
さ
れ
る
 の
は
未
来
の
次
元
と
の
連
関
に
お
い
て
で
し
か
あ
り
え
 な
い
と
言
 う
 。
こ
の
 耳
 

目
を
驚
か
せ
る
主
張
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
復
活
が
た
 
だ
の
出
来
事
で
は
な
く
「
神
の
国
の
到
来
」
を
告
げ
 
知
 ら
せ
る
出
来
事
で
あ
る
 

こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
お
お
い
に
説
得
力
を
も
っ
て
 く
る
。
復
活
は
、
ひ
と
り
イ
エ
ス
に
の
み
 関
 わ
る
、
 過
 去
に
閉
じ
た
出
来
事
で
 

は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
に
神
の
国
を
約
束
し
 、
 罪
に
 よ
る
死
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
可
能
性
を
示
す
し
る
し
で
 
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
を
知
る
こ
と
、
そ
れ
は
 死
者
た
ち
の
あ
い
だ
か
ら
の
復
活
を
望
む
希
望
の
運
動
 
の
な
か
に
入
る
こ
と
で
 

-
 
乃
 -
 

あ
り
、
無
か
ら
の
す
な
わ
ち
死
か
ら
の
新
た
な
創
造
を
 待
つ
こ
と
で
あ
る
」
。
以
上
の
よ
う
な
モ
ル
ト
マ
ン
の
 教
 説
が
 リ
ク
ー
ル
に
教
え
 

る
の
は
、
何
よ
り
も
、
神
が
人
間
に
触
れ
る
固
有
の
位
 相
は
 
「
希
望
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 

が
 満
ち
 溢
 

 
 



間
 と
の
関
係
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
「
聴
く
」
 こ
と
の
究
極
的
な
あ
り
か
た
と
し
て
了
解
さ
れ
る
こ
と
 
に
な
る
。
神
に
出
会
う
 

一
花
 
-
 

れ
る
思
い
煩
い
の
批
判
が
意
味
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 思
い
煩
わ
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
聴
く
こ
と
で
あ
る
」
。
 

こ
 と
 ば
と
し
て
の
神
と
人
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
現
在
化
さ
れ
る
こ
と
を
絶
対
に
 拒
む
神
の
は
た
ら
き
が
、
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
人
間
 
の
 現
在
の
生
に
対
し
 

て
 啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
 

が
 
「
希
望
の
神
学
」
と
並
ん
で
強
い
関
心
 を
 寄
せ
る
「
こ
と
ば
の
 

神
学
」
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ま
な
ら
な
い
。
・
 

，
｜
 
-
6
-
2
 
 

エ
ー
 べ
 リ
ン
ク
等
を
代
表
と
す
る
こ
の
学
派
は
、
後
期
ハ
ィ
 
デ
 ッ
ガ
 ー
 か
 
り
舌
口
ま
町
 

ョ
 
珊
を
導
 

何
よ
り
も
こ
と
ば
と
し
て
人
間
に
出
会
う
の
で
あ
り
、
 

説
を
形
成
し
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
主
張
す
る
の
は
 

入
っ
て
い
く
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
神
の
こ
と
ば
で
 

よ
っ
て
神
の
は
た
ら
き
に
逢
着
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。
 

 
 

き
に
し
て
バ
ル
ト
 や
 プ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
の
過
度
の
王
 

と
ば
の
出
来
事
に
お
い
て
は
、
わ
た
し
が
そ
の
起
源
で
 

で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
ひ
と
は
た
だ
こ
と
ば
を
「
聴
く
 

ぃ
 。
こ
と
ば
を
用
い
る
た
め
に
は
ま
ず
こ
と
ば
に
出
会
 

い
う
行
為
に
存
し
て
い
る
。
伝
達
の
道
具
と
し
て
人
間
 

っ
て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
の
は
、
と
り
わ
け
、
 口
 」

し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
リ
ク
ー
ル
は
次
の
 

鏡
玉
義
を
批
判
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
現
代
的
な
文
脈
 

」
と
ば
へ
の
聴
従
」
と
い
う
事
態
か
ら
神
の
こ
と
ば
と
 人
 

あ
る
意
味
で
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
と
同
じ
く
ら
い
 
古
 

そ
の
意
味
で
神
と
は
「
神
の
こ
と
ば
」
以
外
の
な
に
も
 

あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
は
と
の
根
源
的
な
 

な
立
場
か
ら
、
た
だ
こ
と
ば
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
 

そ
れ
が
こ
と
ば
の
神
学
の
企
て
で
あ
る
。
こ
の
神
学
が
 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
出
会
い
な
自
由
に
 
案
 

は
な
 い
 何
事
か
が
言
わ
れ
る
。
（
中
略
）
…
・
・
・
 
わ
 

の
息
の
ま
ま
に
で
き
る
こ
と
ば
は
、
こ
と
ば
の
ご
く
 表
 よ

う
 に
敷
 桁
 す
る
。
「
 こ
 

関
わ
り
は
「
聴
く
」
と
 

省
察
を
深
め
る
こ
と
に
 

出
す
る
こ
と
は
誰
に
も
 

間
 と
の
関
係
へ
と
分
け
 

面
的
な
様
相
に
す
ぎ
な
 

リ
ク
ー
ル
の
思
索
に
と
 

た
し
は
絶
対
的
な
 非
｜
 

の
で
も
な
い
と
い
う
 考
 

の
な
か
で
、
自
ら
の
 教
 

い
 考
え
で
あ
る
。
神
は
 

支
配
の
状
態
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
支
配
が
問
 
い
に
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
山
上
 
の
 垂
訓
に
お
い
て
な
さ
   



  かめ 「詩学」 をめぐって 
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一
点
に
収
敬
す
る
と
い
え
る
。
リ
ク
ー
ル
は
 、
 
神
の
こ
 と
は
 を
「
聴
く
」
こ
と
が
現
実
に
は
い
つ
も
す
で
に
 聖
 喜
を
「
読
む
」
こ
と
に
 

と
い
う
こ
と
は
、
神
の
顕
現
の
出
来
事
に
文
字
通
り
の
 意
味
で
 居
ム
ロ
 
わ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
出
来
事
の
 意
味
を
告
げ
知
ら
せ
る
 

こ
と
ば
を
聴
き
取
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
は
と
し
て
の
 神
は
、
そ
の
現
前
の
力
に
よ
っ
て
人
間
を
捻
じ
伏
せ
る
 
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
 

は
 聴
く
べ
き
無
限
の
意
味
を
人
間
に
も
た
ら
し
、
人
間
 
を
 終
わ
り
な
き
解
釈
の
運
動
へ
と
誘
う
も
の
で
あ
る
。
 
こ
の
よ
う
に
意
味
を
与
 

え
 続
け
る
こ
と
ば
に
聴
き
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
 
て
 、
人
間
は
責
任
あ
る
知
性
へ
と
目
覚
め
、
喜
び
を
も
 
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
説
明
す
る
。
「
こ
と
は
 は
人
間
が
語
る
と
き
に
す
で
に
奇
跡
で
あ
る
が
、
そ
れ
 が
 主
の
こ
と
ば
と
な
る
 

と
き
、
比
類
な
き
奇
跡
と
な
る
。
こ
と
ば
の
奇
跡
と
は
 
、
人
間
が
聴
取
の
服
従
、
知
性
の
自
律
、
 
い
 の
ち
の
 宜
 口
 
び
の
不
可
分
な
統
一
体
 

一
 
%
-
 

と
し
て
生
き
る
場
、
媒
体
、
エ
レ
メ
ン
ト
と
な
る
こ
と
 
で
あ
る
」
。
い
ま
や
、
「
満
ち
溢
れ
の
論
理
」
す
な
わ
ち
 希
望
を
固
有
の
位
相
と
 

す
る
神
の
無
限
の
贈
与
の
は
た
ら
き
が
、
現
実
に
い
か
 
に
し
て
人
間
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
か
は
明
ら
か
で
あ
 
ろ
う
。
そ
れ
は
、
際
限
 

な
く
意
味
を
産
出
し
続
け
、
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
 の
に
尽
く
さ
れ
な
い
可
能
性
の
次
元
を
示
す
根
源
的
な
 
フ
 
」
と
ば
と
し
て
で
あ
る
。
 

こ
と
ば
と
し
て
の
神
は
、
い
か
な
る
絶
望
的
な
悲
惨
の
 
な
か
に
あ
る
人
間
を
も
、
イ
エ
ス
，
キ
リ
ス
ト
と
い
う
 
そ
れ
よ
り
も
限
り
な
く
 

大
き
い
賜
物
に
よ
っ
て
意
味
の
探
求
へ
と
招
き
入
れ
、
 
人
間
の
な
か
に
自
由
の
可
能
性
へ
の
 
一
 
聖
書
の
こ
と
ば
 で
い
え
ば
神
の
国
の
到
 

来
へ
の
）
希
望
を
植
え
付
け
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
 
福
音
書
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
を
「
こ
と
は
 
が
 肉
体
と
な
っ
た
」
 宙
 

こ
と
言
い
表
わ
す
こ
と
の
意
味
は
こ
の
点
に
存
し
て
 

い
る
と
い
え
よ
う
。
 

し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
と
ば
の
神
学
は
ひ
 
と
つ
の
き
わ
め
て
重
要
な
点
に
お
い
て
修
正
さ
れ
な
け
 
れ
ば
な
ら
な
い
。
 神
 

に
 対
す
る
人
間
の
関
係
を
も
っ
ぱ
ら
「
聴
く
」
こ
と
に
 
お
い
て
捉
え
る
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
が
拠
り
所
に
す
る
 
聖
書
と
い
う
「
文
書
」
 

の
 固
有
性
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
 
あ
ろ
う
か
。
こ
と
ば
の
神
学
に
対
し
て
リ
ク
ー
ル
が
 
投
 げ
 掛
け
る
疑
問
は
こ
の
 

(331) 



よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
決
定
的
な
意
 
味
を
見
て
取
る
。
も
し
文
書
を
た
ん
に
紙
の
上
に
固
定
 
さ
れ
た
こ
と
ば
と
し
て
 

考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
媒
介
に
人
間
を
神
の
生
き
た
は
 
た
ら
き
か
ら
遠
ざ
け
る
と
い
う
否
定
的
な
役
割
し
か
 
見
 る
こ
と
は
で
き
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
神
の
こ
と
ば
に
真
の
意
味
で
 
接
す
 る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
文
字
を
介
さ
ず
に
神
か
ら
 垂
 並
 
感
を
吹
き
込
ま
れ
て
そ
 

の
こ
と
ば
を
自
ら
語
る
者
（
た
と
え
ば
預
言
者
）
の
み
 
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
し
か
し
リ
ク
ー
ル
は
、
そ
の
 
よ
う
な
見
方
の
前
提
と
 

な
っ
て
い
る
、
文
書
は
話
さ
れ
る
こ
と
ば
の
 頽
落
 態
で
 し
か
な
い
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
に
異
議
を
唱
え
る
 
-
o
-
 

3
 。
 文

書
は
た
し
か
に
話
し
 

こ
と
ぼ
の
生
き
生
き
し
た
性
格
を
損
な
う
か
も
し
れ
な
 
い
が
、
そ
れ
を
補
っ
て
余
り
あ
る
新
た
な
可
能
性
を
こ
 
と
ば
に
も
た
ら
す
。
 
話
 

し
こ
と
ば
に
お
い
て
は
偶
然
的
、
一
時
的
な
発
話
の
「
 
出
来
事
」
に
拘
束
さ
れ
、
そ
れ
が
生
起
す
る
現
実
の
状
 
況
 の
な
か
に
閉
じ
込
め
 

ら
れ
て
い
た
こ
と
ば
の
「
意
味
」
が
、
文
書
に
お
い
て
 
は
 自
律
性
を
獲
得
し
、
文
字
を
読
み
得
る
も
の
で
あ
れ
 
ば
 誰
で
あ
れ
そ
れ
に
 参
 

与
 で
き
る
と
い
う
意
味
で
の
普
遍
性
に
到
達
す
る
の
で
 あ
る
。
そ
こ
か
ら
意
味
の
可
能
性
の
冒
険
と
で
も
い
 
う
 べ
き
運
動
が
始
ま
る
。
 

文
書
は
語
の
順
序
を
考
え
、
文
を
推
隷
し
、
こ
と
ば
の
 
寄
せ
集
め
を
た
し
か
な
構
造
を
も
っ
た
作
品
と
化
す
こ
 
と
を
可
能
に
す
る
。
 
そ
 

う
し
て
、
表
現
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
ジ
ャ
ン
ル
」
が
編
み
 
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
固
有
の
仕
方
で
こ
と
ば
 
の
 持
っ
可
能
性
の
追
求
 

が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
文
書
は
こ
と
 
は
 な
ま
す
ま
す
豊
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
前
に
 
釘
 づ
け
さ
れ
た
ま
な
ざ
 

し
に
は
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
 
性
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
に
立
っ
 
な
 ら
ば
、
聖
書
は
も
は
や
 

神
の
こ
と
ば
の
痕
跡
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
と
 
ば
の
啓
示
の
積
極
的
な
契
機
と
し
て
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
 
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

-
 
コ
 -
 

リ
ク
ー
ル
は
 、
 フ
オ
ン
・
ラ
ー
ト
の
「
旧
約
聖
書
の
神
 学
 」
か
ら
触
発
を
受
け
て
、
聖
書
が
文
書
で
あ
る
が
ゆ
 
え
に
持
ち
得
た
「
 言
述
 

形
式
」
の
多
様
性
に
と
く
に
注
意
を
促
す
。
フ
ォ
ン
・
 
ラ
ー
ト
が
主
張
す
る
の
は
旧
約
聖
書
の
神
学
が
ユ
ダ
ヤ
 
民
族
の
基
盤
と
な
る
さ
 

ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
綴
る
「
物
語
」
と
い
う
舌
口
述
形
式
 

と
 本
質
的
な
仕
方
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
が
、
リ
ク
ー
ル
は
 、
   



け
讃
 

 
 レ

 

l
 
一
 
次
 

 
 

聖
書
と
そ
こ
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
 言
述
 形
式
 

預
 @
=
 

口
 、
物
語
、
律
法
、
智
恵
、
讃
嘆
等
と
の
あ
い
 だ
に
同
様
の
取
り
替
え
 

の
き
か
な
い
結
び
つ
き
を
見
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
 形
式
を
レ
ト
リ
ッ
ク
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
神
に
つ
い
 
て
の
思
弁
と
置
き
換
え
 

る
こ
と
ほ
ど
神
の
こ
と
は
か
ら
遠
く
離
れ
た
行
為
は
な
 
ぃ
 。
神
の
こ
と
ば
は
、
こ
れ
ら
の
原
初
的
な
諸
形
式
の
 
響
き
あ
い
を
通
し
て
こ
 

そ
 、
ま
す
ま
す
広
く
 、
 深
く
 、
 豊
か
に
宣
べ
伝
え
ら
れ
 る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
が
 、
 神
の
無
限
の
贈
与
が
い
か
に
し
て
人
間
に
も
 
た
ら
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
、
す
な
む
ち
啓
示
の
問
題
 
を
め
ぐ
っ
て
リ
ク
ー
 

め
 が
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
か
ら
学
ん
で
き
た
 主
 要
 な
事
柄
で
あ
る
。
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
、
以
上
の
こ
 
と
を
既
得
の
基
盤
と
し
 

て
 う
ち
立
て
ら
れ
る
リ
ク
ー
ル
自
身
の
立
場
を
正
し
く
 
把
握
し
、
そ
れ
が
か
れ
の
詩
学
 と
い
 か
な
る
関
わ
り
を
 持
ち
得
る
か
を
論
ず
る
 

 
 

-
 
田
 -
 

一
 
ジ
一
 

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
哲
学
的
解
釈
学
と
聖
書
的
 解
釈
学
」
二
九
七
 互
 「
啓
示
の
観
念
の
解
釈
学
」
二
九
 セ
と
 「
神
の
称
名
」
 -
 一
 

九
七
七
 -
 「
宗
教
的
舌
口
述
に
お
け
る
経
験
と
言
葉
」
 

-
3
-
 
二
九
 九

三
を
は
じ
め
、
こ
の
問
題
に
関
わ
る
リ
ク
ー
ル
の
論
 
考
は
数
多
い
。
こ
こ
で
 

は
 、
そ
れ
ら
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
詳
細
に
検
討
す
る
の
 
で
は
な
く
、
上
に
述
べ
た
こ
と
と
の
繋
が
り
を
、
そ
し
 
て
わ
れ
わ
れ
の
関
心
事
 

で
あ
る
「
詩
学
」
と
の
関
係
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
 の
 論
考
に
共
通
の
主
張
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
 
試
 み
よ
う
と
思
う
。
 

 
 

リ
ク
ー
ル
の
議
論
の
出
発
点
に
な
る
の
は
、
啓
示
の
間
 題
へ
の
接
近
は
「
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
文
書
に
よ
る
世
界
 
の
 顕
現
」
か
ら
な
さ
 

 
 

ぐ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
 

た
 
し
か
に
「
こ
と
ば
の
神
学
」
が
舌
口
う
よ
う
に
啓
示
と
は
 
神
の
「
こ
と
は
」
の
問
題
で
 

 
 

 
 キ

｜
 

」
￥
 あ
る
が
、
そ
の
こ
と
ば
が
い
つ
も
聖
書
と
い
う
「
 文
書
」
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
 
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
 信
 

の
 テ
ク
ス
ト
性
」
 

-
7
-
 

，
 
3
 
 が
、
啓
示
を
め
ぐ
る
議
論
を
こ
と
ば
 の
神
学
が
考
え
る
以
上
に
複
雑
な
も
の
と
す
る
。
思
弁
 的
な
神
学
に
よ
る
 二
 

的
な
合
理
化
を
取
り
除
い
て
聖
書
そ
れ
自
体
に
向
き
 
ム
 ロ
 う
と
き
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
信
仰
の
表
現
は
物
語
、
 預
言
、
律
法
、
歳
 言
 、
 

歌
 、
祈
り
等
々
多
種
多
様
な
形
式
を
取
り
、
神
は
そ
の
 各
々
に
お
い
て
異
な
っ
た
仕
方
で
現
わ
れ
る
。
物
語
的
 
言
述
 で
は
歴
史
的
な
   



一
仏
 
-
 

述
 に
還
元
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
世
界
へ
の
記
述
的
 
で
な
い
指
示
の
領
野
を
開
く
」
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
 こ
 そ
が
、
「
詩
的
」
と
い
う
 

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
か
れ
は
記
述
よ
り
も
さ
 ら
に
根
源
的
な
指
示
の
は
た
ら
き
を
認
め
る
。
「
指
示
す
 る
 機
能
を
記
述
的
な
 @
@
 

ロ
 

記
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
 
ば
 、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
端
的
な
非
現
実
、
た
ん
な
る
 
こ
と
ば
の
遊
戯
 と
見
倣
 

ド
ラ
マ
の
主
人
公
と
し
て
、
預
言
的
舌
口
述
で
は
演
舌
口
者
 

を
 鼓
舞
す
る
背
後
の
声
と
し
て
、
律
法
的
言
 述
 で
は
 人
 間
に
 
「
 汝
 」
と
呼
び
掛
 

け
 命
ず
る
も
の
と
し
て
、
神
は
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
舌
口
述
は
互
い
に
密
接
に
絡
み
合
っ
 て
い
る
。
た
と
え
ば
 旧
 

約
 聖
書
に
お
け
る
預
言
者
の
警
告
を
神
と
ユ
ダ
ヤ
民
族
 
の
 契
約
の
物
語
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
 
律
 法
を
讃
歌
や
祈
り
か
ら
 

-
 
㏄
 -
 

分
離
し
て
カ
ン
ト
流
の
定
 言
 令
法
と
し
て
考
え
る
こ
と
 は
で
き
な
い
。
神
の
こ
と
 は
 は
、
こ
の
よ
う
に
一
種
の
 
「
循
環
系
」
を
な
す
 
多
 

様
な
形
式
の
言
述
の
集
ま
り
を
通
し
て
人
間
の
も
と
に
 
届
く
こ
と
に
な
る
。
唯
一
無
二
の
啓
示
な
ど
は
な
い
。
 
啓
示
と
は
つ
ね
に
「
 多
 

 
 

義
 的
で
多
売
的
な
概
念
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
 
い
 の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
聖
書
の
さ
ま
ざ
ま
な
舌
口
述
の
あ
 

い
 だ
の
こ
の
 ょ
 う
な
響
き
合
い
を
通
し
て
、
神
か
ら
人
間
に
い
っ
た
い
 
何
が
伝
え
ら
れ
る
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
リ
ク
 ｜
ル
が
 
「
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
文
書
に
よ
る
世
界
の
顕
現
 」
と
い
う
と
き
の
「
 世
 

界
 」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
さ
に
 
こ
こ
に
お
い
て
リ
ク
ー
ル
の
い
う
「
詩
学
」
が
わ
れ
わ
 
れ
の
視
野
に
入
っ
て
く
 

る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
リ
ク
ー
ル
の
解
釈
学
 
が
こ
と
ぼ
の
「
詩
的
な
」
機
能
に
つ
い
て
語
る
の
は
「
 
テ
ク
ス
ト
世
界
」
が
 問
 

題
 に
な
る
と
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
ぼ
の
神
学
が
神
 
の
こ
と
ば
を
人
間
の
支
配
の
道
具
と
し
て
の
 @
 語
の
対
 極
 に
置
い
た
よ
う
に
、
 

 
 

リ
ク
ー
ル
は
「
詩
的
な
」
と
い
う
形
容
 語
を
 
「
日
常
 @
 ロ
 詰
め
 、
と
り
わ
け
科
学
的
言
語
の
記
述
的
機
能
」
と
 次
 元
を
異
に
す
る
こ
と
ば
 

の
は
た
ら
き
を
言
い
表
す
た
め
に
用
い
る
。
現
実
の
対
 象
を
記
述
す
る
こ
と
ば
だ
け
が
こ
と
ば
な
の
で
は
な
い
 

が
 
「
生
き
 

一
 
%
-
 

一
 
Ⅱ
 -
 

た
隠
楡
 」
や
「
時
間
と
物
ま
 巴
 
と
い
っ
た
哲
学
的
著
作
 で
 取
り
扱
う
詩
や
小
説
や
劇
作
品
の
こ
と
ば
は
、
現
実
 
の
い
か
な
る
対
象
を
も
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@
 

耽
 

' 学 」をめぐって 

  は は に た で 実 「 っ 呼 
ぅ 。 しかる かれのそそ 、 よ も あ にわて ぴ 

の る 的 実 し に で れ の 聖 る き る 「 た 通 名 に値 二口述さまので @ を二三ロ そ お @@ ト あろ では よう 嘗 め 啓示 であ 。り ある しが 常 は 

ざ あ の え ぅ て ぅ 、 な さ の る ク 」 自 覆 す るもの 固有る。まな @ ま、 であ 、結局 か そ 。 リクー 世界と まざま 特殊 側 。この ｜かめ 世界を ものも い隠さ 

し か し な で よ 考 起 っ れ で 

    

述 な く 述 ク   
の 、 る の な ら れ れ 同 根 意 

れ の に 吸 哲 
も が し 牧 羊 

る 一 万 て 

る お は は な う す 、   
ス 「 な も う 界ヨれ 的 

で テ 言 一途 世界 な ト 神の国 述の 言 っとも な「あ 」あ はク 

に 」 ひ 広 り る ス が 
と い 得 。 ト 描 

赤 め て ぃ 

れ     
も れ 「 喜を 吝 世界 的な 呼 と 示す 力 は かれ 

介 」 約 し 等 観 啓示 ぶ こ 回とこ 6   て と は と ろ の 能 な 

の 神 の 坪詰のによ ば 的で存 う 的 な 」 世 
こ れ な き す に 世 界 

ば に   な   
65@ (335) 



成
し
、
そ
れ
を
広
義
の
「
詩
的
な
」
啓
示
か
ら
区
別
し
 
て
 際
立
た
せ
る
動
性
が
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 
モ
 ル
ト
マ
ン
の
い
う
よ
う
 

に
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
が
す
ぐ
れ
て
「
希
望
の
神
学
 
」
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
の
ケ
リ
 
ュ
グ
 マ
が
 未
来
の
次
元
か
ら
 

捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
 
結
 局
 の
と
こ
ろ
、
リ
ク
ー
ル
が
「
満
ち
溢
れ
の
論
理
」
と
 名
付
け
た
逆
説
は
 、
以
 

上
 の
よ
う
な
啓
示
の
 ム
ガ
証
 
法
と
の
連
関
に
お
い
て
の
み
 十
分
に
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
 
わ
る
リ
ク
ー
ル
の
思
索
と
か
れ
の
い
う
「
詩
学
」
と
の
 
密
接
な
繋
が
り
を
 疑
 

よ
っ
て
言
い
尽
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
「
 
言
述
 様
式
の
各
々
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
全
て
を
も
逃
れ
去
 
り
、
 神
に
つ
い
て
の
 全
 

-
 
蝸
一
 

言
 述
の
未
完
成
の
徴
と
な
る
」
の
で
あ
る
。
「
 出
 エ
ジ
プ
 ト
記
 」
の
「
燃
え
る
 柴
 」
の
逸
話
が
こ
の
事
態
を
何
よ
 り
 も
よ
く
物
語
っ
て
 い
 

る
 。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
に
告
げ
る
べ
く
、
炎
の
な
か
か
 
ら
 語
り
か
け
る
神
に
名
を
問
う
モ
ー
セ
に
対
し
て
、
 
神
 は
 
「
わ
た
し
は
、
有
っ
 

て
 有
る
者
」
と
答
え
る
 
釜
 ）
 
ぬ
 
）
。
伝
統
的
な
思
弁
神
学
 は
 、
こ
こ
に
聖
書
的
存
在
論
の
基
礎
と
な
る
神
の
規
定
 
を
 看
取
し
、
そ
れ
を
 ギ
 

リ
 シ
ヤ
的
伝
統
に
立
つ
形
而
上
学
 と
通
ふ
ロ
 
さ
せ
よ
う
と
 努
め
た
。
だ
が
、
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
不
思
議
な
呼
称
に
 
む
し
ろ
隠
れ
た
る
神
の
 

名
付
け
 得
 な
さ
を
見
よ
う
と
す
る
。
こ
の
 右
 だ
け
を
 切
 り
 離
し
て
神
の
定
義
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
 
。
実
際
、
神
は
続
け
て
 

モ
ー
セ
に
命
じ
て
い
る
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
 こ
，
 
つ
 い
い
な
さ
い
。
 ヨ
 わ
た
し
は
有
る
」
と
い
う
か
た
が
、
 わ
た
し
を
あ
な
た
が
た
 

の
 Ⅰ
Ⅱ
 

@
 
こ
ろ
へ
 っ
か
 か
 
1
 り
 
き
 Ⅰ
 
Ⅱ
仲
山
十
か
 

L
 
L
 レ
夫
卜
化
 

」
Ⅰ
Ⅱ
 

@
 
」
㊧
Ⅰ
 ぬ
 
）
。
 こ
 の
 「
遣
わ
し
」
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
に
「
ア
ブ
 ラ
ハ
ム
の
神
、
イ
サ
ク
 

の
神
、
ヤ
コ
ブ
の
神
」
と
い
う
、
民
族
の
物
語
を
語
る
一
 目
近
 と
 交
わ
り
得
る
神
の
呼
び
名
が
与
え
ら
れ
る
の
で
 
あ
る
が
、
「
遣
わ
し
」
の
 

主
体
で
あ
る
「
わ
た
し
は
有
る
」
そ
の
も
の
は
か
れ
ら
 
0
 把
握
の
外
に
と
ど
ま
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
 
か
 は
こ
こ
に
神
の
名
の
 

-
 
軒
 -
 

「
後
退
そ
の
も
の
か
ら
発
す
る
遣
わ
し
の
力
」
を
見
る
。
 神
の
名
は
、
無
限
な
る
贈
与
と
無
限
な
る
退
歩
を
奉
 
畏
 一
体
と
す
る
「
自
ら
 

-
 
何
一
 

を
現
 わ
す
隠
れ
た
る
神
の
 ム
ガ
証
法
 
」
の
 い
 わ
 ぼ
 結
節
点
 と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
 
ト
 教
の
啓
示
の
核
心
を
   



リクー   「詩学」をめぐって 

る 0 ず 

      意味 口よ、 しと た 

い 運 を 
た 動 ヰ架 

い を 求 
だ 促 し 

け す 、 
で 究 解 
あ 極 釈 
る の を ま @ ノ T T ー 

こ た な 
の ら か 

よ き 、 

う な そ 

な 、 の 
観 か 成 
点 れ 果 
か め を 
ら 信 批 
リ 伸 三拝Ⅰ 

ク の に 

l 相 曝 
ル 関 し 

0 者   
哲 で ま 

学 あ た 
の る 新 
総 神 た 
体 の な 
を 無 意 
改 限 味 
の の を 
て 贈 探 
見 年 末 
直 @@  す 
す 退 る 

と 歩 と 

き に い 

、 お う 

そ い か 
れ て れ 
は 認 の 
ど め 哲 
の る 学 
よ こ の 
う と 俗 
な が む 

十目でこ 貌 きと 

  

ぅ
 こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
啓
示
の
問
題
 を
め
ぐ
る
 上
 

に
さ
れ
た
と
い
え
る
。
論
文
「
哲
学
的
解
釈
学
と
聖
書
 的
 解
釈
学
」
 

-
 
㎎
 -
 

ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
聖
書
的
 言
 述
は
詩
的
舌
口
述
の
う
 ち
の
ひ
と
つ
 

詩
的
舌
口
述
を
無
限
に
超
え
、
そ
れ
を
い
わ
 

ぱ
 自
ら
の
 前
 段
階
と
す
る
 

解
釈
学
と
神
学
的
解
釈
学
の
関
係
と
い
う
文
脈
に
お
い
 
て
 で
は
あ
る
 

解
釈
学
が
非
常
に
独
特
な
特
徴
を
提
示
す
る
た
め
に
、
 
関
係
は
徐
々
 

一
 
㏄
 -
 

自
身
の
オ
ル
ガ
ノ
ン
と
し
て
自
ら
に
従
わ
せ
る
に
至
る
 
の
で
あ
る
」
。
 

学
的
思
索
と
「
詩
学
」
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
次
の
よ
 
う
に
述
べ
る
 

あ
り
方
の
ゆ
え
に
、
両
者
は
あ
く
ま
で
次
元
を
異
に
し
 
た
も
の
で
あ
 

く
 区
別
し
続
け
る
理
由
は
こ
こ
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
 
ろ
う
。
し
か
 

可
能
性
の
世
界
を
提
示
し
て
、
哲
学
に
解
釈
す
べ
き
 
意
 味
 を
も
た
ら
 

よ
う
な
捻
れ
た
仕
方
で
信
仰
の
動
性
と
接
す
る
か
ら
で
 
は
な
か
ろ
う
 

詩
学
の
こ
と
ば
に
人
間
が
意
味
を
汲
み
尽
く
そ
う
と
し
 
て
も
尽
く
さ
 

ん
 、
わ
れ
わ
れ
は
リ
ク
ー
ル
の
哲
学
が
キ
リ
ス
ト
教
の
 
ド
 い
 
り
ノ
て
 
に
 虫
沌
煙
 

の
 論
議
に
至
っ
て
そ
の
繋
が
り
の
複
雑
な
様
相
が
よ
う
 
や
く
 露
わ
 

か
ら
表
現
を
借
り
て
、
そ
の
複
雑
な
関
係
を
「
相
互
 包
 含
 」
と
 呼
 

で
あ
り
な
が
ら
、
神
の
名
の
啓
示
の
独
特
の
は
た
ら
き
 
に
よ
っ
て
 

よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
包
含
関
係
の
逆
転
は
 
、
哲
学
的
 

が
、
 同
じ
論
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
 。
「
神
学
的
 

に
 逆
転
し
、
つ
い
に
は
神
学
的
解
釈
学
が
哲
学
的
解
釈
 
学
を
自
分
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
 宗
 教
 的
、
神
 

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
ず
は
、
神
の
名
の
啓
示
 
の
 独
特
の
 

り
 続
け
る
。
リ
ク
ー
ル
が
信
仰
と
哲
学
の
ふ
た
つ
の
 
次
 元
を
厳
し
 

し
 、
リ
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
詩
学
が
所
与
の
現
実
を
乗
 
り
 超
え
る
 

す
こ
と
を
止
め
な
い
の
は
、
そ
の
中
心
に
お
い
て
、
 
い
 ま
 述
べ
た
 

か
 。
無
限
に
贈
与
し
つ
つ
自
ら
を
隠
す
神
の
は
た
ら
き
 
こ
そ
が
、
 

ね
 ね
 、
あ
る
種
の
超
越
性
を
与
え
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
 。
も
ち
 ろ
 

元
 さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
舌
口
 
ぅ
 の
で
は
な
い
。
 た
 だ
、
た
え
 



註
 

（
 
l
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ま
ま
 

ぬ
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ま
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の
 

仁
 @
 
こ
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0
0
0
 

。
口
口
・
い
 

%
 
｜
 
㏄
㏄
 

（
 
2
@
 
 
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
「
フ
ラ
ン
ス
現
象
学
の
神
学
 
的
 転
回
」
と
い
う
著
作
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
ア
ン
リ
、
マ
リ
 
オ
ン
等
を
現
象
学
と
称
 

し
て
神
学
的
な
議
論
を
不
当
に
哲
学
の
う
ち
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
 
う
 理
由
で
糾
弾
す
る
ド
ミ
ニ
ク
・
ジ
ャ
ニ
コ
ー
が
、
リ
ク
ー
ル
 を
 か
れ
ら
と
は
明
確
 

に
 区
別
し
て
位
置
付
け
、
神
学
的
主
題
へ
の
関
心
と
哲
学
的
論
述
 0 次
元
と
の
混
同
を
決
し
て
自
ら
に
許
さ
な
い
そ
の
姿
勢
を
き
 ね
 め
て
高
く
評
価
し
 

て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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 ～
ぬ
き
 む
 き
ぎ
 ぉ
志
め
 ，
す
ま
 
@
t
U
d
 

ぬ
ぬ
 
～
 ぃ
 
悪
舌
口
 
吐
 
@
 
～
 
@
t
S
.
 

㌧
 い
 「
 
-
 
の
 ・
 ト
 U
b
-
 

の
「
・
 

1
9
 

の
 0
.
1
9
 

の
め
。
 

ロ
 ・
 
1
4
 

-
6
-
 ㌧
㏄
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ニ
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 セ
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ぬ
 
鼓
で
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s
 愚
め
 l
 日
 
こ
 ぉ
 ～
～
ま
へ
 

氏
ゑ
 い
ま
や
さ
 

吐
コ
 
ミ
適
 し
ぎ
お
 Ⅰ
 卜
 お
ら
ま
ま
ぬ
 

玉
ご
に
 

～
～
 

吐
守
 
、
ロ
ロ
・
 

N
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り
目
 
。
づ
で
 
い
 ㏄
㏄
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長
谷
正
宮
 は
 、
リ
ク
ー
ル
を
手
が
か
り
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 の
 悪
論
 に
接
近
す
る
論
考
に
お
い
て
、
こ
の
事
態
を
次
の
よ
 う
な
 比
楡
 に
よ
っ
て
 説
 

明
し
て
い
る
。
「
私
が
自
分
の
意
志
で
川
に
飛
び
込
む
か
ら
と
い
 
っ
て
 、
 必
ず
し
も
私
の
意
志
に
よ
っ
て
そ
の
川
か
ら
は
い
上
が
る
 @
 -
 
と
が
出
来
る
わ
け
 

で
は
な
い
。
車
路
 -
 …
…
私
が
川
か
ら
独
力
で
は
い
上
が
 る
こ
と
の
不
可
能
に
直
面
す
る
と
き
、
私
は
悪
の
い
か
ん
と
も
 し
が
た
い
重
み
を
 自
 

ら
の
う
ち
に
経
験
す
る
。
私
の
自
由
は
そ
こ
で
は
無
記
で
は
な
く
 
、
す
で
に
「
繋
り
」
を
帯
び
て
い
る
」
。
卓
抜
か
つ
適
切
な
地
楡
 

で
 あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

長
谷
正
宮
「
象
徴
と
想
像
力
」
 創
 支
社
、
一
九
八
七
年
、
二
二
一
 
一
頁
。
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 ～
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か 
  
    
の 
引 目Ⅱ 咀 

題 

に関 

す 
る 

わ 
れ 
わ 
れ 

敗 0 
  
組 
み 
の 

紹 
介 
@@ ヰひ 

月 Ⅱ 

の 

機 
ム ム 
c 
譲 

ら 

な 
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    詩学」をめぐって 

一
円
 
り
 ）
（
 庄
 0
.
.
 

で
で
Ⅰ
㍉
㏄
 

l
 Ⅰ
㍉
の
 

-
H
@
-
 
（
Ⅰ
ネ
ロ
：
 

柄
 
㌣
 ト
 ㏄
 っ
 

-
 
㍉
Ⅱ
 
-
 
（
江
口
：
 
何
ご
 
Ⅰ
㍉
㏄
 

@
 Ⅰ
㍉
の
 

-
 
巧
 ）
れ
片
㌧
 ぃ
日
勾
 （
 
つ
 自
 C
 勾
 ・
 ，
 
Ⅰ
 D
-
o
 
魑
ニ
二
の
色
。
 
ヒ
ひ
 
の
二
の
 

1
 ヵ
 0
 ヨ
 い
 一
コ
 
の
 =
-
 
一
コ
 
田
侍
 
二
色
。
の
 
円
ア
ひ
 
0
-
0
 

ぬ
 一
口
二
の
の
の
円
刃
区
 

-
 
幅
 -
 
の
二
の
の
の
・
Ⅰ
の
㏄
 

つ
 -
 ラ
ム
 
0
.
 
ダ
で
口
 ・
下
 
N
O
l
 

ト
り
臼
 

@
 
一
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
叙
述
が
参
考
に
す
る
の
は
、
「
悪
の
 
象
徴
系
」
に
お
け
る
議
論
に
加
え
て
、
リ
ク
ー
ル
が
同
じ
主
題
を
敷
 

街
 し
て
論
じ
た
一
九
六
 

0
 年
代
の
諸
論
考
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
王
に
次
の
論
文
集
に
収
め
 
ら
れ
て
い
る
。
正
三
カ
（
の
⑥
二
 
%
-
 ト
ぬ
 8
 ド
 き
 泣
き
の
ぎ
鮭
も
鼠
ぎ
 ～
～
 

ら
お
 
の
 1
 め
の
 
め
Ⅰ
～
の
 

k
.
 

か
い
さ
さ
心
さ
 

い
 ぼ
臣
 
桧
 ぼ
や
㌧
 い
 ユ
ダ
の
。
二
ニ
 
-
 Ⅰ
の
の
の
 

一
リ
一
 Ⅰ
 
リ
ぃ
 
日
日
川
Ⅰ
 

ハ
 
Ⅱ
 
@
 
二
日
召
，
 

貧
 
Ⅰ
 
り
の
モ
り
す
 

㏄
 コ
と
モ
 
の
の
 
片
 
Ⅰ
。
 
亡
ま
の
コ
コ
 

e
e
 （
 片
 
0
@
 
い
す
Ⅰ
 

ひ
ま
 
の
 コ
コ
 
n
,
,
@
 

コ
 の
い
す
 
ナ
 
の
Ⅰ
の
 
色
 ・
 
0
 Ⅰ
 
ぬ
 。
Ⅰ
 

コ
 。
 コ
 （
・
Ⅰ
の
の
の
，
 

ア
 0
.
 

臼
が
 

つ
 ・
 
り
 ㍉
 

（
 
几
 
㎏
）
の
 

h
.
.
.
 

（
 
コ
け
 
の
Ⅰ
で
Ⅰ
⑥
叶
い
 

ロ
 0
 コ
色
 二
ヨ
 モ
け
す
 

。
色
の
 -
 
い
つ
山
ミ
 

コ
 e
=
,
 
一
コ
 
憲
 q
0
 
ぉ
達
 ～
き
 め
ぎ
む
 も
 遼
 Ⅰ
～
～
 

o
n
s
.
 

た
汁
き
沖
簿
お
祭
ま
へ
ミ
 

n
.
u
 

～
～
 

q
u
e
-
 

つ
つ
・
㏄
下
の
 

l
 ㏄
の
の
 

一
 
㎎
 -
 
㌧
 ぃ
日
勾
 （
 
つ
田
 ニ
カ
・
カ
ギ
～
 

き
 め
も
か
む
き
 鼓
建
 ら
ぎ
さ
心
 
し
 l
 ま
 ぉ
斗
 
ぼ
 %
 い
 ま
 へ
ぼ
 
や
 Ⅰ
Ⅰ
 
臣
 ぎ
か
 ト
ぎ
 ミ
目
 
ト
 Ⅰ
 留
ま
 Ⅰ
 0
 目
 桧
 ぼ
ぃ
 簿
は
ま
 Ⅰ
～
 
 
 
・
で
 
 
 り
 の
㏄
 
 
 

一
 
㏄
 -
 
㌧
㏄
日
カ
（
の
 
二
 
@
 %
 ニ
カ
・
 
ト
ぬ
 8
 さ
も
ま
簿
 
e
 
～
 
さ
は
 も
Ⅰ
 な
 Ⅰ
～
～
ら
さ
め
 

｜
 
由
め
き
 
沖
 Q
 。
か
 
め
へ
 
ま
Ⅰ
 
ぉ
め
 
ぼ
～
 
お
 ぼ
の
・
つ
つ
・
㏄
の
り
 

i
 ㏄
の
の
 
-
 ㏄
の
の
 

1
 ト
つ
 
）
・
 
ト
り
 
㍉
 1
 ト
り
 
㏄
 

一
 
Ⅲ
）
（
 旺
 0
 ：
 ワ
ト
り
 
㏄
 

@
-
 

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
つ
ぎ
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。
 

帝
 ㏄
コ
一
Ⅰ
 

0
 亡
乙
 の
い
 
ア
 一
の
ぬ
 

e
@
 二
口
㎡
 
セ
い
コ
侍
 
-
 
㏄
 侍
ア
ひ
 

0
-
o
 

幅
 -
e
 
い
 二
の
コ
 
ア
 
㏄
 コ
 色
の
 
一
 
コ
ロ
の
で
Ⅰ
 

ア
コ
亡
 （
～
）
 

ひ
 Ⅰ
。
 

り
 0
 コ
い
い
り
 

Ⅰ
 
ひ
レ
 ㌧
 ぃ
 仁
一
日
川
亡
い
 

8
 亡
 （
・
 
ア
 0
.
 

ト
下
 

0
 １
ト
 
下
 P
,
 

一
二
 

ヨ
 0
 億
 
｜
 ㏄
 0
 レ
グ
 Ⅰ
 
の
 ㏄
㏄
・
つ
つ
・
 

り
 Ⅰ
㏄
 
｜
 り
り
の
 

-
 
㌍
 -
 
下
三
ヵ
（
 れ
 ③
二
 %
 
卜
ぃ
 （
宝
も
ま
 寸
ぎ
 ぼ
も
 鼠
 ～
Ⅰ
～
～
 

ら
お
 
の
・
 
知
明
Ⅰ
 
出
鎔
簿
 
、
か
い
 

コ
さ
卸
 
お
 い
 
悪
臣
 
吟
は
い
 
で
・
㏄
の
り
 

-
 ぬ
 -
 
言
お
の
 コ
呂
 0
 Ⅰ
 円
 三
下
三
三
，
 わ
苗
 
ぬ
ら
～
 

ら
演
い
 き
 ぺ
由
 ら
 
湊
ご
は
ぉ
輌
 
ヲ
 自
由
 
コ
り
す
 
の
 コ
 ，
本
注
の
 
0
 （
 ，
 Ⅰ
の
の
 

下
 

（
 
あ
 ）
㌧
 ぃ
 三
カ
（
の
③
ニ
カ
・
 
ト
 m
n
o
x
 

も
㌔
 

簿
 S 
～
 
さ
 鮭
も
惹
 ぎ
 ～
～
 

も
 さ
㌔
 め
 の
め
Ⅰ
 

汁
 Q
.
 
か
 め
 ）
）
）
～
 

へ
ぉ
 
m
x
 

哀
吟
ぼ
ぃ
 

口
 ・
の
の
㍉
 

-
 
節
 -
 
こ
と
ば
の
神
字
に
関
わ
る
リ
ク
ー
ル
の
論
文
の
う
ち
で
、
 

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
参
照
し
た
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。
 

套
 
Ⅰ
㏄
㌧
 い
 Ⅰ
 
o
-
e
.
-
 

コ
の
 
叶
い
 
亡
 Ⅰ
㏄
 
け
コ
い
 
の
 色
 e
-
 
い
 目
す
の
Ⅰ
 

侍
 
e
=
,
-
 

コ
の
 ㏄
 す
 -
 
の
 Ⅰ
の
 
亡
 コ
一
セ
 

の
 Ⅰ
の
 
黒
 ㏄
 -
 
Ⅰ
。
の
い
い
 

円
す
 
0
 コ
つ
亡
 
0
 の
 -
 Ⅰ
の
の
 

0
-
 
ヲ
 
4
0
.
 
ト
つ
 

，
田
 
す
の
 
コ
コ
ぬ
，
 

-
@
 
コ
 Ⅱ
 0
 甲
 ひ
山
 
亡
り
 
㏄
 ま
 0
 コ
 ㏄
 q
,
 
Ⅰ
の
の
 

q
,
Z
0
.
 

㍉
㏄
 

の
 0
 コ
侍
コ
す
 

二
ロ
 
0
 コ
色
 ，
仁
コ
 

の
 Ⅰ
ひ
コ
。
Ⅹ
 

-
0
 
コ
 の
二
Ⅰ
一
の
 

-
 
い
コ
幅
 
㏄
幅
の
り
仁
コ
。
 

け
す
ひ
 

o
-
0
 

幅
 -
 
の
笘
の
 
-
 
㏄
㌧
㏄
Ⅰ
 
0
 一
の
ニ
 

.
-
 

コ
 勾
の
 
セ
亡
 
。
色
の
円
 
す
ひ
 
0
-
0
 

幅
 -
 
の
 e
 （
色
の
㌧
 
ア
ご
 
0
 の
 0
 屯
す
 
@
 
の
 Ⅰ
㏄
 
，
 Ⅰ
の
の
め
・
 

 
 

ア
 0
.
 
い
 l
 の
 

 
 
 
 
 
  
 

・
Ⅰ
の
一
い
 

コ
ぬ
 
㏄
幅
の
色
の
 
-
 
㏄
 日
 
o
-
=
.
 

一
コ
 
い
亡
 
二
の
 
コ
コ
色
 
二
の
。
 
コ
 （
（
の
㌧
Ⅰ
 

0
 侍
 
。
 の
 
叶
い
 
コ
 片
山
，
 
m
 け
 
二
色
の
の
 

-
 Ⅰ
の
㍉
）
 

-
 ヲ
 
4
0
.
 

卜
 一
切
 

茄
 ）
あ
る
い
は
こ
の
考
え
に
、
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
精
神
へ
 の
 立
ち
戻
り
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
ル
タ
ー
の
主
張
の
核
心
は
 
、
宣
教
の
意
味
を
伝
え
 
9
6
 

る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
神
学
の
よ
う
に
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
 
実
在
論
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
聖
書
の
こ
と
は
に
 
立
 ち
 返
っ
て
そ
こ
か
ら
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              「詩学」をめぐって 

一
仏
 
-
 （
 
F
@
 
色
 

（
 
巧
 -
 ㌧
い
ニ
 
勾
 （
 
ウ
 ③
二
 

%
.
 

な
 
ロ
バ
 
ロ
ひ
ヱ
 
の
 
コ
 い
の
の
（
 

村
コ
 
油
口
 
い
 の
口
ロ
 
コ
 の
 -
 
の
山
 
-
 
い
 
い
 0
 目
 Ⅰ
の
Ⅰ
 

0
 コ
抽
 
-
0
 
ロ
Ⅹ
 
=
 
。
 ロ
 ・
㏄
 
り
 

一
冊
 
-
-
 プ
 一
口
 

一
町
 
-
 （
三
色
 ワ
い
 の
 

（
㎎
 
-
 ㌧
 帥
 三
 %
 の
 白
ヒ
勾
 。
 荻
 
「
 オ
の
 
「
 
ヨ
ひ
コ
 
の
三
石
口
の
待
て
 

ぎ
ひ
 
の
 待
 勾
ひ
づ
 

ひ
 -
 
リ
 巳
 0
 コ
，
 
・
Ⅰ
・
 

い
俺
 

一
 
%
-
 了
三
ヵ
 巴
 ③
 C
 抽
 ：
に
 
汀
 「
 
ヨ
ひ
コ
 
の
三
石
高
で
 
ゴ
目
っ
ヨ
 

で
 ま
コ
 
仁
 
0
0
 片
 -
 
。
 
す
 0
 Ⅰ
 
ヨ
ひ
コ
 
0
%
 

二
ロ
 

ロ
 0
 了
 @
 
ヴ
二
ロ
 

仁
 0
=
.
 

ロ
 ・
Ⅰ
Ⅰ
。
 

-
 
㎝
 -
 （
三
口
 

聖
書
か
ら
の
引
用
は
 、
 全
て
日
本
聖
書
協
会
試
二
九
五
五
年
 
改
 訳
版
 -
 に
よ
っ
て
い
る
。
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
は
 、
 チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
主
著
「
 人
中
ュ
型
に
見
ら
れ
る
菩
薩
 行
 理
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
中
観
 払
 
柵
書
と
菩
睦
行
 理
論
の
 

関
係
を
考
察
す
る
。
そ
の
菩
薩
 行
 理
論
は
大
悲
・
不
二
 
知
 ・
菩
提
 心
と
い
う
菩
薩
の
三
要
因
説
を
中
心
と
し
、
か
つ
、
大
悲
が
最
 
優
先
さ
れ
、
そ
れ
を
 

前
提
に
し
て
他
の
二
つ
の
要
因
が
成
立
す
る
と
解
釈
す
る
点
に
特
 
色
 が
あ
る
。
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
れ
ら
の
根
拠
を
 
ナ
  

 

「
ラ
ト
ナ
ー
 ヴ
 ア
リ
ー
」
に
求
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
 

影
響
の
下
に
形
成
さ
れ
た
と
舌
口
え
よ
う
。
他
方
、
菩
薩
の
三
要
因
 

説
は
大
乗
仏
教
に
 

お
け
る
整
備
さ
れ
た
実
践
理
論
で
あ
る
十
地
説
と
交
差
し
、
不
二
 
知
は
十
地
の
地
子
 ァ
 ロ
目
ご
と
同
一
視
さ
れ
、
大
悲
を
前
提
に
 
、
亜
 ロ
提
 心
を
発
心
へ
と
 

昇
華
さ
せ
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
十
地
の
段
階
で
特
に
注
 
目
さ
れ
る
の
は
現
前
 地
 
す
す
 巨
日
 Ⅰ
 ア
 ミ
 キ
 ァ
ロ
 
日
ご
 で
、
現
前
 地
 で
は
中
観
論
書
と
 
菩
 

陸
 行
の
関
係
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
 
、
般
若
波
羅
蜜
へ
の
止
住
に
よ
る
 滅
ゴ
 r
o
 

山
す
巴
の
獲
得
を
目
 

的
と
し
つ
つ
、
そ
の
 

た
め
に
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
示
す
、
諸
法
の
縁
起
と
い
う
 
真
 実
 と
し
て
の
あ
り
方
、
縁
起
 
ぃ
 空
性
と
い
う
解
釈
に
従
い
、
 

そ
 れ
を
見
極
め
る
必
要
 

が
あ
る
と
舌
口
 う
 。
そ
し
て
、
中
観
学
説
の
提
示
は
そ
の
一
環
に
位
 
置
 づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
中
観
 
ョ
 
珊
書
を
 、
菩
薩
の
三
 

要
因
に
始
ま
り
、
十
地
に
至
る
ま
で
の
菩
薩
 待 と
い
う
実
践
的
な
 
過
程
で
提
示
す
べ
き
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 
解
釈
を
考
慮
す
る
な
 

ら
 、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
中
観
思
想
を
菩
薩
 行 理
論
と
い
 う
 実
践
理
論
と
積
極
的
に
関
連
づ
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
 
が
 明
確
に
読
み
取
れ
 

る
と
思
わ
れ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
中
観
思
想
、
大
 
悲
 、
菩
薩
 行
 、
十
地
、
「
人
中
味
 肥
 

チ
 
サ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
け
る
中
観
 思
想
と
実
践
理
論
 

中
観
論
書
と
菩
薩
 行
 理
論
の
関
係
を
巡
っ
て
  
 

岸
根
敏
幸
 

  



な
る
た
め
の
実
践
と
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
実
践
理
論
を
 
継
承
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
 
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
 

る
 密
接
な
関
係
と
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
 
ラ
ゅ
的
ゅ
 
「
 
一
 
ロ
コ
 
a
-
 ニ
ー
三
世
紀
頃
）
の
思
想
を
継
承
す
る
中
観
思
想
 と
い
う
一
つ
の
思
想
 潮
 

流
 と
実
践
理
論
と
の
具
体
的
な
結
ム
ロ
関
係
に
つ
い
て
で
 あ
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
中
観
思
想
史
上
に
 
お
い
て
、
お
そ
ら
く
 初
 

め
て
の
、
そ
の
 結
 ム
ロ
関
係
が
よ
り
顕
著
な
特
色
と
し
て
 

指
摘
で
き
る
思
想
家
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
中
観
思
想
に
実
践
的
 
傾
 向
 が
強
い
と
い
う
指
摘
は
彼
の
代
表
的
著
作
「
人
中
 
ョ
 
%
 」
（
二
 
%
 
Ⅰ
 鳶
逮
蕾
 

か
 Ⅰ
 v
a
 
㌫
芭
に
依
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
事
実
、
「
人
中
論
」
 
は
 大
乗
仏
教
に
お
け
る
最
も
整
備
さ
れ
た
実
践
理
論
で
 
あ
る
菩
薩
 行
 に
理
論
的
 

な
 根
拠
を
与
え
る
十
地
説
に
沿
っ
て
車
立
て
さ
れ
、
 
最
 初
の
発
心
を
起
点
に
、
い
く
つ
か
の
段
階
を
経
な
が
ら
 
最
終
的
に
は
仏
地
に
至
 

る
と
い
う
修
行
の
あ
り
方
を
範
型
と
し
て
提
示
し
て
い
 る
 。
そ
れ
と
同
時
に
、
「
中
観
へ
の
入
門
」
と
い
う
書
題
 が
 掲
げ
ら
れ
て
い
る
 ょ
 

う
 に
、
そ
こ
に
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
思
想
的
 基
盤
と
す
る
中
観
思
想
が
巧
み
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
 

「
菩
薩
道
の
全
体
系
を
視
座
に
、
中
論
の
思
想
を
理
解
 す
る
た
め
の
論
書
で
あ
る
か
ら
、
「
人
中
論
」
と
名
付
け
 た
の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
 

一
 
つ
 
L
-
 

て
 単
な
る
入
門
書
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
指
摘
 
は
 十
分
注
目
に
値
し
、
か
つ
、
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
 課
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 

本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
中
観
思
想
と
実
践
理
論
の
学
 
説
 レ
ヴ
ェ
ル
で
の
具
体
的
な
結
ム
ロ
関
係
を
チ
ャ
ン
ド
ラ
 キ
ー
ル
テ
ィ
の
中
観
 思
 

 
 

と
 言
え
ど
も
、
仏
教
と
い
う
思
想
の
枠
内
に
あ
る
の
だ
 

か
ら
、
当
然
、
仏
陀
 
と
 

る
の
が
実
践
的
傾
向
の
強
い
中
観
思
想
、
言
い
替
え
れ
 ぼ
 、
中
観
思
想
と
実
践
理
論
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
 
で
は
な
い
か
、
と
い
う
 

 
 

 
 
 
 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
㊥
 
ゅ
 コ
手
 葦
鱗
セ
 世
紀
頃
 ）
の
中
観
思
想
の
特
色
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
の
 
一
 つ
 

と
し
て
考
え
ら
れ
 

 
  

 

一
 

は
じ
め
に
 

 
  

 



チヤンドラ キールテ ィ におけ る 中観思想  
 実践理論 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
中
観
学
説
、
そ
れ
 
を
 記
述
し
た
中
観
論
書
、
お
よ
び
、
そ
こ
で
説
か
れ
る
 
空
性
説
は
、
菩
薩
 行
 

理
論
に
お
け
る
中
心
的
な
概
念
と
し
て
の
大
悲
と
密
接
 
な
 関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
チ
ャ
ン
 
ド
 ラ
 キ
ー
ル
テ
ィ
の
著
作
 

で
あ
る
「
人
中
 ュ
遡
 「
プ
ラ
サ
ン
 ナ
パ
ダ
 １
 %
 キ
 @
a
s
 

ミ
ミ
 鳶
ぬ
 目
 ）
の
導
入
部
分
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
 か
ら
で
あ
る
。
 

中
観
論
書
に
人
間
す
る
た
め
「
人
中
味
 %
 
 を
「
説
き
口
 
始
め
よ
う
と
し
て
、
ま
ず
、
正
し
く
悟
っ
た
仏
陀
・
 
笠
 ロ
蔭
た
ち
よ
り
も
 

最
初
に
 、
 最
も
完
全
な
仏
性
の
原
因
で
あ
り
、
輪
廻
 
と
 い
 う
 牢
獄
に
っ
な
が
れ
、
守
護
さ
れ
る
こ
と
の
な
 
い
、
 は
か
り
知
れ
な
い
 

ほ
ど
多
く
の
有
情
を
一
人
残
ら
ず
守
護
す
る
こ
と
を
 
特
 

 
 

 
 

「
人
中
論
ヒ
 で
 提
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
っ
て
、
不
二
 知
に
 飾
ら
れ
、
大
悲
と
い
う
手
段
が
優
先
さ
れ
、
如
来
期
 
の
 生
起
の
原
因
で
 

あ
る
初
発
心
を
始
め
と
し
、
な
い
し
、
誤
り
な
く
般
若
 
波
羅
蜜
に
導
く
こ
と
に
精
通
し
た
聖
な
る
 々

 ー
ガ
ー
ル
 ジ
ュ
ナ
 師
が
 、
悲
 

に
よ
っ
て
、
他
者
が
悟
る
た
め
に
「
中
観
口
論
書
を
論
 述
 な
さ
っ
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
ま
ず
論
書
の
 
室
冊
述
 と
 主
題
の
 ロ
 関
係
 

で
あ
る
。
了
一
 

周
知
の
よ
う
に
、
「
人
中
 ュ
 
遡
は
前
述
し
た
よ
う
な
 内
 容
 を
も
つ
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
代
表
的
著
作
で
 あ
り
、
「
プ
ラ
サ
ン
 
ナ
 

パ
 ダ
ー
」
は
中
観
学
派
の
根
本
聖
典
と
も
言
え
る
「
 中
 碩
 」
（
 寒
註
 を
ぬ
 ま
窯
 ぬ
か
Ⅰ
ふ
か
巳
へ
の
注
釈
重
日
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
論
 

書
 で
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
導
入
部
分
に
お
い
て
、
中
観
 講
書
と
の
関
わ
り
で
「
大
悲
」
と
い
う
菩
薩
 
行
 理
論
に
 関
係
が
深
ル
タ
ー
ム
が
 

75  (345) 

一 
一 

中
観
論
書
と
大
悲
 

想
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
想
定
し
つ
つ
、
王
と
し
て
「
 
人
中
 ョ
 
哩
に
見
ら
れ
る
中
観
論
書
と
菩
薩
 
行
 理
論
の
関
 係
は
 つ
い
て
考
察
を
加
 

え
る
も
の
で
あ
る
。
 



ど   中観の 心論で 作 を で の 
離 と 悲 の 苦 ャ と 書 あ 成 は よ 

  し と ろ し な う 

  。 い 由 え 

あ 、 一 

ィ ニ キ は 記 が に か 

の 

替 

れ っ 行 明 史 優 解 
い 理 際 に 先 釈 

で 、 で そ 
考 あ 「 賞 の 
察 て論 る 『 入費 も 

し の と 中 さ の 
て 具 は 論 れ は 

、 Ⅵ 圭 一 言 
ゆ 体 決 』 た 狂 
き 的 し で り 目 

@@ し 直 提示 尤して こ、 な開 @ ナ ィ 

と 係 え さ l す 
居、 の な れ ガ る 

せ 二 こ ｜ ，っ し 0 解明 た方 

を そ 法 ジ 

目 こ 」 ュ 

的 で と ナ 

楽 打 
と 以 は が 

  し 下 れ 大 
な に っ 悲 
が お た に   も い い よ 

、 て 阿 っ 

無 つ     て 「 を意味 入 @ ま、 「中 

芋 種 味 般 ル 心 巴 - を中る』 冊 のす頒 

頒 も     
な で 

作 あ 
成 る 

し が た 
と ブ 」       

」 Ⅰは 口ぅ 0 示 
も 「 

  
  

  
」 で 

提示さ れは チ 

ャ れ 

      
一 ア ， っ 

イ 衷 

の 解 現 の 
駅 丁 
で に あ 
っ ナ 
て l 

ガ     
ガ ジ 
l ユ 

ル ナ 
ジ が 

ユ 大 

ナ目 佳いこヲ , 中 

皇 よ 

が つ 

実 て 

  
    

 
 

使
 m 
さ
れ
て
い
る
。
「
プ
ラ
サ
ン
 
ナ
パ
 ダ
ー
」
は
 、
そ
 の
中
の
記
述
に
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
人
中
論
」
を
 前
 提
 に
し
て
作
成
さ
れ
た
 

  6
 



チャンドラキールティにおける 中観思想と 実践理論 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
菩
薩
の
三
要
因
説
の
特
色
 
は
 、
 三
 要
因
の
う
ち
の
大
悲
を
最
優
先
し
、
そ
の
大
悲
 が
 前
提
に
あ
っ
て
 他
 

の
二
 要
因
が
意
味
を
も
つ
と
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
述
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

更
に
、
菩
提
心
と
不
二
 知
 と
い
う
二
つ
の
根
本
は
大
悲
 で
あ
る
か
ら
、
大
悲
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
 し
て
、
「
次
の
詩
 
頒
   

至
福
 ぎ
注
 ㎝
「
の
Ⅱ
 

巴
 
と
い
主
 

に
は
菩
薩
 行
 に
関
す
る
記
述
 

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
 王
著
 

薩
行
 理
論
の
受
容
と
い
う
点
 

一
 
Ⅱ
 -
 

崩
 し
て
い
る
。
以
下
の
考
察
 

ヴ
ァ
リ
ー
」
Ⅰ
に
舌
口
 
及
 し
て
い
 

一
つ
の
法
を
追
求
課
題
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
様
々
な
 問
 題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
特
に
第
二
重
・
第
五
章
 

も
 多
く
見
ら
れ
る
。
啓
蒙
 書
 と
い
う
性
格
上
、
必
ず
し
 0
 組
織
的
な
構
成
を
も
つ
も
の
と
は
言
え
な
い
が
、
 

「
 
中
頒
 」
に
は
菩
薩
 行
 に
関
す
る
記
述
が
全
く
見
 ぃ
だ
さ
 れ
な
い
こ
と
か
ら
も
、
中
観
思
想
に
お
け
る
 菩
 

で
 注
目
さ
れ
る
べ
き
書
で
あ
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
 
テ
ィ
も
「
人
中
論
」
で
散
乱
と
し
て
積
極
的
に
引
 

に
お
い
て
も
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
菩
薩
 行
理
 論
を
展
開
す
る
ど
の
よ
う
な
局
面
で
「
ラ
ト
ナ
ー
 

る
か
注
意
深
く
見
て
ゆ
く
。
 

で l て l ュ の を 

一
 
7
 一
 

そ
の
内
容
と
す
る
。
 

大
悲
、
不
二
 知
 、
菩
提
心
の
三
概
念
は
い
ず
れ
も
菩
薩
 行
 理
論
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
が
、
チ
ャ
 
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
 

よ
う
に
、
こ
れ
ら
を
菩
薩
の
三
要
因
と
し
て
明
確
に
一
 括
す
る
例
は
あ
ま
り
 見
ぃ
 だ
せ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

唯
 
一
 、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
 

一
八
 

@
-
 

ナ
の
 
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
 
亡
円
ぬ
 
～
 
ぉ
 Ⅰ
 v
a
 

～
む
に
見
い
だ
 

さ
れ
、
「
人
中
乳
型
で
も
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
 ら
 、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 

ル
テ
ィ
が
そ
の
説
を
継
承
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
 こ
の
一
括
方
法
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
他
の
著
 
作
 に
も
 見
ぃ
 だ
さ
れ
 

-
g
-
 

お
り
、
彼
の
菩
薩
 行
 理
論
の
中
心
を
な
す
も
の
と
考
え
 ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
 
は
 、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 

ル
テ
ィ
が
菩
薩
 行
 理
論
を
展
開
す
る
際
、
「
ラ
ト
ナ
ー
 ヴ
 
ア
リ
ー
」
を
そ
の
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
し
 、
重
 要
現
 し
て
い
る
こ
と
 

 
 

あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
「
ラ
ト
ナ
ー
 ヴ
 
ア
リ
ー
」
は
 
王
へ
の
教
訓
と
し
て
与
え
た
書
と
舌
口
わ
れ
て
お
り
、
 

繁
 栄
 
（
㏄
 
け
ア
 
Ⅱ
二
 
%
 ゅ
 
Ⅱ
 ゅ
 ）・
 



大
悲
は
 

、
 長
い
間
に
渡
っ
て
、
こ
の
勝
者
と
い
う
収
穫
 

を
 完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
種
子
や
成
長
に
と
っ
 

て
の
水
と
同
じ
 

よ
う
に
、
一
作
物
の
」
享
受
に
と
っ
て
の
成
熟
の
よ
う
 

に
、
 
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
第
一
に
大
 

 
 

こ
こ
で
は
、
勝
者
、
す
な
 

ね
 ち
、
悟
り
を
獲
得
し
た
 

仏
 陀
を
収
穫
に
、
ま
た
、
大
悲
は
そ
の
収
穫
を
生
み
出
す
 

た
め
の
種
子
・
 

水
 ・
 

成
熟
に
例
え
、
大
悲
の
意
義
を
最
大
限
に
強
調
し
て
い
 

る
 。
こ
こ
に
、
大
悲
を
前
面
に
押
し
だ
し
た
チ
ャ
ン
 

ド
 ラ
 キ
ー
ル
テ
ィ
の
菩
薩
 

行
 理
論
の
一
端
を
見
 

ぃ
 だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
 

。
な
お
、
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
で
は
菩
薩
の
三
種
の
 

要
因
が
明
示
さ
れ
る
も
 

の
の
、
必
ず
し
も
大
悲
を
最
優
先
と
す
る
よ
う
な
記
述
 

は
 見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
 

解
釈
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 

 
 

 
 

 
 

」
で
三
種
の
要
因
を
説
明
 

す
る
 
詩
頒
 
と
は
全
く
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
異
に
す
る
「
 

大
 乗
 で
は
、
す
べ
て
の
 

行
 な
い
は
慈
悲
を
先
と
し
、
知
に
 

よ
っ
て
汚
れ
な
い
も
の
 

一
は
 

-
 

と
な
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
思
慮
あ
る
者
は
 

ど
う
し
て
許
諾
し
よ
う
か
。
」
と
い
う
 

語
頒
を
 
「
人
中
 

ュ
 
型
に
引
用
し
て
、
大
悲
 

が
 他
の
要
因
に
優
先
す
る
こ
と
を
示
す
根
拠
と
解
釈
し
 

て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
は
多
少
の
無
理
が
あ
る
と
思
わ
 

れ
る
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
 

キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
い
て
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
自
身
 

が
 菩
薩
の
三
種
の
要
因
を
提
示
し
て
、
そ
の
中
で
も
 

大
 悲
 が
最
優
先
と
し
た
と
 

い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
 

も
っ
と
も
、
こ
の
大
悲
の
最
優
先
な
い
し
は
そ
れ
を
 

前
 提
 に
お
く
解
釈
そ
の
も
の
は
決
し
て
特
異
な
も
の
で
は
 

な
い
。
三
種
の
要
因
 

-
 
Ⅱ
 
-
 

て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
 

ら
 、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
こ
と
さ
ら
に
大
悲
を
 

最
優
先
に
し
、
そ
れ
を
 

(348) 

を
 述
べ
る
 ご
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れ
る
背
景
に
は
、
悲
の
対
象
の
区
別
に
応
じ
て
、
 恋
 お
 よ
び
そ
の
悲
を
も
っ
主
体
者
を
質
的
に
弁
別
し
よ
う
と
 
い
う
意
図
が
あ
っ
た
 と
 

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
を
対
象
と
す
る
悲
を
も
つ
 者
は
凡
夫
、
つ
ま
り
、
世
間
一
般
の
人
で
あ
り
、
法
を
 
対
象
と
す
る
悲
を
も
つ
 

者
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
で
あ
り
、
無
縁
を
対
象
と
す
 
る
 悲
を
も
っ
者
は
仏
陀
で
あ
る
と
し
て
、
 悲
 と
そ
の
 悲
 を
も
っ
主
体
者
は
質
的
 

に
 明
確
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
ム
ロ
、
大
悲
 と
は
仏
陀
の
悲
に
他
な
ら
な
い
。
 

-
H
-
 

し
か
し
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
チ
ャ
ン
 
ド
 ラ
 キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
三
種
の
悲
の
区
 別
は
認
め
て
い
る
も
 

の
の
、
主
体
者
そ
の
も
の
の
区
別
に
は
全
く
舌
口
 
没
 し
て
 い
な
い
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
世
尊
の
大
悲
を
 賞
賛
す
る
と
述
べ
て
は
 

い
 る
も
の
の
、
衆
生
 縁
 ・
法
縁
・
無
縁
は
い
ず
れ
も
 菩
 薩
が
 備
え
る
大
悲
の
内
容
の
差
異
に
体
な
ら
ず
、
か
っ
 、
そ
れ
ら
の
縁
は
 、
 ①
 

衆
生
が
も
っ
 苦
 、
す
な
 ね
 ち
、
自
己
・
自
己
所
有
と
 
う
 観
念
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
苦
か
ら
の
救
済
、
②
 
衆
生
が
無
常
で
あ
る
こ
 

と
の
観
察
、
③
衆
生
が
自
性
と
し
て
空
で
あ
る
こ
と
の
 観
察
、
と
い
う
よ
う
に
、
菩
薩
か
ら
衆
生
へ
の
働
き
か
 
け
と
い
う
方
向
だ
け
を
 

も
つ
も
の
で
あ
る
。
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
 
て
三
縁
説
へ
の
舌
口
及
は
悲
を
有
す
る
主
体
者
を
質
的
に
 
分
類
す
る
も
の
で
は
な
 

く
 、
三
縁
す
べ
て
が
菩
薩
の
衆
生
に
対
す
る
悲
の
あ
り
 
方
で
あ
る
と
し
て
、
菩
薩
の
大
悲
の
内
容
を
よ
り
明
確
 
に
す
る
と
い
う
意
図
に
 

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
が
「
人
中
味
 哩
 
で
 大
悲
そ
の
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
言
及
せ
ず
に
 
、
 引
き
続
い
て
、
三
縁
 

79 (349) 

菩
薩
 行
 理
論
の
中
心
に
据
え
よ
 

る
。
 一

方
、
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
 

す
辣
臼
 ㏄
 山
 正
日
 プ
リ
コ
巴
 ・
法
縁
 

と
 呼
ぼ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

チ
 う

と
し
た
点
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
菩
薩
 行
 理
論
の
特
色
と
し
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
 

テ
ィ
は
「
人
中
論
」
で
大
悲
に
関
連
し
て
、
「
大
悲
に
 種
類
と
自
性
が
あ
る
」
と
し
、
大
悲
を
衆
生
 
縁
 

一
 
%
 一
 

（
 
隼
ア
ゅ
 
「
日
ゅ
。
 
目
 ㏄
 
日
す
 い
目
色
・
 佃
 一
級
す
目
 巴
 ㏄
 ヨす
 い
 
目
 ㏄
）
の
一
二
 
種
 に
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
三
縁
 

一
 
Ⅱ
 -
 

サ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
 ら
れ
る
学
説
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
三
縁
が
説
か
 



を
 解
明
す
る
上
で
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
 
つ
 で
あ
る
 と
 思
わ
れ
る
の
で
、
大
乗
と
声
聞
乗
の
違
い
に
つ
い
て
 
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
 

  

も
し
菩
薩
た
ち
だ
け
が
こ
の
よ
う
に
「
諸
存
在
を
」
 無
 自
性
で
あ
る
と
見
る
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
も
正
し
く
な
 
ぃ
 。
な
ぜ
な
ら
、
 

上
述
し
た
こ
と
は
声
聞
・
縁
覚
に
関
し
て
だ
か
ら
あ
る
 
。
こ
の
こ
と
は
ど
う
し
て
知
ら
れ
る
の
か
と
舌
口
う
な
ら
 、
回
答
す
べ
き
で
 

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
上
掲
の
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
 の
 引
用
の
」
ま
さ
し
く
直
後
に
、
菩
薩
た
ち
に
関
し
 
て
 
「
次
の
よ
う
に
 口
 

述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

菩
薩
も
「
こ
の
よ
う
に
諸
存
在
を
無
自
性
で
あ
る
と
」
 
見
て
 、
 必
ず
「
 浬
 %
 を
 口
 獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
「
 だ
 が
ご
彼
は
大
 

悲
 に
よ
っ
て
 、
 悟
っ
て
い
る
間
「
も
口
輪
廻
を
続
け
る
 
 
 

と
 舌
口
，
「
：
。
 

声
聞
の
道
を
説
示
す
る
諸
聖
典
で
も
、
声
聞
た
ち
の
 
煩
 悩
 と
い
う
障
害
を
克
服
す
る
た
め
に
、
 

物
質
は
泡
の
集
ま
り
の
よ
う
に
、
感
受
作
用
は
水
泡
の
 
よ
う
に
、
想
起
作
用
は
陽
炎
の
よ
う
に
、
形
成
作
用
は
 
芭
蕉
の
よ
う
 

に
 、
認
識
作
用
は
幻
影
の
よ
う
で
あ
る
と
シ
ャ
キ
ャ
ム
 
ニ
は
 述
べ
ら
れ
た
。
 

る
 問
題
が
菩
薩
 行
 理
論
の
提
示
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
 

 
 

請
書
と
大
悲
と
の
関
係
 

の
 説
明
を
す
る
あ
た
り
の
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
で
あ
 
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
三
縁
に
対
す
る
解
釈
は
 
デ
ト
ナ
 ｜
ヴ
 ア
リ
ー
ヒ
に
は
 見
 

い
だ
せ
な
い
。
こ
の
点
は
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
 
大
悲
説
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

で
は
、
な
ぜ
菩
薩
の
大
悲
が
そ
こ
ま
で
強
調
さ
れ
る
の
 
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
大
乗
と
は
ど
の
よ
う
な
も
 
の
で
あ
る
の
か
、
 更
 

大
乗
と
声
聞
乗
の
違
い
と
い
う
問
題
が
関
わ
っ
て
 
く
る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
「
人
中
論
 ヒ
 で
は
、
大
乗
 と
 声
聞
乗
の
違
い
に
関
す
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と 

法 述 
無 べ た 
我 も ち 
そ れ は 
明 て ロ 
ら い 大 
か る 乗 
に 。 を 
す 

  
る 堅 
か 
ら 

持 
す 
べ 

大 き 

乗 で 
の あ 
教 
説 

る 

も 

正 
当 
で 
あ 
る 

な 
ぜ 
な 
ら 

  
そ 
れ 

を   
詳 

細 
@@ し 
説 

明 
す 
る 

と 

認 
め 
ら 

れ 
る 

か 

81@ (351) 

と
 述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
 
、
 泡
の
集
ま
り
、
水
泡
 
、
陽
炎
、
芭
蕉
、
幻
影
な
ど
の
例
に
よ
っ
て
、
諸
形
成
 

作
用
は
明
確
に
考
 

察
さ
れ
る
。
 

ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
ロ
ナ
ー
 

ガ
 ｜
 ル
ジ
ュ
 ナ
ロ
 師
は
 

大
乗
で
は
不
生
を
説
き
、
地
ロ
 
の
 垂
は
滅
・
生
ロ
 を
 説
く
 U
 
。
 滅
と
 不
生
は
意
味
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
留
立
 

屈
 せ
よ
。
 

と
 述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
様
に
 
、
 

有
 と
無
を
知
る
世
尊
は
 
、
 「
カ
ー
テ
ィ
 
ヤ
 ー
ヤ
ナ
 へ
 の
 教
戒
」
の
中
で
、
 
有
 ・
無
の
両
方
を
否
定
し
た
と
述
べ
 

ら
れ
た
。
 

と
 述
べ
て
い
る
。
 

「
も
し
声
聞
乗
に
よ
っ
て
も
 

法
 無
我
が
述
べ
ら
れ
る
の
 
で
あ
れ
 ば
 、
そ
の
場
合
、
大
乗
の
教
 
説
は
軸
 
生
息
 
味
 だ
ろ
，
 
っ
 。
」
と
考
え
る
 

人
の
意
見
も
 、
 次
の
よ
う
に
述
べ
る
論
理
と
聖
典
に
 
矛
 宿
 す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 
ロ
す
 
な
 む
 ち
 ロ
 
大
乗
の
教
 説
 は
法
 無
我
だ
け
を
 

説
く
の
で
は
な
い
。
で
は
ど
う
な
の
か
と
舌
口
う
と
、
 

菩
 薩
地
 ・
波
羅
蜜
・
誓
願
・
大
悲
等
・
廻
向
・
二
種
の
資
 

糧
 ・
不
可
思
議
な
 

法
性
を
も
口
説
く
の
口
で
あ
る
。
 

「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
に
次
の
よ
う
に
、
 

か
の
声
聞
乗
に
よ
っ
て
は
菩
薩
の
誓
願
・
 

行
 ・
廻
向
は
 
説
か
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
菩
薩
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
 

菩
提
 行
 に
止
住
す
る
こ
と
の
意
味
は
聖
典
に
よ
っ
て
は
 

説
か
れ
ず
、
大
乗
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
 

っ
て
、
知
者
 



ら
で
あ
る
。
声
聞
乗
で
は
 法
 無
我
は
単
に
簡
略
 

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
の
資
料
に
は
、
チ
ャ
 

は
 次
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

第
一
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
声
聞
乗
で
 

無
我
は
人
無
我
と
と
も
に
無
我
観
の
構
成
す
る
も
の
 

れ
る
。
し
か
し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
 
ナ
｜
 

こ
の
点
は
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
の
コ
ン
テ
キ
ス
 

無
我
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
 

第
二
に
、
も
し
大
乗
が
声
聞
乗
と
同
様
に
法
無
我
 

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
大
乗
で
は
 法
 無
我
を
詳
細
に
 

い
 点
で
あ
り
、
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
独
自
の
考
 

い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
存
在
が
 

る
 中
観
思
想
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

け
と
い
う
も
の
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
 

第
三
に
、
大
乗
の
意
義
と
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 
｜
 

「
廻
向
」
「
二
種
の
資
糧
」
「
不
可
思
議
な
法
性
」
を
 

を
 除
け
ば
、
い
ず
れ
も
菩
薩
 行
 に
直
接
的
に
関
係
が
 ル

テ
ィ
は
、
 法
 無
我
の
み
な
ら
ず
、
「
菩
薩
 地
 」
「
 波
羅
 蜜
 」
「
誓
願
」
「
大
悲
等
」
 

も
 説
い
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
 
の
 
「
不
可
思
議
な
法
性
」
 

深
い
概
念
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
 
キ
ー
ル
テ
ィ
は
大
乗
の
意
 

に
 示
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
 

ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
大
乗
 観
 が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
 と
 思
わ
れ
る
。
そ
の
要
点
 

も
法
 無
我
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
認
め
て
い
 
る
 。
周
知
の
よ
う
に
、
 法
 

で
あ
る
が
、
一
般
に
、
声
聞
乗
は
人
無
我
を
認
め
る
が
 
法
 無
我
は
認
め
な
い
と
さ
 

ガ
ー
ル
ジ
ュ
 ナ
 の
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
を
根
拠
に
 し
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
。
 

ト
 か
ら
も
推
測
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ナ
ー
ガ
ー
 
ル
ジ
ュ
 ナ
 は
声
聞
乗
が
 法
 

キ
ー
ル
テ
ィ
も
そ
の
意
見
を
継
承
し
て
い
る
と
言
え
る
  
 

を
 説
く
の
で
あ
れ
ば
、
大
乗
の
存
在
意
義
は
な
い
と
い
 
う
 批
判
に
対
し
て
、
チ
ャ
 

説
い
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
は
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
 
｜
 」
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
 

え
 だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
詳
細
に
説
 
い
て
い
る
の
か
示
さ
れ
て
 

空
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
ゆ
く
空
性
説
、
更
に
 
、
空
 性
説
の
提
示
を
目
的
と
す
 

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
大
乗
仏
教
に
お
け
る
空
性
 説
 ・
中
観
思
想
の
位
置
づ
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菩
薩
の
三
要
因
の
う
ち
、
大
悲
 心
 が
最
優
先
と
さ
れ
、
 
不
二
期
・
菩
提
心
は
そ
の
後
に
続
く
。
舌
ロ
 

い
 替
え
れ
ば
 、
 不
 ・
一
一
知
・
菩
提
心
 

は
 大
悲
を
前
提
に
し
て
初
め
て
そ
の
特
性
を
発
揮
す
る
 
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
大
悲
を
前
提
に
し
た
不
二
 知
は
 
「
 
地
 」
と
い
う
 名
 

称
 で
呼
ば
れ
、
こ
こ
で
初
め
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
 
ィ
の
 菩
薩
 行
 理
論
と
十
地
説
が
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
 る
 。
そ
も
そ
も
「
十
地
 

-
 
㌶
 -
 

経
 」
で
は
地
は
知
の
生
じ
る
拠
り
所
と
さ
れ
、
地
は
決
 
し
て
 畑
 そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
な
い
が
、
チ
ャ
ン
 ド
 ラ
 キ
ー
ル
テ
ィ
の
記
述
 

-
 
㏄
 一
 

に
 従
う
限
り
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
は
功
徳
 
の
 拠
り
所
と
さ
れ
、
十
種
の
区
別
が
あ
る
。
舌
口
 
ぅ
 ま
で
 も
な
く
、
十
地
の
こ
と
 

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
「
十
地
緯
」
に
説
か
れ
る
十
地
 と
 全
く
一
致
し
て
い
る
。
 

で
は
、
不
二
期
 と
 菩
提
心
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
 の
 だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
関
係
は
原
因
・
結
果
 
の
 関
係
に
あ
る
と
 推
 

定
 さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
、
チ
ャ
 
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

  

四 

菩
薩
の
三
要
因
と
地
ミ
ナ
ロ
ヨ
 ご
 

義
 と
し
て
、
従
来
に
は
な
い
新
し
い
菩
薩
 行
 理
論
の
存
 

在
を
指
摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
は
 

上
掲
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 

ノ
テ
 

の
引
用
す
る
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
に
も
 同
 

 
 

ル
テ
ィ
は
そ
の
意
見
 

 
 

を
 継
承
し
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
と
っ
て
 
大
乗
の
意
義
は
、
 
法
 無
我
を
詳
細
に
説
明
し
、
か
っ
 、
 大
悲
等
の
菩
薩
 行
理
 

論
を
提
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
 
ろ
う
。
こ
の
点
を
先
ほ
ど
の
大
悲
の
重
要
性
の
強
調
と
 
の
 関
係
で
検
討
す
る
な
 

ら
ば
、
大
悲
を
中
心
と
す
る
菩
薩
 行
 理
論
の
提
示
は
自
 説
 が
ま
さ
し
く
大
乗
の
理
論
で
あ
る
理
由
を
明
確
に
す
 
る
も
か
 し
と
舌
口
え
る
 
Ⅰ
 
ネ
 あ
 

ろ
う
。
 



る 

そ
こ
で
、
上
述
の
方
法
に
よ
っ
て
、
衆
生
が
無
自
性
で
 あ
る
と
見
て
、
大
悲
が
優
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
 
菩
 薩
の
心
は
大
悲
 

に
 従
い
、
サ
マ
ン
タ
バ
ド
ラ
菩
薩
の
誓
願
に
よ
っ
て
 
廻
 同
 し
、
歓
喜
と
い
う
名
を
も
ち
、
か
の
不
二
知
を
原
因
 
と
す
る
結
果
を
示
 

し
て
お
り
、
そ
れ
を
第
一
「
発
心
」
 と
 舌
口
 
一
 
う
 
4
 
2
 

一
 
。
 

「
上
述
の
方
法
」
と
は
、
三
縁
と
い
う
対
象
を
通
じ
て
、
 
大
悲
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
、
衆
生
 
が
 自
性
と
し
て
は
 空
 

で
あ
る
と
い
う
無
縁
の
大
悲
を
見
極
め
・
獲
得
す
る
こ
 と
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
大
悲
が
優
れ
た
も
の
と
な
り
 、
菩
薩
の
菩
提
心
は
そ
 

の
 大
悲
に
従
い
な
が
ら
、
歓
喜
と
い
う
名
の
発
心
へ
と
 昇
華
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
が
こ
こ
で
は
述
べ
 
ろ
 れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
 

で
、
不
二
知
は
菩
提
心
を
発
心
へ
と
昇
華
さ
せ
る
役
割
 を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
 
十
種
の
地
で
あ
る
不
二
 

知
 に
対
応
し
て
発
心
も
十
種
類
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 事
実
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
歓
喜
地
で
生
じ
る
 
発
心
を
第
一
発
心
と
称
 

し
て
お
り
、
第
十
地
の
法
霊
地
で
は
第
十
発
心
が
生
じ
 る
と
舌
口
 
う
 。
つ
ま
り
、
十
地
の
各
段
階
に
対
応
し
て
、
 そ
の
段
階
に
ふ
さ
わ
し
 

ぃ
 発
心
が
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
 
っ
て
、
菩
薩
の
三
要
因
と
十
地
の
関
係
を
簡
潔
に
指
摘
 す
る
な
ら
 ぱ
 、
大
悲
を
 

前
提
と
し
て
、
菩
提
心
は
地
で
あ
る
知
に
よ
っ
て
そ
の
 地
 に
ふ
さ
わ
し
い
発
心
へ
と
昇
華
し
て
ゆ
く
と
い
う
 構
 造
 を
も
つ
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
発
心
を
生
じ
た
者
こ
そ
が
菩
薩
 と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
 十
種
の
菩
提
心
な
い
し
 

は
 発
心
は
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
に
は
見
い
だ
せ
な
 
い
も
の
で
あ
り
、
「
人
中
論
 ヒ
 0
 所
説
は
菩
薩
の
三
 要
 因
 ・
大
悲
の
強
調
・
大
乗
 

の
 意
義
を
「
ラ
ト
ナ
ー
 ヴ
 ア
リ
ー
」
に
よ
っ
て
裏
付
け
 な
が
ら
も
、
や
が
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
独
自
の
 
展
開
を
見
る
こ
と
に
な
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割 書 前 
い と 地 こ 

ほ の   
る塞 る る 地 
    段 と 

こ 事 階 十 
こ 実 で 波 
で 、 あ 羅 
は 第 る 蜜   
中 ハ 章 同封 。 の 
観 で 知 応 
学 は の 関 
説 こ よ 係 
の の う の 
両 論 に 中 
答 書 、 で 

そ の 居 、 、 

の メ 想 中 
も イ 内 観 
の ン 容 論 
で と 的 善 
は も に と 

な 吉 見 大 
く え て 悲 

、 る も の 
そ 中 、 関 
れ 親 分 係 
に 学 呈 を 

主 調 的 検 
る へ に 討 

する土 以前の の舌口 及 見ても 

  が   で 

  
提 そ は 味 
六 れ 第 を 

な に 六 も 

い 冬 草 つ 

し く を の 
は の 中 は 
由 ス 小 策 

払 観ぺと 冊 l す地 大 
書 ス る の 
の を 諦 視 
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こ おける中観思想と 実践理論 

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
そ
の
統
合
的
解
釈
 と
 は
 、
十
地
の
各
段
階
に
お
い
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
 
波
 羅
 蜜
の
効
力
が
優
れ
た
 

も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
「
人
中
払
出
で
十
波
羅
蜜
 説
を
採
用
し
、
そ
れ
を
特
に
理
由
を
明
示
し
な
い
で
、
 
十
地
説
と
対
応
さ
せ
 

て
 提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
十
地
緯
」
の
所
説
を
そ
 の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
と
舌
口
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 
占
 ハ
は
 
、
十
波
羅
蜜
 説
 で
は
 

-
 
㌘
 -
 

な
く
、
六
波
羅
蜜
説
を
説
き
、
十
地
説
と
波
羅
蜜
 説
を
 別
々
に
説
い
て
い
る
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
の
所
説
 
と
は
相
違
す
る
。
 

解
釈
は
大
乗
仏
教
の
実
践
理
論
の
中
心
を
な
す
二
つ
の
 
学
説
を
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
践
理
論
の
整
理
・
 
強
化
を
意
図
す
る
も
の
 

五
 

現
前
 地
 、
般
若
波
羅
蜜
、
お
よ
び
、
空
性
 
説
の
提
示
 

第
一
発
心
に
よ
っ
て
歓
喜
地
に
入
っ
た
菩
薩
は
各
段
階
 
を
 上
昇
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
人
中
 め
珊
 
」
で
は
十
地
に
 対
応
す
る
形
で
十
種
 

の
 波
羅
蜜
 a
 轄
宙
ョ
ヰ
 巴
が
説
か
れ
て
い
る
。
十
波
羅
蜜
 説
は
六
波
羅
蜜
 説
 で
説
か
れ
る
布
施
 宙
ゅ
コ
 
㏄
Ⅰ
戒
律
（
 囲
芭
 ・
忍
辱
京
終
コ
ミ
・
 

精
進
 ?
 ～
（
 

ピ
巴
 ・
禅
定
 
宙
目
ゆ
コ
巴
 ・
般
若
 C
 宙
 古
色
 と
 い
う
菩
薩
の
六
種
の
実
践
的
な
徳
目
に
方
便
 さ
口
釧
ピ
巴
 ・
 誓
願
 C
 宙
 甲
乙
 詩
臣
巴
 ・
 

力
ラ
 田
巴
 
・
皆
む
 由
釧
コ
と
 と
い
う
四
種
の
実
践
的
な
 徳
 目
 が
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
十
地
説
と
十
 
波
羅
蜜
説
は
全
く
成
立
 

一
 
㏄
 -
 

経
緯
を
異
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
両
者
を
統
合
 
す
る
解
釈
は
既
に
「
十
地
緯
」
に
も
 見
ぃ
 だ
す
こ
と
が
 で
き
、
お
そ
ら
く
そ
の
 



作
成
と
い
う
よ
り
広
い
意
味
で
考
察
し
た
い
。
 

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
現
前
 地
 と
は
仏
陀
の
法
 を
目
の
当
た
り
に
す
る
段
階
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
 
う
呼
 ば
れ
、
そ
の
段
階
で
 

一
 
初
一
 

は
 、
般
若
波
羅
蜜
に
止
住
す
ぎ
 目
巴
し
 、
そ
れ
が
最
も
 
優
れ
た
も
の
と
な
る
と
言
う
。
そ
も
そ
も
「
十
地
緯
」
に
お
 
け
る
現
前
地
の
意
義
，
 

内
容
は
こ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
が
、
チ
ャ
ン
 
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
れ
以
上
の
言
及
を
し
て
い
な
い
 
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
 

説
明
は
「
十
地
緯
」
の
所
説
に
委
ね
て
、
空
性
説
の
提
 
赤
 な
い
し
は
そ
の
意
義
づ
け
を
急
い
だ
た
め
と
思
わ
れ
 
る
 。
な
お
、
般
若
 波
羅
 

 
 

蜜
は
 
つ
い
て
は
、
地
楡
を
用
い
て
、
そ
れ
が
そ
れ
以
前
 の
 五
つ
の
波
羅
蜜
を
従
属
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
 意
義
を
強
調
し
て
い
る
。
 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
空
性
説
の
提
示
な
い
し
は
 中
観
論
書
の
作
成
が
こ
の
現
前
 地
 と
い
う
段
階
と
ど
の
 よ
う
な
関
係
に
あ
る
 

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「
人
中
論
」
の
記
述
は
多
 少
 込
み
入
っ
て
い
る
の
で
、
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
 
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

第
一
に
 、
 先
に
述
べ
た
現
前
地
の
特
色
を
な
す
般
若
 波
 羅
 蜜
へ
の
止
住
は
 、
 法
の
真
実
と
し
て
の
あ
り
方
、
 つ
 ま
り
、
縁
起
と
い
う
 

一
コ
 
-
 

あ
り
方
を
と
る
と
い
う
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
て
 可
能
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
な
ぜ
法
が
縁
起
と
い
う
 
あ
り
方
を
と
る
の
か
と
 

い
う
点
に
つ
い
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
自
身
が
 明
確
な
回
答
を
与
え
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
 

第
二
に
は
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
法
が
そ
の
よ
 
う
 な
 縁
起
と
し
て
の
あ
り
方
を
す
る
の
は
実
は
 
ナ
 ー
ガ
ー
 
ル
ジ
ュ
 ナ
 が
「
 中
頒
 」
 

で
そ
う
述
べ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
 ナ
 ー
ガ
ー
ル
ジ
 ュ
ナ
 に
よ
れ
ば
、
諸
法
が
縁
起
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
 
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
 空
 

-
 
㏄
 -
 

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
方
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
 般
若
波
羅
蜜
に
止
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 漉
き
ギ
 。
 住
す
 
巴
が
 獲
得
さ
れ
る
と
 述
 

 
 

一
昭
一
 

べ
て
い
る
が
、
こ
の
滅
を
「
十
地
緯
」
の
説
く
よ
う
な
「
 自
枠
 にと
し
て
の
 虫
秋
滅
 （
の
 
つ
い
 
ヴ
オ
回
 
せ
 ㏄
ー
仁
で
㏄
㎝
㏄
 

日
起
 し
」
と
 坤
化
 
え
る
な
ら
ば
、
諸
法
が
 

縁
起
と
い
う
あ
り
方
を
す
る
と
観
察
し
て
、
般
若
 
波
羅
 蜜
に
 止
住
し
、
諸
法
の
無
目
性
、
す
な
 ね
 ち
、
空
性
を
 悟
る
と
い
う
論
理
的
展
 

開
 る
 チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
意
図
し
て
い
る
と
 言
 え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
縁
起
Ⅱ
 
空
性
と
い
う
解
釈
が
現
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8
 

以
上
の
よ
う
に
、
中
観
論
書
と
大
悲
 
｜
 
更
に
は
、
 
そ
 れ
を
中
心
と
す
る
菩
薩
 行
 理
論
と
の
関
係
の
解
明
 を
目
的
と
し
て
、
「
 入
 

(357) 

六
 
結
論
 

両
地
と
い
う
段
階
で
展
開
さ
れ
る
理
論
的
根
拠
を
与
え
 
た
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 
｜
 ル
テ
ィ
は
 、
 例
え
ば
 

「
十
地
緯
」
の
よ
う
な
聖
典
に
縁
起
に
関
す
る
記
述
が
あ
 る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
自
ら
が
直
接
に
理
 解
す
べ
き
で
は
な
く
、
 

あ
く
ま
で
聖
典
を
誤
り
な
く
解
釈
で
き
る
者
を
媒
介
さ
 
せ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
 
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
で
 

あ
る
と
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
「
 入
 楊
柳
 経
ミ
ト
ぬ
ざ
蕊
 
蓮
ミ
 鑓
の
 
め
～
 
鑓
 ）
な
ど
に
現
わ
れ
る
 ナ
 ー
 ガ
 と
い
う
比
丘
 

  

そ
れ
ら
の
引
用
の
記
述
を
見
る
限
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 
｜
 ル
テ
ィ
は
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
を
歓
喜
地
に
到
達
し
 た
 菩
薩
と
し
て
捉
え
て
 

い
 る
と
思
わ
れ
る
。
 

第
三
に
 、
 チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
 彼
 
（
 
ナ
 ー
 ガ
 ｜
 ル
ジ
ュ
 ナ
 ）
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
方
法
に
よ
 
っ
て
、
そ
の
ま
ま
 説
 

 
 

起
 Ⅱ
空
性
と
い
う
解
釈
に
よ
っ
て
、
空
性
説
、
そ
し
て
 、
そ
れ
を
中
心
と
す
る
 

中
観
学
説
の
提
示
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
 
ろ
う
。
 

以
上
の
点
を
現
前
 地
 に
お
け
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
示
す
 と
 次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
縁
起
と
い
う
あ
り
方
が
 諸
法
の
真
実
と
し
て
 

の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
こ
そ
が
空
性
な
の
で
 あ
る
と
い
う
、
聖
典
を
誤
り
な
く
理
解
す
る
 
ナ
 ー
ガ
ー
 ル
ジ
ュ
 ナ
 の
解
釈
が
提
 

示
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
空
性
説
、
そ
し
て
、
 
そ
 れ
を
中
心
と
す
る
中
観
学
説
の
提
示
が
行
わ
れ
る
。
 
中
 観
 論
書
の
作
成
も
こ
の
 

過
程
の
一
環
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
縁
起
と
い
う
 
真
実
を
見
る
こ
と
で
般
若
波
羅
蜜
に
止
住
し
、
そ
の
 
結
 果
 、
諸
法
が
自
性
と
し
 

て
 寂
滅
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
 ね
 ち
、
空
性
を
悟
る
の
 で
あ
る
。
こ
れ
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
示
す
現
 前
 地
の
内
実
で
あ
る
。
 



中
論
」
を
中
心
と
し
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
 
音
 薩
行
 理
論
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
考
察
に
お
い
て
 確
 誌
 さ
れ
た
 王
 な
点
は
以
 

下
の
六
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 

①
菩
薩
の
三
要
因
と
し
て
、
大
悲
 心
 ・
不
二
 知
 ・
 菩
 提
 心
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
中
で
も
大
悲
が
最
優
先
さ
れ
 
、
大
悲
と
い
う
 前
 

提
の
下
に
、
不
二
 知
 ・
菩
提
心
が
成
立
す
る
。
 

②
大
悲
の
説
明
に
あ
た
っ
て
、
菩
薩
の
衆
生
に
対
す
 
る
 働
き
か
け
と
い
う
方
向
に
限
定
さ
れ
た
三
縁
が
提
示
 
さ
れ
る
。
 

③
大
乗
と
声
聞
乗
は
共
に
法
無
我
を
説
く
が
、
大
乗
 
で
は
更
に
大
悲
等
の
菩
薩
 行
 理
論
を
も
説
い
て
い
る
点
 で
、
声
聞
乗
に
 優
 

越
す
る
。
 

④
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
①
③
の
根
拠
を
 ナ
｜
 ガ
ー
ル
ジ
ュ
 ナ
 の
「
ラ
ト
ナ
ー
 ヴ
 ア
リ
ー
」
に
求
め
て
 い
る
。
 

⑤
不
二
 知
 は
地
と
も
称
さ
れ
、
大
悲
を
前
提
と
し
た
 上
 で
、
不
二
知
を
原
因
と
し
て
、
菩
提
心
は
発
心
へ
と
 昇
華
す
る
。
そ
れ
 

は
 十
地
に
対
応
し
て
十
種
の
発
心
と
な
る
。
 

⑥
第
六
地
・
現
前
 地
 で
は
、
般
若
波
羅
蜜
へ
の
止
住
 に
よ
る
滅
の
獲
得
が
目
的
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
は
 々

 ｜
 ガ
ー
ル
ジ
ュ
 ナ
 

の
 示
す
、
縁
起
と
い
う
真
実
の
あ
り
方
、
そ
し
て
縁
起
 
Ⅱ
空
性
と
い
う
解
釈
に
従
い
、
そ
れ
を
見
極
め
る
必
要
 
が
あ
り
、
空
性
 

説
 ・
中
観
学
説
の
提
示
、
そ
し
て
そ
れ
を
論
書
と
し
て
 ま
と
め
た
中
観
論
書
の
作
成
は
そ
の
一
環
に
定
位
さ
れ
 
る
 。
 

中
観
論
書
は
単
に
縁
起
Ⅱ
空
性
を
説
く
論
書
で
は
な
く
 
、
 ①
 ｜
 ⑥
の
よ
う
に
考
察
し
て
き
た
、
菩
薩
の
三
要
因
 
に
 始
ま
り
、
十
地
に
 

至
る
ま
で
の
菩
薩
 待
 と
い
う
実
践
的
な
過
程
に
お
い
て
 提
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
 
大
 悲
へ
の
賞
賛
は
そ
の
た
 

め
の
第
一
歩
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
挙
げ
た
 、
な
ぜ
「
中
観
論
書
に
人
間
す
る
た
め
に
大
悲
が
最
優
 先
 で
賞
賛
さ
れ
る
の
か
」
 

「
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
大
悲
に
基
づ
い
て
「
 中
頚
 」
 を
 作
成
し
た
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
の
か
」
と
い
う
 
問
題
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
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ユ
 
i
 

丁
 ）
江
島
忠
 教
 
「
中
観
思
想
の
展
開
」
春
秋
社
、
一
九
八
 
0
 年
 

七
八
頁
参
照
。
 

-
2
@
 
 
丹
治
昭
義
「
中
観
派
の
菩
薩
 
観
 １
１
中
論
か
ら
人
中
論
 へ
 

」
三
日
本
仏
教
学
会
年
報
 畦
 五
ョ
 ウ
 、
一
九
八
六
年
）
 、
二
 一
九
頁
。
な
お
、
本
稿
の
 

執
筆
に
あ
た
っ
て
こ
の
論
文
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。
 

（
 
3
@
 
 「
人
中
ュ
 
%
 
 一
頁
 五
｜
一
 0
 行
 。
 

一
 
4
@
 
 ブ
 ラ
サ
ン
 ナ
パ
ダ
 １
目
二
頁
六
行
 
｜
 三
頁
二
行
。
 

一
 
5
 ）
「
プ
ラ
サ
ン
 
ナ
パ
ダ
 1
 目
 
一
 三
頁
九
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
 
に
、
 ヨ
人
中
論
 目
 で
確
認
せ
よ
」
と
い
う
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
 
 
 

-
6
@
 
 
「
人
中
 

a
m
 

」
一
頁
一
四
 

｜
 
一
五
行
。
 

-
7
@
 
 
「
人
中
論
」
六
頁
一
四
行
 
｜
 七
頁
六
行
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 ｜
 ル
テ
ィ
は
「
法
案
経
ず
 
ォ
 も
め
 ま
ミ
簿
 r
Q
 ぎ
べ
旨
 こ
目
の
引
用
 に
よ
っ
て
菩
提
心
を
説
明
 

す
る
。
 

（
 
8
@
 
 「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
六
六
頁
一
 
二
｜
 
一
六
行
。
 

（
 
9
@
 
 豆
ロ
薩
行
 四
百
論
注
釈
」
宙
も
寒
 
ぎ
 ～
～
 

史
橿
碇
ぬ
 
n
4
 

さ
ぶ
 

ぎ
 富
ぬ
 
き
 か
 む
 ～
 
時
已
 
（
五
六
 a
 四
｜
五
 -
 。
ア
ー
リ
ヤ
・
デ
ー
ヴ
ァ
 

-
 
下
に
 ゅ
 &
0
4
u
.
 

ニ
ー
三
世
紀
頃
）
 

瑚
 

 
 

が
 菩
薩
の
三
要
因
に
基
づ
い
て
世
尊
の
こ
と
ば
を
解
説
す
る
と
い
 
ぅ
 記
述
が
あ
る
。
 

冤
 @
 
 丹
治
前
掲
論
文
一
二
七
頁
、
お
よ
び
、
瓜
生
 津隆
真
 
「
 中
 観
仏
教
に
お
け
る
 ポ
サ
ツ
 道
の
展
開
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
 -
 
ア
 イ
 の
中
観
学
説
へ
の
 
一
 

㏄
 

れ
を
欠
い
 

①
 ｜
 ⑥
の
 

言
え
る
。
 

と
い
う
も
 

る
 。
 

て
は
中
観
論
書
が
提
示
さ
れ
る
真
意
が
理
解
さ
れ
な
い
 、
と
い
う
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
 
。
そ
し
て
、
 

よ
う
に
示
さ
れ
た
、
大
悲
の
賞
賛
か
ら
中
観
論
書
の
 
作
 成
 に
至
る
プ
ロ
セ
ス
こ
そ
が
三
人
中
論
 
ヒ
で
 提
示
さ
れ
 た
 方
法
」
と
 

こ
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
中
観
論
書
の
 
位
置
づ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
 
が
 中
観
 思
 ぬ
か
 

の
を
菩
薩
 行
 理
論
と
い
う
実
践
理
論
と
積
極
的
に
関
連
 
つ
け
て
捉
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
明
確
に
読
み
取
れ
 
る
と
思
わ
れ
 

キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
釈
に
基
づ
く
限
り
、
大
悲
へ
の
賞
賛
 
こ
そ
が
そ
れ
以
後
続
く
菩
薩
行
の
実
践
の
ス
タ
ー
ト
ラ
 イ
ン
に
 他
 な
ら
ず
、
 
そ
 



視
点
」
 
宅
 鈴
木
学
術
財
団
年
報
 ヒ
 
一
号
、
一
九
六
四
年
 -
 、
上
 ハ
二
八
一
具
。
 

五
 @
 
 「
人
中
 ョ
 型
に
お
け
る
「
ラ
ト
ナ
ー
 ヴ
 ア
リ
ー
ヒ
の
引
用
を
 
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
 -
 
九
番
号
は
章
、
 
番
 号
は
 
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
㏄
 

｜
 」
で
付
さ
れ
た
 詩
頒
 番
号
㌔
①
三
五
 ｜
 三
七
、
四
八
、
六
一
 
｜
 六
二
、
八
四
 
｜
 八
五
、
②
七
四
、
③
二
七
、
④
 
五
 セ
 ー
 六
六
、
七
 
八
 、
八
六
、
九
 0
 、
㎝
 

 
 

九
三
の
合
計
二
五
項
と
な
る
。
な
お
特
色
と
し
て
、
「
人
中
 

ョ
遡
 で
の
引
用
は
第
一
章
・
第
六
章
に
限
ら
れ
、
特
に
第
一
章
で
の
 

引
 用
は
二
 0
 頒
と
 多
数
 

に
政
 ぷ
 占
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

-
 ど
 
「
人
中
弘
己
七
頁
一
四
行
 
｜
 八
頁
一
行
。
 

花
 ）
「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
一
二
二
頁
 九
｜
 
一
二
行
。
 

@
 
一
「
十
地
緯
」
一
一
頁
二
三
行
に
「
釜
日
薩
の
心
は
一
大
悲
が
 

ま
ず
最
初
に
導
く
。
」
と
あ
る
。
 

@
@
 
 「
人
中
 ョ
已
 九
頁
一
一
行
 ｜
 
一
一
頁
一
二
行
。
 

@
@
 
 三
一
縁
の
出
典
に
つ
い
て
は
笠
松
単
伝
「
人
中
観
論
疏
註
 

-
 一
 -
 」
 宅
 仏
教
研
究
」
三
号
、
一
九
三
九
年
 -
 、
九
五
 ｜
 九
六
頁
 
・
在
五
三
で
調
査
さ
れ
て
 

い
る
。
 

而
 ）
丹
治
前
掲
論
文
一
三
五
 ｜
 
一
四
 0
 頁
 、
お
よ
 ぴ
 、
小
川
一
 乗
 
「
菩
薩
の
大
悲
に
つ
い
て
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
 
笠
 ロ
薩
観
｜
 」
三
日
本
仏
 

教
学
会
年
報
」
五
一
号
、
一
九
八
六
年
 -
 、
一
四
五
 ｜
 
一
五
四
頁
 を
 参
照
。
 

（
㎎
 -
 
厳
密
に
言
え
ば
、
大
乗
・
声
聞
乗
の
違
い
へ
の
言
及
は
 、 菩
薩
が
歓
喜
地
に
入
っ
た
後
の
、
第
七
地
の
遠
行
 弛 ま
で
の
 菩
 薩
の
知
は
声
聞
，
縁
覚
の
 

知
と
 変
わ
ら
な
い
と
い
う
「
十
地
緯
し
の
引
用
の
後
に
展
開
さ
れ
 る 。
 

（
㎎
 @
 
 「
人
中
 

a
B
 

」
 三
 一
頁
一
四
行
 ｜
 二
三
頁
一
一
行
。
 

@
-
 
笠
松
前
掲
論
文
一
二
六
頁
・
 

注
 四
五
の
指
摘
す
る
よ
う
に
 
、
チ
ャ
ン
 
ド
 @
 
つ
ノ
 
キ
ー
ル
テ
ィ
は
「
 
プ
 @
 
つ
メ
 
サ
ン
 ナ
パ
 ダ
ー
」
 
l
L
 

づ
 、
 士
 
F
 聞
が
法
無
我
を
認
め
な
 

い
と
す
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
 

宙
オ
 ぎ
ざ
の
 オ
 p
.
 

六
世
紀
頃
一
の
 

主
 張
 る
 ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
見
解
に
背
く
も
の
と
し
て
批
判
し
 
て
い
る
。
 

@
@
 
 「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
ヒ
一
二
六
頁
一
七
 

｜
二
 0
 行
 。
 

う
 -
 
伊
藤
 瑞
叡
 「
華
厳
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
 
ヒ
 早
楽
手
書
店
 、
一
九
八
八
年
、
一
六
七
 ｜
 
一
八
一
頁
。
 

（
 
0
 
じ
 

「
人
中
 ョ
柵
 
」
一
二
頁
 一
｜
 三
行
。
 

万
 ）
「
人
中
 ョ
珊
 
」
一
二
頁
一
五
行
 ｜
一
 三
頁
一
行
。
 

@
 
）
「
菩
薩
 行
 四
百
論
注
釈
」
 
-
 
九
四
 b
 ニ
ー
 埋
で
は
、
菩
提
 心
は
 ①
志
願
す
 け
ゴ
ヱ
ゆ
 

の
と
、
②
勝
義
ビ
銭
㏄
 ヨ
 甲
子
し
に
分
け
ら
れ
 、
十
地
に
対
応
し
た
 十
 

ほ
の
発
心
は
勝
義
の
菩
提
心
と
さ
れ
る
。
 

充
 -
 
た
だ
し
詳
細
は
控
え
る
が
、
十
地
と
十
波
羅
蜜
の
対
応
 
関
 係
は
 つ
い
て
は
「
十
地
 
経
 」
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
各
漢
訳
・
 

チ
 ペ
ッ
ト
訳
に
お
い
て
違
い
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が
 見
ら
れ
、
対
応
関
係
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
。
サ
ン
 
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
で
は
、
第
二
地
・
第
三
池
で
各
々
戒
律
，
 
忍
 辱
 と
の
対
応
関
係
が
 

認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
地
で
は
言
及
が
な
い
。
伊
藤
前
掲
 
書
 五
八
セ
 ー
 五
九
五
頁
、
お
よ
び
、
荒
牧
 典
俊
 
「
大
乗
仏
典
 
八
 
十
地
経
口
中
央
公
 

講
社
、
一
九
 セ
 四
年
、
三
七
四
頁
・
洋
二
、
三
八
六
頁
・
在
五
一
 
一
 
参
照
。
 

-
 
㌘
 一
 
「
ラ
ト
ナ
ー
 
ヴ
 ア
リ
ー
」
一
二
二
頁
一
七
ー
 二
 0
 仁
 
-
 
六
 波
羅
蜜
 説
 ）
、
一
四
四
頁
 一
 セ
ー
 二
 0
 行
 
-
 
十
地
 諒
 -
 
。
 

（
 
0
0
 

）
拙
稿
「
「
人
中
 

払
 型
に
お
け
る
中
観
学
説
の
提
示
「
 十
 他
律
」
の
引
用
を
巡
っ
て
」
 呂
 イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
研
究
 」
一
号
、
一
九
九
三
年
一
、
 

三
七
 ｜
 四
九
頁
。
 

（
四
）
「
人
中
 
ョ
凸
 七
三
頁
 一
｜
 一
六
行
。
 

（
 型
 
「
人
中
至
理
 
セ
 四
頁
 セ
ー
 九
行
。
 

-
 
田
 ）
 注
 （
㏄
）
に
同
じ
。
 

-
 
花
）
「
 中
頒
ヒ
 第
二
四
章
・
第
一
八
項
ニ
プ
ラ
サ
ン
 ナ
 パ
 グ
｜
 」
 五
 0
 三
頁
 一
 0
 ｜
 一
一
行
 一
 
。
 

-
 ㏄
一
任
 -
 
㏄
）
に
同
じ
。
 

縮
 ）
「
十
地
緯
」
五
二
頁
 二
 セ
ー
三
一
行
。
 

-
 芭
 
「
人
中
生
理
 
セ
 六
頁
 一
 0
 行
｜
セ
セ
頁
 五
行
。
 

（
㏄
 
@
 
 
日
人
中
 
ョ
哩
セ
 五
頁
一
七
 ｜
二
 0
 行
 。
 

使
用
テ
キ
ス
ト
 

「
十
地
 
窩
目
 
Ⅰ
。
 
ア
め
 
コ
コ
の
の
 

力
リ
 
ア
 ロ
 の
「
 
、
 も
下
紐
す
キ
 

汗
さ
 
ぎ
枕
 隠
 ～
 
ま
む
 ・
㏄
 Ⅰ
の
日
り
 

9
 円
 
@
0
 
目
Ⅱ
 
0
 コ
・
Ⅰ
の
 

い
 
③
 

「
人
中
論
」
 こ
 。
日
の
監
団
く
曲
言
⑧
㌧
 
o
u
 
お
ぎ
 ・
寒
も
を
 
ぬ
 ま
さ
 
輯
建
 
さ
宙
ド
い
 

㌧
 さ
ぺ
 
の
 ぬ
さ
江
き
 

下
目
 
遥
 ニ
り
 ヨ
ヱ
 
0
 （
 
ゴ
の
 
n
u
 

し
目
Ⅰ
Ⅰ
 

プ
狩
 
p
Z
 

。
田
の
（
 

・
㌧
小
舟
 

0
 
Ⅱ
の
ま
。
 

亡
 Ⅱ
㎎
 
-
 Ⅱ
の
Ⅰ
 

じ
 

「
プ
ラ
サ
ン
 
ナ
 パ
タ
ー
」
 こ
 。
三
の
定
団
く
生
砂
㌧
 o
u
 
拐
ぎ
 ・
 ミ
 Ⅰ
 
ぎ
 ま
さ
荘
を
鱒
ま
ぬ
か
さ
 

下
 
昏
こ
 
ト
靭
 -
 
ヰ
 ミ
田
荘
ぎ
ぬ
 

ま
 ～
悪
の
め
～
 

ヌ
 
E
-
 田
 い
目
 憶
 Ⅰ
 心
心
さ
ぬ
 
ロ
巳
 
東
ぎ
寒
色
さ
 球
 

ぉ
悪
 Ⅰ
㌔
 
q
8
 ま
ま
 繋
 ぎ
 ぎ
き
 6
 ぉ
寒
驚
 n
x
 

～
田
子
 

由
 。
丑
の
 

n
p
 

し
，
 
Ⅰ
Ⅰ
 
す
 i
n
 

曲
名
 

0
.
 

ハ
の
円
｜
 
㌧
か
円
 

e
r
 

の
 
す
 0
 亡
 Ⅰ
 
い
 。
 ト
の
 
。
㏄
 
-
 

「
菩
薩
 
行
 四
百
論
 注
 Ⅰ
「
 デ
 ル
ゲ
 版
 チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
中
観
部
 6
 し
 C
 旨
 と
八
」
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
一
九
七
八
年
、
三
八
 %
 
八
五
 
@
 。
 

「
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
ヒ
 目
げ
ゴ
曲
由
由
 
リ
オ
三
 
%
 鯛
咀
 
Ⅰ
 心
 ミ
ド
 
い
ゼ
も
 も
 
～
）
 

母
 p
@
Q
w
 

～
～
 

@
 （
（
 

@
0
@
@
@
 

・
Ⅰ
Ⅱ
お
 
さ
こ
 も
め
 
@
 
（
 
一
 
@
 ～
 
茶
沫
 -
 
鮪
 ）
 
ぃ
め
 

@
 
ぬ
 
@
 
、
曲
 

Ⅰ
 -
 Ⅰ
③
 
こ
 
@
@
@
@
 

か
 
ね
 
）
 
@
 
ど
 い
 か
 @
 
ぶ
ぬ
 
り
も
 宙
コ
 
Ⅰ
お
 
い
 0
 円
 

円
 @
 
ヴ
の
ヱ
ぃ
曲
 

㏄
 曲
コ
 
Ⅰ
）
・
 
し
 0
 コ
コ
・
 
ト
の
 
㏄
 
じ
 

361) 



一
 

は
じ
め
に
 

人
間
の
生
死
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
 。
宗
教
に
と
っ
て
こ
の
問
い
は
古
く
て
新
し
い
問
題
で
 
あ
る
。
 
死
 と
い
う
 問
 

 
 

題
 は
こ
れ
ま
で
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
よ
っ
て
 
問
わ
れ
て
き
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
時
の
流
れ
と
と
も
 に
 姿
を
変
え
続
け
て
 ぃ
 

㈱
 

る
 。
現
代
日
本
に
お
い
て
は
、
脳
死
を
は
じ
め
従
来
の
 
死
の
理
解
と
 卸
軒
 を
き
た
す
諸
現
象
を
前
に
し
て
、
 人
 々

は
自
ら
の
死
生
観
，
㏄
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 平
田
篤
胤
の
他
界
論
は
洋
字
の
科
学
的
世
界
像
 と
 神
祇
信
仰
の
宗
教
的
他
界
 像
 の
あ
い
だ
に
形
成
さ
れ
た
。
「
 
古
 事
記
 ヒ
 か
ら
世
界
像
を
 

抽
出
し
ょ
う
と
す
る
態
度
は
木
居
貫
長
に
す
で
に
み
ら
れ
た
が
、
 
服
部
中
庸
三
大
寺
」
を
経
て
 
篤
胤
冨
皿
能
 真
柱
 ヒ
が
 成
立
す
 る
 過
程
で
は
、
古
典
 

解
釈
と
い
う
制
約
を
越
え
て
世
界
像
が
形
成
さ
れ
、
霊
の
行
方
の
 
探
求
と
結
び
つ
い
た
。
霊
の
行
方
の
理
解
・
世
界
生
成
の
理
解
 
古
典
解
釈
の
三
笑
 

機
 の
う
ち
驚
風
に
と
っ
て
最
も
根
底
的
な
の
は
霊
の
行
方
の
理
解
 
で
あ
り
、
そ
の
焦
点
は
「
安
心
」
だ
っ
た
。
 篤
胤
 の
い
う
一
安
 心
 」
は
仏
教
言
説
の
 

「
安
心
」
と
対
抗
関
係
に
あ
り
、
他
界
の
実
在
を
前
提
と
し
て
い
 
た
 。
 篤
 胤
の
世
界
像
は
洋
学
的
世
界
像
に
お
け
る
運
動
主
体
の
欠
 
如
 を
ム
 ス
ビ
 の
 観
 

念
 が
補
う
こ
と
で
成
立
し
た
が
、
そ
こ
で
他
界
が
存
立
し
え
た
の
 
は
 「
頭
囲
」
を
 
人
 /
 伸
 、
 生
 Ⅰ
死
や
可
視
Ⅰ
不
可
視
と
二
元
論
 的
に
重
ね
て
理
解
し
 

た
こ
と
に
よ
る
。
特
に
洋
学
の
世
界
像
を
前
に
、
可
視
Ⅰ
不
可
視
 
の
 構
造
に
よ
っ
て
他
界
の
実
在
を
確
保
し
た
点
は
そ
の
後
の
国
 学
 ・
復
古
神
道
の
他
 

界
 論
の
前
提
と
な
る
も
の
で
、
須
弥
山
説
の
護
持
を
企
図
し
た
 仏
 教
の
護
法
論
と
共
通
し
て
い
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 平
田
篤
胤
、
安
心
、
他
界
、
洋
字
、
顕
 幽
 

潤
 

遠
藤
 

平
田
篤
胤
の
他
界
論
再
考
 

宰
並
能
 
真
柱
口
を
中
心
に
 



こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
よ
 

 
 

部
 中
庸
三
大
孝
」
 

  

    

由   

一景 

  

中 
庸 
と 

一 。 

幸 一 
皿 
ヒ ム ヒ 月 

首 

柱 （ Ⅰ 

の 
成 
""" ; 二目 L 

が 細 民 も 蘭 間 民 に き は 

明 こ認 とを 
0 週 
で ら 

き れ 
る て 
だ れ 

る る 

っ 。 そ 。 

い 能 霊 れは 宗教 

@@ 了す @ 

』 佳 一 
と て 政 て し こ 近 

の ィ代 

両 科 
音 字 
の に   あ お   
だ る 
に 生 

あ つ理 令   て 解 

百 世 
ら 界 
0 % 
死 解 
生 と 

観 慣 

・晋 也 的 
界 な 

ど 術 悶 絶 
観 死 
を 土 
述 観 
べ が   る 向 
@ し き 



平田篤胤の他界論再考 

方 過 勤 
で 本 程 が 
宣 居   重 

兵 学 す ね 
自 統 な あ 
身 の わ わ 
が 継 ち せ 

奉 承 せ ら 

言 者 昇 れ 
を た の て   
事らプ 言 - 目 はロた 。 

  
  
そ伝 』 散状 

    
  が 

@ 五 一 /- し     
大ザ 成立 

す 
芝地 る 

95@ (365) 

が そ い た り 託 つ も 部 え の 

二
書
 と
深
く
関
わ
り
な
が
ら
成
立
し
た
。
こ
の
関
係
と
 は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
先
行
学
 
説
 の
 再
 確
認
を
踏
ま
 

て
 筆
者
な
り
の
検
討
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
い
。
 

本
居
宣
長
「
古
事
記
伝
」
は
「
古
事
記
」
の
註
釈
 書
で
 あ
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
形
式
は
、
「
古
事
記
」
の
本
文
 を
 部
分
に
分
け
、
 
各
 

分
 の
あ
と
に
語
句
・
文
章
に
つ
い
て
の
註
釈
・
解
釈
が
 続
く
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
形
式
は
近
世
の
神
典
註
釈
 
書
 と
し
て
一
般
的
な
 

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
そ
の
解
釈
の
態
度
は
仏
教
や
 儒
教
か
ら
の
附
会
的
解
釈
を
退
け
て
「
古
事
記
 
ヒ
 自
体
 に
 即
し
た
解
釈
に
よ
 

一
 
2
-
 

て
 上
代
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
 
現
代
の
ム
ロ
 理
 主
義
的
態
度
に
通
じ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
 た
 。
確
か
に
「
古
事
 

伝
 」
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
「
古
事
記
 
ヒ
纏
 釈で
 あ
っ
て
、
著
書
の
構
成
も
当
然
「
古
事
記
」
に
準
拠
 
し
 た
も
の
と
な
っ
て
 お
 

、
「
古
事
記
」
全
文
が
順
序
ど
お
り
掲
載
さ
れ
註
釈
が
 加
え
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
「
古
事
記
伝
」
の
神
代
部
分
を
も
と
に
し
て
世
界
 
の
 生
成
を
説
明
し
ょ
う
と
し
た
の
が
貫
長
の
弟
子
で
あ
 
る
 服
部
中
庸
が
著
し
 

 
 

す
る
三
つ
の
世
界
、
す
な
わ
ち
 天
 
・
 地
 
，
黄
泉
の
こ
と
 
で
あ
る
。
本
書
に
お
 

て
 中
庸
は
洋
学
に
み
ら
れ
る
地
球
 説
 と
「
古
事
記
 ヒ
の
解
 釈
を
結
び
つ
け
て
、
世
界
生
成
の
様
子
を
十
段
階
の
 
図
 に
表
現
し
て
お
り
、
 

れ
ぞ
れ
の
段
階
に
あ
れ
せ
て
該
当
す
る
「
古
事
記
 ヒ
の
 
一
部
分
を
引
用
し
て
そ
の
解
説
を
行
な
っ
て
い
る
。
 そ
 こ
で
は
虚
空
に
一
物
 

生
じ
、
そ
れ
が
上
中
下
に
分
裂
し
て
 天
 
・
 地
 
，
黄
泉
 と
 な
る
と
さ
れ
、
こ
の
動
き
に
「
古
事
記
 ヒ
に
著
 わ
さ
れ
 た
 神
々
の
誕
生
と
行
 



ら
れ
て
お
り
、
全
体
の
構
想
を
支
え
て
い
る
の
が
貫
長
 
の
 考
え
た
 ム
ス
ビ
 

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
原
動
力
と
し
 て
 0
 ム
 ス
ビ
 

で
あ
 

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
 

一
方
で
三
大
寺
」
の
記
述
が
「
古
事
記
伝
」
の
言
説
 
を
 逸
脱
す
る
局
面
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
 
の
 扱
い
に
お
い
て
で
 

成
立
へ
の
貫
長
の
関
与
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
 
点
 に
関
し
て
は
、
貫
長
自
身
が
「
天
地
図
」
に
お
い
て
 
「
古
事
記
」
か
ら
 天
 
・
 

一
 
4
-
 

地
 
・
黄
泉
の
三
層
構
造
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
や
 

三
大
寺
」
の
稿
本
に
宣
 長
 自
身
が
書
き
入
れ
を
し
た
も
 の
が
存
在
し
て
い
る
こ
 

-
5
-
 

と
な
ど
が
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
現
在
で
は
貫
長
 
が
 積
極
的
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
 
こ
 う
し
た
関
与
の
根
底
に
 

-
6
-
 

界
 生
成
の
根
本
に
す
え
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
 

始
め
て
、
萬
の
物
も
事
業
も
悉
に
皆
、
 

ッ
 

コ
ト
コ
ト
ゴ
ト
 

此
二
柱
 

，
 

の
産
業
 

。
 ス
 

初
発
 2
 時
」
「
天
地
初
判
」
は
神
々
の
成
立
と
天
地
の
分
 

ツ
ギ
ツ
ギ
 

が
 世
界
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
を
解
説
す
る
際
の
出
発
点
を
 

具
体
的
に
成
立
し
た
こ
と
を
指
す
も
の
で
は
な
く
単
に
 

ま
た
こ
れ
に
依
拠
す
る
。
貫
長
の
こ
の
解
釈
は
神
々
の
 

は
 多
く
な
い
が
、
そ
の
う
ち
重
要
な
も
の
に
は
「
天
地
 

は
 
「
「
古
事
記
」
を
天
地
の
生
成
そ
の
も
の
か
ら
語
る
」
 

の
 延
長
上
に
あ
る
。
天
地
開
 聞
 
・
世
界
生
成
の
説
明
に
 

こ
の
点
に
は
第
二
の
論
点
で
あ
る
 ム
ス
ビ
 
の
問
題
が
深
 

与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

初
発
 2
 時
」
「
天
地
初
判
」
の
部
分
と
 ム
ス
ビ
 
に
関
す
 

関
し
て
は
三
大
老
」
が
「
古
事
記
伝
」
を
直
接
的
に
 

所
為
を
世
界
生
成
の
原
因
と
考
え
る
基
礎
と
な
る
も
の
 

日
大
御
神
の
産
霊
に
 資
て
 放
出
る
も
の
な
り
」
と
述
べ
 

こ
の
世
界
の
初
め
を
概
略
的
に
い
っ
た
も
の
だ
と
考
え
 

い
る
が
、
 
ヨ
 三
大
寺
」
で
は
「
 
此
 ，
ォ
ホ
，
ラ
 

一
物
の
、
虚
空
に
初
め
 

と
い
う
官
長
の
基
本
的
立
場
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
 
中
 

離
の
前
後
関
係
に
関
わ
っ
て
く
る
。
貫
長
 は
 
「
天
地
切
 

く
 関
係
し
て
い
る
。
貫
長
 が
 
「
さ
て
世
間
に
有
と
あ
る
 

ョ
ツ
 
ナ
 ヵ
リ
 

ム
ス
ビ
 

て
 生
れ
る
よ
り
始
め
て
、
 

る
 部
分
が
あ
る
。
「
天
地
 

、
中
庸
三
大
老
」
 も
 

支
え
と
し
て
い
る
部
分
 

て
 ん
ス
ビ
 
の
働
き
を
 世
 

で
、
結
果
的
に
は
中
庸
 

秀
之
 時
 」
を
 天
と
 地
が
 

庸
の
 
「
三
大
老
」
も
そ
 

こ
と
は
、
北
天
地
を
 

-
 
て
 
U
 
一
 

次
第
に
第
十
圓
の
如
く
に
、
成
丁
る
ま
で
、
こ
れ
 
皆
悉
 く
 、
高
御
産
巣
日
神
神
御
産
業
日
神
の
産
霊
に
よ
り
て
 
、
生
成
る
 也
 」
と
述
べ
 

(366) 96 
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の 解 態 な 
主 釈 度 っ 

観 す は て 
，吐 る と い 
を 側 う る 

其 の て こ 

体 こ い と 

的 の 容 は 
に よ 認 否 

再 ぅ で 定   
す 提 も な 
ろ は の の 

こ 障 で   

と 害 は 古 
で と な 典 
あ な れ に   

の 

では 身 
  
な 

  

  

説
を
附
し
て
い
る
点
に
お
い
て
 
宰
皿
能
 
真
柱
」
の
構
成
 は
 基
本
的
に
は
 
ヨ
 二
天
 考
 」
に
準
じ
て
い
る
。
し
か
し
 具
体
的
な
論
じ
方
を
検
 

記
 す
る
と
大
き
く
相
異
す
る
点
が
い
く
つ
か
見
受
け
 ろ
 れ
る
。
 

一
つ
に
は
「
古
伝
」
の
問
題
が
あ
る
。
驚
風
の
い
う
「
 古
伝
」
と
は
上
代
の
事
実
を
伝
え
る
文
で
、
記
紀
や
祝
 
-
 
詞
な
ど
古
典
の
中
 

か
 

ら
 驚
風
 が
 古
代
の
事
実
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
も
の
 を
 撰
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
の
ち
に
は
こ
れ
を
「
古
史
 
成
文
」
と
い
う
独
立
し
 

た
 書
物
に
ま
と
め
て
い
る
。
 ヨ
 二
天
 考
 」
が
原
則
と
し
て
 「
古
事
記
」
の
文
章
か
ら
本
文
を
採
ろ
う
と
し
た
態
度
 と
は
対
照
的
に
、
こ
こ
 

に
は
現
在
の
私
た
ち
が
い
う
客
観
的
な
原
則
は
な
く
、
 
あ
く
ま
で
も
基
準
は
篤
胤
の
中
に
あ
る
。
 

こ
う
し
た
 篤
 胤
の
態
度
、
す
な
む
ち
特
定
の
古
典
に
 忠
 実
 た
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
自
分
の
判
断
の
も
と
に
 
古
典
を
取
捨
選
択
し
 

た
り
字
句
を
改
変
し
た
り
す
る
古
典
解
釈
の
態
度
は
こ
 
れ
ま
で
 篤
 胤
の
論
理
の
本
質
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
 
て
 論
じ
ら
れ
て
き
た
。
 

 
 

村
岡
典
嗣
は
こ
う
し
た
 篤
 胤
の
方
法
を
古
典
の
主
観
的
 改
作
と
論
じ
、
こ
れ
が
罵
倒
研
究
者
の
多
く
の
基
本
 
誌
 識
 と
な
っ
て
い
る
。
 田
 

康
嗣
郎
は
こ
の
点
を
よ
り
詳
し
く
展
開
し
て
「
貫
長
竿
 
の
も
つ
歴
史
意
識
が
失
わ
れ
て
、
古
典
と
経
験
的
事
実
 
が
 混
同
さ
れ
、
経
験
的
 

事
実
の
解
釈
が
古
典
記
載
の
神
話
（
非
合
理
的
事
実
）
 
に
 合
わ
せ
て
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
理
論
を
他
 
の
神
話
の
解
釈
に
適
用
 

し
 、
こ
の
種
の
理
論
に
よ
る
類
推
に
よ
っ
て
 、
 実
は
古
 典
 に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
 実
在
し
た
と
拡
張
解
釈
 

 
 

し
 事
実
と
し
て
認
定
す
る
」
方
法
で
あ
る
と
論
じ
て
い
 
る
 。
確
か
に
 篤
 胤
の
著
作
の
全
体
を
見
る
と
こ
う
し
た
 傾
向
が
方
法
の
基
礎
と
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ユ
ヱ
 

タ
マ
 

 
 

大
切
に
厳
重
に
 稗
 さ
し
め
賜
ひ
け
む
 故
 」
で
あ
り
、
 
他 
方 
- 一 一 口 - 己 

糸目 

） @ ひ イ @ ・ 

 
 

-
 ス
 エ
 

  

「
 彼
 千
五
百
座
と
多
か
る
神
の
、
 

御
 嵩
の
家
々
に
博
は
 り
た
る
、
 

或
 

篤
 胤
の
方
法
が
中
庸
の
そ
れ
 

つ
い
て
す
ぐ
れ
て
い
る
が
古
伝
 

に
自
ら
著
作
を
著
し
た
と
述
べ
 

そ
れ
で
は
正
し
い
記
述
は
何
 

ぶ
に
際
し
て
そ
の
出
典
や
根
拠
 

の
 理
由
を
次
の
よ
う
に
い
う
。
 

ョ
サ
 

ン
タ
マ
 

震
 給
は
む
事
を
依
 し
 賜
ふ
と
し
 と

 異
な
る
こ
と
は
驚
風
自
身
が
意
識
し
て
い
た
。
 
冨
血
 能
 真
柱
 ヒ
の
 冒
頭
で
は
、
中
庸
の
 
ヨ
 二
人
 考
ヒ
に
 

に
 誤
り
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
な
た
め
に
 考
 え
が
不
十
分
だ
と
評
価
し
、
そ
の
補
足
の
た
め
 

 
 

し
い
テ
キ
ス
ト
を
選
定
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

に
 求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
驚
風
 が
 重
視
す
る
の
は
 祝
詞
で
あ
る
。
驚
風
に
は
「
古
史
成
文
」
を
 選
 

を
 記
し
た
「
古
史
徴
」
が
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
で
典
拠
 
の
 価
値
や
優
劣
を
論
じ
た
「
開
題
詞
」
で
は
そ
 

ヨ
 オ
サ
 

ム
ネ
 

ア
モ
 リ
マ
 

す
な
ね
 ち
、
祝
詞
が
正
し
い
の
は
「
豊
美
府
令
の
大
陸
 坐
し
て
、
御
世
治
め
給
は
む
に
、
神
祭
を
王
 
と
 

 
 

 
 

  

て
、
 教
へ
坐
る
御
傭
な
る
故
に
、
里
美
 麻
 命
の
御
々
 代
 々
、
そ
の
大
詔
命
の
ま
に
 Ⅱ
、
神
祭
ご
と
に
、
 

ノ
 



冨
皿
能
 真
柱
」
に
お
け
る
こ
の
 
三
 契
機
の
関
係
を
知
る
た
 め
の
手
が
か
り
を
与
え
る
の
は
、
 篤
 胤
の
執
筆
動
機
を
 語
る
次
の
記
述
で
あ
 

一   一 

他
界
論
成
立
の
三
契
機
と
「
安
心
」
 

そ
の
説
明
に
必
要
な
ご
く
限
ら
れ
た
部
分
で
あ
っ
た
。
 
こ
れ
に
対
し
て
、
夏
豆
飴
真
柱
」
で
は
図
と
は
直
接
の
関
 係
 が
な
い
多
く
の
「
 古
 

伝
 」
も
引
用
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
 
宰
並
能
 真
柱
」
で
 は
 第
十
図
の
後
、
下
巻
の
大
半
に
あ
た
る
部
分
で
霊
魂
 
0
 行
方
に
関
す
る
論
が
 

図
 に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

こ
の
相
違
は
、
「
古
事
記
伝
」
と
い
う
先
行
す
る
古
典
 解
 釈
 書
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
三
大
老
」
と
、
古
曲
 
@
 
解
釈
も
自
ら
の
役
割
 

と
 考
え
る
「
 霊
能
 真
柱
」
の
 違
 い
と
し
て
、
ま
ず
は
 理
 解
 で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
上
で
「
古
事
記
伝
」
と
「
 
霊
寵
真
柱
ヒ
を
比
較
し
 

て
も
、
前
者
に
は
「
古
事
記
」
全
文
が
記
さ
れ
解
釈
さ
 
れ
る
の
に
対
し
て
後
者
は
取
捨
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
 
と
い
う
 違
 い
が
残
る
。
 

こ
の
点
に
関
し
て
、
小
林
健
三
は
「
霊
寵
真
柱
」
に
 引
 円
 さ
れ
た
「
古
伝
」
を
「
古
史
成
文
」
と
比
較
し
 、
引
 崩
 さ
れ
た
「
古
伝
」
が
 

古
史
な
い
し
「
古
史
成
文
」
の
忠
実
な
要
約
で
は
な
く
 
霊
の
行
方
に
特
に
重
点
を
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
 
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

ま
た
 
宰
並
能
 真
柱
」
の
内
に
は
、
古
史
の
要
約
で
あ
る
 
と
 同
時
に
霊
の
行
方
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
と
い
う
 
二
 重
 構
造
が
あ
る
と
し
て
 

一
片
 
-
 

い
る
。
こ
れ
を
古
典
解
釈
と
霊
魂
の
行
方
の
探
求
と
い
 う
 二
つ
の
契
機
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
に
加
え
 て
 世
界
生
成
を
明
ら
か
 

に
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
契
機
が
考
え
ら
れ
る
だ
 る
 う
 。
こ
の
点
に
関
し
て
子
安
 宣
邦
は
 
「
雪
籠
真
柱
 ヒ
で
 は
 
「
霊
の
行
方
」
の
た
 

一
 
%
-
 

め
に
必
ず
し
も
宇
宙
形
成
論
が
不
可
欠
で
は
な
い
の
で
 
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。
「
霊
寵
真
柱
 ヒ
に
 お
け
る
他
界
論
の
成
立
 

の
 意
味
を
考
え
る
と
き
に
は
こ
の
三
つ
の
契
機
 

す
 な
わ
ち
古
典
解
釈
・
世
界
生
成
の
理
解
・
霊
の
行
方
の
 
理
解
１
 0
 関
係
を
明
 

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 

  



  

万
事
の
、
万
国
に
卓
越
た
る
元
日
、
ま
た
 
掛
 ま
く
も
 畏
 き
、
我
が
天
皇
命
は
万
国
の
大
君
に
坐
す
こ
と
の
、
 

真
，
，
 

@
 理
を
熟
に
知
得
 

  

 
 

 
 

 
 

て
 、
後
に
魂
の
行
万
は
知
る
タ
マ
べ
き
も
の
に
な
む
 

有
 け
る
 。
 宮
霊
能
 真
柱
」
一
二
 ｜
一
 三
頁
）
 

古
学
を
宇
 ぶ
 人
は
「
大
倭
 心
 」
を
固
め
る
必
要
が
あ
り
 
、
そ
の
た
め
に
は
「
霊
の
行
万
の
安
定
」
を
知
る
べ
き
 

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
 

に
 述
べ
て
 篤
 胤
は
霊
の
行
方
を
知
る
こ
と
を
最
も
根
底
 

的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 

霊
 0
 行
方
の
理
解
す
る
た
 

め
の
具
体
的
手
段
と
し
て
世
界
生
成
の
あ
り
方
と
現
状
 

を
 考
察
し
て
、
そ
の
世
界
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
「
 

神
 の
 功
徳
」
を
知
る
こ
と
 

を
 挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
世
界
生
成
に
お
け
る
「
神
の
 

功
徳
」
を
知
れ
ば
日
本
が
他
国
に
優
越
す
る
こ
と
や
 

天
 皇
が
 万
国
の
中
心
と
し
 

て
 君
臨
す
る
こ
と
の
理
由
が
わ
か
る
と
し
て
い
る
。
 

こ
 れ
を
古
典
解
釈
・
霊
の
行
方
の
理
解
・
世
界
生
成
の
理
 

解
 と
い
う
 三
 契
機
か
ら
 

が
 
考
え
れ
ば
、
世
界
生
成
の
理
解
が
霊
の
行
方
の
理
 
解
 の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
 

古
 典
 解
釈
を
「
古
学
」
と
重
ね
 

フ
 
"
 
"
@
R
 

口
 

鰻
て
 考
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
記
述
か
ら
は
 

古
 典
 解
釈
が
何
か
別
の
動
機
か
ら
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
 

は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
 

、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
古
学
」
は
神
代
の
何
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
な
意
味
で
の
 

鰯
し
 

古
の
 

 
 

  

  

ヨ
ク
サ
ト
 

サ
チ
  
 
 
 ヒ
タ
マ
 

天
 ・
 地
 ・
 
泉
 た
ら
し
め
 幸
 
賜
ふ
 、
 
神
の
功
徳
を
執
知
り
 、
ま
た
我
が
 

  

ス
パ
ラ
オ
 
ホ
 @
 ク
 -
 
一
 

白
垂
入
御
国
は
 
、
 
  

モ
ト
 

万
国
の
 、
本
つ
 
御
注
な
る
御
国
に
し
て
、
万
物
 

  

  

  

 
 

ウ
ナ
 
ク
 

0
 
丁
寧
に
、
数
倍
し
お
か
れ
っ
 る
 。
此
は
磐
根
の
極
み
 実
正
 る
 、
 厳
住
め
、
動
 ま
じ
き
 教
 な
り
け
り
。
 斯
 て
そ
の
 大
倭
 心
を
 、
大
高
 

 
 

 
 

 
 

く
固
 ，
ホ
リ
 

ま
く
欲
す
る
に
は
、
 

そ
の
霊
の
行
方
の
安
定
を
 、
 
知
る
こ
と
な
も
 先
 な
り
け
る
。
さ
て
、
そ
の
霊
の
 行方
の
、
安
定
を
 

知
 ま
く
す
る
に
は
、
 
ま
づ
天
 ・
 地
 
・
泉
の
三
つ
の
成
切
 、
ま
た
そ
の
 有
 象
を
、
委
細
に
考
察
 て
 、
ま
た
、
 
そ
 

の
天
 
・
 地
 
・
泉
を
 、
 

 
 

ソ
 チ
 

  

る
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

古
学
す
る
徒
は
 、
ま
づ
主
 
と
大
倭
 心
 を
堅
む
べ
く
、
 
こ
 

の
固
の
堅
 在
 で
は
、
貫
道
の
知
が
た
き
由
は
、
五
口
 
師
公
 羽
の
 
、
山
菅
の
根
 

 
 



る
こ
と
に
な
む
。
三
蓋
 能
 真
柱
」
一
一
六
 ｜
 
一
一
 セ
 真
一
 
 
 

世
界
生
成
の
理
解
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
方
法
な
の
 
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
「
 霊
能
 真
柱
」
で
の
議
論
の
最
も
根
底
に
 あ
る
の
は
「
霊
の
行
方
」
へ
の
強
 い
 関
心
で
あ
る
が
、
 
こ
れ
は
「
安
心
」
 
な
 

い
し
「
死
後
安
心
」
の
問
題
と
し
て
あ
る
。
 篤
胤
の
 
「
 安
心
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
 
い
 て
貫
長
の
「
安
心
」
 

  

一
 
Ⅳ
 -
 

と
の
比
較
が
な
さ
れ
、
両
者
の
断
絶
が
指
摘
さ
れ
て
 
ぃ
 る
 。
 

貫
長
 は
 
「
直
毘
幸
一
五
」
㏄
中
で
神
道
の
「
安
心
」
を
「
 無
 安
心
の
安
心
」
だ
と
述
べ
る
が
、
「
鈴
屋
谷
間
 銀
 」
で
は
 人
々
は
こ
れ
を
一
応
 

理
解
し
な
が
ら
も
庶
民
で
あ
る
自
分
に
と
っ
て
の
「
 安
 心
 」
を
貫
長
に
問
 う
 。
こ
れ
に
対
し
て
貫
長
は
再
び
「
 無
 安
心
の
安
心
」
を
い
 

い
な
が
ら
も
、
死
の
問
題
に
限
定
す
れ
ば
「
人
は
死
帳
 
へ
ば
 、
善
人
も
悪
人
も
お
し
な
べ
て
 皆
 よ
み
の
国
へ
行
 事
に
候
 」
と
述
べ
、
 
人
 

一
片
 
-
 

の
 死
後
の
行
方
は
黄
泉
国
だ
と
す
る
。
こ
こ
で
は
「
 安
 心
 」
は
心
の
安
定
と
い
っ
た
一
般
的
な
意
味
が
強
く
 、
 死
後
の
問
題
は
そ
の
 一
 

部
分
を
な
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

罵
倒
に
お
い
て
「
安
心
」
は
実
体
的
な
も
の
と
し
て
 
追
 求
 さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
「
安
心
」
の
 意
味
す
る
と
こ
ろ
は
 

死
後
の
問
題
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
 
「
 荻
 一
正
 
能
 真
柱
」
で
「
安
心
」
に
つ
い
て
論
じ
る
部
分
の
 
多
く
が
死
後
の
霊
魂
の
 

行
方
の
問
題
に
帰
着
し
て
お
り
、
ま
た
「
安
心
」
と
い
 
う
言
葉
が
「
死
後
の
」
と
い
う
限
定
な
し
に
用
い
ら
れ
 
る
と
き
に
も
死
後
の
間
 

題
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
た
点
に
着
 放
 さ
れ
る
。
 

例
 え
ば
 篤
 胤
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
 

 
 

 
 

ユ
ク
 @
 

抑
 、
人
の
死
 て
、
 
魂
の
行
方
の
安
心
を
、
言
痛
く
い
 ふ
 な
ど
は
、
実
は
、
外
国
ぶ
り
の
さ
だ
な
る
故
に
、
御
国
 
の
 古
人
は
か
）
 

  

 
 

ゴ
ト
 

 
 

る
こ
と
の
舌
口
挙
せ
ず
、
 

た
ゾ
 大
ら
か
に
の
み
有
し
か
 ど
 、
ム
フ
 は
か
く
、
外
国
訴
の
ひ
ろ
 ご
 り
て
、
何
の
道
に
も
 、
そ
れ
 Ⅱ
に
 

グ
 

、
 

  

  

 
 

 
 

ト
 モ
ガ
 
ラ
 

安
心
の
こ
と
を
、
 
云
 ひ
さ
 ね
ぐ
世
 と
な
り
て
は
、
古
学
 す
る
徒
も
 、
 心
に
か
け
て
、
明
ら
め
ま
ほ
し
く
欲
す
る
 こ
と
、
実
は
諾
な
   



明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
こ
こ
に
は
貫
長
と
同
 
様
に
仏
教
や
儒
教
の
「
安
心
」
に
対
す
る
強
い
対
抗
意
 
識
 が
み
ら
れ
る
。
 た
 

だ
し
 篤
 胤
の
場
合
こ
う
し
た
意
識
の
中
核
に
あ
る
の
は
 

く
 関
係
し
て
い
る
。
彼
岸
を
重
視
す
る
仏
教
に
対
す
る
 批
判
を
行
な
 う
 と
す
れ
ば
、
死
後
の
世
界
の
存
在
を
認
 

死
後
の
問
題
で
あ
っ
て
 、
 若
い
頃
に
は
仏
教
に
関
心
の
 な
い
人
で
さ
え
老
い
た
 

め
た
上
で
、
そ
の
あ
り
 

り
 病
気
に
な
っ
た
り
す
る
と
仏
教
に
頼
る
と
し
て
、
 
仏
 教
が
 死
後
の
問
題
に
強
 い
カ
 を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
に
 懸
念
を
表
わ
し
言
霊
 能
 

真
柱
」
一
一
セ
 ー
 一
一
八
頁
Ⅰ
神
道
家
に
対
し
て
は
、
 
陰
陽
五
行
説
や
仏
教
と
の
習
合
的
 教
 説
を
奉
じ
死
後
 0
 行
方
を
「
日
文
 夕
 宮
」
 

と
 信
じ
る
な
ど
彼
ら
が
死
後
の
行
方
を
確
信
し
て
い
る
 様
子
を
羨
望
す
ら
し
て
い
る
（
司
書
一
一
八
頁
）
。
 

貫
長
や
驚
風
に
お
け
る
「
安
心
」
論
は
一
方
に
浄
土
教
 
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
 
。
浄
土
教
に
お
い
て
 

「
安
心
」
は
信
仰
の
中
心
た
る
概
念
の
一
つ
で
あ
り
「
 、
 
心
 が
休
ま
る
」
と
い
っ
た
ん
「
 
日
 一
般
的
な
意
味
と
は
 区
 別
さ
れ
て
「
阿
弥
陀
如
 

一
 
㎎
 一
 

来
の
本
願
を
疑
う
こ
と
な
く
、
そ
の
救
済
に
よ
っ
て
 
極
 楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
ず
る
 心
 」
を
意
味
 し
て
い
る
。
貫
長
 が
仏
 

教
や
儒
教
を
批
判
対
象
と
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
 
る
 点
や
貫
長
に
浄
土
教
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
点
を
考
 
え
あ
 あ
せ
る
と
、
貫
長
 

に
お
い
て
も
浄
土
教
に
対
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
 疑
い
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
安
心
」
は
そ
れ
自
体
が
 
問
題
と
し
て
存
立
し
え
 

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
死
後
の
間
 題
も
必
ず
し
も
「
安
心
」
の
中
核
に
触
れ
る
問
題
と
し
 
て
 理
解
は
さ
れ
て
い
な
 

か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
罵
倒
に
お
い
て
「
安
心
」
は
死
後
 
0
 間
頭
へ
と
強
く
傾
斜
し
て
い
く
。
そ
れ
は
彼
の
仏
教
 
に
 対
す
る
態
度
と
も
 強
 

酵
 
方
が
異
な
っ
て
い
る
、
と
す
る
批
判
の
ほ
か
に
、
 
死
後
の
世
界
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
り
、
死
後
 
0
 世
界
に
つ
い
て
言
及
す
る
 

払
 
"
@
 
Ⅱ
 

@
 
.
 

僻
 
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
と
い
う
行
き
方
が
考
え
る
 
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
貫
長
は
後
者
に
近
い
立
場
に
あ
っ
 
た
が
、
 篤
 胤
は
前
者
の
方
法
 

鮒
を
採
っ
て
い
る
。
 

篤
 胤
は
仏
教
を
自
ら
と
同
じ
く
 死
後
の
世
界
を
語
る
言
説
と
し
て
考
え
て
お
り
、
彼
の
 排
仏
論
 に
は
そ
う
し
た
言
説
 

㍻
へ
の
対
抗
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
安
心
」
 
と
い
う
言
葉
を
介
し
て
、
 篤
 胤
は
死
後
世
界
の
実
在
を
 信
じ
る
と
い
う
、
仏
教
的
 @
   



(374) 

こ
の
よ
う
に
「
安
心
」
を
媒
介
と
し
な
が
ら
驚
風
 
は
死
 後
の
世
界
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
 
そ
 こ
で
の
他
界
 像
 の
 成
 

立
 が
提
起
す
る
意
味
は
い
か
な
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
 

す
で
に
述
べ
た
 よ
う
 に
「
霊
寵
真
柱
」
で
展
開
さ
れ
る
 篤
 胤
の
世
界
像
・
他
界
像
は
服
部
中
庸
 
ヨ
 二
人
 考
 」
 の
 強
 い
 影
響
下
で
形
成
 

さ
れ
て
お
り
、
同
書
に
描
か
れ
た
世
界
像
を
基
礎
と
し
 た
も
の
で
あ
る
。
中
庸
は
西
洋
天
文
学
の
知
識
を
取
り
 入
れ
、
そ
れ
と
官
長
「
 
古
 

事
記
伝
」
を
あ
わ
せ
る
こ
と
で
独
自
の
世
界
像
を
成
立
 
さ
せ
た
が
、
彼
の
著
書
を
受
容
し
た
 篤
胤
 も
ま
た
洋
学
 の
 知
識
に
対
し
て
は
 柔
 

軟
 に
そ
れ
を
取
り
入
れ
る
姿
勢
を
示
し
た
。
 宰
並
能
真
 
柱
 」
の
世
界
生
成
図
は
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
天
文
学
を
 も
と
に
し
て
構
成
さ
れ
 

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
生
成
原
因
た
る
過
去
の
説
明
は
 
日
本
古
来
の
過
去
の
神
々
の
記
録
で
あ
る
「
古
伝
」
に
 
基
づ
い
て
い
る
 0
 一
見
 

矛
盾
す
る
こ
の
両
者
が
篤
 胤
 に
と
っ
て
 整
 ム
ロ
的
に
理
解
 
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
「
 千
 
一
五
館
真
柱
」
の
中
に
 
古
典
解
釈
・
霊
の
行
方
の
 

理
解
・
世
界
生
成
の
理
解
と
い
う
 三
 契
機
を
認
め
る
 本
 論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
記
紀
と
い
う
 
日
 本
の
古
典
解
釈
と
洋
学
 

に
 依
拠
し
た
世
界
生
成
の
理
解
と
の
関
係
へ
の
問
い
と
 
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

洋
学
に
対
す
る
 篤
 胤
の
特
徴
的
な
態
度
と
し
て
ま
ず
 目
 を
 引
く
の
は
そ
の
実
証
性
・
経
験
性
に
対
す
る
肯
定
的
 
評
価
で
あ
り
、
そ
れ
 

は
あ
る
意
味
で
貫
長
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
 
。
貫
長
 は
、
 例
え
ば
地
球
 説
は
 つ
い
て
「
理
を
以
て
思
 ふ
 に
も
、
ま
こ
と
に
さ
 

や
う
に
 有
 へ
き
こ
と
な
り
、
 文
 理
の
あ
た
れ
る
の
み
な
 ら
ず
、
現
に
西
洋
の
人
は
萬
国
を
経
歴
し
て
よ
く
知
れ
 
る
こ
と
な
り
」
と
い
い
、
 

ま
た
「
 す
 へ
て
西
洋
の
人
の
天
文
地
理
を
治
む
る
は
 、
 書
籍
の
 う
 へ
の
談
論
の
た
め
の
み
に
も
あ
ら
ず
、
 文
 暦
 術
 な
と
の
た
め
に
も
あ
 

口
 
洋
学
の
受
容
と
他
界
論
の
成
立
 

説 

と 

土 
通 
す 
る 

基 
盤 
K 
""" ¥L ム 

ち 

な 
が 

ら 

  
教 
な 
ど 

外 
国 
  
教 
説 

か 

ら 

1.@@ 下ひ @ 

独立 

  

た他 

界 
像 
を 

求 
め 
る 

道 
K 
つ 
  
  
で 

あ 
る 

  



平田篤胤の他界 

牛ロ ヵロヵ け 

   
 

帝
人
 

ム
冊
 

ぃ
 
へ
る
も
の
」
で
あ
り
、
仏
教
は
い
つ
ま
で
も
な
く
 儒
 教
 に
対
し
て
も
経
験
的
な
知
識
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
 、
そ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
 

  

 
 

も
の
と
し
て
思
想
の
中
核
を
な
す
「
 理
 」
の
概
念
を
批
 刊
 し
て
い
る
。
 

た
だ
驚
風
 が
 全
面
的
に
洋
学
の
知
識
を
受
け
入
れ
た
か
 と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
第
一
に
「
今
の
現
の
事
だ
 
に
、
 
な
ほ
知
り
 墨
す
 

こ
と
 能
 ざ
る
こ
と
多
け
れ
ば
、
ま
し
て
、
大
地
日
月
な
 ど
の
、
か
く
の
如
く
成
れ
る
初
は
 、
 知
る
べ
き
や
う
な
 し
 」
と
い
う
よ
う
に
 洋
 

学
 が
遠
い
過
去
の
こ
と
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
え
な
 
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

篤
胤
 に
と
っ
て
日
本
の
「
古
伝
 」
は
こ
う
し
た
点
を
明
 

ら
か
に
す
る
唯
一
の
資
料
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
 洋
 学
的
世
界
像
と
古
典
解
釈
と
は
両
立
し
う
る
こ
と
と
な
 
る
 。
 

つ
い
で
注
目
す
べ
き
は
驚
風
 が
 主
体
の
な
い
運
動
に
つ
 い
て
全
く
認
め
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
幸
正
 能
 真
柱
 ヒ
の
 中
で
 篤
胤
は
 「
外
国
 

   
 

 
 

 
 

@
 

も
の
、
物
理
を
窮
む
と
は
す
れ
ど
、
し
か
す
が
に
 
神
 国
の
人
な
ら
ね
ば
、
 

其
 元
の
謂
を
ば
知
得
ず
て
 、
火
 の
 土
を
茂
に
よ
り
て
 雨
 

オ
ノ
グ
カ
ラ
 

 
 

 
 

 
 

@
 降
り
、
火
と
水
と
争
ふ
は
し
に
雷
は
鳴
る
、
な
ど
窮
も
 

7
 
 

々
 

て
つ
け
て
、
具
象
を
器
に
造
り
な
ど
し
て
、
自
然
な
 
る
 物
と
の
み
思
ひ
て
 、
 

 
 

 
 

 
 

  

柑
此
 神
々
の
草
分
け
坐
す
御
坊
と
は
し
ら
で
居
る
は
 、
彗
 ョ
へ
ば
、
 人
の
闇
 
処
 よ
り
礫
を
打
出
る
を
、
此
方
に
居
 る
 人
の
然
る
こ
と
 ム
 は
 

外
 ら
で
、
礫
の
自
に
飛
来
る
と
思
ひ
居
る
が
如
く
 
、
い
 と
 浅
ま
し
く
こ
そ
。
」
昌
幸
一
正
 

ア
 サ
 

能
 真
柱
」
四
五
 ｜
 四
六
頁
 ）
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
 

 
 

  

  

ら
す
 、
万
国
を
経
歴
遊
行
す
る
た
め
の
船
中
の
日
用
の
 事
な
れ
は
、
い
さ
）
か
も
虚
を
説
て
は
用
に
た
た
す
、
 
南
極
も
北
極
も
皆
 眼
見
 

  

 
 

の
 
實
を
い
へ
と
い
う
よ
う
に
洋
学
 の
 経
験
性
を
評
価
し
て
い
る
。
驚
風
 も
 
「
近
代
に
な
り
 て
、
 
遥
に
 西
 な
る
国
々
 

 
 

オ
ホ
ソ
 
チ
 

0
 
人
ど
も
は
、
海
路
を
心
に
ま
か
せ
て
普
く
廻
り
あ
り
 
く
に
よ
り
て
、
こ
の
大
地
の
あ
り
か
た
を
、
よ
く
 見
究
 て
 ・
・
・
・
・
・
」
 

宅
霊
能
 真
柱
」
 

ツ
ヂ
 

一
四
頁
）
 
と
 貫
長
同
様
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

一
方
、
仏
教
や
儒
教
の
世
界
観
に
対
し
て
 篤
 胤
は
同
じ
 視
点
か
ら
批
判
を
行
な
 う
 こ
と
に
な
る
。
「
外
国
の
説
 
ど
 も
は
、
 
い
 は
ゆ
る
 佛
 

サ
ダ
 
/
 

 
 

 
 

に
も
あ
れ
、
聖
人
に
も
あ
れ
、
 

智
 己
が
心
を
以
て
 、
智
 の
 及
ぶ
た
 け
考
度
て
 、
 必
 如
此
あ
る
べ
き
 理
 ぞ
と
、
お
 
し
あ
て
に
 定
て
、
 
造
り
 

 
 

-
 
ナ
オ
 
/
 



分
な
ど
を
周
到
に
避
け
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
忠
雄
が
 
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に
関
心
を
持
っ
た
前
提
に
は
陰
陽
動
 静
の
理
に
対
す
る
関
心
 

て
 原
著
が
冒
頭
で
展
開
し
て
い
る
神
に
よ
る
天
地
創
造
 
0
 部
分
や
他
の
箇
所
で
聖
書
の
字
義
解
釈
な
ど
キ
リ
ス
 
ト
教
 神
学
に
触
れ
た
部
 

と
 述
べ
て
西
洋
に
 

と
は
異
な
り
全
て
 

罵
倒
の
 気
 づ
い
 

や
篤
胤
が
 依
拠
 し
 

中
山
茂
の
論
考
に
 お

い
て
も
不
可
知
の
働
き
は
「
。
コ
ツ
 
ト
 の
所
為
」
「
 天
ツ
 神
ノ
 御
所
業
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
玉
帳
し
、
 そ
れ
 

を
 理
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
洋
学
者
を
 
非
難
し
て
い
る
。
 

た
こ
の
空
白
、
す
な
む
ち
世
界
生
成
の
動
因
が
欠
け
て
 
い
る
と
い
う
決
定
的
な
空
白
は
天
文
学
に
関
す
る
限
り
 中
庸
 

た
 洋
学
自
体
の
芋
 む
 問
題
で
あ
っ
た
。
当
時
日
本
に
天
 文
学
を
紹
介
し
た
者
と
し
て
本
木
良
永
や
志
 築
 忠
雄
が
 あ
る
。
 

よ
れ
ば
、
良
大
 は
 コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
に
立
っ
書
籍
を
「
 阿
南
階
地
球
 説
 」
や
「
南
地
球
図
説
」
に
訳
出
す
る
に
 
際
し
 

デ
ハ
知
レ
ヌ
事
 ジ
 ャ
 。
 」

 
"
.
 

 
 

 
 

造
物
主
 ト
云
テ
、
天
ツ
神
ノ
 御
所
業
 デ
無
テ
ハ
、
測
レ
 ヌ
ト
云
テ
、
 

-
 
㏄
 -
 

ト
ン
ト
オ
 シ
 
推
量
 ナ
 「
ハ
五
ハ
 
ヌ
デ
ム
 。
」
 

 
 

 
 

ナ
國
デ
、
唐
ナ
ド
ノ
ヤ
 ウ
ニ
、
推
量
 ノ
上
 ス
ベ
リ
 ナ
 「
 ハ
五
ハ
ズ
。
 

ソ
レ
故
ニ
 
、
ド
ウ
シ
テ
 考
ヘ
テ
 モ
姉
 ヌ
事
   

は
 、
運
動
や
作
用
の
主
体
を
想
定
せ
ず
物
質
的
因
果
関
 
係
 だ
け
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
洋
学
の
態
度
を
強
く
 
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
 

は
 同
時
代
の
儒
者
が
西
洋
科
学
に
反
発
す
る
と
き
の
姿
 
勢
 と
も
共
通
し
て
お
り
、
例
え
ば
会
沢
 安
 
（
正
志
 斎
 ）
 は
 
「
 廷
 鼻
偏
」
で
洋
学
 

を
 批
判
す
る
に
際
し
て
、
洋
学
が
天
地
に
お
け
る
「
 
陰
 陽
 の
 妙
 、
心
性
の
活
動
」
を
知
ら
ず
そ
れ
を
単
な
る
「
 
死
物
」
と
し
て
い
る
こ
 

-
 
リ
 -
 

と
を
批
判
の
焦
点
と
し
て
い
る
。
 

篤
 胤
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
正
体
の
欠
如
し
た
世
界
 
像
 に
対
す
る
批
判
は
一
方
で
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
根
底
に
 
神
の
働
き
を
み
る
 考
 

 
 

日
エ
 

え
 と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
薦
脚
 は
 「
世
の
蘭
学
す
る
 徒
 、
そ
の
学
び
の
正
意
を
非
心
得
し
て
、
そ
の
窮
理
家
な
 ど
 名
告
る
 輩
 、
す
べ
て
 

理
を
以
て
お
し
考
へ
て
 、
 知
ら
れ
ざ
る
こ
と
な
し
と
 云
 ふ
 な
る
は
、
西
洋
人
の
事
物
の
理
を
窮
極
め
て
、
そ
の
 

知
れ
ざ
る
と
こ
ろ
は
 ゴ
 

 
 

コ
ソ
 @
 

%
 ガ
 

ツ
ド
 の
所
為
な
り
と
 云
 ひ
て
 、
 厚
く
そ
の
天
神
を
尊
む
 学
煮
 に
背
へ
り
。
」
（
「
幸
一
五
館
真
柱
」
一
二
五
頁
）
と
か
 （
オ
ラ
ン
ダ
は
）
「
殊
勝
   



 
 

㍻
心
を
万
物
に
お
け
る
霊
や
天
地
に
お
け
る
神
と
同
 

 
 

理
解
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

道
で
は
仏
教
や
陰
陽
道
な
ど
と
の
習
合
的
色
彩
が
強
く
 

、
 例
え
ば
吉
田
兼
倶
は
人
の
 

 
 

  

麟
 

で
あ
る
。
 

弘
 
ヨ
 
"
@
 

 
 
 
 

 
 

り
 方
を
「
頻
出
」
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
こ
と
は
な
 
か
っ
た
。
近
世
神
道
の
生
死
 

 
 

と は 3% て つ る 存 
い ず 程 こ い て と 屯 在 
ぅ だ の の た 伸 こ 庸 し 

篤 が 説 ょ ム 々 ろ や て 
胤 、 明 う 正 ス の が 篤 い 
0 世 を に ビ 体 大 刷 た 

ど が 行 能   
胤 と ・ る る 神 本来こたにもにして は洋学 「 「 ぬを 一 積 のあ 実証 こと 

遂 関の的 里 極ぃ 的な」 を排 げわ伸 る る 業界 せ "'" - Ⅱ ⅡⅠ 的に だに とい 日 く 

れ ず は 像 洋 蛆 ぅ 木 陰 
る 篤 こ を 学 齢 点 の し 

の 胤 ぅ 受 
か は し 容 

。 他 た し 
のがで「 世生魅 古い て 

弄 じ カ 伝 た 
論 罪 せ た 像 な 的 」   
点 の 界 上 へ か だ と で 

を 所 懐 で 向 っ っ 洋 あ 
先 在 の そ 

取 を 中 の かたた わ 。 洋の 学 る 。 
し こ に 成 せ む 宇 世 
て の 他 国 た し の 界 
ぃ 中 界 が と ろ 世 像 
え の を 神 
ば け 位 々 を いえ 結 賞長 界優 

、 ず 置 の る が が び 

そ こ づ 所 の あ 通 っ 
れ に け 為 で ら 動 け 
は も る に は ゆ の る 

な る 原 こ よる い も 因 と 

幽 な に と だ の を が 
ろ の 欠 で 

」 の い始 。 めぅ い う 生 い き 

新 魂 ら 視 か 成 て た 
た の れ ，点 。 原 い の 

な 行 た か 理 た は 
解 万 も ら と た こ 

釈 を の 世 し め の 
に 見 で 界 て に 空 

よ 極 あ の 発 、 白 
つ め っ 成 見 か に 
て る た 立 し え よ 

が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
天
体
に
働
く
 カ
 す
な
わ
 ち
 重
力
の
原
因
の
解
明
を
「
神
に
棚
上
げ
」
し
て
い
た
 
の
に
対
し
て
忠
雄
は
易
 

や
 宋
学
に
求
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
 
し
る
 

@
 
O
 

一
 
。
 
-
2
 
 

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
洋
学
は
、
日
本
に
導
入
 さ
れ
る
過
程
で
、
本
来
 



が
 @
 Ⅰ
た
る
こ
と
 

 
 

し
 。
吾
は
退
り
て
四
事
を
治
め
 む
 」
と
ま
 ぅ
す
 。
」
 

0
 
基
礎
と
な
っ
た
の
は
次
の
二
種
の
理
解
で
あ
る
。
 

と
い
う
部
分
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
世
神
道
 
に
お
い
て
「
頭
囲
」
解
釈
 

す
な
わ
ち
一
方
に
は
 顕
 事
は
国
家
を
治
め
る
政
務
の
こ
 と
で
、
神
事
・
幽
冥
事
 な
 

 
 

か
み
 T
 こ
と
 

こ
れ
す
め
み
ま
し
ら
 

す
 顕
露
の
事
は
、
 
是
 吉
藤
治
す
べ
し
。
汝
は
以
て
神
事
 
を
 治
す
べ
し
。
（
略
）
…
…
」
と
の
た
ま
 ふ
 。
 

是
 に
 
、
大
己
貴
神
部
へ
て
 

す
め
み
ま
ま
さ
 

 
 

 
 

お
ほ
 せ
こ
と
し
 亡
 H
 

 
 

日
 さ
く
、
「
天
神
の
勅
裁
、
如
此
感
熱
な
り
。
敢
へ
 
て
 
命
に
従
は
ざ
ら
む
や
。
吾
が
治
す
顕
露
の
事
は
 
、
皇
 孫
嘗
に
 治
め
た
ま
 ふ
べ
 

  

 
 

さ
ら
 
を
 ち
 を
 サ
，
 

よ
 j
 す
こ
と
 

@
 と
わ
 

 
 

大
己
貴
神
に
勅
し
て
日
は
く
、
「
今
、
汝
が
 
所
 舌
口
を
 
聞
く
に
、
深
く
其
の
理
有
り
。
 

故
 、
更
に
條
に
し
て
勅
し
 た
ま
ふ
 。
 

夫
れ
 汝
が
 治
 

ま
た
、
吉
田
神
道
を
継
承
し
な
が
ら
新
た
に
展
開
さ
せ
 
た
 吉
川
神
道
で
は
書
紀
冒
頭
の
「
混
沌
」
を
「
天
理
の
 一
元
」
「
一
理
一
気
の
本
 

元
 」
と
考
え
、
万
物
は
混
沌
よ
り
生
じ
、
混
沌
に
帰
る
 
と
す
る
。
人
間
が
死
ぬ
と
そ
の
姿
や
形
は
消
滅
す
る
が
 
、
 心
は
不
滅
で
天
地
 

気
の
永
遠
に
隠
れ
、
祭
祀
に
際
し
て
こ
の
世
に
来
格
 
し
 て
 祭
を
受
け
る
。
ま
た
「
 心
 」
が
赴
く
の
は
記
紀
で
い
 ぅ
 
「
 日
 乏
少
 宮
 」
「
高
天
 

原
 」
で
あ
る
と
い
う
。
伊
勢
神
道
で
は
万
物
は
豊
愛
犬
 
伸
 ・
国
常
立
尊
の
元
永
 の
 
「
 御
 神
徳
」
を
受
け
て
そ
れ
 を
 
「
徳
性
」
と
し
て
、
 

身
体
を
「
神
国
」
の
土
地
に
生
れ
出
て
、
そ
の
神
が
去
 
る
と
き
に
は
人
は
死
ぬ
の
で
あ
り
死
後
に
個
人
の
魂
 塊
 は
 消
滅
す
る
と
考
え
 ろ
 

れ
て
い
る
。
垂
加
神
道
の
跡
部
長
頭
に
お
い
て
は
人
間
 
は
 陰
陽
五
行
の
気
が
妙
ム
ロ
し
て
形
と
な
り
「
 

敬
 」
を
 得
 て
 生
ま
れ
、
死
ぬ
と
 そ
 

の
 気
が
散
じ
て
五
行
の
中
心
と
な
る
神
霊
も
と
も
に
 
天
 地
 に
帰
一
し
て
 日
之
 夕
宮
ほ
と
ど
ま
る
と
さ
れ
る
。
 ぃ
 ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
 

ら
の
神
道
舌
口
説
で
は
人
間
の
死
後
の
行
方
は
「
混
沌
」
 

「
天
地
」
「
 日
之
夕
 宮
」
な
ど
に
求
め
ら
れ
て
お
り
罵
倒
 
の
よ
う
に
「
頭
囲
」
と
 

結
び
つ
け
た
理
解
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

そ
れ
で
は
、
国
学
の
他
界
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
 
し
た
「
頭
囲
」
は
そ
れ
以
前
の
近
世
神
道
に
お
い
て
ど
 
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
 

チ
 
Ⅰ
 *
 と
 れ
ん
の
だ
 

、
 ス
 し
う
 臼
 
肌
り
 

Ⅱ
。
 

-
 
。
 

 
 

  

「
頭
囲
」
と
は
「
日
本
書
紀
」
第
九
段
一
書
第
二
に
お
け
 る
 記
述
、
す
な
わ
ち
「
時
に
高
畠
産
霊
車
、
 乃
ち
二
 
の
神
を
還
し
遣
し
て
、
 

  



平田篤胤 

  

タ
 
カ
ナ
 

 
 

力
 
@
 ゴ
ト
 

ウ
 ソ
ン
ビ
 

@
 

の
何
故
に
て
、
ミ
 

ロ
ザ
 

現
人
の
顕
に
 行
ふ
 事
な
り
、
 

幽
 事
は
そ
 れ
に
 射
 ひ
て
 、
 顕
に
目
に
も
見
え
ず
、
 

誰
 為
す
と
も
な
 く
、
 
神
の
為
し
た
ま
 ふ
 

と
 解
し
て
い
る
。
こ
こ
に
 オ
オ
ク
 ニ
 ス
シ
 を
介
し
て
 人
 

 
 

が
 死
後
に
赴
く
「
き
た
な
く
あ
し
き
」
黄
泉
国
と
「
 幽
 

 
 

事
 」
の
関
係
が
開
か
れ
 

凡
て
 此
 世
に
あ
ら
ゆ
る
事
は
皆
、
神
の
御
 心
 
も
て
が
た
ま
 ふ
 な
れ
ど
も
、
真
中
に
も
、
 

姑
 現
人
の
為
 す
 事
に
対
へ
て
 、
 分
て
 

為
 。
 

カ
ミ
ゴ
ト
 

神
事
と
は
い
 ふ
 な
り
」
と
「
顕
露
草
」
は
人
の
な
す
こ
 

事
 」
に
対
す
る
優
位
性
・
 

「
越
車
」
は
 オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
 が
玉
串
す
る
も
の
だ
と
し
て
 

 
 

と
で
「
越
車
」
は
神
の
な
す
こ
と
だ
と
明
確
に
い
う
。
 

ま
た
、
古
事
記
で
 オ
オ
ク
 ニ
 ス
シ
 の
国
譲
り
の
の
ち
に
 

お
り
、
「
玉
く
し
げ
」
で
は
一
定
の
留
保
を
お
き
な
が
 

 
 

続
く
部
分
で
は
全
て
の
 

み
ら
れ
る
「
八
十
 桐
手
 

ら
も
「
曲
事
」
の
「
 顕
 

億
倍
」
を
貫
長
 は
 
「
遠
き
黄
泉
国
に
隠
れ
な
が
ら
も
、
 

な
 ほ
 天
神
御
子
の
大
御
前
に
伺
候
居
る
心
ば
へ
に
て
 、
 遥
に
 守
衛
奉
ら
む
の
 意
 」
 

 
 

る
の
だ
が
、
貫
長
自
身
が
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
 
る
こ
と
は
な
く
 貫
 長
に
お
い
て
他
界
が
「
 顕
幽
 」
 論
か
 ら
 理
解
さ
れ
る
こ
と
は
 

-
 
Ⅱ
 -
 

酵
 

な
か
っ
た
。
 

き
全
 

@
@
 
仮
 

 
 

幽
と
 生
死
が
明
確
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
理
解
さ
れ
る
 ょ
 う
に
な
る
。
 

  
 
 

 
 

さ
て
 顕
明
 事
と
幽
冥
事
と
の
差
別
 

、
ケ
ヂ
，
，
 

熟
憩
 

-
,
 

く
更
 ふ
に
 

も
 如
此
土
 て
 現
世
に
在
る
ほ
ど
は
、
 

顕
明
事
 に
て
 、
天
 皇
の
御
民
と
あ
 

 
 

 
 

オ
モ
ム
 

 
 

り
を
、
 宛
 て
は
、
そ
の
 親
 や
が
て
神
に
て
、
か
の
幽
霊
 
・
 冥
 魂
な
ど
も
い
 ふ
 如
く
、
す
で
に
い
は
ゆ
る
幽
冥
に
 掃
 け
る
な
れ
ば
、
 

  

神
に
奉
祀
す
る
祭
祀
を
示
す
と
し
た
忌
部
 王
 通
「
神
代
 巻
 口
訣
」
 

冥
府
の
こ
と
だ
と
す
る
一
条
兼
良
「
日
本
書
紀
基
 疏
 」
 の
 説
が
あ
 

が
 理
解
さ
れ
た
が
、
国
学
に
強
い
影
響
を
与
え
た
の
は
 兼
良
 の
 説
 

を
 死
の
問
題
と
結
び
つ
け
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
も
の
 だ
っ
た
。
 

本
居
宣
長
は
先
に
掲
げ
た
書
紀
第
九
段
一
書
第
二
を
解
 
釈
し
て
 

-
9
-
 

の
 説
が
あ
り
、
他
方
に
は
 顕
 事
を
人
間
に
関
す
る
問
題
 、
幽
冥
事
 な
 

 
 

っ
た
 。
近
世
神
道
で
は
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
に
よ
り
な
が
 ら
 
「
頻
出
」
 

で
あ
る
。
 

兼
良
が
幽
 事
を
冥
府
の
こ
と
と
理
解
し
た
こ
 と
は
「
頻
出
」
 

 
 

-
 
ゴ
ト
 

「
さ
て
今
よ
り
皇
孫
の
所
 
治
 食
す
べ
き
顕
露
事
と
は
、
 

即
 朝
廷
の
萬
 

  



 
 

 
 

合
理
的
世
界
観
に
直
面
し
た
場
合
で
も
、
「
世
の
生
々
 し
 き
 学
び
の
 徒
 、
そ
の
幽
冥
を
見
む
と
す
る
に
、
見
え
ぬ
 も
の
か
ら
、
な
し
と
 思
 

可
視
と
い
う
性
質
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
 
る
 。
こ
の
 ょ
 う
な
理
解
か
ら
す
れ
 ば
 、
も
し
死
後
の
世
 界
を
認
め
な
い
よ
う
な
 

柱 え は に 頁 見 
登
場
し
な
い
。
か
わ
り
に
他
界
は
現
世
に
遍
在
す
る
と
 

 
 

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
「
幽
冥
に
し
て
 

 
 

、
現
世
と
は
隔
り
 見
 

 
 

 
 

え
て
火
の
汚
 
ケ
 沖
 械
 
し
 を
い
 み
じ
く
忌
み
、
そ
の
 祭
 祠
を
為
す
 
に
も
、
汚
の
あ
り
て
は
、
そ
の
享
を
受
ざ
る
な
り
。
」
 一
 峯
並
能
 真
柱
 ヒ
一
 0
 
上
ハ
 

）
と
い
う
よ
う
に
そ
れ
は
死
後
に
お
け
る
身
体
と
霊
魂
 
0
 分
離
と
区
別
を
前
提
と
し
て
死
後
の
霊
魂
は
槻
れ
て
 
い
な
い
と
す
る
こ
と
 

つ
な
が
る
考
え
で
あ
っ
た
。
 

宰
血
能
 真
柱
 ヒ
 に
お
い
て
黄
泉
国
が
そ
こ
で
描
か
れ
た
 世
 界
 像
の
中
に
位
置
を
得
る
の
と
は
対
照
的
に
、
他
界
は
 
こ
の
世
界
像
の
中
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ず
 。
・
・
・
・
・
・
そ
の
冥
府
よ
り
は
、
人
の
し
わ
ざ
の
よ
く
 

見
 ゆ
め
る
を
、
 
顕
 世
ょ
り
は
、
そ
の
幽
冥
を
見
る
こ
と
あ
 た
は
ず
。
」
 
案
霊
能
真
 

ヒ
一
 
0
 
九
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
 現
 世
ノ
 他
界
の
区
別
が
「
頻
出
」
と
一
致
さ
せ
ら
れ
る
こ
 
と
に
ょ
り
可
視
 ノ
不
 

キ
ヨ
 ク
 キ
ヨ
 

ワ
カ
 

 
 

届
 く
 連
 な
れ
 ば
 、
そ
の
骸
に
 触
 た
る
火
に
 、 
汚
の
出
来
 るな
り
。
一
昭
）
ま
た
神
魂
は
 な
ほ
タ
、
 

、
骸
と
 分
り
て
は
、
 

清
潔
か
 ろ
 謂
の
有
り
と
 

 
 

 
 

  

 
 

は
 区
別
し
て
い
る
。
「
人
先
て
、
 

 
 

ナ
キ
ガ
ラ
 

神
魂
 と
 亡
骸
と
二
つ
に
別
た
る
上
に
て
は
、
骸
は
汚
 傲
 も
の
 ュ
 限
り
と
な
り
、
 
さ
て
は
夜
具
国
の
物
に
 

  

案
 霊
寵
真
柱
 ヒ
セ
セ
頁
 ）
 

こ
こ
で
は
「
 顕
明
事
 」
は
「
現
世
」
と
、
「
幽
冥
」
 

に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
篤
 胤
 独
自
の
理
解
と
 

一
 
%
-
 

死
後
の
世
界
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
た
。
 

貫
長
に
お
い
て
他
界
は
傲
れ
た
黄
泉
国
で
あ
っ
た
 
が
 、
 篤
 胤
は
黄
泉
が
 絨
 れ
て
い
る
と
い
う
視
点
を
踏
襲
 

 
 

は
 死
後
の
他
界
と
そ
れ
ぞ
れ
同
定
さ
れ
て
お
り
、
特
に
 し

な
が
ら
他
界
を
黄
泉
 と
 

ニ
ヌ
シ
 は
こ
こ
に
初
め
て
 

「
幽
冥
」
と
他
界
が
明
確
 

 
 

マ
ソ
 ロ
 ヒ
マ
ツ
 

 
 

ン
ロ
 .
 
ン
 

さ
て
は
、
そ
の
冥
府
も
掌
り
治
め
す
大
神
は
、
大
国
主
 神
に
坐
せ
ば
、
枝
神
に
帰
命
奉
り
、
そ
の
御
判
を
承
 
賜
 は
る
こ
と
な
り
。
 

  



平田篤胤の他界論再考 

の 別 存 こ の る る て そ で 護 確 つ き 

せ こ は と の と 「 か 存 の あ 浩 美 信 て も 

界 の ま い の な 天 に 在 中 る 論 は す 幽 の 
に 、 る 冥 し 

    
」 あ 体 と 現 っ 学 う 

よ 視 
ラ ノ 
と 不 
す 可 

い ず て の 世 な 入 は 

め が 

尤 こ @  " フ   
つ - 
た っ だ 

が め 

  世 伝 て 
こ 界 」 あ 
う な に っ 

し 木目 ， ロ、 め そ に 定 - 異 て 
カ こ （ 疋 づ 存 
共 す よ し 眼 体 と 土 る け 在 
通 る ら す 
，性 こ れ る 
の と   た と 

理 で つ 変 の っ 当 他 が 

曲 面 弄 う 

つ 文 の の 
論理 の存 

在 に 
と 学   を よ 

Ill@ (381) 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
は
 、
い
と
愚
か
な
る
こ
と
な
り
。
此
を
熟
 く
 、
心
得
 れ
 き
ま
へ
ざ
ら
む
か
ぎ
り
は
、
い
か
ほ
ど
事
は
活
く
 知
 る
と
も
、
な
ほ
青
々
 し
 



し
て
神
道
舌
口
説
に
お
け
る
「
 
顕
幽
 」
論
の
基
礎
に
も
 仏
 教
が
 関
わ
っ
て
い
た
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

永
田
弘
志
は
一
条
兼
良
の
「
頻
出
」
理
解
の
前
提
に
仏
 
教
 に
お
け
る
「
顕
密
」
理
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
 
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
 

れ
ば
、
真
言
口
密
教
は
「
 顕
 」
「
 密
 」
の
観
念
を
提
起
し
た
 が
 、
こ
れ
は
容
易
に
現
実
世
界
を
「
 顕
 」
と
し
て
そ
の
 本
体
と
し
て
規
定
さ
れ
 

る
 神
秘
の
世
界
を
「
 密
 」
と
す
る
見
解
に
転
化
す
る
。
 

慈
円
「
 愚
菅
抄
 」
は
「
 幽
 」
は
神
仏
の
世
界
、
「
 
顕
 」
は
 人
事
の
領
域
を
意
味
す
 

 
 

る
と
し
て
お
り
、
 
兼
良
 の
 纂
疏
は
 
「
 顕
 」
と
「
 冥
 」
に
 
つ
い
て
の
慈
円
的
理
解
を
適
用
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
 
ま
た
田
中
初
夫
の
い
う
 

よ
 う
 に
、
吉
田
神
道
で
は
 兼
倶
 
「
唯
一
神
道
名
法
要
 
集
 」
に
お
い
て
、
仏
教
の
顕
密
二
教
を
援
用
し
て
神
道
を
 
「
顕
露
 2
 頭
」
と
「
 隠
 

-
%
 
一
 

幽
之
密
 」
に
分
け
る
と
と
も
に
「
顕
密
 2
 分
別
」
は
 書
 紀
 に
由
来
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
近
世
 神
 道
の
 
「
 顕
幽
 」
理
解
は
 

仏
教
に
お
け
る
「
顕
密
」
理
解
の
強
 
い
 影
響
下
に
成
立
 し
た
も
の
で
あ
り
、
 

兼
 良
の
理
解
を
敷
 桁
 し
た
国
学
の
 
「
 顕
幽
 」
理
解
に
「
 顕
 

密
 」
 論
 と
い
う
底
流
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
 
る
 。
 

他
方
、
近
世
後
期
仏
教
の
護
法
論
に
対
し
て
は
こ
う
し
 
た
 「
顕
密
」
の
影
響
を
よ
り
直
接
的
に
考
え
る
こ
と
が
 で
き
る
だ
ろ
う
。
「
 
顕
 

密
 」
論
の
伝
統
は
視
 実
 二
元
論
の
前
提
を
な
し
て
い
た
 の
で
あ
り
、
貫
通
が
前
述
の
「
 佛
國
 暦
象
 編
 」
の
序
に
 お
い
て
仏
教
的
世
界
像
 

-
 
花
 一
 

に
関
す
る
 
教
説
を
 
「
 顕
乗
 」
に
対
す
る
「
秘
密
 乗
 」
と
 兄
 な
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
近
世
後
期
に
洋
学
的
知
識
の
流
入
に
直
 面
し
た
国
学
や
仏
教
は
、
仏
教
の
「
顕
密
」
論
お
よ
び
 
そ
の
影
響
を
受
け
て
 

展
開
し
た
「
 顕
幽
 」
解
釈
を
可
視
 ノ
 不
可
視
と
重
ね
て
 理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
世
界
観
・
他
界
観
 
と
 西
洋
天
文
学
と
の
 整
 

ム
ロ
 
的
 理
解
の
可
能
性
を
模
索
し
た
の
で
あ
る
。
 

  



 
 

 
 

平
 

酵
 

と
と
も
に
、
神
々
と
他
界
の
表
象
の
秩
序
化
を
通
 
し
て
現
実
社
会
の
秩
序
を
構
想
す
る
動
き
も
生
じ
て
く
 る
 。
 
篤
 胤
の
霊
魂
論
や
他
界
 

弘
 
@
 
打
 
一
 
@
 

 
 
 
 

僻
論
は
こ
れ
ら
の
議
論
の
枠
組
を
提
供
し
た
も
の
と
 

し
て
再
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 卜
 
カ
 O
 

 
  

 

 
 

 
 

胤
 

3
 

 
 

篤
 

を や と す そ に め て 批 

構 想出 「しでの故地とい てに後の 方 した㊥のう 判こ 
し 死 の 強 の た 、 て 。 中 し 
た 」 浮 い 他 り 篤 扱 篤 心 た 六 
と と 字 形 界 精 胤 わ 胤 は 篤 

わ   
風 諭 め て り し の 、 』 人 柱 」が中 以降の 的に整 整 ム口性 仏 た い 要 えた ながら 影響を 篤 胤の もこ う 寿」に 

国 連 を 教 因 地 受 力 し あ 庸 ととも 復 学 ・ ・体系 確保し の言説 には第 界や霊 者 けた 点であ 批判 た そ り、 

統 
韻 にあ "   強い 」 ら 」をいてい「 幽 視 二こ 「 @ の水準 するよ ヒ 真柱 ことは ナ力 、ゴ、 ， 的解釈 

を 認 え 顕 で う で ほ こ か 批 
死 め ば 幽 と に の と の ら 判 
後 た 、 」 ら な 義 ん 点 は を 受け 世 ことの 篇 胤 新 の え、 ， る。 論や どな 関 に 導き 

界 に は た 他 こ 回 か し 出 た 
と よ 「 な 界 の を っ て せ こ 

な と 

大 神 す   考 状 で 
が な 』 理 に 

一 也 と 紹 述 
回 に べ 

様 集 た 
の 中 が   も し 、 



学
 と
呼
ぼ
れ
た
一
中
山
茂
「
近
世
日
本
の
科
学
思
想
」
講
談
社
、
 

一
九
九
三
年
、
一
六
一
頁
 
-
 。
以
下
、
本
論
で
は
便
宜
上
、
両
者
 0
 区
別
を
せ
ず
一
括
㈱
 

  

 
 
 
 

し
て
洋
学
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
 

-
2
@
 
 
「
本
居
宣
長
」
「
日
本
思
想
史
研
究
」
 
冒
哀
と
 罵
倒
 ヒ
な
 ど
に
み
ら
れ
る
村
岡
典
嗣
の
諸
研
究
は
こ
う
し
た
評
価
の
先
駆
的
 
な
も
の
で
あ
る
。
 

一
 
3
-
 
ヨ
 二
天
 考
 」
の
成
立
お
よ
び
そ
の
後
生
じ
た
論
争
に
つ
い
て
 

論
じ
た
も
の
に
は
、
小
沢
正
夫
「
三
大
寺
を
め
ぐ
る
論
争
」
 

宅
 国
語
と
国
文
学
」
 
二
 0
 巻
 

五
号
、
一
九
四
三
年
 
-
 、
西
川
頂
上
「
三
大
考
を
中
心
と
す
る
 

宇
 苗
親
の
問
題
」
（
神
宮
皇
学
館
 
編
 
「
肇
国
論
文
集
」
神
宮
皇
学
館
、
 
一
九
四
一
年
）
 、
同
 

「
三
大
考
の
成
立
に
つ
い
て
」
三
皇
学
館
大
学
紀
要
」
 

一
 0 号
 、
一
 九
七
二
年
 
-
 、
中
西
正
幸
「
三
大
 
孝
 以
後
」
ミ
国
学
院
雑
誌
」
 
七
 四
巻
一
一
号
、
一
 

九
七
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。
 

一
 
4
-
 
例
え
ば
、
子
安
 宣
邦
 
「
本
居
宣
長
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
 
三
年
、
一
二
二
 
｜
一
 三
一
頁
。
 

一
 
5
@
 
 西
川
幅
 土
 
「
三
大
考
を
中
心
と
す
る
宇
宙
観
の
問
題
」
 

一
 
神
宮
皇
学
館
 編
 
「
肇
国
論
文
集
」
神
宮
皇
学
館
、
一
九
四
一
年
）
 
参
 昭
 。
こ
の
論
文
で
西
Ⅲ
 

は
ヨ
 二
天
 考
 」
の
草
稿
に
記
さ
れ
た
 
宣
 長
の
書
き
入
れ
の
内
容
に
 つ
い
て
、
そ
の
後
の
論
争
に
関
わ
る
点
を
中
小
に
整
理
し
た
上
で
 

、
三
大
寺
」
論
争
 

の
 展
開
を
展
望
し
て
い
る
。
 

（
 
6
 ）
神
野
 志
 隆
光
「
古
事
記
の
世
界
観
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
 
八
六
年
、
四
 
0
 頁
 。
以
下
 宣
 長
の
「
古
事
記
 
ヒ
 理
解
に
つ
い
て
は
 
多
く
を
本
書
に
負
っ
て
 

い
る
。
 

（
 
7
 ）
本
居
宣
長
「
古
事
記
伝
」
 

三
 乞
者
 
ミ
 本
居
宣
長
全
集
」
 
九
 巻
 、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
二
九
頁
 - 。
 

一
 
8
-
 
服
部
中
庸
三
大
寺
」
三
本
居
宣
長
全
集
 
ヒ
一
 0
 巻
 、
三
 0
 
 一
頁
）
。
 

一
 
9
@
 
 「
古
事
記
伝
」
 三
 二
巻
 
ミ
 本
居
宣
長
全
集
」
九
巻
、
一
二
一
 
ニ
ー
一
 三
三
頁
 -
 。
 

而
 -
 
村
岡
は
「
・
・
・
・
・
・
即
ち
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
平
田
の
 

学
問
や
推
理
の
性
格
は
帰
納
的
、
実
証
的
で
ば
な
く
て
、
規
範
的
 
、
理
論
的
で
あ
り
、
 
す
 

べ
て
あ
る
べ
き
も
の
と
い
ふ
理
が
先
き
に
存
し
て
、
 

し
 ひ
て
古
曲
 @
 
に
そ
の
証
拠
を
求
め
る
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
 

村
 岡
 「
 
宣
長
と
篤
胤
 
」
 

創
立
社
、
一
九
五
八
年
、
二
一
六
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 説
の
あ
る
を
弁
へ
 
ぬ
 

 
 

 
 

 
 

ば
 、
い
ま
だ
考
へ
及
ば
ざ
り
し
こ
と
の
多
か
る
を
、
 

予
新
 に
古
史
 を
撲
 た
る
に
つ
け
て
、
そ
の
 
非
 ど
も
を
悟
り
得
て
、
ま
た
こ
の
 

車
 日
を
著
す
に
な
む
」
 

冨
 正
純
真
柱
」
三
日
本
思
想
大
系
平
田
篤
胤
・
伴
信
友
・
大
国
 
隆
 正
 」
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
一
六
頁
）
。
以
下
で
は
煩
を
避
 

け
り
る
た
め
に
 冨
血
 

註
 

-
1
 
一
 近
世
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
入
る
学
問
は
蘭
学
と
呼
ば
れ
、
の
 ち
 幕
末
に
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
他
の
言
語
に
よ
っ
て
も
学
ば
 れ
る
よ
う
に
な
る
と
 洋
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平田篤胤の他界論再考 

*
 本
研
究
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
 よ
 る
研
究
成
果
の
 一
 部
 で
あ
る
。
 

@
@
 
 須
弥
山
的
世
界
観
を
め
ぐ
る
護
法
論
に
つ
い
て
は
、
伊
東
 
多
 三
郎
「
近
世
に
於
け
る
科
学
的
宇
宙
観
の
発
達
に
対
す
る
 
反
 動
 に
就
い
て
 

｜
 
特
に
 僧
 

侶
の
運
動
に
就
い
て
」
 
宅
 宗
教
研
究
」
新
一
一
巻
二
号
、
一
 
九
三
四
年
 -
 、
柏
原
祐
 泉
 「
護
法
思
想
と
庶
民
教
化
」
三
日
本
志
 
想
 大
系
近
世
仏
教
 

の
 思
想
」
岩
波
書
店
、
一
九
 セ
 三
年
 -
 な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
 
拙
 稿
 で
は
 圓
 通
の
著
書
や
視
英
二
元
論
に
つ
い
て
伊
東
論
文
に
多
 
く
を
負
っ
て
い
る
。
 

穣
 ）
「
支
那
西
洋
の
談
犬
種
々
異
説
の
有
る
が
如
き
は
 
夫
 れ
入
 情
 の
筒
柱
す
る
所
大
卒
皆
同
じ
。
宜
に
印
度
独
り
 

賢
て
 其
の
他
 皆
 愚
 な
ら
ん
や
。
而
し
て
 
印
 

度
 其
の
恒
を
変
せ
ざ
る
は
 何
 ん
や
。
 足
 れ
地
 佃
く
 蓋
し
天
眼
 之
法
 有
る
が
故
な
り
。
天
眼
は
直
に
実
境
を
見
て
以
て
其
の
事
を
定
 
む
 。
 是
 故
に
異
説
 佃
 

き
な
り
。
若
し
夫
れ
数
に
由
 て
 測
る
者
は
唯
其
の
数
を
知
る
に
 

止
 る
の
み
。
畳
に
尋
常
人
事
の
所
為
を
以
て
宇
宙
 
之
外
 を
決
察
し
 
以
て
其
の
体
状
を
詳
 

に
す
る
を
 得
 ん
や
。
」
 圓
通
 
「
 
佛
國
 暦
象
 編
 」
一
文
化
 セ
 年
序
 -
 巻
 之
 二
、
三
一
ウ
ー
 
二
 二
才
。
原
文
は
漢
文
だ
が
、
引
用
者
が
書
 
き
 下
し
た
。
 

一
 
%
@
 
 伊
東
前
掲
論
文
。
伊
東
は
雲
遊
・
安
意
・
佐
田
介
石
の
論
 
ほ
 つ
い
て
そ
の
概
略
を
紹
介
し
て
い
る
。
 

（
 也
 
永
田
前
掲
論
文
、
二
一
 
0
 ｜
 三
一
二
頁
。
 

@
 
）
吉
田
兼
倶
「
唯
一
神
道
名
法
要
 集
 」
三
神
道
大
系
ト
部
 
神
道
 
-
 七
二
神
道
大
系
編
纂
 会
 、
一
九
八
五
年
、
七
五
 
｜
 七
六
 頁
 -
 。
田
中
初
夫
「
神
道
 

に
 於
け
る
幽
界
の
問
題
」
三
神
道
宗
教
」
四
五
号
、
一
九
六
六
年
 
、
六
五
 ｜
 @
 六
頁
 @
 

む
 ）
「
 佛
國
 暦
象
 編
 」
啓
之
 
一
 、
 序
 二
丁
 ゥ
 ー
三
丁
 ゥ
 。
 

お
 -
 
本
居
大
平
ヨ
二
人
 
考
ム
 
四
一
東
京
大
学
本
居
文
庫
蔵
本
）
 
、
 鈴
木
 娘
ヨ
 三
大
 孝
 書
人
」
 
箭
掲
 三
大
孝
 ム
乙
 末
尾
に
 
巴
 、
 小
 林
 茂
呂
「
 天
調
 弁
」
一
歩
 

和
文
庫
蔵
本
一
な
ど
の
 ヨ
 二
天
 考
 」
に
対
す
る
 
辮
駁
 書
を
見
る
と
 
、
そ
の
論
点
は
一
一
 
-
 日
を
天
や
高
天
原
と
、
月
を
夜
月
と
そ
 れぞ
れ
同
一
物
で
あ
 

る
と
し
て
い
る
こ
と
、
 
二
こ
 
月
読
命
を
須
佐
之
男
命
と
同
定
 し
 て
い
る
こ
と
、
二
三
日
を
日
 ソ
 神
と
、
月
を
月
読
 命
 と
同
定
 し
 て
い
る
こ
と
の
三
点
 

に
 集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

  



末
木
立
 美
士
 

 
 

近
年
、
禅
研
究
の
分
野
で
国
際
的
に
新
し
い
動
向
が
顕
著
で
あ
る
 
。
 中
 

国
 で
は
最
近
の
禅
プ
ー
ム
を
反
映
し
て
、
研
究
の
分
野
で
も
 
杜
継
 文
 
，
 魏
 

道
信
「
中
国
禅
宗
通
史
」
 
-
 江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
な
ど
 の
 成
果
 

が
 刊
行
さ
れ
っ
 
っ
 あ
る
。
日
本
で
は
松
本
史
朗
氏
の
「
 禅
 思
想
の
 批
判
的
 

研
究
」
一
大
蔵
出
版
、
一
九
九
四
が
従
来
の
研
究
を
批
判
し
つ
つ
 
、
仏
教
 

と
し
て
の
禅
の
正
統
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
 

だ
が
、
そ
の
中
で
も
バ
ー
ナ
ー
ド
 一
 ベ
ル
ナ
ー
ル
 -
.
 フ
ォ
ー
ル
 氏
  
 

付
 し
た
二
冊
の
英
語
の
著
書
は
、
欧
米
の
学
界
に
大
き
な
波
紋
を
 
引
き
起
 

こ
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
の
禅
研
究
、
ひ
い
て
は
仏
教
研
究
 
に
も
 波
 

反
 す
る
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
即
ち
、
こ
こ
に
取
り
 
上
げ
る
 

パ
ぎ
再
 や
の
～
 

ぅ
蒔
陳
ト
 ま
ま
 0
 
ミ
 Q
c
 
￥
 一
 直
接
性
の
修
辞
学
）
と
そ
れ
 に
 続
い
 

て
 刊
行
さ
れ
た
の
や
さ
 ぉ
 Ⅰ
謂
お
 オ
 ～
 
の
 さ
ぉ
田
 0
 憲
 あ
お
 オ
 ～
 
め
 一
 
弾
 の
 洞
 察
 と
看
 

過
 Ⅰ
㌧
 ユ
二
い
 
の
（
 
買
 ）
の
の
い
の
二
言
で
あ
る
。
こ
の
二
冊
は
セ
ッ
ト
 に
な
っ
 

て
い
る
も
の
で
、
前
者
に
は
「
 禅
 仏
教
の
文
化
的
批
判
 
ミ
の
 仁
 耳
目
Ⅰ
 
い
 -
 

零
目
 a
r
 
年
 コ
レ
ロ
カ
 
n
 。
 

わ
譚
ぬ
キ
ミ
ぎ
 ふ
 い
母
 ㌔
ま
ま
㏄
 巳
ぎ
戟
 

て
ユ
コ
い
 

。
 
計
 
0
 コ
ト
 
Ⅰ
 
口
 @
 
セ
。
Ⅰ
臼
田
 

セ
 ㌧
Ⅰ
の
の
 

m
 。
 て
ユ
コ
い
 

。
 
計
 
0
 コ
 -
 ト
 
の
の
ゲ
ト
 

つ
 。
つ
つ
 

書
評
と
紹
介
 

の
 Ⅰ
 ご
ざ
 二
の
 0
 （
の
 ア
ぃ
コ
 Ⅰ
 N
 の
 コ
巾
仁
 口
ロ
三
の
 
ヨ
 -
 」
、
後
者
に
は
「
禅
の
 
伝
統
の
 

認
識
論
的
批
判
 一
 
レ
コ
の
口
紅
の
 
ヨ
 0
-
0
 
田
ぃ
 巴
 
c
r
@
 
（
 ざ
兎
 
0
 （
 
子
 o
N
 

の
 コ
 

田
口
 臼
ま
 0
 コ
一
 」
と
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
両
者
を
 
ム
 日
ヰ
 
ヒ
ナ
 
Ⅰ
 ョ
珊
 

ず
る
の
が
適
当
で
あ
る
が
、
問
題
が
多
岐
に
立
っ
て
焦
点
を
絞
り
 
 
 

な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
先
に
刊
行
さ
れ
、
そ
の
分
衝
撃
の
大
き
か
 
っ
た
 一
別
 

者
 
-
 以
下
、
再
 オ
ぬ
 
～
 
ぅ
由
 う
と
略
す
 -
 を
 直
接
の
紹
介
・
批
評
の
対
象
 
 
 

必
要
に
応
じ
て
後
者
 -
 以
下
、
～
 お
 の
薄
オ
～
の
と
略
す
）
に
言
及
す
る
 
@
 @
 と
に
し
 

@
@
@
 

キ
 
@
 
ハ
 @
@
 
。
 

著
者
の
フ
ォ
ー
ル
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
出
身
で
現
在
ア
メ
リ
カ
の
 スタ
 

ン
フ
ォ
ー
ド
大
字
教
授
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
中
国
の
初
期
の
禅
 
文
献
や
 

「
正
法
眼
蔵
」
な
ど
の
研
究
や
翻
訳
を
 
、
 主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
 で
 発
表
 

し
て
き
て
い
る
。
滞
日
経
験
も
豊
富
で
、
柳
田
聖
上
氏
な
ど
、
 

日
 本
の
禅
 

研
究
の
第
一
人
者
に
学
ん
で
い
る
。
一
方
で
こ
う
し
た
 アヵ
デ
，
 .
 ッ
ク
 な
 

研
究
の
蓄
積
に
基
づ
き
つ
つ
、
他
方
で
最
新
の
人
文
・
社
会
科
学
 
の
方
法
 

論
 的
議
論
を
踏
ま
え
、
大
胆
な
 禅
 研
究
の
脱
構
築
を
図
っ
た
の
が
 上
記
の
 

二
書
 で
あ
る
。
 
両
 書
は
構
造
主
義
か
ら
 
脱
 構
造
工
 義
 に
至
る
ま
で
 

ブ
 ラ
 

シ
 ス
を
中
心
と
し
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
現
代
の
方
法
論
に
関
す
る
 
著
書
を
 

縦
横
に
引
用
活
用
し
て
お
り
、
ま
た
独
特
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
満
ち
 

て
い
て
、
 

極
め
て
難
解
で
あ
る
。
そ
の
正
確
な
理
解
は
評
者
の
能
力
を
超
え
 
て
い
る
 

が
 、
日
本
の
研
究
者
に
ひ
と
ま
ず
本
書
の
存
在
を
知
ら
し
め
る
こ
 とを
 目
 

的
と
し
て
、
あ
え
て
筆
を
執
る
こ
と
に
し
た
。
誤
解
や
理
解
が
不
 
正
確
な
 

 
 

点
 に
つ
い
て
、
 

ご
 教
示
 結
 わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9
 

 
 

一
 

 
 

カ
オ
 の
～
 
ぅ
由
 う
は
全
十
三
章
か
ら
な
り
、
そ
れ
に
序
章
・
終
章
が
付
さ
 

れ
て
 



い
る
。
 

の
プ
ぃ
 
官
窯
）
 
日
プ
 の
口
ま
の
お
 コ
 （
三
円
き
 臼
ま
 0
 コ
 （
差
異
化
す
る
 伝
 統
一
 

の
プ
 
の
 つ
巨
 「
心
の
二
ロ
口
の
 

コ
 Ⅰ
の
Ⅱ
 
い
口
 
u
a
-
 下
 Ⅰ
 0
0
0
 

の
㌧
 

ぃ
 「
 ぃ
ユ
ゐ
ヨ
 
一
 
%
 填
 と
漸
 

緩
や
か
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
 
一
 

臼
ぃ
口
 （
の
「
の
 
日
 帝
日
色
 o
h
o
 

三
円
目
 

臼
 0
 コ
 ミ
ヨ
 の
日
銭
ミ
直
接
性
 の
二
 

重
 真
理
）
 

の
プ
 
の
 つ
 （
の
Ⅰ
肚
の
 
プ
い
コ
 
Ⅰ
 z
 の
 コ
い
コ
笘
 
㌧
。
も
 
廷
 -
 
い
 Ⅰ
日
用
 

凹
 -
 
㏄
 一
 
0
 コ
 -
 
の
 ）
一
陣
 
と
 民
衆
 

宗
教
）
 

の
下
の
つ
（
の
Ⅰ
 

り
 
コ
コ
 
プ
 。
コ
コ
 
は
 い
二
日
い
 
卜
廷
 
Ⅰ
㎎
。
 
い
コ
ロ
 
H
 
（
の
 
下
 く
い
叶
い
Ⅰ
の
 

-
H
 ）
 -
 魔
術
 

師
 と
そ
の
化
身
）
 

の
下
の
つ
（
の
「
の
日
下
の
日
 

プ
 p
E
 
ヨ
ぃ
 （
 
廷
 「
㎎
の
 
ぃ
コ
ロ
 
H
 
打
下
つ
い
 （
 
い
 お
 一
 H
H
 
）
 

の
プ
い
 
も
（
の
「
Ⅱ
 
ヲ
 （
の
（
の
 

ヨ
 0
 「
 
つ
プ
 
。
の
の
の
 

o
f
 

（
 
プ
 。
 し
 o
u
 
す
 了
 -
1
 

）
一
カ
匹
 

@
 
 
 

姿
の
変
身
 
@
 遺
骨
 一
 

の
下
 
い
 も
（
の
「
㏄
 
ワ
 目
の
（
 

ぃ
ヨ
 0
 「
も
 
下
 O
S
e
S
O
f
 

（
 
プ
 の
し
 

O
U
b
-
 

の
（
 

1
1
 

）
 @
 ，
の
娃
 
ヴ
目
 
）
）
。
 

@
 

の
 。
毛
セ
 の
コ
色
討
 
0
 コ
ム
同
 @
 「
 墨
 @
%
 
な
遺
体
」
と
聖
像
）
 

の
プ
 
の
 ロ
 の
「
の
 日
プ
 0
 室
（
仁
田
㍗
い
ま
 

0
 コ
 o
h
 

し
の
い
 

臼
 
（
死
の
儀
礼
化
  
 

臼
造
 （
の
「
）
 

0
 し
 「
の
 
ぃ
ヨ
 の
 毛
ぎ
王
 コ
ロ
「
の
の
 

ヨ
 m
-
 夢
の
中
の
夢
 
一
 

の
下
 
い
 も
（
の
「
）
）
 

し
 -
 
㎎
「
の
の
 

田
 0
 コ
 一
日
下
の
Ⅰ
 
-
 
ヨ
 二
の
 

o
h
 

円
 Ⅰ
 
ド
コ
 
の
 
挿
 Ⅰ
。
の
 

四
 。
 コ
 （
 
逸
 

脱
 
こ
 %
 反
の
限
界
）
 

の
下
ぃ
宮
 
窯
寺
円
汀
勾
 。
 宮
 「
 
コ
 o
f
 

（
汀
の
。
 

援
 
（
神
々
の
復
活
 一
 

の
下
 
ぃ
 又
の
「
）
の
里
宮
土
ト
 コ
 （
 
ぎ
富
 当
の
 ヨ
 
一
儀
礼
的
な
反
儀
礼
主
義
  
 

第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
一
般
的
な
認
識
論
的
、
 

ィ
 デ
オ
ロ
ギ
  
 

な
 問
題
を
扱
い
、
第
五
章
以
下
は
具
体
的
な
例
を
検
討
す
る
。
 

前
 半
 部
分
、
 

中
で
も
序
章
か
ら
第
三
章
あ
た
り
ま
で
が
特
に
難
解
で
あ
る
。
 

本
書
を
貫
く
問
題
意
識
と
方
法
は
序
章
に
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
 

 
 

の
よ
う
な
占
が
注
目
さ
れ
る
。
 

①
研
究
対
象
と
研
究
主
体
の
自
覚
的
な
関
係
。
「
伝
統
が
ど
こ
で
 

終
り
、
 研
 

㎝
 

究
 が
ど
こ
で
始
ま
る
か
、
研
究
が
ど
こ
で
終
り
、
私
が
ど
こ
で
 

始
 ま
る
か
、
 

 
 

知
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
 

宙
 ・
こ
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
研
究
 者 と
伝
 

統
 と
の
転
移
的
関
係
 

宙
 「
 
ぃ
 コ
ム
窯
の
 
コ
 （
 巨
 「
の
田
口
 
0
 コ
の
ゴ
 
已
が
示
さ
 ね
 、
 そ
 

こ
か
ら
、
「
他
の
文
化
や
宗
教
を
い
か
に
理
解
す
る
か
」
 

ず
 ・
 
と
 と
 い
う
 問
 

題
 に
も
展
開
す
る
。
そ
れ
故
、
例
え
ば
本
書
で
も
重
視
さ
れ
る
「
 
頓
 」
と
 

「
 
漸
 」
の
よ
う
な
禅
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
 、
 単
に
研
究
対
象
上
の
問
 題
 で
あ
 

る
に
留
ま
ら
ず
、
研
究
王
位
の
側
の
態
度
に
も
関
わ
っ
て
く
る
。
 

な
お
、
 

禅
 研
究
に
お
け
る
著
者
の
玉
体
的
な
問
題
意
識
に
つ
い
て
は
、
 

後
 込
 め
よ
 

う
に
、
蕾
め
 憶
キ
 速
に
詳
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 

②
方
法
論
的
多
元
主
義
ま
 の
 （
 
ア
 0
 色
 0
-
0
 

住
り
 生
宮
 目
 の
コ
の
 
ヨ
 ）
。
著
者
 の
 目
的
 

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
伝
統
を
脱
構
築
す
る
こ
と
、
即
ち
、
そ
の
 

木
 質
的
な
 

多
様
性
を
露
わ
に
す
る
こ
と
」
 

ず
 ・
ど
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
 

解
釈
学
 

的
と
修
辞
学
的
、
構
造
主
義
的
と
歴
史
的
、
「
神
学
的
」
と
イ
デ
オ
 

ロ
ギ
ー
 

的
 Ⅰ
文
化
的
の
よ
う
な
矛
盾
す
る
接
近
方
法
を
媒
介
す
る
」
方
法
 
論
 的
多
 

元
主
義
 
宙
 ・
 
S
 
が
提
起
さ
れ
る
。
特
に
従
来
の
文
献
主
義
的
な
方
 
法
 に
対
 

し
て
、
文
化
人
類
学
な
ど
の
方
法
が
重
視
さ
れ
る
。
方
法
の
多
元
 
性
は
、
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
対
象
の
側
の
多
面
性
を
照
 し 出
す
。
 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
方
法
論
的
な
自
覚
は
本
書
に
一
貫
す
る
 
 
 

で
、
従
来
の
禅
研
究
の
硬
直
し
た
公
式
主
義
的
な
態
度
に
対
立
す
 
る
も
の
 

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
、
「
教
外
別
伝
」
の
「
純
粋
 

禅
 」
は
 成
 り
 立
た
 

な
い
。
タ
テ
マ
 
エ
 の
上
の
き
れ
い
ご
と
の
裏
に
隠
さ
れ
て
い
た
 

暖
 味
 な
 部
 

分
 、
暗
 い
 部
分
が
白
日
の
も
と
に
曝
さ
れ
る
。
そ
れ
が
本
書
の
魅
 力 を
な
 

す
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
対
象
と
正
体
の
絡
み
合
い
や
錯
綜
 
す
 る
 多
元
 



 
 

 
 

紹
 

 
 

 
 

評
 

 
 

室
戸
 

的
な
視
座
は
、
著
者
自
身
自
覚
的
に
選
ん
だ
、
多
分
に
修
辞
的
な
 
十
八
十
重
日
 

の
 

難
解
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
。
 

第
一
章
以
下
の
内
容
と
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
 

結
 章
の
次
の
箇
 所
に
 

簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

禅
の
学
問
的
な
議
論
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
周
辺
か
ら
進
み
 
で
 

て
、
 私
は
伝
統
が
そ
の
実
践
に
関
し
て
中
小
的
で
あ
る
と
主
張
し
   

き
た
い
く
つ
か
の
問
題
、
例
え
 

ぼ
 
「
頓
と
 漸
 」
の
論
争
な
ど
を
 
検
 討
 

し
よ
う
と
試
み
た
。
・
・
・
・
・
・
禅
は
直
接
性
を
主
張
し
、
あ
ら
ゆ
る
 

伝
 統
 

的
な
媒
介
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
宗
教
的
潮
流
か
ら
 
区
 

別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
媒
介
が
も
っ
と
も
強
く
 
払
冊
 

@
-
 

口
 

放
 さ
れ
る
場
合
で
も
 
-
 ま
さ
し
く
そ
の
場
合
に
こ
そ
Ⅰ
常
に
そ
れ
  
 

の
 媒
介
が
現
前
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
私
は
、
夢
、
魔
術
 

 
 

死
 、
遺
骨
、
儀
礼
、
神
々
な
ど
に
対
す
る
禅
の
態
度
を
提
示
す
る
   

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
欠
陥
と
さ
れ
る
方
面
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
 

@
@
@
,
 

カ
 

そ
れ
は
ふ
つ
う
伝
統
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
も
、
伝
統
に
従
う
 

字
 

間
 に
よ
っ
て
も
二
つ
の
真
理
の
よ
う
な
観
念
に
よ
っ
て
き
れ
 

 
 

に
 説
明
さ
れ
た
り
、
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

熟
 

達
し
た
達
人
に
よ
っ
て
「
直
接
に
一
媒
介
な
し
に
こ
究
極
的
真
理
   

し
て
 
一
 
そ
の
段
階
で
 
-
 知
覚
さ
れ
る
も
の
が
、
凡
夫
で
あ
る
信
者
  
 

未
成
熟
ゆ
え
に
、
隠
さ
れ
た
り
、
慣
習
的
な
真
理
と
し
て
 -
 
そ
の
 段
 

階
 で
 -
 「
方
便
」
に
よ
っ
て
間
接
的
に
顕
お
さ
れ
る
の
だ
と
、
通
常
 

=
@
 

由
 

わ
れ
る
。
・
・
・
・
・
・
こ
の
偽
装
が
、
直
接
性
の
教
義
の
補
完
 

物
 と
し
て
  
 

俄
 礼
の
使
用
や
媒
介
物
の
再
導
入
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
 -
  
 

っ
巴
 

」
で
舌
口
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
う
少
し
 
-
 い
さ
さ
か
荒
っ
ぽ
く
）
 
布
 

街
 し
て
、
本
書
の
概
要
を
示
そ
う
。
禅
は
「
 

頓
す
隼
 江
山
の
 
コ
 -
 
」
の
 丘
 場
 、
即
 

ち
 直
接
性
 宙
 ヨヨ
の
 目
窩
ヱ
を
 主
張
し
、
「
 漸
締
 ③
 住
隼
芭
 」
の
 立
 場
 、
即
 

ち
 媒
介
 
ゴ
 ち日
ド
（
 
@
c
 
し
を
否
定
す
る
。
そ
の
「
 
頓
 」
の
純
粋
な
立
 場
が
 「
 
教
 

外
 別
伝
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
主
張
す
る
。
実
際
に
は
そ
 
 
 

に
 純
粋
化
し
き
れ
な
い
要
素
が
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
 
 
 

以
来
の
二
 
-
 
重
 -
 真
理
諦
三
一
調
 説
一
 
を
用
い
て
、
そ
れ
は
「
 万
 便
 」
で
 

あ
り
、
慣
習
的
な
真
理
（
世
俗
諦
）
で
あ
っ
て
、
究
極
的
真
理
 -
 
第
一
義
 

諦
 -
 で
は
な
い
と
い
う
説
明
で
 
コ
ト
 
を
済
ま
そ
う
と
す
る
。
だ
が
 

、
 実
は
 

そ
れ
ほ
ど
単
純
に
「
 
頓
 」
と
「
 漸
 」
が
分
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
 

両
者
は
 

錯
綜
し
て
お
り
、
純
粋
な
「
 頓
 」
の
立
場
な
ど
、
所
詮
抽
象
的
に
 過
ぎ
な
 

 
 

衆
 宗
教
 

の
 影
響
を
受
け
て
「
不
純
」
な
形
に
変
容
し
た
と
舌
口
う
の
で
は
な
 

く
、
禅
 

自
体
に
そ
の
よ
う
な
展
開
を
必
然
的
な
ら
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
 
と
 考
え
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
本
書
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
で
論
 
じ
ら
れ
 

る
 原
理
的
な
問
題
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
 う
な
原
理
論
を
踏
ま
え
て
、
第
五
章
以
下
で
は
具
体
的
な
 
 
 

取
り
上
げ
ら
れ
る
。
第
五
、
六
章
で
は
、
中
国
仏
教
で
魔
術
師
的
 
な
 存
在
 

が
 大
き
な
は
た
ら
き
を
示
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
禅
の
 
展
開
と
 

と
も
に
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
的
な
存
在
や
菩
薩
の
理
想
へ
と
す
が
た
 
を
 変
え
 

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
 
第
セ
 、
八
章
で
は
、
遺
骨
（
舎
利
一
や
 祖
師
 像
 

（
頂
相
）
の
崇
拝
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
特
に
「
肉
身
」
と
し
て
の
、
 

ミ
イ
ラ
 

 
 

崇
拝
の
問
題
が
大
き
く
論
じ
ら
れ
る
。
第
九
章
で
は
禅
の
葬
式
佐
 
教
化
と
 

 
 

禅
僧
自
身
が
死
を
儀
礼
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
第
十
 
章
 で
は
 禅
 

に
お
け
る
夢
の
間
 
題
 が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
セ
ッ
ク
ス
 
0
 間
頭
 

初
 

 
 

-
 
第
十
一
 
%
 量
、
羅
漢
信
仰
や
民
間
の
神
信
仰
と
の
習
合
の
問
題
 一
 
第
十
二
 



立
邑
 な
 ビ
 が
取
り
上
げ
ら
れ
、
最
後
に
禅
の
儀
礼
化
の
問
題
が
総
 
括
 的
に
 

論
じ
ら
れ
る
 

一
 
第
十
三
上
呈
。
 

以
上
の
概
観
だ
け
で
は
本
書
の
具
体
的
な
論
述
に
つ
い
て
は
明
ら
 
、
 
@
 
り
り
 
@
 
@
 
Ⅰ
 

は
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
本
書
が
従
来
の
禅
研
究
に
対
し
て
 

、
方
法
、
 

対
象
の
両
面
に
わ
た
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
、
新
し
い
視
点
を
提
 
示
し
よ
 

う
と
し
て
い
る
そ
の
斬
新
さ
は
理
解
で
き
よ
う
。
従
来
の
禅
研
究
 
は
 文
献
 

正
義
的
な
方
法
を
中
小
と
し
、
そ
れ
に
 

ム
ロ
 
せ
て
自
ら
の
 禅
 体
験
を
 哲
学
的
 

に
 考
察
す
る
と
い
う
方
法
一
例
え
ば
、
京
都
学
派
の
哲
学
 
-
 に
よ
 っ
て
 、
 

禅
 の
も
っ
と
も
本
質
と
な
る
思
想
、
体
験
を
純
粋
な
形
で
抽
出
す
 
る
こ
と
 

を
目
的
と
し
、
そ
れ
以
外
の
要
素
は
爽
雑
物
と
し
て
排
除
し
て
き
 
た
 。
 そ
 

れ
に
対
し
て
、
著
者
は
禅
は
も
と
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
や
崇
拝
 
を
 含
ん
 

で
い
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
を
非
本
質
的
な
 
爽
 雑
物
と
見
る
こ
と
は
 で
き
な
 

い
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
の
多
面
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
 

教
理
的
 

な
 文
献
の
み
な
ら
ず
、
幅
広
い
資
料
を
用
い
、
そ
れ
を
文
化
人
類
 
学
の
方
 

法
な
ど
、
多
様
な
方
法
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
著
者
の
方
法
は
、
従
来
の
禅
研
究
の
最
先
端
が
大
部
 
竹
口
 

本
の
研
究
者
に
よ
っ
て
荷
わ
れ
、
欧
米
の
研
究
者
は
そ
れ
に
追
随
 
し
な
が
 

ら
 成
果
を
挙
げ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
脱
し
、
日
本
の
研
究
者
に
 
よ
っ
て
 

王
導
さ
れ
て
き
た
方
法
そ
の
も
の
に
異
議
を
唱
え
、
欧
米
の
研
究
 
が
そ
の
 

独
自
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
学
界
に
逆
に
大
き
な
 
問
 ぃ
 掛
け
 

な
し
て
き
た
と
い
う
点
で
も
、
極
め
て
画
期
的
な
意
味
を
持
っ
て
 
い
る
。
 

こ
の
こ
と
は
著
者
自
身
自
覚
的
に
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
 
不
可
避
 

的
な
問
題
で
も
あ
っ
た
。
即
ち
、
一
方
で
は
欧
米
の
禅
研
究
が
日
 
本
か
ら
 

輸
入
し
た
方
法
で
済
ま
さ
れ
な
い
だ
け
の
伝
統
の
蓄
積
を
得
て
き
 
た
と
い
 

う
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
他
方
で
は
今
日
そ
の
質
的
転
換
が
図
 
ら
れ
な
 

一
 一
 

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
は
本
書
の
序
章
に
示
さ
れ
 
て
い
 

る
が
、
よ
り
詳
し
く
は
～
さ
の
あ
達
才
 に
 展
開
さ
れ
て
い
る
。
宙
の
憶
 
臣
 涛
は
全
 

九
章
か
ら
な
る
が
、
第
一
 
@
 四
章
を
第
一
部
、
第
五
 
｜
 九
章
を
第
 
二
部
と
 

し
て
、
第
一
部
は
序
章
と
と
も
に
も
っ
ぱ
ら
方
法
論
的
な
問
題
に
 
宛
て
る
 

ね
 、
今
日
に
至
る
ま
で
の
禅
の
研
究
史
を
辿
り
な
が
ら
、
今
日
の
 
研
究
 状
 

況
 と
新
し
い
方
法
を
探
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
横
道
に
逸
れ
る
が
 
、
同
書
 

の
 第
一
部
に
よ
っ
て
著
者
の
問
題
意
識
と
方
法
論
を
う
か
が
う
こ
 とに
し
 

 
 

第
一
章
は
「
欧
米
の
想
像
力
の
中
の
禅
 お
 プ
 リ
コ
 Ⅰ
 N
 の
 コ
ぎ
 幸
の
 毛
 の
の
（
 

縛
コ
 （
 
ヨ
ぃ
住
コ
ぃ
ヱ
 

。
 し
 」
と
題
し
て
、
宣
教
師
時
代
か
ら
二
十
世
紀
 
初
頭
に
 

至
る
欧
米
の
仏
教
観
、
禅
観
を
辿
り
、
第
二
章
は
「
 
禅
 オ
リ
エ
ン
  
 

ム
 の
興
起
ロ
ゴ
の
 
乙
お
 
o
 （
 N
 の
 コ
 0
 「
 
鰍
コ
 （
当
の
 
ヨ
 こ
と
し
て
、
 
欧
 米
 に
大
 

き
な
影
響
を
与
え
た
鈴
木
大
拙
か
ら
京
都
学
派
に
至
る
 
禅
 観
の
形
 成
 を
検
 

訂
 す
る
。
続
い
て
、
第
三
章
は
「
 禅
 史
学
再
考
 
庚
往
田
 コ
ニ
コ
の
 の
 プ
 リ
コ
 

%
@
 
。
 ユ
 。
 ぬ
 「
 
い
 で
 す
ヱ
 」
と
し
て
、
 敦
嗅
 洋
文
献
の
発
見
以
来
輝
か
し
 い
 成
果
 

を
 挙
げ
、
日
本
の
学
界
を
中
小
に
今
日
に
至
る
ま
で
主
流
と
な
っ
 てい
る
 

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
周
知
 
の
よ
う
 

に
 、
今
日
の
欧
米
の
ア
ジ
ア
学
は
サ
イ
ー
ド
に
よ
る
オ
リ
エ
ン
タ
 
2
2
 

 
 
Ⅰ
 

の
 問
題
提
起
以
後
、
中
立
的
立
場
か
ら
の
ア
ジ
ア
研
究
と
い
う
か
 つ
て
の
 

 
 
 
 

東
洋
学
の
理
念
は
崩
れ
、
欧
米
の
立
場
か
ら
い
か
に
し
て
異
文
化
 
で
あ
る
 

ア
ジ
ア
の
文
化
を
理
解
で
き
る
か
と
い
う
方
法
論
的
な
自
己
反
省
 
を
 伴
わ
 

な
い
研
究
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
本
書
は
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
 
を
 受
け
 

た
 
一
つ
の
答
で
あ
る
。
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摘 古 す   文
献
学
的
な
歴
史
研
究
の
方
法
を
批
判
的
に
論
ず
る
。
そ
の
上
で
 
、
第
四
 

章
 
「
代
替
す
る
方
法
 
-
 
ン
 @
 
「
コ
ミ
 
ア
 の
の
 
一
 」
と
し
て
新
し
い
万
法
を
 
提
示
す
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
 
ト
 s
 
お
 ま
の
第
一
部
は
極
め
て
 整
殊
 と
し
た
 禅
 -
 
よ
り
 広
 

く
は
仏
教
 一
 研
究
の
研
究
 史
と
 万
法
論
の
探
求
と
な
っ
て
い
る
。
 

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
第
二
章
で
鈴
木
大
拙
や
京
 
邦
字
 

派
 に
批
判
的
な
検
討
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
池
こ
そ
は
 
欧
米
の
 

禅
を
宗
教
的
に
も
研
究
的
に
も
確
立
し
た
人
物
で
あ
り
、
日
本
に
 
お
い
て
 

も
そ
の
影
響
は
大
き
い
。
し
か
し
、
日
本
の
禅
 
界
 で
は
必
ず
し
も
 
大
池
 が
 

す
べ
て
で
な
い
の
に
対
し
て
、
欧
米
の
禅
は
そ
の
影
響
下
に
立
た
 
な
い
も
 

め
が
な
い
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
伝
統
 
は
 日
本
 

と
 異
な
る
欧
米
の
禅
の
特
徴
で
も
あ
り
、
ま
た
 
ム
 「
日
大
拙
の
批
判
 的
な
検
 

討
 が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
所
以
で
も
あ
る
。
近
年
、
フ
ォ
 
 
 

の
 他
に
も
、
ロ
バ
ー
ト
・
シ
ヤ
ー
フ
 

氏
 
@
0
 紺
ユ
 望
こ
「
 
ヰ
 
）
の
「
 日
本
 々

 

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
 

禅
宙
空
ぎ
ヒ
い
 つ
 い
コ
 
の
の
の
 
之
ぃ
 （
 
一
 
0
 コ
巴
 @
 
の
 
由
し
 」
 

-
 
由
 ～
 
め
 
～
 
0
 ぜ
宝
 
市
隠
お
ぎ
 轄
お
 ・
二
）
 

9
9
 

ど
の
よ
う
な
優
れ
た
 大
 拙
禅
の
 

批
判
的
検
討
も
出
さ
れ
て
い
る
（
邦
訳
は
「
日
本
の
仏
教
」
 

四
 、
 
一
九
九
 

互
 に
所
収
Ⅰ
 

第
二
に
、
第
三
章
で
日
本
の
学
界
を
中
心
と
し
た
文
献
学
的
な
歴
 
史
研
 

究
の
方
法
に
批
判
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
著
者
 
自
 身
、
こ
 

こ
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
柳
田
聖
 
山
 氏
に
学
び
、
そ
の
 
影
響
を
 

受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
批
判
は
単
純
な
否
定
で
は
な
 
 
 

方
 に
そ
の
成
果
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
行
き
詰
ま
り
を
乗
り
越
え
 
よ
う
と
 

，
 る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
特
に
文
献
正
義
の
も
つ
客
観
主
義
 
の
 問
題
 

と
そ
れ
と
裏
腹
の
「
目
的
論
的
誤
謬
 

宙
匹
の
 
0
-
0
 

住
 ぃ
田
す
 目
 a
c
 
㌧
 」
が
 指
 

Ⅲ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
日
本
で
も
異
な
る
視
点
か
 

ら
で
あ
 

四
 

と
こ
ろ
で
、
評
者
は
本
書
の
問
題
提
起
を
極
め
て
深
刻
に
受
け
止
 
の
む
 

か
ら
も
、
い
さ
さ
か
疑
問
と
考
え
る
と
こ
ろ
も
な
い
わ
け
で
は
な
 議
 

い
 。
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

論
を
深
め
る
た
め
に
、
最
後
に
そ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
 
い
 。
 

第
一
に
、
そ
し
て
最
大
の
疑
問
 は 、
こ
の
よ
う
に
儀
礼
や
崇
拝
を
 
 
 

た
 文
化
現
象
と
し
て
禅
を
理
解
す
る
時
、
対
象
が
禅
に
限
ら
れ
な
 
 
 

る
が
、
松
本
史
朗
氏
に
よ
っ
て
文
献
正
義
の
客
観
主
義
の
限
界
が
 
指
摘
さ
 

れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
評
者
も
別
 
稿
 に
取
り
上
げ
て
賛
意
 
を
 表
し
 

た
 
-
 
拙
稿
「
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
仏
教
」
、
「
日
本
の
仏
教
」
 

二
 、
 
一
九
九
 

五
 Ⅰ
時
を
同
じ
く
し
て
こ
の
 ょ
う
 な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
の
は
、
 
ム
 「
日
の
 

仏
教
研
究
が
大
き
な
曲
り
角
に
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
 
 
 

第
三
に
、
そ
れ
に
 
伐
 る
新
し
い
万
法
と
し
て
、
第
四
章
で
構
造
 工
 義
的
 

方
法
、
解
釈
学
的
方
法
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
上
で
、
特
に
遂
行
 的
 研
究
 

ず
の
「
 
ヰ
 
0
 「
 
ヨ
 ㌍
才
の
お
す
 0
 宙
 「
 約
 受
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 
注
目
さ
 

れ
る
。
「
遂
行
的
」
と
い
う
の
は
、
「
迅
走
 
的
鯨
 。
自
若
 
注
宇
巳
 」
に
 

対
す
る
 

も
の
で
、
行
為
の
遂
行
に
関
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
に
触
れ
 
た
よ
う
 

に
 、
客
観
主
義
に
対
し
て
研
究
と
対
象
と
の
転
移
的
関
係
を
自
覚
 
す
る
 立
 

場
 が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
 ト
轄
げ
オ
 
～
め
の
第
一
部
で
検
討
さ
れ
 た
 研
究
 

史
と
 万
法
論
に
関
す
る
反
省
は
、
そ
の
第
二
部
の
認
識
論
的
な
議
 
韮
珊
ド
 

し
 繋
 

が
る
と
と
も
に
、
 
由
ミ
 き
 叢
い
 の
文
化
的
批
判
の
根
底
と
も
な
る
も
 

の
で
あ
 

る
 。
 

以
上
、
由
か
 ま
 。
爵
を
離
れ
て
、
Ⅱ
 醗
 お
か
牙
の
第
一
部
を
や
や
 
許
 し
 く
見
 

た
が
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
は
じ
め
て
大
胆
と
も
 

@
=
 

ロ
 え
る
 由
蕊
 ぎ
 乱
ぃ
 の
 

禅
 文
化
論
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 



な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
 

0
 た
ミ
 卜
 
り
こ
 
ハ
ハ
リ
 

第
五
章
以
下
で
扱
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
は
 

、
 僧
の
魔
術
師
的
 
性
格
、
 

遺
骨
 塞
 自
利
 
-
 信
仰
、
ミ
イ
ラ
信
仰
、
葬
式
仏
教
、
夢
の
間
 

題
 、
 女
性
と
 

セ
ッ
ク
ス
の
問
題
、
神
仏
習
合
な
ど
、
い
ず
れ
を
取
っ
て
も
 

禅
独
 自
 の
 間
 

題
 で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
諸
派
全
体
に
通
ず
る
問
題
で
あ
 

り
、
そ
 

れ
を
神
に
限
っ
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
な
い
し
、
 

対
象
を
 

禅
に
 限
る
と
き
、
そ
の
問
題
の
全
体
性
が
む
し
ろ
見
え
な
く
な
っ
 

て
し
ま
 

う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
が
抱
か
れ
る
。
 

そ
れ
で
も
な
ぜ
著
者
は
禅
に
こ
だ
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
 

そ
こ
 

に
は
 禅
 Ⅱ
東
ア
ジ
ア
系
仏
教
と
見
な
さ
れ
て
き
た
大
 

拙
 以
来
の
欧
 
 
 

教
の
伝
統
が
あ
り
、
著
者
も
そ
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
批
判
し
よ
 

ぅ
と
す
 

る
た
め
に
、
あ
え
て
役
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
 

か
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
単
純
に
著
者
の
立
場
を
批
判
す
る
こ
と
は
 

で
き
な
 

い
が
、
将
来
へ
の
研
究
の
展
望
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
は
 

や
 こ
こ
 

に
は
「
 
禅
 」
で
な
け
れ
。
は
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
く
、
そ
れ
を
「
 

禅
 」
 の
 

枠
に
閉
じ
込
め
る
唯
一
の
根
拠
は
、
著
者
自
身
の
批
判
す
る
宗
派
 

 
 

に
は
何
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
 

禅
 」
は
「
 
禅
 」
と
し
て
特
殊
 
な
 領
域
 

な
の
で
ば
な
く
、
 
2
0
 

広
い
一
東
ア
ジ
ア
系
一
仏
教
論
の
総
体
性
 

の
中
か
 

ら
 捉
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ら
つ
か
。
 

 
 

な
 
動
で
あ
 
国
の
初
 
通
す
る
 

し
力
 

@
@
 

パ
ラ
 
。
 

期
 

本
覚
思
想
を
よ
り
根
底
的
な
問
題
と
し
て
設
定
し
、
こ
こ
で
も
「
 

禅
 」
 を
 

解
体
す
る
方
が
 
、
 2
0
 
店
 ぃ
 場
に
問
題
を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
 る
の
で
 

 
  

 

は
な
 い
 だ
ろ
う
か
。
 

 
 

第
二
に
、
著
者
の
舌
口
 う
 方
法
論
的
多
元
主
義
が
普
遍
的
に
ど
こ
ま
 で
有
 

 
 
 
 

効
 で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
に
か
な
り
 
の
 程
度
 

に
お
い
て
成
功
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
著
者
自
身
の
す
ぐ
れ
た
 
能
 カ
 と
と
 

も
に
、
欧
米
か
ら
東
ア
ジ
ア
を
見
る
と
い
う
距
離
を
持
っ
て
初
め
 
て
 可
能
 

だ
っ
た
と
い
う
面
も
無
視
で
き
ず
 一
 そ
れ
が
逆
に
 
オ
り
 エ
ン
タ
リ
  
 

問
題
と
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
 
エ
 
ま
た
字
間
の
縄
張
り
主
義
 の
 少
な
 

い
 欧
米
の
学
界
状
況
が
有
利
に
は
た
ら
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
 
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
仏
教
は
社
会
の
中
に
活
き
た
 
伝
統
 

で
あ
り
、
対
象
と
の
適
度
の
距
離
を
取
る
こ
と
が
難
し
 

 
 

教
 の
各
宗
派
が
厳
然
と
存
在
し
、
積
極
的
に
活
動
し
て
い
る
以
上
 
、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
宗
派
の
立
場
に
立
っ
た
研
究
一
宗
学
一
も
十
分
に
意
義
の
 
あ
る
こ
 

と
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
日
本
の
学
界
に
お
い
て
 
は
、
学
 

問
 領
域
間
の
縄
張
り
意
識
が
相
互
の
見
通
し
を
極
端
に
悪
く
し
て
 いる
面
 

が
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
、
東
ア
ジ
ア
、
特
に
日
本
研
究
に
お
い
 
て
は
、
 

日
本
の
研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
一
史
学
、
教
学
、
民
俗
学
、
 

文
学
、
 

美
術
等
一
で
無
数
に
あ
る
一
次
資
料
一
文
献
以
外
も
含
め
て
一
を
 
扱
わ
な
 

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
 

ヌ
 ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
め
る
こ
と
を
 

要
求
さ
 

わ
 る
面
も
佃
 視
 で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
一
人
の
研
究
者
が
多
様
な
 
方
法
や
 

立
場
を
自
由
に
操
る
の
は
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、
と
す
れ
ば
、
 

他
の
方
 

法
 、
他
の
立
場
、
他
の
領
域
の
研
究
者
と
交
流
を
持
ち
、
共
同
研
 
究
 と
 =
 
目
 

う
 形
を
取
っ
て
単
独
の
研
究
の
陥
る
 狭
 降
さ
を
免
れ
る
等
の
方
法
 が 模
索
 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
 

ょ
う
 に
、
方
法
論
的
多
元
主
義
 
は
 必
ず
 

し
も
直
ち
に
普
遍
的
に
実
現
さ
れ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
 

む
 し
ろ
 常
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に
 自
ら
の
置
か
れ
た
場
の
認
識
と
方
法
の
限
界
を
自
覚
 

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
の
よ
う
な
研
究
が
現
わ
れ
 

す
る
研
究
だ
か
ら
日
本
の
方
が
欧
米
 よ
 り
水
準
が
高
い
 

慢
が
い
か
に
根
拠
の
な
い
こ
と
か
、
痛
切
に
思
い
知
ら
 

ア
ジ
ア
研
究
が
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
以
後
進
め
て
い
る
 

反
省
を
経
ず
に
、
日
本
の
ア
ジ
ア
研
究
、
日
本
研
究
も
 

な
い
段
階
に
至
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

す
る
こ
 

る
と
、
 

と
い
う
 

さ
れ
る
 

よ
う
な
 

も
は
や
 -

 
と
が
必
要
 

日
本
に
関
 

，
よ
う
な
 傲
 

：
欧
米
の
 

-
 
方
法
論
的
 

成
立
し
え
 

125@ (395) 



近
年
、
欧
米
の
宗
教
学
者
に
よ
る
宗
教
と
女
性
に
関
す
る
研
究
は
 
数
多
 

い
 。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
 "
 仏
教
と
 女
性
 "
 

の
 領
域
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
は
大
き
く
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
 

一
つ
は
 

仏
教
の
様
々
な
様
相
を
分
析
・
解
釈
す
る
た
め
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
 
用
い
る
 

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
 
仏
教
を
 

検
証
し
て
そ
の
再
構
築
を
試
み
た
り
、
反
対
に
仏
教
の
思
想
を
 
フ
 エ
 .
.
.
 

一
一
 

ズ
ム
 の
理
論
的
、
実
践
的
発
展
の
た
め
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
そ
 
れ
で
あ
 

 
 

る
 。
勿
論
、
こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
厳
密
に
分
離
す
る
こ
と
 
が
で
き
 

 
 

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
認
め
た
 

つ
 え
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
二
つ
 
0
 流
れ
 

 
 

 
 

を
 代
表
す
る
最
近
の
著
作
二
点
に
着
目
し
た
 い 。
 

 
 

こ
の
書
評
は
そ
の
前
段
で
第
一
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
た
著
述
 
、
 Ⅰ
 

川
稿
 範
子
 

し
の
 

p
n
o
 

コ
 ㌧
「
の
の
の
・
 

P
 
の
の
の
。
㏄
 

0
 ～
ロ
口
・
 

C
 の
㏄
㏄
の
・
 

0
0
 

レ
 コ
コ
の
 

n
p
 

「
 
o
 モ
コ
パ
 
「
 四
 ア
 

旨
 S
 こ
憶
 
き
ぬ
の
 蕊
艶
 
㏄
㌻
 め
 0
 ミ
ぬ
ぎ
 「
㏄
 ま
甲
 

驚
涛
沫
 。
 力
 ぬ
ま
～
 
ぎ
汁
涛
 
。
 ぬ
 ぎ
も
 違
 ぬ
も
 註
目
は
 ㌔
 

の
 侍
り
 
侍
 
0
 ト
目
 
コ
 @
 
せ
 ㏄
Ⅰ
 
ム
 侍
ぜ
 0
 ヰ
 z
 ㏄
 毛
ぺ
 0
 Ⅰ
 
才
 ㌧
Ⅰ
 
り
 の
の
・
 

レ
 一
 
ヴ
い
コ
ピ
 

・
 

P
o
o
0
 

。
 0
 肘
 Ⅱ
で
 

0
.
 

ロ
 ヴ
オ
・
ト
目
の
的
Ⅱ
の
り
の
 

Ⅰ
 0
 の
下
局
 コ
ぃ
ゑ
 
0
 の
戸
ロ
Ⅱ
 N
O
z
,
 
色
 

㏄
ま
も
 簿
 ⑧
 汁
ま
 。
 め
蒲
 ま
ぬ
 溝
な
ナ
 

  

  
  
も 

のぬ 

  
を 
  



ゲ
の
 ㏄
ヴ
心
 ひ
コ
 
編
集
の
い
ま
も
も
由
井
 き
 。
 め
巽
 ま
心
安
 
ぜ
 。
 い
 
s
 も
の
㏄
 s
 も
 巽
 
ほ
 つ
い
 

て
 、
そ
し
て
後
段
で
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
代
表
す
る
 ト ・
 
n
.
 木
 豆
コ
の
 

コ
ミ
 
R
 こ
 s
 め
連
 ぬ
の
 ド
黛
 ～
㏄
～
み
の
 
0
 悪
ト
巾
お
 

@
 ㏄
 ど
 も
も
か
み
 

沫
 。
 力
 s
 っ
蓮
 
s
 汁
 浮
ア
さ
 s
 も
 

～
 
オ
ぬ
ム
苓
隈
 
～
 
オ
 0%
 
㌔
 
ほ
 
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

キ
ャ
ベ
 ゾ
ン
 の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
は
十
人
の
研
究
者
が
様
々
な
 
角
 度
か
 

ら
 仏
教
に
お
け
る
女
性
の
地
位
と
経
験
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
 
い
る
。
 

具
体
的
に
は
仏
教
が
歴
史
的
に
女
性
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
そ
 
し
て
 象
 

徴
 化
し
て
き
た
の
か
、
ま
た
社
会
的
に
は
そ
の
位
置
付
け
の
中
で
 女
性
 自
 

身
 が
ど
の
よ
う
に
自
己
を
認
識
し
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
仏
教
と
関
 
わ
っ
て
 

い
た
の
か
、
更
に
教
学
的
に
女
性
と
男
性
を
ど
の
よ
う
に
概
念
化
 
し
て
き
 

た
の
か
を
、
広
く
印
度
、
チ
ベ
ッ
ト
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
中
国
、
日
 
本
に
わ
 

た
っ
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
書
評
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
こ
の
 
う
ち
の
 

四
本
の
論
文
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
と
思
う
。
 

四
本
の
論
文
の
中
で
最
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
ア
ラ
ン
・
 

ス
 ポ
ン
 

バ
ー
グ
の
、
二
才
（
（
 
宰
仁
宙
 
㊤
（
 0
 君
 ㏄
 こ
 
と
 
ヰ
 0 ヨ
の
コ
ハ
コ
 山
手
の
力
の
 ヨ
ぎ
 -
 
コ
の
 -
 
コ
 

Ⅱ
㏄
「
モ
山
 仁
宙
宙
巨
の
ョ
 
，
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
方
法
上
仏
教
が
内
包
す
 

る
 女
性
 

へ
の
態
度
を
一
元
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
 
 
 

く
つ
か
の
レ
ベ
ル
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
 
全
 体
 像
を
 

窺
い
知
る
 
，
 
」
と
が
で
き
る
の
だ
と
三
振
す
る
。
 
そ
，
 」
で
彼
は
仏
教
 史
を
概
 

親
 し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
女
性
へ
の
態
度
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
 

，
 
ナ
ハ
 

@
 
。
（
一
）
 

救
済
論
的
包
容
性
、
二
 

こ
 制
度
的
男
性
中
心
主
義
、
二
 
己
 
禁
欲
 的
 女
性
 

忌
避
、
（
 
四
 -
 救
済
論
的
両
性
具
有
の
四
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
さ
て
 （
一
）
 
の
 

救
済
論
的
包
容
性
と
は
、
仏
教
の
実
践
的
な
救
済
論
が
女
性
を
疎
 
外
す
る
 

も
の
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
人
間
を
苦
か
ら
救
う
こ
と
を
目
指
し
て
 い
た
と
 

い
う
 意
味
で
あ
る
。
初
期
の
仏
教
で
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
生
物
 
学
的
な
 

セ
ッ
ク
ス
と
社
会
的
な
構
築
物
で
あ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
混
同
し
て
 
 
 

 
 

つ
ま
り
、
女
性
の
持
つ
生
物
学
的
属
性
が
そ
の
ま
ま
女
性
の
社
会
 的
な
役
は
 

割
を
規
定
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
 
誤
 っ
た
 一
別
 

 
 
 
 

提
が
 制
度
的
男
性
中
心
主
義
と
禁
欲
的
女
性
忌
避
を
産
み
だ
し
た
 ので
は
 

な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
。
 

一
 
Ⅰ
十
一
頁
 -
 そ
れ
ゆ
え
仏
教
の
制
度
 的
 男
性
 

中
心
主
義
は
教
団
組
織
の
中
で
女
性
を
限
定
的
で
従
属
的
な
役
割
 
に
 閉
じ
 

込
め
て
き
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
深
刻
な
の
は
、
禁
欲
 
的
 女
性
 

忌
避
が
も
た
ら
す
女
性
と
女
性
的
な
も
の
に
対
す
る
否
定
的
な
態
 
度
 で
あ
 

る
 。
著
者
に
よ
る
と
仏
教
経
典
に
現
れ
る
 "
 女
性
嫌
い
 "
 の
 セ
ン
 
チ
メ
ン
 

ト
は
 女
性
へ
の
敵
意
を
伴
う
こ
と
さ
え
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
 
林
 
ホ
欲
 主
義
 

と
い
う
精
神
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
ル
を
脅
か
す
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
 
る
 0
-
 
Ⅰ
 

十
八
 ｜
 二
十
 頁
 -
 こ
の
女
性
に
対
す
る
二
つ
の
否
定
的
な
態
度
は
 
一
明
 
述
の
 

救
済
論
的
包
容
性
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
 
緊
張
関
 

係
を
和
ら
げ
る
の
が
 

西
 ）
の
救
済
論
的
両
性
具
有
と
い
う
概
念
 

で
あ
る
。
 

"
 両
性
具
有
 "
 
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
著
者
は
非
二
元
論
的
な
統
 
ム
 口を
表
 

現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
宗
教
一
般
に
見
ら
れ
る
男
性
的
な
も
の
と
 
女
性
的
 

な
も
の
が
相
互
補
完
的
に
融
合
さ
れ
た
境
地
を
意
味
す
る
。
 

つ
 ま
 り
、
女
 

性
的
な
も
の
の
価
値
が
再
評
価
さ
れ
て
、
両
者
が
等
価
に
あ
る
 
状
 態
 の
こ
 

と
を
い
う
。
 

一
 
Ⅰ
二
十
四
 ｜
 二
十
 セ
貞
 -
 し
か
し
著
者
は
こ
の
両
性
 目
ヒ
 

%
 
お
 @
@
 

的
 

な
 
ア
イ
デ
ィ
ア
ル
が
教
団
内
の
男
性
中
心
主
義
や
女
性
忌
避
を
揺
 
る
が
し
 

た
と
一
方
で
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
は
こ
れ
を
過
大
評
価
す
る
こ
 
と
の
 危
 

険
 性
に
も
言
及
し
て
い
る
。
（
 
J
 
二
十
八
頁
）
し
た
が
っ
て
著
者
は
 
、
女
性
 

と
 女
性
的
な
も
の
を
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
見
て
き
た
の
か
に
つ
い
 
て
 単
一
 

の
 視
座
の
み
に
依
拠
す
る
こ
と
は
生
産
的
で
は
な
い
と
結
論
し
て
 
い
る
。
 

つ
ま
り
多
義
的
な
視
座
レ
ベ
ル
を
認
め
て
こ
そ
仏
教
伝
統
を
よ
り
 
正
確
に
 



 
 

評
 圭

 
  

把
握
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
の
言
葉
を
引
用
し
 

て
み
る
。
 

仏
教
の
批
判
論
者
は
私
の
見
方
に
こ
の
よ
う
な
異
議
を
唱
え
る
だ
 
 
 

う
 。
「
女
性
仏
教
徒
た
ち
は
、
男
性
中
心
主
義
と
女
性
忌
避
の
背
 

旦
 示
の
 

中
で
、
他
の
伝
統
宗
教
下
の
女
性
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
苦
し
め
ら
 
れ
 

て
き
た
し
と
。
こ
の
事
実
を
否
定
す
る
仏
教
擁
護
論
者
は
あ
ま
り
 
 
 

も
 ナ
イ
ー
ブ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
犯
す
（
性
差
別
 
 
 

い
う
 -
 過
ち
に
つ
い
て
仏
教
思
想
の
よ
り
広
い
枠
組
み
の
中
で
考
   

て
み
る
と
、
女
性
に
対
す
る
肯
定
的
な
要
素
も
そ
こ
に
潜
ん
で
い
 

 
 

こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
れ
は
私
が
提
案
し
た
、
多
義
的
な
視
座
 
レ
 べ
 

か
な
 認
め
て
こ
そ
わ
か
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
 

そ
  
 

視
座
レ
ベ
ル
の
一
 
つ
 で
あ
る
救
済
論
的
な
包
容
性
が
損
な
わ
れ
て
 

 
 

た
 制
度
的
、
心
理
的
な
重
圧
を
認
識
し
て
こ
そ
、
 

澤
 尊
の
理
念
を
 
保
 

持
し
よ
う
と
し
て
き
た
、
忍
耐
 づ よ
い
試
み
も
理
解
で
き
る
の
で
 

あ
 

る
 。
 -
1
 二
十
九
頁
 -
 

今
度
は
女
性
研
究
者
に
よ
る
論
文
を
二
本
、
考
察
し
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

ス
ト
を
 

執
り
挙
げ
、
女
性
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
ど
の
よ
う
に
レ
ト
リ
ッ
 
 
 

シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
て
い
る
。
レ
バ
リ
ン
グ
 に
よ
る
 

，
ト
 
@
 
コ
ー
 
り
 三
 -
 
力
 @
 
臣
 N
 注
 -
 の
ゴ
 -
p
 
臣
い
臣
 Ⅰ
 0
 の
二
年
の
Ⅱ
一
円
二
の
力
二
の
侍
 

0
 「
 ぽ
 0
 円
 田
つ
 仁
い
一
 

@
 
（
 ゼ
ぃ
臣
 Ⅰ
（
二
の
カ
ゴ
 
往
 0
 「
 ぽ
音
 
目
印
 ま
の
ヨ
 ，
で
は
中
国
 臨
 杏
の
テ
キ
 
 
 

見
ら
れ
る
、
 

"
 救
済
論
的
包
容
性
 "
 と
、
慣
習
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 
観
 と
の
 葛
 

ま
に
 つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
中
国
禅
の
伝
統
は
総
て
 

の
者
 ・
 

初
に
普
く
仏
性
が
あ
る
と
い
う
平
等
位
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
知
ら
れ
 

て
い
る
 

ク
も
 実
は
文
化
的
・
歴
史
的
な
背
景
か
ら
 自
 由
 で
は
 

は
 か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
レ
バ
リ
ン
グ
は
、
宋
代
の
・
禅
師
 

家
が
 、
 

悟
り
を
得
た
と
あ
る
高
貴
な
女
性
を
賞
賛
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
 を
 紹
介
 

し
 、
こ
の
女
性
が
体
得
し
た
悟
り
は
極
め
て
男
性
的
で
英
雄
的
な
 
経
験
と
 

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
。
換
言
す
れ
ば
悟
り
を
得
た
 
女
性
は
 

男
性
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
で
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
悟
り
 
の
 経
験
 

ズ
ム
 の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
背
景
に
 

が
 性
差
を
超
越
し
た
平
等
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な
く
、
男
性
的
な
 

は
 次
の
 

ヒ
ロ
イ
 

様
な
理
由
が
あ
る
。
究
極
的
な
真
理
に
お
い
て
は
男
女
の
性
差
が
 
悟
り
の
 

会
得
の
可
能
性
に
影
響
す
る
こ
と
は
な
い
と
認
め
な
が
ら
も
、
 

当
 時
の
禅
 

の
 担
い
手
た
ち
に
と
っ
て
現
象
 界
 に
お
け
る
男
女
の
区
別
と
い
う
 

も
の
は
 

極
め
て
現
実
的
で
あ
り
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
等
の
仏
 
性
 と
い
 

ぅ
 究
極
的
な
概
念
の
表
現
は
現
象
界
の
経
験
に
根
差
し
た
メ
タ
フ
 
ア
 ー
 こ
 
@
 

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
故
に
、
平
等
位
の
 レト
  
 

は
 当
時
の
中
国
の
男
性
中
心
的
な
社
会
、
文
化
的
状
況
を
色
濃
く
 
反
映
し
 

た
 、
男
性
的
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
道
を
譲
っ
て
し
ま
う
 こ
と
に
 

な
る
。
こ
の
意
味
で
著
者
は
中
国
の
神
仏
教
は
女
性
の
経
験
や
壬
 

一
 
口
 五
山
 
た
 Ⅰ
 取
 

入
れ
て
形
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
両
性
具
有
的
な
仏
教
か
ら
 
は
 程
遠
 

い
も
の
で
あ
っ
た
と
結
ん
で
い
る
。
 

-
1
 一
五
 0
 ｜
 
一
五
一
頁
 -
 

パ
ー
バ
ラ
・
リ
ー
ド
は
，
 円
監
 
O
n
 コ
 笘の
「
の
 
ゼ
ヨ
す
 0
 元
ヨ
 
0
 円
木
 E
p
 コ
 一
ゼ
 
-
 
臣
 

し
 。
年
三
の
麓
（
 

甘
 p
,
 の
中
で
中
国
の
観
音
信
仰
を
取
上
げ
て
い
る
。
 

こ
 の
 論
文
 

は
 男
性
か
ら
独
立
し
た
女
性
固
有
の
宗
教
信
仰
の
あ
り
か
た
に
つ
 
い
て
 考
 

察
し
て
い
る
。
観
音
菩
薩
は
中
国
仏
教
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
 
女
  
 

 
 

て
 象
徴
化
さ
れ
る
 
よ
う
 に
な
る
が
、
同
時
に
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
 

ぬ
 生
日
 が
 

 
 

歴
史
的
に
中
国
の
女
性
に
と
っ
て
解
放
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
の
 
だ
と
い
 

う
 。
中
国
の
女
性
た
ち
は
観
音
を
自
分
た
ち
が
抱
え
る
ジ
ェ
ン
 
ダ
 
 
 

ッ
ク
ス
 と
い
う
両
方
の
問
題
か
ら
自
由
に
し
て
く
れ
る
シ
ン
ボ
ル
 
と
見
倣
 



し
て
い
た
。
（
 1
 
二
八
四
頁
 -
 過
度
に
男
性
支
配
的
な
社
会
制
度
の
 中で
女
 

性
は
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
様
々
の
拘
束
を
 ぅ
 け
て
い
た
。
こ
れ
 
は
 
一
つ
 

に
は
家
族
制
度
や
結
婚
の
中
で
女
性
が
自
己
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 
ゆ
え
 に
一
（
 
疋
 

の
役
割
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
苦
し
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
 
女
 性
は
産
 

む
 性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
月
経
や
出
産
な
ど
に
ぬ
れ
 ろ 苛
も
体
験
 
し
て
い
 

た
 。
数
多
く
の
観
音
伝
説
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
 
の
 拘
束
 

を
 超
越
し
た
、
自
立
し
た
女
性
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
観
音
 
像
 を
文
 性
 た
ち
 

に
 提
示
し
て
い
た
、
と
著
者
は
分
析
し
て
い
る
口
上
一
六
五
 

｜
 
一
二
 
八
九
頁
 -
 

ま
た
観
音
は
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
女
性
た
ち
に
と
っ
 
て
 守
護
 

の
女
神
で
も
あ
っ
た
。
多
く
の
女
性
に
と
っ
て
男
性
中
心
的
な
制
 
度
か
ら
 

離
脱
す
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
は
言
 う
 ま
で
も
な
く
、
伝
統
的
 な
 家
族
 

親
等
の
規
範
に
追
従
し
て
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
 
。
そ
の
 

た
め
女
性
は
 
、
 例
え
ば
手
授
け
観
音
に
救
い
を
見
い
だ
し
た
と
い
 ぅ 。
 跡
 

継
ぎ
の
子
供
を
出
産
す
る
こ
と
は
伝
統
的
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
 
な
も
の
 

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
観
音
は
そ
の
よ
う
な
社
会
に
生
き
て
い
く
 
際
  
 

ど
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
 

-
 
上
 
一
七
 0
 頁
 ）
リ
ー
ド
 り
 
か
 弘
謂
文
 

は
 観
音
信
仰
に
着
目
し
て
仏
教
の
中
で
女
性
的
な
シ
ン
ボ
ル
が
 
ど
 の
よ
う
 

に
 機
能
す
る
の
か
、
女
性
に
と
っ
て
こ
の
個
別
的
な
シ
ン
ボ
ル
が
 
ど
の
よ
 

う
 な
意
味
を
含
ん
で
い
た
の
か
、
 

ほ
 つ
い
て
優
れ
た
考
察
が
施
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
と
考
え
る
。
 

最
後
に
編
者
 ホ
ゼ
 
・
キ
ヤ
 ベ
 ゾ
ン
，
 呂
 。
ま
色
 
毛
 @
 
の
 
&
0
 
ヨ
 ・
㍉
 ゆ
ド
プ
 

の
㍉
 

こ
 0
 」
で
、
㏄
一
の
㏄
 

コ
 &
 ㏄
（
 
，
す
い
 
の
の
 
卸
 
（
 
ヨ
ど
 ㎎
㏄
㍉
 
ゼ
ゴ
ヲ
 - 
ミ
ゅ
プ
ゅ
ド
 

p
 コ
い
い
 目
印
 
ロ
す
あ
ド
 

円
す
 。
 仁
 屈
ま
 ，
 を
見
て
み
よ
う
。
著
者
は
冒
頭
で
こ
の
よ
う
に
論
述
 し
て
い
 

る
 。
 家

父
長
制
に
支
配
さ
れ
た
文
化
が
男
性
的
な
シ
ン
ボ
ル
を
多
用
す
 
 
 

こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
女
性
的
な
シ
ン
ボ
ル
を
 
見
 

8
 

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
…
・
・
・
し
か
し
女
性
的
な
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
 

の
は
 

存
在
す
る
文
化
が
女
性
に
対
し
て
進
歩
的
な
態
度
を
有
し
て
い
る
 
 
 

 
 
 
 

い
う
保
証
に
は
な
ら
な
い
。
 

-
 
上
 
一
八
一
頁
）
 

男
女
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
両
極
的
に
使
っ
て
宗
教
的
な
概
念
を
表
象
 
し
て
 

い
る
例
と
し
て
著
者
は
印
度
・
チ
ベ
ッ
ト
の
大
乗
仏
教
に
着
目
す
 
る
 。
 大
 

乗
 仏
教
の
思
想
で
は
智
恵
と
分
析
能
力
は
「
 母
 」
と
い
う
女
性
的
 な
 メ
タ
 

フ
ァ
ー
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
女
性
的
概
念
が
認
識
的
・
精
神
的
 
な
 属
性
 

に
 結
び
つ
け
ら
れ
る
背
景
は
、
男
性
に
分
析
的
・
精
神
的
な
属
性
 
を
 与
え
 

る
 
一
方
で
、
女
性
を
絶
え
ず
慈
悲
や
利
他
性
と
い
う
感
情
的
な
 

属
 性
 に
結
 

び
つ
け
る
西
洋
の
宗
教
伝
統
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
 み
え
る
 

が
 、
し
か
し
な
が
ら
著
者
は
、
そ
れ
が
印
度
・
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
 
で
 女
性
 

が
 男
性
よ
り
も
優
れ
た
 
智
 恵
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
が
 と
は
 見
 

て
い
な
い
。
 

-
 
上
 
一
九
 0
 頁
 ）
こ
の
よ
う
な
女
性
的
な
も
の
を
積
極
 
的
に
定
 

萎
 し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
シ
ン
ボ
ル
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
 

て
そ
の
 

宗
教
が
女
性
に
高
 い
 地
位
を
与
え
、
女
性
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
 い
る
と
 

簡
単
に
結
論
づ
け
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
ナ
イ
ー
ブ
だ
と
著
者
は
 主張
 す
 

る
の
で
あ
る
。
 
了
 一
八
八
頁
三
木
教
内
シ
ン
ボ
ル
は
非
常
に
複
雑
 
な
 意
味
 

作
用
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
が
単
純
に
社
会
構
造
を
反
 
映
し
て
 

い
る
と
 見
倣
 す
こ
と
を
著
者
は
戒
め
て
い
る
。
 

以
上
、
こ
の
著
書
の
な
か
で
重
要
と
思
わ
れ
る
論
文
の
骨
子
を
紹
 
 
 

て
み
た
。
こ
の
他
に
も
「
水
干
供
養
の
予
備
的
考
察
」
と
「
空
海
 
と
 ホ
モ
 

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
伝
統
に
つ
い
て
の
論
考
」
と
の
二
本
が
日
 
本
 関
係
 

の
 論
文
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ス
リ
ラ
ン
カ
と
印
度
の
 
ま
住
僧
 

行
者
や
尼
僧
に
つ
い
て
の
論
文
が
三
本
あ
り
、
興
味
深
い
。
方
法
 
論
 的
に
 



評
 
と
紹
介
 

ナ
 
何
 

青
戸
 

・
ギ
ア
ツ
の
研
究
を
流
用
し
た
キ
ャ
ロ
 

 
 

ム
の
 シ
ン
ボ
ル
理
解
 
や
 、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
の
儀
礼
理
論
 を 複
数
 

の
 研
究
者
が
用
い
て
い
る
の
が
目
に
っ
い
た
。
 

さ
て
冒
頭
で
述
べ
た
第
二
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
仏
教
と
フ
 エ  
 

ズ
ム
 と
の
間
の
統
合
を
目
指
し
て
い
る
研
究
に
つ
い
て
簡
単
に
説
 
明
 を
加
 

え
て
お
き
た
い
。
こ
の
分
野
の
研
究
で
は
最
近
大
著
が
連
続
し
て
 
発
表
さ
 

れ
た
。
一
九
九
三
年
、
リ
タ
・
グ
ロ
ス
に
よ
る
い
二
 

%
 簿
か
 
～
 
の
 
ま
 ミ
ぎ
 「
 士
ぎ
コ
 
・
 

a
 こ
を
一
家
父
長
制
以
後
の
仏
教
 
-
 、
の
 C
 ア
べ
 ㌧
「
の
 

s
s
 

刊
 、
一
九
九
 
四
年
、
 

ミ
ラ
ン
ダ
・
シ
ョ
ー
に
よ
る
㌔
 
桶
 め
ぎ
 
ミ
さ
 
～
 
め
 内
ミ
 憶
ミ
 ま
ま
 塁
 ～
 
ヨ
ら
ま
襄
 

ぎ
 
ゴ
ロ
 
ミ
 ～
 
コ
 ・
 
n
 い
 二
 %
 簿
か
 
～
 
の
 
ま
 
-
 
清
 執
 的
な
悟
り
１
 

%
 

教
の
中
の
 女
性
）
 、
 

下
 ぎ
り
の
（
 

o
 コ
 C
 ㌧
 刊
、
の
 二
点
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
 

主
日
計
 

赳
 目
で
 

と
り
あ
げ
る
ア
ン
・
ク
ラ
イ
ン
も
含
め
て
彼
女
た
ち
は
総
て
密
教
 
的
な
 瞑
 

想
 に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
 
0
 前
述
し
た
ア
ラ
ン
・
ス
ポ
ン
 

バ
  
 

現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
が
最
も
共
鳴
す
る
仏
教
は
救
済
論
的
 
両
性
具
 

有
を
具
体
化
し
て
い
る
（
と
、
思
わ
れ
る
 -
 密
教
で
あ
り
、
彼
女
 
た
ち
は
 

そ
こ
に
性
的
な
二
元
論
に
支
配
さ
れ
て
い
る
宗
教
を
超
え
る
道
を
 
求
め
て
 

い
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
 

-
1
 二
十
八
頁
 一
 彼
女
た
ち
に
 
共
通
す
 

る
 意
識
は
、
仏
教
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論
に
貢
献
で
き
る
視
点
を
 
持
っ
て
 

お
り
、
し
た
が
っ
て
西
洋
の
女
性
の
自
己
実
現
を
助
け
る
こ
と
が
 
出
来
 得
 

る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
お
い
て
は
リ
タ
・
 

ロ
ス
の
 

よ
う
に
西
洋
社
会
の
女
性
こ
そ
が
仏
教
の
再
構
築
の
最
も
有
能
な
 
担
い
手
 

ご
あ
る
と
認
識
す
る
立
場
と
、
ミ
ラ
ン
ダ
・
シ
ョ
ー
や
ア
ン
・
 

ク
 ラ
イ
ン
 

）
よ
う
に
ア
ジ
ア
の
女
性
の
過
去
の
経
験
を
も
っ
と
尊
敬
す
る
べ
 

き
だ
と
 

，
る
 立
場
と
に
分
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
い
ず
れ
も
西
洋
社
会
の
女
 
性
 が
自
 

口
 理
解
と
自
己
解
放
の
た
め
に
仏
教
と
い
う
宗
教
伝
統
に
真
摯
に
 
取
り
組
 

ん
で
い
る
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
ア
ン
・
ク
ラ
  
 

紋
 ㏄
 隠
ぎ
幡
 
き
め
 
Q
 ぶ
ま
 
い
～
 労
 
0
 烹
 め
 ぎ
 は
最
新
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
 
理
論
を
 

縦
横
無
尽
、
に
駆
使
し
た
非
常
に
理
論
的
に
洗
練
さ
れ
た
研
究
で
あ
 

り
 
（
 デ
 

リ
ダ
、
ス
ピ
 
ザ
ア
 ッ
 ク
、
イ
リ
 ガ
ラ
イ
、
チ
ョ
ー
ド
ロ
Ⅰ
 
ギ
リ
 ガ
ン
な
 

ど
 ）
学
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
 

著
者
は
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
・
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
冒
頭
で
自
ら
 
 
 

タ
ン
ス
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
が
現
代
に
生
き
る
 
北
ア
  
 

の
中
産
階
級
出
身
の
白
人
女
性
で
あ
り
、
成
人
し
た
の
ち
に
仏
教
 
レ
 し
世
 ム
ム
 

い
、
そ
の
実
践
を
と
お
し
て
仏
教
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
対
話
を
目
 
指
し
て
 

い
る
と
い
う
立
場
の
認
識
で
あ
る
。
（
 
t
 十
三
頁
 -
 著
者
は
ま
た
 
何
 故
 現
代
 

の
 西
洋
世
界
の
女
性
た
ち
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
中
に
仏
教
的
視
座
 
を
 取
入
 

れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
 
紹
  
 

い
る
。
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
で
日
本
か
ら
来
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
 

女
性
が
 、
 

「
何
故
あ
な
た
た
ち
は
こ
と
さ
ら
仏
教
を
と
り
あ
げ
る
の
か
。
 

私
 た
ち
 日
 

本
の
女
性
に
と
っ
て
仏
教
の
出
現
は
女
性
の
権
力
の
終
焉
を
意
味
 
し
た
と
 

い
う
の
に
。
」
と
問
い
か
け
た
。
こ
の
間
に
対
し
て
著
者
は
ア
ジ
ア
 

 
 

ス
ト
教
徒
の
女
性
と
西
洋
の
仏
教
徒
の
女
性
と
は
実
は
相
互
投
影
 
の
 関
係
 

に
あ
り
、
ど
ち
ら
も
が
自
己
の
文
化
の
周
辺
に
位
置
付
け
ら
れ
る
 
宗
教
を
 

選
び
、
そ
の
中
か
ら
既
成
の
宗
教
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
、
自
由
と
 
創
造
性
 

を
見
 ぃ
 だ
そ
う
と
し
て
い
る
、
と
答
え
て
い
る
。
つ
ま
り
西
洋
の
 
フ
エ
 
ミ
 

ニ
ス
ト
に
と
っ
て
仏
教
が
何
ら
か
の
事
が
ら
に
貢
献
し
う
る
と
す
 

れ
ば
、
 

そ
れ
は
仏
教
が
も
た
ら
す
全
く
新
し
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
 の
で
あ
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

る
 0
-
 Ⅰ
 ポ
日
頁
 -
 

著
者
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
は
伝
播
し
た
地
域
の
文
化
を
 
変
容
 

豹
 

 
 

さ
せ
、
ま
た
仏
教
自
体
も
そ
の
文
化
の
文
脈
の
中
で
変
容
を
遂
げ
 
 
 



特
徴
を
 、
 他
の
宗
教
よ
り
も
一
層
顕
著
に
持
っ
て
い
る
。
著
者
が
 危惧
 す
 

る
の
は
、
現
代
西
洋
社
会
の
仏
教
は
あ
ま
り
に
も
性
急
に
西
洋
に
 
伝
来
し
 

た
た
め
、
仏
教
が
発
展
し
て
き
た
非
西
洋
の
文
化
的
背
景
に
関
す
 
る
 充
分
 

な
 理
解
の
な
い
ま
ま
、
ア
メ
リ
カ
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
 はな
い
 

か
 、
と
い
う
も
の
だ
。
そ
こ
で
如
何
に
し
て
現
代
の
西
洋
人
と
し
 て
の
 自
 

已
 に
忠
実
で
あ
り
な
が
ら
伝
統
的
な
ア
ジ
ア
の
文
化
に
敬
意
を
払
 
っ
て
 ゆ
 

く
の
か
が
一
つ
の
課
題
に
な
る
。
一
山
二
 
0
 
一
頁
 -
 著
者
の
解
釈
学
 的
な
立
 

場
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
著
者
の
タ
イ
ト
ル
に
 
な
っ
て
 

い
る
「
偉
大
な
る
至
福
の
女
王
」
と
は
誰
だ
ろ
う
か
。
 

偉
大
な
る
至
福
の
女
王
は
神
話
的
存
在
だ
が
伝
説
的
に
は
八
世
紀
 の
チ
 

ベ
ッ
ト
で
仏
教
の
興
隆
に
尽
力
し
た
王
妃
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
 
女
王
は
 

全
身
を
赤
に
彩
ら
れ
、
殆
ど
何
も
身
に
纏
っ
て
い
な
い
。
赤
い
色
 
は
 彼
女
 

が
 修
行
に
情
執
を
捧
げ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
裸
体
は
輪
廻
転
生
 か
ら
の
 

解
脱
や
智
恵
の
体
得
を
妨
害
す
る
い
か
な
る
障
害
を
も
克
服
し
て
 い
る
こ
 

と
を
示
す
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
身
体
は
、
主
体
と
客
体
 
と
を
 二
 

元
 論
的
に
把
握
す
る
 

"
 概
念
の
衣
 "
 か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
 
表
 現
し
て
 

い
る
と
い
う
。
 

-
 山
一
八
一
頁
 -
 女
王
の
至
福
は
悟
り
の
道
が
開
か
 

れ
て
ぃ
 

る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
喜
び
を
具
現
化
し
て
い
る
の
だ
と
 
著
者
は
 

述
べ
て
い
る
。
 

こ
の
神
話
上
の
女
王
が
宗
教
的
な
理
想
を
追
求
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
 
女
性
 

に
は
力
強
い
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
み
と
め
つ
つ
も
、
し
か
し
 
な
が
ら
 

彼
女
は
、
西
洋
の
女
性
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
と
は
 
主
 損
 し
て
 

い
な
い
。
既
に
バ
ー
バ
ラ
・
リ
ー
ド
の
研
究
は
観
音
が
中
国
女
性
 
に
と
つ
 

て
 女
神
で
あ
り
ロ
ー
ル
・
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
と
論
述
し
て
い
る
が
、
 

ア
ン
・
 

ク
ラ
イ
ン
は
偉
大
な
る
至
福
の
女
王
が
西
洋
女
性
に
と
っ
て
女
神
 
で
あ
り
 
 
 

大
な
る
 

至
福
の
女
王
 
"
 は
 女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
現
代
の
女
性
が
抱
え
る
 

 
 

答
え
、
力
を
与
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
女
王
を
 "
 本
質
的
 

 
 
 
 

 
 

見
る
こ
 

と
は
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
 

-
 
山
二
十
二
頁
 
-
 こ
の
よ
 う
 に
 著
者
 

は
 時
代
、
文
化
を
超
え
て
普
遍
的
な
 "
 女
性
の
本
質
 
"
 と
い
う
 カ
 
テ
ゴ
リ
 

１
を
設
定
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
 
に
と
つ
 

て
 危
険
な
こ
と
で
あ
る
と
警
上
口
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
 
し
て
こ
 

の
 占
が
、
バ
ー
バ
ラ
・
リ
ー
ド
 
と
 異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
で
あ
 る 。
 そ
 

れ
で
は
偉
大
な
る
至
福
の
女
王
は
西
洋
の
女
性
に
何
を
教
え
る
の
 
だ
ろ
う
 

か
 端

的
に
い
 う
 と
そ
れ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
仏
教
が
共
有
す
る
自
我
 
0
 間
 

題
へ
の
解
答
で
あ
る
。
仏
教
の
実
践
と
理
論
は
西
洋
の
女
性
の
 
ア
 ィ
 デ
 シ
 

テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
を
妨
げ
て
き
た
様
々
な
文
化
的
抑
圧
か
ら
彼
女
 
た
ち
を
 

解
放
し
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
信
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
著
者
は
 
 
 

・
ギ
ア
ツ
の
「
人
間
と
は
境
界
明
瞭
で
唯
一
独
自
な
存
在
 

で
あ
る
 

と
い
う
西
洋
文
化
の
人
間
の
概
念
は
世
界
の
諸
文
化
の
文
脈
の
中
 
で
み
れ
 

ば
か
な
り
特
異
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
い
う
言
葉
を
引
 

い
 て
い
る
。
 

個
人
主
義
が
支
配
す
る
男
性
中
心
主
義
文
化
が
作
り
上
げ
た
西
洋
 
八
女
性
 

の
 自
我
の
観
念
も
ま
た
、
相
対
化
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
 ので
あ
 

る
 。
西
洋
文
化
は
自
我
を
自
律
的
で
自
己
完
結
的
な
も
の
と
み
て
 い る
 た
 

め
 、
他
者
と
の
関
係
や
結
び
つ
き
は
個
人
の
自
我
を
浸
食
す
る
も
 の
と
 見
 

徴
 さ
れ
て
き
た
。
（
Ⅰ
 
一
 0 
一
頁
 -
 そ
こ
で
著
者
ア
ン
・
ク
ラ
イ
ン
 
は
 関
係
 

性
 と
自
律
性
と
を
二
項
対
立
的
に
 

捉
 ら
え
る
こ
と
が
過
ち
で
あ
る
 

と
い
う
 

ス
タ
ン
ス
に
た
ち
、
仏
教
は
自
我
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
 
同
時
に
 



 
 紹

 

 
 評

 
耳
 
@
 
日
 

他
者
と
も
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
と
 
説
 {
o
 
こ
 

の
よ
う
な
 
"
 関
係
性
 "
 の
回
復
は
多
く
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
仏
教
徒
 にと
っ
 

て
 重
要
課
題
で
あ
る
。
著
者
は
人
種
差
別
や
性
差
別
の
根
底
に
自
 
己
と
 他
 

者
と
の
間
に
超
え
ら
れ
な
い
差
異
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
 
ア
 イ
デ
ン
 

テ
ィ
テ
イ
ー
観
が
あ
る
の
で
は
、
と
推
察
し
て
い
る
。
（
 

L
 
一
 O 
一
 一
頁
 
-
 

著
者
は
さ
ら
に
西
洋
の
宗
教
伝
統
が
支
持
し
て
き
た
様
々
な
二
元
 
論
的
 

対
立
は
す
べ
て
女
性
を
周
辺
化
し
て
き
た
と
述
べ
る
。
例
え
ば
 
能
 勅
封
 受
 

動
 、
理
性
対
感
情
、
精
神
村
肉
体
と
い
う
両
極
化
の
中
で
女
性
は
 
た
 え
 ず
 

後
者
の
よ
う
な
否
定
的
属
性
を
与
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
。
（
 
J
 
一
九
九
 

貞
 -
 し
か
し
、
も
し
も
こ
れ
ら
す
べ
て
が
対
立
し
て
い
る
の
で
は
 
/
 
く
よ
、
 

相
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
の
な
ら
女
性
の
み
が
肉
体
や
感
情
に
結
 
 
 

ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
 
丁
セ
 十
二
頁
 一
 自
己
と
他
者
、
自
律
 
と
相
 互
 依
存
、
 

そ
し
て
理
性
と
感
情
な
ど
の
二
元
論
的
対
立
が
そ
の
根
拠
を
失
っ
 
た
時
他
 

者
 と
自
己
を
結
ぶ
 
、
 豊
か
な
慈
悲
の
関
係
性
が
回
復
さ
れ
る
と
 著 者
は
述
 

べ
て
い
る
。
こ
の
関
係
性
は
決
し
て
自
立
し
た
自
己
と
相
容
れ
な
 
 
 

は
な
く
、
共
存
で
き
る
こ
と
を
仏
教
は
悟
ら
せ
て
く
れ
る
と
結
論
 
 
 

る
 。
一
丁
 一
 0 九
 、
一
二
二
頁
 
一
 

ア
ン
・
ク
ラ
イ
ン
の
研
究
に
は
西
洋
の
現
代
女
性
が
抱
え
て
い
る
 
 
 

シ
 マ
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
自
律
的
な
自
我
が
ア
イ
デ
ィ
 

 
 

あ
り
、
女
性
が
男
性
と
異
な
り
本
質
的
に
感
情
的
で
あ
る
と
さ
れ
 てい
た
 

社
会
で
は
女
性
は
他
者
と
の
関
係
性
の
中
に
慈
悲
を
表
現
す
る
，
 

」
と
に
 畏
 

れ
を
抱
く
。
つ
ま
り
そ
れ
は
自
分
が
男
性
よ
り
も
価
値
の
低
い
存
 

在
 で
あ
 

る
 @
 
」
と
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者
や
著
 

者
 と
考
 

え
を
同
じ
く
す
る
他
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
仏
教
学
者
た
ち
は
仏
教
の
 

円
心
想
が
 

」
の
よ
う
な
不
安
と
畏
れ
か
ら
女
性
の
自
我
を
解
放
す
る
と
考
え
 

て
い
る
 

の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
日
本
の
研
究
者
は
ア
ン
・
ク
ラ
イ
ン
 よ
う
な
 

ア
プ
ロ
ー
チ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

例
え
ば
大
越
愛
子
氏
は
密
教
が
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
 
正
月
（
 

疋
 

し
た
こ
と
を
認
め
る
も
の
の
、
実
は
そ
れ
が
女
性
を
男
性
の
救
済
 
に
 不
可
 

欠
 な
性
的
対
象
に
お
と
し
め
た
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
密
教
的
 
 
 

パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
名
付
け
て
い
る
。
 

-
 
大
越
愛
子
一
仏
教
と
セ
ク
シ
 
 
 

テ
ィ
」
大
越
愛
子
・
 
源
 淳
子
 著
 
「
解
体
す
る
仏
教
」
大
東
出
版
社
 

一
九
 

九
四
年
、
五
十
二
 
｜
 五
十
三
頁
 -
 こ
の
説
が
ア
ン
・
ク
ラ
イ
ン
 
た
 ち
の
 密
 

教
の
評
価
と
相
容
れ
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

次
に
こ
の
書
評
の
冒
頭
で
紹
介
し
た
ア
ラ
ン
・
 

よ
る
 

仏
教
の
女
性
へ
の
態
度
の
分
析
は
国
内
で
は
ど
う
受
け
止
め
ら
れ
 
る
た
 ろ
 

ぅ
か
 。
彼
の
説
は
「
教
義
に
は
差
別
が
存
在
せ
ず
、
仏
教
の
性
差
 
別
 主
義
 

は
す
べ
て
社
会
制
度
に
起
因
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
主
張
に
誤
解
 
さ
れ
や
 

す
い
。
従
っ
て
ス
ポ
ン
バ
ー
グ
の
説
は
結
果
的
に
仏
教
の
差
別
性
 
を
却
っ
 

て
 隠
蔽
す
る
の
み
で
あ
る
と
の
批
判
が
起
き
る
こ
と
が
 当
殊
予
 測
 さ
れ
 

る
 。
 

日
本
国
内
で
の
仏
教
と
女
性
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
欧
米
の
そ
れ
 
 
 

差
 は
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
教
を
取
り
巻
く
社
会
・
文
化
 
 
 

反
映
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
日
本
の
仏
教
制
度
は
あ
ま
り
 
に
も
 強
 

回
 に
家
父
長
制
に
組
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
も
は
や
ア
ン
・
ク
ラ
 
 
 

ち
 0
 ア
プ
ロ
ー
チ
や
解
釈
が
有
益
で
は
な
い
よ
う
に
映
る
の
だ
 
る
  
 

ず
れ
に
し
て
も
ア
ン
・
ク
ラ
イ
ン
の
主
張
で
決
し
て
見
過
ご
す
 
@
 
」
と
の
 出
 

 
 
 
 

来
な
い
占
は
、
「
自
我
の
問
題
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
理
論
の
中
で
政
 

治
 ・
社
会
 

的
な
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
に
抜
け
落
ち
 

 
 

の
は
宗
教
的
・
精
神
的
な
次
元
で
あ
っ
た
。
」
 

-
J
 八
頁
 -
 と
い
う
 指
摘
で
 



あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
の
中
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
 
な
 問
い
掛
 け
が
 回
 

遅
 さ
れ
て
い
た
と
い
う
批
判
に
答
え
る
こ
と
が
国
内
で
ジ
ェ
ン
 
ダ
 ｜
と
亡
示
 

教
 研
究
に
携
わ
る
者
に
今
一
番
望
ま
れ
る
こ
と
だ
と
思
 
う
 。
 

  

  



著
者
は
キ
リ
ス
ト
教
と
何
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
伝
統
の
上
 に 成
 

立
し
た
二
つ
の
宗
教
に
深
く
触
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 
件
 験
 を
基
 

礎
に
 近
年
数
多
く
の
著
書
・
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
 
先
頃
 公
 

刊
さ
れ
た
「
道
の
形
而
上
学
」
 

-
 岩
波
書
店
、
一
九
九
 0
 年
 -
 で
 は
 、
「
私
 

は
 道
で
あ
る
」
と
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
に
基
づ
き
、
ま
た
一
人
間
 
は
 旅
人
 

で
あ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
観
に
基
づ
き
、
「
道
の
形
 
而
 土
芋
 一
テ
 

オ
 ・
 ロ
 ギ
ア
こ
を
構
想
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
視
 占
と
 田
じ
 

想
の
枠
組
み
と
を
芭
蕉
や
道
元
の
思
想
の
う
ち
に
探
る
試
み
を
 
行
 っ
て
 い
 

る
 。
本
書
は
そ
の
成
果
の
上
に
立
ち
、
そ
の
基
本
的
な
立
場
を
前
 
提
 と
し
 

な
が
ら
、
「
身
体
」
の
問
題
、
と
く
に
道
元
と
聖
書
の
身
体
論
を
論
 

じ
た
も
 

の
と
 

=
@
@
 

う
 -
 
し
 と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
な
ぜ
著
者
が
「
身
体
」
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
、
「
身
の
形
 

面
上
 

学
 」
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
の
か
を
ま
ず
最
初
に
見
て
お
く
こ
と
 
は
、
本
 

書
を
理
解
す
る
上
で
、
ま
た
本
書
を
紹
介
す
る
上
で
必
須
で
も
あ
 
り
、
ま
 

た
 重
要
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
一
言
で
言
え
 

ば
 、
「
 
前
 

書
き
」
の
冒
頭
の
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、
「
近
代
ム
ロ
 理
 主
義
の
桂
 

桔
か
ら
 

藤
田
正
勝
 

岩
波
書
店
一
九
九
四
年
五
月
二
七
日
刊
 

A
5
 判
二
六
九
頁
二
三
 00
 
円
 

  
上せナ 聖書に 

お 

  
る 

「知日 

慧 
  
満 
ち 

た全 

身   

払冊 目 --     

  



評
 

主
日
 

ヵ
 

 
 

 
 

の
 解
放
」
の
方
途
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
 
。
現
代
 

に
お
け
る
「
他
者
と
の
断
絶
」
、
「
自
然
と
の
絶
縁
」
を
近
代
ム
ロ
 
理
 正
義
 が
 

も
た
ら
し
た
帰
結
と
見
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
理
性
な
 いし
 悟
 

性
 に
依
拠
し
た
「
メ
タ
・
フ
ィ
ジ
カ
 

-
 
形
而
上
学
二
で
は
な
く
、
 

「
見
 -
 
人
 

問
 全
体
二
に
依
拠
し
た
「
メ
タ
・
 ェ
チ
カ
 
（
形
而
上
学
こ
を
 
確
 立
 す
る
 

こ
と
が
著
者
の
根
本
的
な
意
図
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
 
し
単
な
 

る
反
 ム
コ
里
主
義
、
あ
る
い
は
 反
 啓
蒙
主
義
へ
の
転
換
が
意
図
さ
れ
 て
い
た
 

の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

そ
 の
 占
を
 

著
者
は
「
理
性
・
悟
性
を
も
包
摂
・
統
合
す
る
智
慧
に
ま
で
至
ろ
 
ぅ
と
す
 

る
 」
 宇
 前
書
き
」
 
X
 頁
 ）
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
る
。
 

そ
の
た
め
の
手
が
か
り
と
さ
れ
た
の
が
道
元
の
「
正
法
眼
蔵
」
と
 
聖
書
 

と
の
身
体
 観
 で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
考
察
 
が
な
さ
 

れ
た
の
は
、
 窓
意
 的
な
選
択
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
近
代
合
理
 正
義
 の
 

克
服
と
い
う
問
題
へ
の
著
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
そ
れ
自
体
と
 
深
く
関
 

わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
宗
教
体
験
と
哲
学
の
交
わ
る
と
こ
ろ
に
 

身
を
置
」
 

く
 
二
一
四
五
頁
 -
 こ
と
が
著
者
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
り
、
戦
略
 であ
っ
 

た
 。
そ
れ
を
支
え
る
の
は
次
の
よ
う
な
信
念
で
あ
る
。
「
近
代
を
超
 

克
す
る
 

思
想
を
基
礎
づ
け
る
も
の
は
、
理
論
的
な
そ
れ
で
は
な
く
、
深
い
 
宗
教
 体
 

験
 で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
一
同
 
-
 と
い
う
確
信
が
本
書
を
そ
の
 

根
 底
 に
お
 

い
 て
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
の
宗
教
体
験
の
二
つ
の
大
き
な
 

源
泉
が
 、
 

一
方
で
 は
 禅
で
あ
り
、
他
方
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
で
あ
っ
た
 

@
 
」
と
が
、
 

「
正
法
眼
蔵
」
と
聖
書
と
い
う
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
考
察
の
対
象
 

と
さ
せ
 

に
 の
で
あ
る
。
 

本
書
は
十
章
か
ら
な
る
が
、
大
き
く
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
 

 
 

て
 れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
題
さ
れ
て
い
る
。
「
 
@
 
 真
の
身
体
 観
 を
求
 め
て
」
 、
 

「
Ⅱ
聖
書
・
道
元
の
身
の
形
而
上
学
」
、
「
Ⅲ
道
元
の
「
智
慧
 に
 満
ち
 

た
 全
身
」
論
」
、
「
Ⅳ
聖
書
の
「
智
慧
に
満
ち
た
全
身
」
論
」
、
 

以
  
 

つ
で
あ
る
。
第
 
I
 部
と
第
Ⅱ
 部
 と
は
、
岩
波
講
座
「
宗
教
と
科
学
 」
第
八
 

巻
に
 
「
宗
教
と
身
体
」
と
い
う
表
題
で
発
表
さ
れ
た
も
の
を
も
と
 

に
 新
た
 

に
 執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
一
つ
の
論
文
で
あ
っ
た
 こと
か
 

ら
 言
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
共
通
の
意
図
に
貫
か
れ
て
い
る
。
 

つ
 ま
り
 現
 

代
の
日
本
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
展
開
さ
れ
て
い
る
身
体
論
が
持
 つ
 欠
陥
 

を
 補
完
す
る
と
い
う
意
図
か
ら
こ
の
二
つ
の
部
分
は
書
か
れ
て
い
 
る
 。
 著
 

者
に
よ
れ
ば
一
方
で
は
確
か
に
現
代
日
本
に
お
い
て
も
身
体
を
め
 
ぐ
っ
て
 

多
く
の
論
が
展
開
さ
れ
、
と
り
わ
け
東
洋
の
伝
統
的
な
身
体
観
に
 
対
し
て
 

再
評
価
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
そ
こ
に
共
通
し
 
た
 欠
陥
 

が
 見
出
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
す
べ
て
の
西
洋
の
身
体
論
が
心
 
身
 ニ
元
 

論
 に
立
脚
し
、
東
洋
に
の
み
 
身
 小
一
元
論
が
あ
る
と
い
う
偏
見
が
 

支
配
的
 

で
あ
る
点
で
あ
り
、
第
二
に
、
東
洋
の
身
心
一
如
 
は
 つ
い
て
論
じ
 ら
れ
る
 

場
合
に
、
そ
の
主
張
が
哲
学
的
な
根
拠
づ
け
を
欠
い
て
い
る
点
で
 
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、
 

第
 1
 部
 、
第
Ⅱ
部
に
お
い
て
は
 、
ア
 

リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
霊
魂
と
身
体
と
の
「
 
実
体
的
 

一
致
 論
 」
が
紹
介
さ
れ
、
ま
た
聖
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
「
 

身
 体
 」
が
 、
 

霊
魂
か
ら
区
別
さ
れ
た
肉
体
で
は
な
く
、
「
神
の
霊
」
に
よ
っ
て
 

生
 か
さ
れ
 

た
 具
体
的
人
間
全
体
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
 
。
さ
ら
 

に
 道
元
の
身
体
観
の
特
徴
が
、
万
物
の
根
源
で
あ
る
 道
 
宇
佐
 の
  
 

 
 

ち
と
か
ら
世
界
と
身
体
と
が
見
ら
れ
て
い
る
占
に
あ
る
こ
と
、
 

ま
 た
そ
の
 

 
 

よ
う
な
観
点
か
ら
「
 尽
 十
方
世
界
真
実
人
体
」
一
尺
十
方
世
界
が
そ
 

の
ま
ま
 

真
実
人
体
で
あ
る
こ
と
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
 
3
3
 

 
 

第
 Ⅲ
 部
 、
第
Ⅳ
部
で
は
、
第
 I
 部
、
第
Ⅱ
部
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
 た
テ
 



｜
ゼ
を
 前
提
に
し
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
道
元
 お
よ
び
 

聖
書
の
身
体
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
二
部
は
既
発
表
で
あ
り
、
 
一
部
 は
 

書
き
下
ろ
し
で
あ
る
 
-
 
。
そ
の
際
二
つ
の
部
分
を
貫
く
キ
ー
・
 

ワ
｜
 ド
と
 な
 

っ
て
い
る
の
は
「
智
慧
に
満
ち
た
全
身
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
 

。
 第
 Ⅲ
 

部
 で
は
ま
ず
「
正
法
眼
蔵
」
 
-
 
七
十
五
巻
本
 
-
 の
第
二
「
 摩
詞
 般
若
 波
羅
蜜
」
 

か
 取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
で
道
元
は
「
観
自
在
菩
薩
 
0
 行
 深
 

般
若
波
羅
蜜
多
時
は
、
 
浬
夏
 の
魚
見
二
 %
 皆
 空
な
り
。
五
組
は
色
 

受
 
・
 

想
 
・
 ケ 
・
 誠 な
り
、
五
枚
の
般
若
な
り
。
 

照
 見
、
こ
れ
般
若
な
り
 
」
と
 記
 

し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
通
常
の
「
般
若
心
経
」
の
解
釈
の
よ
う
に
 
、
胎
児
 

と
い
う
は
た
ら
き
と
そ
の
対
象
で
あ
る
五
組
と
が
二
元
対
立
的
に
 
見
ら
れ
 

て
い
ず
、
 滞
身
と
 般
若
と
の
一
体
性
が
王
 張
 さ
れ
て
い
る
占
に
 
著
 者
は
注
 

目
す
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
 津
身
 」
は
、
五
組
 が
皆
 空
で
あ
る
 
こ
と
を
 

照
 見
す
る
主
体
で
は
な
く
、
全
身
般
若
と
化
し
た
菩
薩
の
身
体
全
 
体
 を
意
 

抹
 し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
万
法
 -
 
す
べ
て
の
事
物
 
-
 と
 一
つ
 に
な
っ
 

た
 全
身
で
も
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
に
道
元
の
身
体
論
の
核
心
を
見
 

ぃ
 だ
す
。
 

さ
ら
に
著
者
は
こ
の
「
智
慧
に
満
ち
た
全
身
」
論
を
道
元
の
思
想
 
の
根
 

幹
 と
し
て
、
あ
る
い
は
「
正
法
眼
蔵
」
全
巻
の
「
ア
ル
ケ
ー
」
と
 
し
て
と
 

ら
え
る
。
こ
の
よ
う
な
 
観
 占
か
ら
 第
 Ⅲ
 部
 第
六
章
で
は
「
正
法
眼
 蔵
 」
 の
 

主
要
な
部
分
 

-
 
「
現
成
公
案
」
、
「
一
類
明
珠
」
、
「
行
 
伍
 威
儀
」
一
の
 解
釈
が
 

ほ
ど
こ
さ
れ
、
そ
の
主
張
の
正
当
性
が
確
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
 
第
七
章
 

で
は
、
後
に
達
磨
宗
の
王
だ
っ
た
人
た
ち
の
入
門
を
契
機
に
書
か
 

れ
た
「
 坐
 

禅
蔵
 」
が
 
-
 
著
者
は
そ
れ
を
、
坐
禅
三
昧
の
不
可
説
で
 % 分
節
な
 全
体
 知
 

を
 、
 %
 分
節
な
ま
ま
に
三
題
化
し
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
Ⅰ
「
 
津
身
般
 

若
 」
の
思
想
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
 

第
 Ⅳ
部
で
は
聖
書
の
創
世
記
二
章
の
記
述
を
手
が
か
り
に
こ
 

こ
で
 

は
そ
れ
は
「
正
法
眼
蔵
」
と
同
じ
次
元
で
、
つ
ま
り
啓
示
の
書
 
と
 し
て
で
 

は
な
く
、
宗
教
体
験
を
表
現
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
 

 
 

聖
書
の
人
間
観
、
身
体
 観
 が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
 明
ら
か
 

 
  
 

に
す
る
た
め
に
著
者
は
、
あ
え
て
「
神
体
験
は
心
で
得
る
の
か
、
 

そ
れ
と
 

も
 身
で
得
る
の
か
」
二
八
 0
 頁
 -
 と
い
う
問
い
を
立
て
る
。
そ
し
 

て
そ
れ
 

に
 対
し
て
「
身
で
得
る
」
と
い
う
答
え
を
出
す
。
神
に
相
対
す
る
 
 
 

神
に
よ
っ
て
「
生
命
の
霊
」
を
吹
き
込
ま
れ
、
「
生
け
る
 

身
 」
と
せ
 っ
 た
人
 

間
 に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
生
け
る
 
身
 」
と
し
て
人
間
は
  
 

そ
し
て
他
者
に
、
ま
た
世
界
に
開
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
生
ム
 

叩
 の
 霊
 」
 

を
 吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
、
 
神
 
・
人
間
・
世
界
の
全
体
 
知
 
（
 
愛
 -
 を
 与
え
 

ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
人
間
は
聖
書
に
お
 

い
て
「
 全
 

体
知
 に
満
ち
た
全
身
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
著
者
 
は
 主
張
 

す
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
、
創
世
記
二
章
の
解
 
釈
 が
試
 

み
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
神
体
験
か
ら
得
ら
れ
た
全
体
 
知
 を
分
 節
 化
し
 

た
 
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
み
解
か
れ
て
い
る
。
 

さ
て
以
上
で
本
書
の
内
容
を
ご
く
簡
単
に
概
観
し
た
が
、
本
書
は
 
宗
教
 

体
験
か
ら
出
発
し
た
身
体
論
と
し
て
従
来
に
な
い
興
味
深
い
知
見
 を 提
示
 

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
読
む
過
程
で
評
者
は
同
時
に
さ
ま
ざ
 
ま
な
 疑
 

問
 ・
疑
念
を
抱
い
た
。
そ
れ
を
最
後
に
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
書
評
 

と
し
て
 

の
 責
を
果
た
す
こ
と
に
し
た
 

著
者
の
意
図
が
「
近
代
合
理
主
義
の
 栓
 桔
か
ら
の
解
放
」
と
い
，
 
つ
と
こ
 

ろ
に
あ
る
こ
と
を
上
で
見
た
。
し
か
し
否
定
さ
れ
る
べ
き
「
近
代
 
ム
口
曳
 主
 

義
 」
の
本
質
が
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
本
書
か
ら
は
浮
か
び
 
上
 が
っ
て
 

こ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ル
ト
の
小
身
二
元
論
や
、
そ
の
帰
結
 
と
  
 

「
他
者
と
の
断
絶
」
、
あ
る
い
は
「
自
然
と
の
絶
縁
」
に
は
舌
口
 反
 さ
 れ
て
い
 



書評と 

お 考 る
 。
し
か
し
「
近
代
ム
ロ
里
主
義
」
が
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
 

ば
む
 か
 っ
た
歴
 

史
的
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
心
身
二
元
論
と
は
 
別
 の
 身
 

体
 観
を
提
示
す
る
こ
と
で
克
服
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
な
の
 
か
、
あ
 

る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
思
考
や
存
在
は
、
こ
の
ム
ロ
里
主
義
に
よ
っ
て
 

も
つ
と
 

根
本
的
な
仕
方
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
等
々
の
間
 いは
こ
 

こ
で
は
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
問
題
の
所
 
在
 を
明
 

確
 化
す
る
こ
と
が
、
結
局
そ
れ
を
克
服
す
る
方
途
を
示
す
こ
と
に
 
つ
な
が
 

り
 、
ま
た
そ
れ
を
説
得
力
の
あ
る
も
の
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
 
る
  
 

著
者
は
ま
た
そ
の
意
図
を
「
身
の
メ
タ
・
 

エ
 チ
カ
」
の
樹
立
と
い
 
,
@
 

ノ
 @
=
 

口
 

葉
 で
も
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
「
メ
タ
・
 

ェ
 チ
カ
」
が
何
を
意
 
抹
 す
る
 

か
は
本
書
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
二
道
の
形
而
上
学
 
し
 に
お
い
 て
は
「
 道
 

の
 メ
タ
・
 エ
 チ
カ
」
に
つ
い
て
の
簡
単
な
説
明
が
あ
る
が
一
同
主
星
 

八
一
一
一
具
、
 

そ
こ
で
も
エ
チ
 
カ
と
 メ
タ
・
 
エ
チ
カ
 と
の
違
い
に
つ
い
て
明
確
に
 

は
語
ら
 

れ
て
い
な
い
 -
 、
そ
れ
が
本
書
の
い
わ
ば
 
鍵
 概
念
で
あ
る
か
ぎ
り
、
 
「
メ
タ
 

エ
 チ
カ
」
、
そ
し
て
「
身
の
メ
タ
・
 
エ
 チ
カ
」
が
何
を
意
味
す
る
の
 
か
、
本
 

書
 に
お
い
て
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
同
時
に
 

ま
た
「
 メ
 

タ
 ・
 エ
 チ
カ
」
と
、
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
「
メ
タ
・
フ
ィ
ジ
 カ 」
 と
の
 両
 

方
に
 
「
形
而
上
学
」
と
い
う
日
本
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
 

で
 著
者
 

が
 何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
、
本
書
を
通
読
し
た
あ
と
も
評
者
に
 
は
 不
明
 

の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
 

著
者
は
本
書
で
、
西
洋
の
身
体
論
が
す
べ
て
心
身
二
元
論
に
立
脚
 
し
て
 

い
る
と
い
う
偏
見
を
退
け
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
、
さ
ら
 
に
 聖
主
日
 

の
 身
体
現
 そ
 そ
れ
に
対
置
し
て
い
る
。
そ
れ
自
体
は
き
わ
 め
て
興
味
深
い
 

察
 で
あ
る
が
、
し
か
し
逆
に
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
上
 
に
 な
 

東
洋
の
身
体
論
に
目
を
向
け
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
問
題
 に
な
 

る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
先
に
見
た
よ
う
に
、
「
宗
教
体
験
」
を
 

出
 発
 点
と
 

す
る
著
者
の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
は
 

心
鋲
 的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 
体
験
の
 

上
か
ら
心
殊
的
で
あ
る
も
の
が
、
哲
学
的
に
も
同
時
に
必
 
鋲
 的
で
 あ
る
と
 

は
 必
ず
し
も
舌
口
え
な
い
。
現
代
日
本
の
身
体
論
の
共
通
の
欠
陥
 

と
 し
て
 著
 

者
は
、
哲
学
的
根
拠
の
欠
落
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 
主
 張
は
著
 

者
 自
身
に
も
は
ね
か
え
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

「
聖
書
の
身
体
 親
 は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
禅
の
身
小
一
如
と
一
致
 
す
る
」
 

エ
八
一
頁
）
と
い
う
の
が
本
書
に
お
け
る
著
者
の
根
本
的
な
玉
帳
 

で
 あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
両
者
に
共
通
し
て
心
身
二
元
論
を
越
え
る
も
の
を
 
見
ぃ
 だ
す
こ
 

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
テ
ー
ゼ
を
全
面
的
に
王
 
張
す
 る
こ
と
 

が
は
た
し
て
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
神
に
よ
っ
て
「
主
ム
 

叩
 の
 霊
 」
 

を
 吹
き
込
ま
れ
た
「
生
け
る
 身
 」
と
し
て
の
 
人
 問
と
、
道
元
が
「
 身
心
一
 

如
 」
と
い
う
こ
と
ぼ
で
 

一
 あ
る
い
は
著
者
も
引
用
す
る
「
正
法
眼
 蔵
随
聞
 

記
し
 め
 
「
心
を
放
下
し
て
、
知
見
解
会
を
捨
て
る
時
、
得
る
な
り
 

」
と
い
 

う
こ
と
ば
で
）
舌
ロ
 い
 表
そ
う
と
し
た
事
柄
と
を
す
ぐ
に
等
 宣
 す
る
 こ
と
が
 

で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
主
張
に
よ
っ
て
新
た
に
発
見
さ
れ
る
 
側
面
の
 

あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
上
の
 テ｜
 ゼ
の
全
 

面
的
な
玉
帳
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
 

以
上
、
本
書
を
読
む
過
程
で
筆
者
が
抱
い
た
疑
問
を
列
挙
し
た
が
 
、
本
 

書
 が
子
ぶ
べ
き
知
見
に
満
ち
た
書
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
 

こ
の
 占
 

を
 最
後
に
強
調
し
て
筆
を
欄
く
こ
と
に
し
た
 

  



本
書
の
著
者
加
藤
智
見
 氏
は
 、
か
っ
て
労
作
「
 親
牡
と
 
ル
タ
ー
」
（
 早
稲
 

日
大
学
出
版
部
）
を
上
梓
さ
れ
た
が
、
本
書
は
そ
の
続
編
と
も
い
 
う
べ
き
 

も
の
で
あ
る
。
 
前
著
が
 親
鸞
 と
 ル
タ
ー
と
い
う
二
大
思
想
家
の
内
 

面
的
 戦
 

い
と
求
道
の
姿
を
描
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
本
書
は
教
団
 
形
成
者
 

と
し
て
の
蓮
如
と
ル
タ
ー
の
比
較
研
究
で
あ
る
。
本
書
は
前
著
に
 
 
 

る
と
分
析
的
と
い
う
よ
り
は
物
語
的
な
文
体
で
あ
る
よ
う
に
 
思
 わ
  
 

た
が
っ
て
、
一
見
し
て
啓
蒙
的
な
書
で
あ
る
と
の
印
象
を
受
け
る
 
 
 

し
よ
く
見
る
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
相
違
は
む
し
ろ
 
両
書
が
 扱
う
対
 

象
の
相
違
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
興
味
ぶ
か
 い
 。
 と
  
 

は
 、
こ
こ
で
は
親
鸞
を
継
承
し
つ
つ
も
 親
鴬
 と
は
異
な
る
課
題
を
 
背
負
っ
 

た
 人
物
で
あ
る
蓮
如
が
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
あ
る
。
蓮
如
は
民
衆
の
 
中
へ
入
 

り
 、
民
衆
に
親
鸞
的
仏
教
の
本
質
を
噛
み
砕
い
て
布
教
し
た
人
物
 

で
あ
る
。
 

著
者
は
そ
の
よ
う
な
蓮
如
に
お
け
る
教
え
の
「
平
易
さ
」
に
幾
度
 とな
く
 

触
れ
て
お
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
本
書
の
平
易
な
物
語
風
の
叙
述
は
そ
 
 
 

な
 蓮
如
に
よ
く
マ
ッ
チ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

評
者
は
親
鸞
や
蓮
如
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
の
門
外
漢
で
あ
り
、
 

ま
た
 

ル
タ
ー
に
つ
い
て
の
知
識
も
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
た
ず
さ
わ
る
 
者
 と
し
 

金
井
新
三
 

法
蔵
錦
一
九
九
二
年
六
月
一
 
0
 日
刊
 

四
六
判
 

三
 二
一
頁
二
九
 0
0
 
円
 

加
藤
智
見
 著
 

「
蓮
如
と
ル
タ
ー
教
団
形
成
の
原
 旦
 

  
      も が よ タ さ し面よ不弟 つ取 く の え そ る で む こ 
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と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
著
者
は
教
団
団
 
究
 と
い
 

ラ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
提
言
口
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
 

。
そ
れ
 

は
 、
教
団
と
い
え
ど
も
創
始
者
や
重
要
な
リ
ー
ダ
ー
が
あ
っ
て
の
 
教
団
で
 

あ
り
、
教
団
形
成
は
、
ま
ず
そ
の
創
始
者
や
リ
ー
ダ
ー
の
資
質
に
 
多
く
を
 

 
 

殆
ど
決
定
的
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
 

 
 

と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
団
論
は
、
ま
ず
そ
の
部
分
か
ら
や
 
ら
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
本
書
は
ま
さ
に
そ
の
試
み
な
の
で
あ
る
。
 

教
団
 人
 と
し
て
の
蓮
如
に
つ
い
て
は
、
彼
が
深
く
親
鸞
を
継
承
し
 つつ
 

も
そ
れ
を
平
易
化
し
ま
た
民
衆
化
し
た
こ
と
を
著
者
は
繰
り
返
し
 
強
調
し
 

て
い
る
。
そ
れ
は
特
に
、
親
鸞
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
後
生
」
 

の
 強
調
 

に
み
ら
れ
る
。
死
後
の
往
生
は
一
般
民
衆
に
と
っ
て
は
抜
き
が
た
 
い
 関
、
心
 

事
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
蓮
如
に
と
っ
て
そ
れ
を
受
け
止
め
る
こ
と
 
は
 心
殊
 

的
な
こ
と
で
あ
り
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
あ
え
て
吾
一
 

口
ぇ
ば
、
 

求
道
よ
り
も
布
教
と
い
う
場
に
立
つ
蓮
如
の
面
目
が
あ
る
。
同
じ
 

こ
と
は
、
 

蓮
如
に
お
け
る
平
易
な
「
御
文
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
の
よ
 
う
 な
 多
 

く
の
文
章
を
人
々
に
書
き
与
え
た
こ
と
は
い
か
に
も
蓮
如
ら
し
い
 
こ
と
で
 

あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
蓮
如
が
綿
密
な
計
算
の
上
で
居
住
の
地
を
 
そ
の
つ
 

ど
 決
め
た
こ
と
や
、
他
宗
派
、
他
宗
教
に
た
い
す
る
寛
大
な
態
度
 
に
も
、
 

か
れ
の
布
教
の
人
と
し
て
の
姿
勢
や
配
慮
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
 
よ
う
な
 

蓮
如
の
特
徴
は
、
や
や
も
す
れ
ば
親
鸞
か
ら
の
堕
落
で
あ
る
か
の
 
ご
と
く
 

安
易
に
批
判
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
と
著
者
は
舌
口
 

ぅ
 。
 そ
れ
は
 

表
層
の
 キ
 レ
イ
 事
 し
か
見
よ
う
と
し
な
い
者
の
浅
薄
な
批
判
で
 し
か
な
 

親
嶌
 の
 思
 想
の
高
み
か
ら
下
向
し
て
民
衆
に
接
続
し
ょ
う
と
す
る
 
蓮
 

に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
真
の
方
便
を
模
索
す
る
真
摯
な
教
団
人
の
 

姿
 を
 

」
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
布
教
者
、
教
団
 

人
 と
し
て
の
蓮
如
の
居
 
想
 と
実
 

践
は
 、
還
相
廻
向
と
し
て
総
括
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
た
い
し
て
、
著
者
は
い
か
な
る
ル
タ
ー
を
対
比
す
る
の
で
 
あ
ろ
 

う
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
に
も
ま
た
還
相
的
実
践
の
姿
勢
 
が
 濃
厚
 

に
み
ら
れ
る
。
ル
タ
ー
も
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
、
民
衆
の
基
底
に
 
ま
で
 下
 

り
 立
っ
た
人
と
し
て
福
音
を
平
易
化
す
る
こ
と
に
心
を
砕
い
た
。
 

聖
書
の
 

ド
イ
ツ
語
訳
 
や
 、
大
小
の
教
理
問
答
書
の
作
成
に
そ
の
こ
と
は
 十 公
示
さ
 

れ
て
い
る
。
大
衆
教
育
の
必
要
性
を
王
 張 し
た
こ
と
も
、
家
庭
先
 
活
 を
重
 

現
 し
た
こ
と
も
、
や
は
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
こ
と
 
 
 

｜
 
に
お
い
て
は
、
万
人
の
、
信
仰
に
お
け
る
、
神
の
前
で
の
平
等
 
の
 確
信
 

に
よ
っ
て
す
べ
て
貫
通
さ
れ
て
い
る
。
 

押
 へ
と
向
か
う
往
相
的
 
信
   

時
に
人
々
へ
の
愛
の
行
為
と
し
て
の
強
い
還
相
的
実
践
を
帰
結
す
 る
こ
と
 

は
 、
親
鸞
と
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
特
に
蓮
如
と
同
じ
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
り
多
く
蓮
如
と
ル
タ
ー
の
類
似
性
を
捉
え
て
い
る
比
較
 
弘
布
 

@
-
 

口
，
 

@
 
-
 
ヒ
 

つ
い
て
舌
口
え
ば
、
も
と
よ
り
十
分
な
説
得
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
 

 
 

で
は
あ
る
が
、
や
や
問
題
を
感
じ
る
占
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 

そ
 れ
は
 

蓮
如
と
ル
タ
ー
を
比
較
す
る
以
上
は
止
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
 
 
 

著
者
が
蓮
如
と
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
 一
 ル
タ
ー
の
協
力
者
で
あ
り
、
 
ル
  
 

く
ら
べ
れ
ば
遥
に
「
教
団
形
成
的
」
感
覚
に
す
ぐ
れ
た
人
で
あ
っ
 
た
と
 @
=
 

目
 

わ
れ
る
一
を
比
較
し
た
な
ら
ば
、
よ
り
明
瞭
な
教
団
 
人
 と
し
て
の
 対
比
が
 

で
き
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
蓮
如
に
対
抗
し
う
る
 
ほ
 ど
の
 思
 

想
 的
な
深
み
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
と
著
者
は
考
え
た
こ
と
で
あ
 
ろ
う
。
 

し
た
が
っ
て
、
や
は
り
ル
タ
ー
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
評
者
も
 
そ
れ
で
 

 
 
 
 

よ
い
と
思
う
が
、
た
だ
そ
の
代
償
は
、
蓮
如
ほ
ど
に
は
典
型
的
な
 
教
団
 人
 

で
は
な
か
っ
た
ル
タ
ー
が
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
る
 
。
そ
こ
 

甜
 

 
 

に
 読
者
と
し
て
は
、
一
抹
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
 



換
言
す
る
な
ら
、
親
鸞
と
蓮
如
の
二
人
を
ル
タ
ー
一
人
に
受
け
止
 
め
さ
せ
 

る
の
は
や
や
 佃
理
 が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
 

 
 

結
論
的
に
舌
口
え
ば
、
評
者
の
受
け
た
印
象
は
 
、
 ル
タ
ー
は
よ
り
 
親
 億
に
近
 

く
 、
そ
の
分
だ
け
、
教
団
形
成
者
と
し
て
は
蓮
如
に
は
及
ば
な
い
 とい
う
 

も
の
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
「
蓮
如
と
ル
タ
ー
」
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 実
は
 、
著
 者
は
 

今
私
が
述
べ
た
も
の
を
補
っ
て
余
り
あ
る
よ
う
な
大
問
題
を
提
示
 
す
る
こ
 

と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
王
法
と
仏
法
、
教
会
と
現
世
（
政
治
）
 

0
 間
 題
 

で
あ
る
。
蓮
如
は
一
向
一
 
%
 に
 直
面
し
、
ま
た
ル
タ
ー
は
農
民
戦
 争
 に
直
 

面
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
蓮
如
と
ル
タ
ー
は
 
、
そ
れ
 

ぞ
れ
に
こ
の
問
題
の
古
典
的
事
例
と
し
て
一
度
は
比
較
論
の
姐
上
 
に
 乗
せ
 

る
べ
き
人
物
だ
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
に
お
い
て
そ
れ
 
が
ど
の
 

様
に
類
似
し
ま
た
相
違
し
て
い
る
か
は
実
に
興
味
の
そ
そ
ら
れ
る
 こと
な
 

の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
つ
い
て
、
紙
数
の
関
係
正
結
論
だ
け
を
言
え
ば
、
蓮
如
も
 
 
 

｜
 も
と
も
に
王
法
や
俗
 権
 に
た
い
す
る
 佃
謀
 な
反
抗
を
戒
め
る
こ
 
と
に
な
 

っ
た
 。
そ
の
場
合
、
両
者
は
共
通
し
て
、
宗
教
 -
 
仏
法
や
教
 ム
巴
 の
 立
場
 

を
 内
面
性
に
求
め
、
信
仰
を
心
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
 よう
  
 

を
 説
得
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
仏
法
と
王
法
、
教
会
と
 俗権
 と
を
 内
外
二
 

公
法
的
に
分
離
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
で
は
真
俗
二
諦
論
 
、
キ
リ
 

ス
ト
教
で
は
二
王
国
論
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
蓮
如
と
 
か
タ
 ｜
 は
あ
 

い
 並
ん
で
、
正
伝
具
合
論
や
千
年
王
国
論
と
対
立
す
る
根
本
的
な
 
も
う
 
一
 

つ
の
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
 
そ
の
よ
 

う
な
方
向
を
取
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
 
 
 

著
者
に
よ
れ
ば
、
蓮
如
の
場
合
、
一
挺
農
民
の
軽
信
と
妄
動
は
余
 
 
 

明
白
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
一
向
の
徒
を
権
力
に
よ
っ
て
壊
滅
さ
せ
 
ま
い
と
 

 
 

い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
ル
タ
ー
も
ま
た
、
農
民
の
中
に
反
 福
音
的
は
 

な
 
「
 肉
 と
自
己
愛
」
を
見
て
取
っ
た
こ
と
や
、
ま
た
、
農
民
を
守
 ろ
う
と
 

 
 
 
 

し
た
こ
と
で
も
、
蓮
如
と
ま
っ
た
く
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
 
ら
に
、
 

著
者
は
両
者
の
相
違
と
し
て
は
、
蓮
如
が
こ
れ
を
経
て
な
お
か
つ
 
王
法
に
 

た
い
し
て
相
対
的
な
独
立
を
保
ち
え
た
の
に
た
い
し
て
、
ル
タ
ー
 
の
場
合
 

は
俗
権
 
に
た
い
す
る
後
退
が
著
し
く
、
教
会
形
成
が
大
き
く
 
俗
権
 に
 取
り
 

込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
著
者
は
こ
の
間
 
題
が
還
 

相
酌
実
践
者
と
し
て
不
可
避
の
問
題
で
あ
り
、
た
と
え
蓮
如
や
 
か
  
 

選
択
が
一
定
の
妥
協
や
矛
盾
す
ら
含
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
 
教
 固
形
成
 

者
と
し
て
止
む
を
 得
 ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
 

そ
 う
し
た
 

一
切
が
ま
さ
し
く
教
団
形
成
の
原
由
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
問
題
 

な
の
だ
 

と
 言
う
。
 

こ
の
比
較
論
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
著
者
の
指
摘
は
も
っ
と
 
も
な
 

も
の
と
首
肯
で
き
る
。
評
者
自
身
は
 
、
 
ル
タ
ー
宗
教
改
革
は
そ
も
 
そ
も
 ル
 

タ
 ー
と
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
 
ら
俗
権
 と
の
里
俗
分
業
的
な
共
同
作
業
 で
は
な
 

か
っ
た
の
か
と
い
う
見
方
を
す
る
者
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
 
、
 俗
権
 

へ
の
妥
協
と
か
後
退
な
ど
は
、
い
わ
ば
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
 

い
た
こ
 

と
と
す
ら
思
え
る
の
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
そ
の
生
存
そ
の
も
の
を
 
俗
権
に
 

依
存
し
て
い
た
。
ま
た
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
、
農
民
を
指
導
す
る
 
同
じ
 プ
 

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
急
進
派
と
い
う
強
力
な
存
在
が
あ
っ
た
 

-
 
」
と
も
 、
蓮
如
 

に
は
な
い
緊
張
要
因
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
結
果
、
ル
タ
ー
は
 一層
倍
 

権
の
側
に
身
を
寄
せ
、
硬
直
的
な
二
者
択
一
を
農
民
に
迫
る
こ
と
 
に
な
っ
 

た
と
 =
=
 

ロ
 え
よ
う
。
ま
た
蓮
如
に
は
そ
の
よ
う
な
事
情
が
な
か
つ
た
 

@
 」
と
が
、
 

彼
が
よ
り
柔
軟
で
あ
り
え
た
こ
と
や
、
王
法
に
も
距
離
を
保
て
た
 こと
の
 



書評と紹介 

一
つ
の
理
由
と
は
い
え
ま
い
か
。
 

な
お
論
じ
た
い
こ
と
は
多
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
著
者
が
前
著
 「
 
親
 

驚
と
 ル
タ
ー
」
と
本
書
日
蓮
如
と
ル
タ
ー
」
に
よ
っ
て
、
わ
が
 
国
 に
お
け
 

る
 
「
浄
土
真
宗
と
 プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
問
題
に
新
し
い
 

光
 を
 投
げ
 

掛
け
ら
れ
た
こ
と
を
 f
t
f
 

ロ
び
た
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本
書
は
基
本
的
に
は
、
明
治
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
既
成
仏
教
 
教
団
 

の
 内
外
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
形
成
さ
れ
た
教
会
・
結
社
の
設
立
 
課
 程
 と
そ
 

の
 思
想
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
初
期
の
日
本
に
 
お
け
る
 

仏
教
教
団
再
編
成
と
近
代
思
想
樹
立
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
 
と
し
た
 

も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
本
書
の
第
一
章
 
@
 第
三
章
の
前
半
と
、
 
第
四
章
 

@
 第
六
章
の
後
半
と
で
ほ
問
題
意
識
と
研
究
万
法
に
若
干
の
ず
れ
 
が
 見
ら
 

ね
 、
前
半
に
お
い
て
は
教
会
・
結
社
の
問
題
が
正
面
か
ら
論
じ
る
 
れ
て
ぃ
 

る
が
、
後
半
で
は
、
仏
教
思
想
の
展
開
が
中
小
テ
ー
マ
と
な
り
、
 

時
期
的
 

に
も
明
治
二
十
年
代
 @
 
三
十
年
代
の
思
想
が
論
述
の
中
心
と
な
 っ
て
 
い
 

る
 。
も
ち
ろ
ん
後
半
で
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
は
、
「
開
明
思
潮
」
に
 

関
す
る
 

教
学
論
争
（
第
四
土
量
に
せ
よ
、
「
破
邪
顕
正
」
思
想
 

-
 
第
五
三
 号
 
に
せ
よ
、
 

戒
律
と
倫
理
の
問
題
 一
 
第
六
三
革
に
せ
 
よ
 、
い
ず
れ
も
教
会
・
 
結
 社
 活
動
 

の
中
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
思
想
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
 
思
 想
 が
 -
 
別
 

半
の
教
会
・
結
社
の
問
題
と
の
緊
密
な
関
係
の
上
で
検
討
さ
れ
、
 

論
述
さ
 

 
 
 
 

れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
本
書
の
タ
イ
ト
ル
 

や
 、
序
章
や
終
章
 

 
 

が
き
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
著
者
の
問
題
意
識
を
見
る
と
、
本
主
 

 
 

 
 

は
 、
教
会
・
結
社
の
時
代
背
景
 や 、
そ
の
先
駆
的
形
態
と
思
想
を
 扱
っ
た
 

藤
井
健
志
 

力
水
書
房
一
九
九
四
年
二
月
二
七
日
刊
 

A
 五
刑
四
四
六
頁
 
一
 0 、
 
0
0
0
 
円
 

池
田
英
俊
 著
 

「
明
治
仏
教
教
会
・
結
社
史
の
研
究
」
 



第
一
章
、
教
会
・
結
社
史
の
分
析
と
諸
事
例
を
紹
介
し
た
第
三
 早
 （
こ
こ
 

で
は
仏
教
の
北
海
道
布
教
の
問
題
も
扱
わ
れ
て
い
る
一
、
特
に
曹
洞
 

宗
 に
お
 

け
る
教
会
・
結
社
の
問
題
を
扱
っ
た
第
三
章
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
 
か
で
あ
 

る
 。
 

さ
て
仏
教
に
お
け
る
教
会
・
結
社
は
、
近
代
日
本
仏
教
を
考
え
る
 
際
に
 

は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
、
本
書
で
は
繰
り
返
し
 王張
さ
 

れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
仏
教
に
お
け
る
教
会
・
結
社
は
明
 
冶
工
 午
 

Ⅰ
一
七
頁
 -
 か
ら
七
年
一
一
 
0
 三
頁
 -
 ，
」
ろ
に
仏
教
復
興
と
国
民
 教
化
の
 

課
題
を
担
っ
て
登
場
し
（
 @
 
」
の
時
期
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
体
系
 

的
に
は
 

記
述
さ
れ
て
い
な
い
 
-
 、
明
治
十
年
代
に
盛
況
を
む
か
え
る
。
 

教
 会
 ・
結
社
 

に
は
宗
派
 
-
 既
成
仏
教
教
団
 -
 を
こ
え
た
「
諸
宗
派
協
同
」
の
 教
 会
 
・
 結
 

社
 
（
た
と
え
ば
和
敬
 ふ
巴
と
 、
各
宗
派
内
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
（
 た
と
え
 

ば
 曹
洞
 扶
 宗
ム
巴
の
二
種
類
が
あ
り
、
前
者
は
近
代
仏
教
思
想
が
 胚
胎
 す
 

る
 場
と
な
っ
て
、
廃
仏
 鞍
 秋
後
の
仏
教
復
興
の
推
進
力
と
な
っ
た
 
 
 

そ
し
て
後
者
は
既
成
教
団
の
改
革
と
再
編
成
、
お
よ
び
近
代
教
学
 
の
 樹
立
 

に
 重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
既
成
 教
団
自
 

体
も
明
治
九
年
以
降
に
各
 宗
 で
つ
く
ら
れ
た
「
教
会
・
結
社
 条ム
 下
 」
に
よ
 

っ
て
「
教
会
化
」
さ
れ
て
い
く
。
著
者
の
主
張
は
、
既
成
仏
教
教
 
団
 の
 再
 

編
 が
右
の
よ
う
な
教
会
・
結
社
な
し
で
は
不
可
能
で
あ
っ
た
 
、
と
 
い
 ，
つ
こ
 

と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
教
界
の
再
編
の
基
本
的
過
程
は
，
仏
教
 
 
 

て
 批
判
的
で
あ
っ
た
諸
思
想
 一
 特
に
「
開
明
思
潮
し
へ
の
対
応
が
 、
ま
ず
 

大
内
冑
 轡
 ら
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
て
全
国
的
に
広
が
っ
た
和
敬
ム
 

ム
 に
お
け
 

る
 思
想
的
営
為
と
し
て
現
わ
れ
、
次
に
そ
れ
が
各
地
で
結
成
さ
れ
 
た
斗
話
世
不
 

派
 協
同
の
教
会
・
結
社
の
中
で
受
け
継
が
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
 
影
 響
 が
さ
 

ら
に
各
宗
派
の
「
教
会
・
結
社
条
令
」
に
よ
る
近
代
的
教
団
の
形
 
成
 と
近
 

ん目 も く 題 ら に ま 心価 の にで 醸 仙一「 著ぶ 『 い       教学の されるであっ 重要なまた 曹 ものと として かにし まとめ 資料 な であっ されて 中で、 著者は ゐ んで 田 @ ある。 成され 教者 と Ⅰ「 頁 和敬 会 者は メ メディ 胡散所 く力 つ、 近 また 

ら 縞上 に     
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  重
要
な
働
き
を
し
た
こ
と
も
本
書
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。
明
治
 
八
 年
前
後
 

の
 仏
教
界
を
島
地
黙
雷
で
は
な
く
大
内
 冑
 卸
を
中
心
に
見
た
り
、
 
明
治
三
 

十
年
前
後
の
仏
教
界
を
清
沢
満
之
で
は
な
く
、
 

忽
 滑
合
決
天
の
思
 
想
か
ら
 

検
討
す
る
作
業
は
、
著
者
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
も
っ
と
行
な
 
わ
れ
る
 

べ
き
だ
ろ
う
。
 

著
者
の
問
題
提
起
は
以
上
の
よ
う
に
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
な
  
 

が
 、
一
方
で
は
教
会
・
結
社
の
研
究
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
 
占
が
本
 

書
 で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
「
教
ム
 

で
 結
社
」
 

と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
法
制
上
の
概
念
な
の
か
、
歴
史
 
学
的
な
 

概
念
な
の
か
、
そ
れ
と
も
社
会
学
的
な
概
念
な
の
か
。
本
書
を
一
 

諒
 し
た
 

分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
分
析
を
こ
の
時
期
に
限
定
し
た
 

だ
け
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
教
会
・
結
社
の
大
雑
把
な
輪
郭
は
っ
 

か
 め
て
も
、
 

理
由
は
 

そ
の
明
確
な
定
義
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
明
確
な
定
義
が
さ
 
れ
て
ぃ
 

な
い
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
性
格
と
役
割
を
十
分
に
考
え
る
 
こ
と
が
 

で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
本
書
で
は
い
く
つ
か
疑
問
を
 
抱
か
ざ
 

る
を
え
な
い
部
分
が
あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
章
で
は
明
治
一
二
年
 
か
ら
 二
 

二
年
ま
で
に
結
成
さ
れ
た
教
会
・
結
社
が
二
二
四
も
あ
げ
ら
れ
、
 

簡
単
に
 

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
 

一
 0 
二
頁
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
 
愛
 知
県
下
 

七
宗
愛
国
詰
」
 
-
 明
治
七
年
結
成
 -
 は
そ
こ
で
は
分
析
の
対
象
に
な
 

っ
て
 い
 

な
い
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ら
つ
か
。
ま
た
本
書
後
半
で
は
た
び
た
 
び
 触
れ
 

ら
れ
て
い
る
新
仏
教
徒
同
志
会
は
こ
う
し
た
教
会
・
結
社
の
 
ヵ
テ
  
 

に
 入
る
の
だ
ろ
う
か
、
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
 
は
い
ず
 

化
も
教
会
・
結
社
の
定
義
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
生
じ
て
 

く
る
も
 

り
で
あ
る
。
 

私
は
教
会
，
結
社
自
体
は
、
明
治
六
年
に
大
教
院
か
ら
出
さ
れ
た
 「
 
教
 

会
 大
意
」
に
基
づ
い
て
登
場
し
て
き
た
法
制
上
の
組
織
と
考
え
る
 べき
だ
 

と
 思
う
。
そ
の
占
で
は
教
派
神
道
に
属
す
る
い
く
つ
か
の
講
社
と
 
同
一
の
 

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
。
ま
た
各
既
成
教
団
で
つ
く
ら
れ
る
一
教
ム
 

ま
 ，
結
社
 

条
令
」
は
、
明
治
九
年
に
教
部
省
が
示
し
た
管
長
剣
の
あ
り
方
と
 
密
接
に
 

か
か
わ
る
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
教
会
・
結
社
を
問
題
に
す
る
 
と
き
に
 

避
け
て
通
れ
な
い
一
つ
の
問
題
は
、
教
会
・
結
社
を
こ
の
よ
う
な
 
宗
教
 行
 

政
 と
関
連
さ
せ
て
歴
史
的
、
実
体
的
な
 概 ム
心
と
し
て
考
え
る
の
か
 、
そ
れ
 

と
も
そ
こ
か
ら
切
り
離
し
て
一
つ
の
社
会
的
機
能
を
は
た
す
集
団
 
と
し
て
 

社
会
学
的
、
機
能
的
な
概
念
と
し
て
考
え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
 

本
書
で
は
そ
こ
が
あ
れ
ま
 い
 な
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
読
ん
で
 ぃ
 て
一
月
 
或
ぃ
 

あ
 ざ
る
を
え
な
 

ま
た
前
に
も
触
れ
た
が
、
後
半
部
の
思
想
の
扱
い
方
に
は
多
く
の
 
不
満
 

が
 残
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
「
破
邪
顕
正
 
」
は
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 よ
り
も
む
し
ろ
「
開
明
思
潮
」
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
 
と
、
禅
 

関
係
の
思
想
家
に
お
い
て
は
意
外
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
対
抗
意
識
 
が
 弱
か
 

っ
 た
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
 
問
題
 は
 

後
半
部
に
な
い
て
著
者
が
、
井
上
円
了
や
沢
柳
政
太
郎
な
ど
の
「
 
 
 

田
山
相
 
ゅ
を
王
 と
し
て
分
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
書
の
王
 
題
 上
 、
著
 

者
は
「
教
会
・
結
社
」
の
思
想
と
い
う
 視 占
か
ら
そ
れ
ら
を
扱
う
 べ
き
で
 

は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
教
会
，
結
社
の
細
 
菩
 か
ら
 思
 

想
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
仏
教
思
想
の
研
究
に
新
し
い
 
展
 望
 が
開
 

け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
既
成
教
団
と
教
会
・
結
社
 
 
 

 
  
 

ナ
ミ
ッ
ク
な
関
係
が
本
書
第
三
章
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
独
力
で
 
新
し
い
 

田
 

教
化
思
想
を
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
曹
洞
宗
は
、
大
内
 

 
 

が
つ
く
っ
た
家
内
の
結
社
で
あ
る
曹
洞
 
扶
宗
 会
の
教
化
思
想
を
吸
 
 
 



曹
洞
宗
教
団
の
思
想
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
わ
 
れ
わ
れ
 

は
 、
既
成
教
団
と
結
社
と
の
間
に
は
複
雑
な
相
互
関
係
が
存
在
し
 て
い
た
 

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
旧
弊
な
教
団
仏
教
と
革
新
的
な
思
 
想
 を
も
 

つ
 仏
教
運
動
の
対
立
、
と
い
う
図
式
が
何
と
な
く
あ
い
ま
い
な
 
イ
  
 

と
し
て
近
代
仏
教
 
史
 研
究
者
の
間
に
広
が
っ
て
い
る
と
私
は
考
え
 る
が
、
 

教
会
・
結
社
と
教
団
と
の
具
体
的
な
関
係
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
 
、
そ
れ
 

ほ
ど
単
純
な
構
図
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
本
書
は
 
示
唆
し
 

て
い
る
（
も
っ
と
も
こ
の
視
点
は
、
本
書
で
一
貫
し
て
展
開
さ
れ
 
て
い
る
 

わ
け
で
は
な
い
 
-
 。
し
た
が
っ
て
結
社
運
動
に
か
か
わ
っ
た
人
々
の
 

思
想
の
 

位
置
付
け
も
、
教
団
と
結
社
の
関
係
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
新
た
に
 

考
え
直
す
余
地
が
出
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

ま
た
、
教
会
・
結
社
と
い
う
組
織
が
も
つ
社
会
的
特
質
に
よ
っ
て
 
、
そ
 

こ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
思
想
の
内
容
が
規
定
さ
れ
て
い
た
、
と
い
 
ぅ
視
占
 

も
 重
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
自
身
、
六
頁
で
「
 
明
治
期
 

の
 教
会
・
結
社
運
動
の
 
一
 特
質
と
し
て
、
在
俗
者
中
心
の
結
社
の
 性
格
上
、
 

神
儒
仏
の
融
合
と
い
う
、
い
わ
ば
日
本
民
族
独
自
の
宗
教
的
心
性
 に 根
ざ
 

し
た
複
合
性
の
著
し
い
信
仰
の
形
態
が
目
立
っ
て
い
る
」
と
述
べ
 てい
る
 

ご
の
理
解
の
仕
方
の
当
否
は
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
）
 

が
 

こ
う
し
た
 視
 占
は
後
半
部
で
は
必
ず
し
も
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
 

も
し
 展
 

閲
 さ
れ
て
い
れ
ば
、
民
衆
の
か
か
わ
る
思
想
は
な
ぜ
 
反
 近
代
的
な
 様
相
を
 

も
つ
の
か
、
と
い
う
興
味
深
い
問
題
も
引
き
出
せ
た
の
で
は
な
い
 
か
と
 思
 

ぅ
 。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
前
半
の
教
会
・
結
社
の
研
究
 
視
占
 が
 後
半
 

部
の
思
想
の
研
究
に
生
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
来
の
仏
教
思
想
研
 
究
 の
 枠
 

内
か
ら
出
て
い
な
い
こ
と
が
残
念
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
本
書
は
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
 

そ
 の
こ
 

と
は
教
会
・
結
社
と
い
う
概
念
が
有
効
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
 
を
 意
味
 

し
な
い
。
教
会
・
結
社
と
い
う
概
念
自
体
は
洗
練
し
て
 

代
 仏
教
Ⅲ
 

を
 研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
有
効
な
視
点
に
な
る
こ
と
は
 
確
実
だ
 

 
 
 
 

と
 私
は
考
え
る
。
そ
の
こ
と
は
右
に
紹
介
し
た
本
書
の
内
容
か
ら
 
も
 看
取
 

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

し
か
も
研
究
の
展
開
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
さ
ら
に
重
要
な
問
題
 
と
結
 

び
つ
け
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
 

う
 。
第
一
に
近
代
初
期
に
仏
教
が
 近
世
的
 

教
団
か
ら
の
脱
皮
に
苦
し
ん
で
 い
 た
同
じ
時
期
に
、
神
道
も
ま
た
 

同
じ
間
 

題
 に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
神
道
は
「
宗
教
 

シ
 ス
テ
ム
」
 

を
 変
容
し
て
い
っ
た
と
い
う
 一
 
井
上
順
孝
「
教
派
神
道
の
形
成
」
 
弘
文
覚
、
 

一
九
九
一
年
Ⅱ
従
来
の
多
く
の
研
究
の
よ
う
に
既
成
仏
教
教
団
を
 

檀
家
 制
 

と
の
つ
な
が
り
の
上
で
捉
え
て
い
く
と
、
こ
う
し
た
問
題
は
視
野
 
に
 入
っ
 

て
こ
な
い
が
、
本
書
の
よ
う
に
教
団
仏
教
も
ま
た
 
各
宗
の
 
「
教
会
 
，
結
社
 

条
令
」
に
よ
っ
て
「
教
会
化
」
し
て
い
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
 き
る
と
 

す
れ
ば
、
近
代
仏
教
を
近
代
に
お
け
る
神
道
の
変
容
一
教
派
神
道
の
 

形
成
 -
 、
 

さ
ら
に
は
新
宗
教
の
発
生
と
も
比
較
す
る
道
が
開
か
れ
る
と
思
う
 
o
@
 し
 

こ
と
に
関
連
す
る
が
、
第
二
章
に
書
か
れ
て
い
る
仏
教
の
北
海
道
 

布
教
は
 、
 

布
教
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
近
代
的
な
教
団
で
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
っ
 
た
の
で
 

は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
各
宗
派
内
に
つ
く
ら
れ
た
結
社
に
関
し
て
 
は
、
新
 

宗
教
研
究
の
分
野
で
使
わ
れ
る
「
両
棲
セ
ク
ト
」
と
い
う
概
念
か
 
ら
 捉
え
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
 

ミ
 新
宗
教
 車
孟
臼
 弘
文
章
、
一
九
 
九
 0
 年
 、
 

一
五
八
頁
参
照
㍉
い
ず
れ
に
し
て
も
神
道
や
新
宗
教
と
の
こ
う
し
 

た
 比
較
 

は
 近
代
仏
教
史
を
近
代
日
本
宗
教
史
の
全
体
構
造
の
上
に
位
置
付
 
け
よ
う
 

と
す
る
と
き
に
は
必
要
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

第
二
に
、
教
会
・
結
社
と
い
う
視
点
は
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
 一
 般
的
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な
 問
題
と
近
代
仏
教
典
研
究
と
を
新
た
な
形
で
結
び
つ
け
る
可
能
 
性
 を
も
 

つ
 と
思
う
。
本
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
も
、
教
会
 ・
結
社
 

は
 、
既
成
教
団
と
教
団
外
の
思
想
運
動
、
ま
た
僧
侶
 
と
 
一
般
間
宿
 待
 と
の
 

結
節
点
と
も
舌
口
う
べ
き
位
置
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
チ
ャ
ー
チ
・
 

セ
 ク
ト
や
 

宗
教
者
と
俗
人
と
い
っ
た
宗
教
社
会
学
上
の
議
論
を
想
い
起
す
 - 
」
と
は
 容
 

易
 で
あ
る
。
教
会
・
結
社
は
社
会
学
に
近
い
立
場
か
ら
考
え
る
 
@
 
@
 と
も
で
 

き
る
 晢
 で
あ
る
か
ら
、
従
来
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
歴
史
学
、
思
 
想
 史
の
 

立
場
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
近
代
仏
教
典
研
究
に
新
し
い
方
法
を
 
与
え
る
 

も
の
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
本
書
は
最
近
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
 
ぃ
 
る
よ
 

う
な
、
既
成
教
団
と
民
俗
と
の
関
係
、
と
い
っ
た
新
し
い
論
点
を
 
も
っ
た
 

も
の
で
は
な
い
が
、
一
見
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
近
代
仏
教
支
所
 
究
 の
 枠
 

内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

さ
ま
ざ
 

ま
な
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
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末
尾
に
は
約
四
十
冊
の
基
本
文
献
の
解
題
も
付
さ
れ
て
お
り
、
 

ま
 た
、
 「
 ま
 

え
が
き
」
で
編
者
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
な
る
べ
く
具
体
 

的
な
資
 

料
や
 デ
ー
タ
を
提
示
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
説
明
に
な
る
よ
う
に
 

努
め
た
」
 

と
い
う
そ
の
努
力
も
 
、
 じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
実
を
結
ん
で
い
る
と
評
価
 で
き
る
。
 

ま
こ
と
に
用
意
周
到
に
八
教
え
や
す
い
テ
キ
ス
ト
 
V
 に
仕
上
げ
ら
 れ
た
も
 

の
で
あ
る
。
昨
今
の
世
情
に
か
ん
が
み
て
、
宗
教
現
象
に
対
す
る
 
学
生
の
 

興
味
関
心
に
、
冷
静
に
知
的
に
応
答
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
導
き
 
の
書
と
 

い
え
よ
う
。
 

そ
れ
で
は
、
本
書
の
内
容
を
各
章
ご
と
に
順
次
紹
介
し
て
い
こ
う
 
。
 セ
 

つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
 

ま
ず
、
編
者
の
執
筆
に
な
る
序
章
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「
宗
教
社
会
学
 

は
何
 

を
 研
究
す
る
か
」
。
そ
し
て
、
こ
の
間
 

ぃ
 へ
の
解
答
は
、
 当
殊
 な
 が
ら
「
 社
 

全
的
場
に
お
け
る
宗
教
現
象
の
研
究
」
 

二
 
二
頁
）
と
な
る
。
し
か
 し
 、
「
 
社
 

全
的
場
面
に
現
わ
れ
た
宗
教
の
姿
に
 佳
 占
を
合
わ
せ
る
と
し
て
も
 、
宗
教
 

を
心
の
問
題
と
し
て
扱
う
立
場
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
 
な
い
 

ま
た
、
宗
教
を
文
化
や
文
明
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
は
 
、
 宗
教
 社
 

全
学
と
大
き
く
重
な
っ
て
く
る
。
個
人
心
理
や
思
想
な
ど
、
個
人
 
的
な
 レ
 

ベ
ル
で
の
話
と
、
社
会
や
文
化
，
文
明
な
ど
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
で
 

の
話
 と
 

は
、
 互
い
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
宗
教
社
会
学
が
宗
教
心
理
 
学
 や
宗
 

散
人
類
学
・
宗
教
民
族
学
な
ど
と
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
 

当
た
り
 

前
 の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
三
一
頁
Ⅱ
 

こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
隣
接
科
学
と
の
関
連
に
お
い
て
宗
教
社
会
 
学
が
 

 
 

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
研
究
に
占
め
る
宗
教
社
会
学
の
守
 
備
 範
囲
 

 
 

の
 設
定
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
後
で
見
る
 よ
う
 に
、
い
わ
ば
 社
 会
 研
究
 

に
 占
め
る
宗
教
社
会
学
の
位
置
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
 
で
、
 両
 

章
 が
相
呼
応
し
て
宗
教
社
会
学
と
い
う
学
問
の
全
体
像
が
結
ば
れ
 る
こ
と
 

 
 

 
 

に
な
る
。
 

 
 

な
お
、
こ
こ
で
一
つ
小
さ
な
疑
問
を
述
べ
て
お
け
ば
、
編
者
の
社
 
全
学
 

 
 
 
 

的
 宗
教
社
会
学
と
宗
教
学
的
宗
教
社
会
学
の
区
別
に
つ
い
て
で
あ
 
る
 。
「
 
両
 

者
は
そ
う
は
な
は
だ
し
く
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
」
と
の
断
り
 
は
あ
る
 

け
れ
ど
も
、
氏
は
、
社
会
学
的
宗
教
社
会
学
は
仮
説
検
証
型
の
万
 
社
い
 
払
媚
へ
 

の
こ
だ
わ
り
を
示
す
の
に
対
し
て
、
宗
教
学
的
宗
教
社
会
学
は
宗
 
教
理
解
 

の
 前
進
を
め
ざ
す
と
い
う
二
二
頁
）
。
評
者
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
 

要
す
る
 

に
 、
前
者
は
法
則
定
立
を
志
向
し
、
後
者
は
個
性
記
述
を
志
向
 
す
 る
と
 

氏
は
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
 
う
 で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
 
ょ
 う
な
経
験
 科
学
の
 

形
式
的
二
分
法
を
 
、
箇
 々

の
研
究
者
に
つ
い
て
な
ら
と
も
か
く
、
 

字
間
 論
 

の
 次
元
で
社
会
学
と
宗
教
学
の
間
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
 
な
 誤
解
 

で
あ
ろ
う
。
だ
い
い
ち
、
社
会
学
に
も
個
性
記
述
の
方
向
は
強
く
 
あ
る
の
 

で
あ
っ
て
、
八
社
会
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
宗
教
を
考
察
 
す
る
 V
 

範
型
 が
既
に
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
 

次
 の
 第
一
 

章
 で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
 -
 な
ぜ
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

に
お
い
 

て
の
み
合
理
的
な
資
本
主
義
が
成
立
し
た
の
か
 

｜
 二
四
頁
 -
 。
 

こ
れ
以
上
の
詳
論
は
今
は
控
え
る
と
し
て
、
要
す
る
に
、
以
前
か
 
ら
行
 

わ
れ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
区
別
は
も
う
そ
ろ
そ
ろ
や
め
に
し
な
い
 
と
 、
 廿
机
 

者
 Ⅱ
学
生
に
混
乱
を
も
た
ら
し
続
け
る
だ
け
の
よ
う
に
、
評
者
（
 

な
ど
は
、
 

社
会
学
的
宗
教
社
会
学
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
 -
 に
は
 思
 わ
れ
て
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

つ
ぎ
に
、
第
一
章
と
第
二
章
で
は
、
 

近
 現
代
の
欧
米
の
主
要
な
 
宗
 致
仕
 

全
学
説
が
概
説
さ
れ
て
い
る
。
岩
井
澤
氏
の
第
一
章
「
宗
教
 
社
ム
 ム
 学
の
源
 

流
 」
と
、
中
野
 
毅
 ・
岩
井
澤
両
氏
に
 
よ
 る
第
二
章
「
宗
教
社
会
学
 
理
論
の
 



展
開
」
で
あ
る
。
 

第
一
章
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
古
典
の
紹
介
で
あ
る
 
O
 ま
 

ず
 、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
宗
教
社
会
学
で
は
、
「
価
値
自
由
」
、
「
理
念
型
」
 

、
「
行
為
 

の
 理
解
社
会
学
」
な
ど
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
独
自
の
視
点
と
方
法
を
明
 ら
か
に
 

し
た
上
で
、
「
プ
ロ
 
倫
 」
か
ら
「
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
」
 
へ
 至
る
 比
較
 宗
 

数
社
会
学
の
展
開
過
程
を
辿
り
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
そ
の
 過
程
で
 

次
々
と
打
ち
出
し
た
分
析
概
念
（
経
済
倫
理
と
社
会
層
、
預
言
の
 
二
類
型
、
 

カ
リ
ス
マ
、
救
済
類
型
論
等
々
一
に
 
、
 一
つ
一
つ
丁
寧
な
解
説
を
加
 え
て
い
 

く
 。
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
か
ん
し
て
も
同
様
で
、
「
社
会
学
的
方
法
の
 
基
準
」
に
 

示
さ
れ
て
い
る
 視
占
と
 方
法
か
ら
説
き
起
こ
し
、
 ヨ
 不
教
生
活
の
 原
初
 形
 

態
 」
の
解
説
、
さ
ら
に
は
「
社
会
的
分
業
 ヨ
遡
 と
「
自
殺
 ョ
 遡
の
 宗
教
 社
 

 
 

第
二
章
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
以
後
の
展
開
と
し
て
 、
 ①
 

機
能
理
論
の
系
譜
と
②
宗
教
集
団
論
の
諸
相
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
 。
①
で
 

は
 マ
リ
ノ
フ
ス
キ
Ⅰ
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
マ
ー
ト
ン
、
さ
ら
に
は
、
 べ
 ラ
ー
、
 

ク
ロ
ッ
ク
、
イ
ン
ガ
 L
 

リ
ン
ト
ン
、
ワ
ー
ス
レ
イ
な
ど
の
一
連
 の
 必
読
 

学
説
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
②
で
は
、
 -
i
 
三
丁
数
集
団
の
 
発
生
Ⅱ
 

展
開
過
程
に
か
ん
し
て
、
カ
リ
ス
マ
論
 -
 
リ
ッ
プ
 一
 
、
剥
奪
理
論
 -
 
グ
ロ
 ッ
 

ク
 -
 
、
制
度
化
の
デ
ィ
レ
ン
マ
（
オ
デ
ィ
Ⅰ
教
団
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
 ル
ユ
珊
 
-
 
モ
 

バ
ー
グ
 一
 
、
世
俗
化
 ョ
哩
ド
ベ
 ラ
ー
レ
一
な
ど
が
、
ま
た
、
で
と
集
団
 
類
型
論
 

と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
Ⅱ
ト
レ
ル
チ
の
チ
ャ
ー
チ
・
セ
ク
ト
概
念
 
一
一
 
｜
 

バ
ー
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
論
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
セ
ク
ト
論
な
ど
 
が
 紹
介
 

 
 

 
 

も
わ
か
り
や
す
い
。
 
箇
 々
の
学
説
の
た
ん
な
る
羅
列
で
は
な
く
、
 

体
系
的
 

記
述
に
充
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
本
書
で
欧
米
の
学
説
を
扱
う
基
本
方
針
と
し
て
、
 

編
 者
は
 

冒
頭
で
こ
う
 
調
 っ
て
い
る
。
「
も
し
西
欧
社
会
を
視
野
に
収
め
た
 
理
 論
 で
あ
 

る
な
ら
、
そ
れ
が
他
の
地
域
に
も
適
用
で
き
る
理
論
か
ど
う
か
が
 
胎
ビ
訂
 さ
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
二
四
頁
）
。
日
本
の
現
実
に
即
し
た
理
論
づ
 
 
 

そ
の
た
め
の
既
存
学
説
の
再
検
討
が
も
く
る
ま
れ
て
い
る
。
 

ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
か
ん
し
て
は
、
結
局
、
「
両
者
が
そ
 

の
後
 

の
 宗
教
社
会
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
絶
大
で
あ
る
」
と
い
う
見
解
 
で
、
 
第
 

一
章
は
結
ば
れ
て
い
た
 
-
 具
体
的
に
は
四
八
頁
 
参
昭
じ
 。
批
判
的
解
 読
 の
 必
 

要
 性
も
い
ち
お
う
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
 - 同
頁
 ）
、
基
本
的
に
は
 
（
面
目
 

匠
 は
ま
だ
ま
だ
使
え
る
）
と
い
う
結
論
の
よ
う
で
あ
り
、
無
論
、
 

評
者
も
 

同
じ
考
え
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
な
ど
も
含
め
て
、
彼
ら
か
ら
は
、
 

近
 現
代
 

を
 貫
く
資
本
制
社
会
の
骨
格
と
そ
の
人
間
的
意
味
と
を
 見 究
め
ん
 
と
し
た
 

意
欲
に
こ
そ
学
び
た
い
。
二
人
の
社
会
理
論
は
、
教
祖
の
ご
と
く
 
神
格
化
 

さ
れ
る
対
象
な
ど
 
-
 と
は
誰
も
思
っ
て
い
ま
い
が
）
で
は
な
く
、
 

彼
 ら
が
 見
 

定
め
た
よ
う
な
社
会
構
造
の
枠
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
現
代
 
の
 連
ム
 叩
 

せ
 わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
乗
り
越
え
る
か
、
そ
の
企
図
に
向
け
た
さ
 
ら
な
る
 

理
論
化
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
 

一
方
、
第
二
章
で
は
、
西
欧
の
宗
教
を
モ
デ
ル
と
し
た
世
俗
化
論
 

や
 宗
 

教
 類
型
論
な
ど
を
非
西
欧
世
界
に
あ
て
は
め
る
こ
と
の
問
題
性
が
 
指
摘
さ
 

れ
て
い
る
 
-
 七
九
、
八
七
頁
）
。
評
者
も
同
感
で
あ
る
。
し
か
し
 

自
 前
 の
 理
 

 
 
 
 

論
 づ
く
り
に
進
む
た
め
に
は
、
ま
ず
は
日
本
の
宗
教
の
こ
と
を
よ
 
く
 知
ら
 

 
 

 
 

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
第
三
 

@
 五
章
の
共
通
テ
ー
マ
 
と
な
 る
 。
 

 
 

第
三
章
「
現
代
日
本
の
宗
教
」
で
は
、
目
凹
達
也
氏
が
日
本
社
 
ム
 ム
 0
 々
 不
 



散
状
況
や
日
本
人
の
宗
教
意
識
な
ど
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
 
描
 写
し
て
 

い
る
。
ま
ず
、
宗
教
状
況
に
つ
い
て
は
、
①
フ
ォ
ー
マ
ル
 

な
 宗
教
 団
体
の
 

概
況
 -
 
デ
ー
タ
は
主
と
し
て
文
化
庁
「
 
ゐ
 
示
教
年
鑑
 ヒ
、
 ②
イ
ン
フ
 
オ
  
 

な
 血
縁
・
地
縁
共
同
体
に
お
け
る
習
俗
的
な
宗
教
生
活
 

-
 
年
中
行
事
 
や
 祖
先
 

崇
拝
な
ど
Ⅰ
③
社
会
の
私
事
化
傾
向
に
お
け
る
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
 
宗
教
 行
 

動
 （
写
経
や
オ
カ
ル
ト
・
グ
ッ
ズ
の
消
費
な
ど
Ⅰ
の
 
三
 側
面
で
ま
 
と
め
ら
 

れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
意
識
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
世
論
調
 
査
 が
図
 

妻
入
り
で
 引
 m
 
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
方
面
に
明
る
い
大
方
の
皆
様
 こ
ま
、
 

4
@
 

内
容
は
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
ろ
う
。
紙
数
所
「
第
五
国
民
性
調
 

査
 」
、
 N
 

H
K
 
「
現
代
日
本
人
の
意
識
構
造
」
第
三
板
、
同
「
日
本
人
の
宗
教
 

意
識
」
、
 

総
務
庁
「
第
四
回
世
界
青
年
意
識
調
査
」
な
ど
で
あ
る
。
 

こ
の
章
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
教
団
の
社
会
的
活
動
が
豊
 
&
 
岳
に
 

紹
介
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
文
化
 
事
業
、
 

政
党
政
治
へ
の
進
出
、
平
和
運
動
、
医
療
・
福
祉
活
動
、
さ
ら
に
 
は
 環
境
 

問
題
へ
の
取
組
み
や
海
外
援
助
活
動
な
ど
へ
の
言
及
も
あ
る
。
 

こ
 れ
ら
の
 

活
動
が
宗
教
社
会
学
の
テ
ー
マ
と
な
る
機
会
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
 
多
く
は
 

な
か
っ
た
が
、
評
者
は
こ
れ
を
入
信
仰
善
の
道
徳
的
社
会
化
 

v
 と
 称
し
 -
 
拍
 

著
 
「
聖
な
る
も
の
の
持
続
と
変
容
」
恒
星
社
厚
生
 

閣
 、
一
九
九
四
 
年
 、
三
 

頁
 ）
、
宗
教
の
ム
コ
目
的
課
題
と
し
て
重
視
し
て
い
る
だ
け
に
、
本
書
 
0
 目
 配
 

り
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
る
。
 

さ
て
、
編
者
と
磯
間
哲
也
氏
の
共
同
執
筆
に
な
る
第
四
章
「
社
会
 
変
動
 

と
 宗
教
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
は
宗
教
と
社
会
の
ダ
イ
 
ナ
ミ
 。
 
ス
 

ム
 。
宗
教
社
会
学
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
 い 。
 両
 

氏
 に
よ
れ
ば
、
「
幕
末
の
開
国
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
」
の
日
本
が
 

経
験
し
 

た
 社
会
変
動
の
う
ち
、
「
宗
教
の
展
開
と
の
関
わ
り
で
特
に
問
題
に
 

な
る
も
 

の
 」
と
し
て
、
①
国
家
体
制
の
変
動
、
②
都
市
化
、
③
家
族
変
動
 
、
 ④
 情
 

報
 化
、
⑤
国
際
化
・
グ
ロ
ー
バ
ル
化
 、
の
 五
つ
が
あ
る
と
い
う
二
一
一
 一
二
頁
 @
M
 

①
で
は
国
家
体
制
が
宗
教
活
動
に
与
え
る
影
響
の
観
点
か
ら
、
 

戦
 -
 
別
と
 

 
 
 
 

戦
後
の
日
本
の
宗
教
政
策
の
違
い
と
、
そ
れ
に
対
す
る
神
道
、
仏
 
教
 、
新
 

宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
対
応
の
長
い
歴
史
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
②
 
で
は
、
 

高
度
成
長
以
後
の
都
市
へ
の
人
口
集
中
と
村
落
の
過
疎
化
が
 
諸
 &
 示
教
に
及
 

ぽ
 し
た
影
響
に
関
す
る
社
会
学
的
・
民
俗
学
的
実
証
研
究
が
紹
介
 
さ
れ
て
 

お
り
、
③
で
も
、
や
は
り
高
度
成
長
以
後
の
産
業
化
・
都
市
化
を
 
 
 

ク
ト
 と
す
る
核
家
族
化
と
先
祖
祭
祀
の
変
容
が
中
心
で
あ
る
。
 

ま
 た
、
 ④
 

の
 情
報
化
で
は
、
主
と
し
て
教
団
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
 
利
 m
 し
て
 布
教
・
 

教
化
す
る
側
面
に
記
述
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
戦
前
の
新
も
 

ホ
教
の
新
 

聞
 ・
雑
誌
利
用
か
ら
、
今
日
の
ニ
ュ
ー
メ
デ
イ
 

ア
 の
 利
 m
 ま
で
、
 
包
括
的
 

で
あ
る
。
マ
ス
コ
ミ
が
宗
教
ブ
ー
ム
を
煽
る
最
近
の
「
宗
教
情
報
 

ブ
ー
ム
」
 

の
 指
摘
は
面
白
い
。
最
後
の
⑤
国
際
化
で
は
、
明
治
以
後
の
キ
リ
 スト
 教
 

解
禁
、
ハ
ワ
イ
・
ブ
ラ
ジ
ル
移
住
、
お
よ
び
植
民
地
入
植
か
ら
、
 

戦
後
の
 

海
外
へ
の
企
業
進
出
や
ご
く
最
近
の
外
国
人
労
働
者
の
流
人
ま
で
 
、
さ
ま
 

ざ
ま
な
国
際
化
現
象
を
網
羅
し
、
そ
れ
に
伴
 う 宗
教
の
多
国
籍
化
 や
 海
外
 

布
教
の
動
向
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

社
会
の
変
動
方
向
と
し
て
こ
れ
ら
五
つ
を
あ
げ
る
こ
と
に
は
ま
っ
 たく
 

異
論
が
な
い
。
ど
の
変
動
方
向
も
、
現
代
社
会
が
直
面
し
て
い
る
 
深
刻
 か
 

 
 

つ
 急
務
の
課
題
ば
か
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
研
究
と
し
 
て
の
白
下
 

数
社
会
学
の
ア
ス
ペ
ク
ト
が
こ
こ
に
明
瞭
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
 る
と
田
令
 

 
 

た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
動
方
向
か
ら
何
を
取
り
出
す
か
に
つ
い
て
 
ヰ
よ
 

@
@
-
 

弘
田
 

ラ
 

者
に
よ
っ
て
考
え
方
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
の
本
書
の
 

特
徴
は
 、
 



右
に
要
約
し
た
よ
う
に
、
戦
前
と
戦
後
を
貫
く
 八
 長
い
 v
 ス
パ
ン
 で
 変
動
 

を
 把
握
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
一
と
く
に
①
④
⑤
 

-
 
。
こ
の
 特
徴
は
 

難
解
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
も
こ
の
ス
パ
ン
で
、
編
者
が
要
 
求
 す
る
 

と
こ
ろ
の
「
自
国
の
現
象
を
正
面
に
据
え
た
理
論
を
導
く
努
力
」
 

宙
 Ⅲ真
 -
 

を
す
る
と
し
た
ら
、
当
然
マ
ク
ロ
な
社
会
変
動
論
と
な
ら
ざ
る
を
 
ぇ
ず
、
 

そ
の
際
、
た
と
え
ば
①
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
戦
前
の
天
皇
制
 
国
家
と
 

戦
後
の
民
主
制
国
家
を
貫
く
ど
ん
な
宗
教
Ⅱ
社
会
変
動
論
が
 
構
相
 り
さ
れ
う
 

る
の
か
。
 

き
わ
め
て
現
代
的
な
変
動
の
、
そ
れ
も
ご
く
一
部
の
事
柄
に
汲
々
 とし
 

て
い
る
評
者
な
ど
に
は
と
て
も
手
に
負
え
る
代
物
で
は
な
い
が
、
 

い
ず
れ
 

に
せ
よ
、
学
界
が
全
体
で
担
う
べ
き
究
極
的
課
題
に
は
違
い
な
い
 
。
そ
 う
 

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
今
必
要
な
こ
と
は
、
 

歴
史
記
 

述
 と
と
も
に
、
第
一
・
二
章
で
出
さ
れ
た
よ
う
な
既
存
の
概
念
や
 
理
論
の
 

有
効
性
と
限
界
性
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
地
道
に
検
討
す
る
八
十
範
囲
 
の
 理
乱
 柵
 

化
 v
 の
方
向
性
を
 、
箇
 々

の
変
動
事
象
に
即
し
て
読
者
に
示
し
て
 い
く
こ
 

と
 で
は
な
か
っ
た
か
。
本
章
で
も
そ
の
よ
う
な
研
究
 
側
 が
紹
介
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 箇
所
も
あ
る
け
れ
ど
も
（
一
四
一
頁
な
ど
、
全
体
と
し
て
少
な
 ぃ
 点
が
 

暗
 し
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
そ
ん
な
研
究
自
体
が
少
な
い
 
学
界
 の
 

現
状
を
反
映
し
て
い
る
と
 

@
=
 

ロ
 って
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
 

な
 ら
ば
、
 

せ
め
て
考
え
方
の
道
筋
く
ら
い
は
学
生
に
示
す
必
要
が
あ
る
で
あ
 
ろ
う
。
 

現
在
と
過
去
と
の
対
話
 一
 
E
,
H
.
 
力
よ
と
し
て
の
歴
史
事
象
の
 文
明
史
 

的
 意
味
を
、
ひ
と
つ
ず
つ
解
読
し
て
い
く
作
業
へ
の
道
案
内
で
あ
 
る
 。
 

第
五
章
「
新
宗
教
の
展
開
」
。
井
上
氏
が
、
新
宗
教
の
定
 

義
 、
分
派
関
係
、
 

 
 

 
 

る
 。
こ
こ
は
氏
の
独
壇
場
と
い
っ
て
よ
い
。
「
新
宗
教
事
由
 

臼
 の
 成
 果
が
凝
 

縮
 さ
れ
た
、
き
わ
め
て
充
実
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
新
宗
教
 
が
 現
代
 

社
会
と
の
 法
占
 に
お
い
て
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
も
っ
と
も
生
き
 
生
き
と
 

し
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
こ
を
読
む
学
生
た
ち
は
あ
ら
た
め
 
て
 実
感
 

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

最
後
の
第
六
章
「
社
会
調
査
を
通
し
て
み
た
宗
教
」
は
、
磯
間
 
哲
 巴
瓦
 

に
よ
る
①
宗
教
調
査
法
の
解
説
と
②
調
査
研
究
の
文
献
レ
ビ
ュ
 １
 で
あ
 

る
 。
①
は
調
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
、
②
は
こ
の
章
の
後
に
続
く
 「
文
献
 

解
題
」
 
一
 執
筆
は
岩
井
氏
と
目
凹
 氏
 ）
と
と
も
に
文
献
研
究
の
マ
 
-
 
一
ュ
ア
ル
 

と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
章
の
 

意
義
も
 、
 

評
者
は
高
く
評
価
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
 
八
 現
代
日
本
の
宗
教
 社
 全
学
 v
 

を
学
 ぶ
上
で
の
社
会
調
査
の
重
要
性
が
、
こ
の
よ
う
な
形
で
ア
ッ
 

 
 

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
評
者
も
ま
た
、
調
査
の
 
大
切
さ
 

と
 楽
し
さ
と
、
そ
し
て
難
し
さ
を
学
生
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
 
考
 え
て
い
 

る
 一
人
で
あ
る
。
 

と
も
あ
れ
、
理
論
と
実
証
の
両
面
で
八
現
代
日
本
の
宗
教
社
会
学
 
 
 

硯
水
準
を
ほ
 
ほ
 忠
実
に
反
映
し
た
テ
キ
ス
ト
が
、
五
人
の
研
究
 仲 間
の
チ
 

１
ム
 フ
 ー
 ク
 に
よ
っ
て
こ
こ
に
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る
。
宗
教
 
社
 全
 学
の
 

標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
広
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
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三
木
 

英
 

著
者
は
教
団
に
よ
る
ニ
ュ
ー
・
メ
デ
イ
ア
利
用
や
日
本
人
の
宗
教
 
生
活
 

お
け
る
年
中
行
事
の
あ
り
よ
う
、
と
い
っ
た
斬
新
な
視
点
か
ら
 
研
 究
を
 

な
っ
て
き
た
研
究
者
で
あ
る
。
よ
り
詳
細
に
い
う
な
ら
、
教
団
に
 よ
る
 

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
イ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
や
通
信
衛
星
の
利
用
推
進
 
の
現
 

を
 指
摘
し
、
そ
れ
ら
「
情
報
化
」
へ
の
試
み
と
教
団
の
持
つ
宗
教
 
的
理
 

と
の
関
連
の
不
確
か
さ
を
危
ぶ
む
論
稿
を
、
著
者
は
発
表
し
て
い
 
る
 。
 

た
 、
伝
統
的
な
共
同
体
を
背
景
と
し
た
年
中
行
事
の
衰
退
と
、
 

そ
 れ
に
 

わ
っ
て
現
代
人
を
賦
活
す
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
行
事
の
台
頭
を
論
 
じ
て
 

る
の
で
あ
る
。
思
う
に
著
者
の
念
頭
に
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
 
宗
教
 

変
貌
と
適
応
へ
の
模
索
、
と
い
っ
た
 大
 テ
ー
マ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
 
。
 本
 

「
銀
座
の
神
々
」
も
、
そ
う
い
っ
た
視
座
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
 

る
 。
 

銀
座
は
一
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、
総
面
積
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
 
レ
こ
 

/
@
 

た
な
い
。
こ
こ
に
通
勤
や
買
い
物
で
訪
れ
る
人
の
数
は
、
一
日
お
 
よ
 そ
 

七
万
。
し
か
し
一
方
で
、
夜
間
の
常
住
人
口
は
三
千
人
に
す
ぎ
な
 
 
 

型
 的
な
都
市
区
域
、
こ
れ
が
銀
座
で
あ
る
。
通
例
、
近
代
化
・
 

都
  
 

宗
教
を
排
除
す
る
方
向
に
働
く
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
 
銀
 座
に
 

っ
て
何
ら
か
の
信
仰
が
存
続
し
て
い
る
と
は
、
考
え
難
い
か
も
し
 

れ
な
 

石
井
研
土
着
 

「
銀
座
の
神
々
 

都
市
に
溶
け
込
む
宗
教
」
 

新
 曜
 桂
一
九
九
四
年
三
月
三
一
日
刊
 

四
六
判
二
九
三
頁
二
四
七
二
円
 

い
 。
し
か
し
こ
の
銀
座
に
も
故
多
く
の
宗
教
施
設
が
現
存
し
て
い
 
る
 。
 し
 

か
も
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に
力
強
く
、
で
あ
る
。
本
書
は
こ
の
 
銀
座
の
憾
 

神
々
の
来
歴
を
丹
念
に
追
い
、
そ
れ
ら
が
近
代
化
の
大
波
を
凌
 い で
い
 

ま
固
 

 
 
 
 

都
市
に
溶
け
込
み
え
た
理
由
を
 、
 問
お
 う
 と
す
る
試
み
な
の
で
あ
 
る
 。
 

「
銀
座
の
神
々
」
は
全
五
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
各
章
 

に
つ
 

い
て
略
述
し
、
本
書
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。
第
一
章
 「
銀
座
 

の
 近
代
化
と
創
出
さ
れ
る
神
話
」
の
調
査
・
考
察
の
対
象
と
な
っ
 て
い
る
 

の
は
、
こ
の
地
域
に
点
在
す
る
稲
荷
や
地
蔵
等
の
小
祠
で
あ
る
。
 

ま
ず
 銀
 

圧
出
世
地
蔵
尊
の
事
例
で
は
、
明
治
初
頭
よ
り
祀
ら
れ
て
き
た
 
地
 蔵
が
急
 

速
 に
都
市
化
す
る
銀
座
に
あ
っ
て
も
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
 

 
 

大
火
や
関
東
大
震
災
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
空
襲
に
よ
る
消
失
 
と
い
っ
 

た
 難
事
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
都
度
復
興
し
、
三
越
屋
上
に
鎮
座
す
 る
よ
う
 

に
な
る
ま
で
の
経
緯
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
地
蔵
が
 
幾
多
の
 

試
練
を
乗
り
越
え
て
今
日
に
至
る
に
あ
た
り
、
銀
座
を
愛
し
地
蔵
 
を
 崇
敬
 

し
た
 キ
ー
・
パ
ー
ス
ン
の
 果
 た
し
た
役
割
の
大
き
さ
も
指
摘
さ
れ
 てい
る
。
 

他
の
事
例
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
神
々
の
存
続
に
あ
た
っ
 
 
 

的
 要
因
の
大
き
さ
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
本
書
は
こ
の
 

こ
と
を
、
 

あ
ら
た
め
て
教
え
て
く
れ
る
。
ラ
イ
フ
，
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
観
点
か
 
ら
い
つ
 

そ
う
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
べ
き
、
と
実
感
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
 

で
あ
る
。
 

ま
た
筆
者
は
、
明
治
百
年
を
記
念
し
て
昭
和
四
三
年
か
ら
催
さ
れ
 
て
い
る
 

銀
座
薬
の
一
環
で
あ
る
「
銀
座
八
丁
神
社
め
ぐ
り
」
の
各
札
所
に
 
も
 言
及
 

す
る
。
毎
年
一
 
0
 月
の
八
日
間
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
 
全
 
一
 三
の
 

小
祠
を
め
ぐ
る
参
拝
者
が
数
万
に
も
の
ぼ
る
と
い
う
報
告
に
は
 驚
く
ば
 

か
り
で
あ
る
。
こ
の
期
間
ば
か
り
は
、
ふ
だ
ん
ビ
ル
の
屋
上
や
路
 
地
に
祀
 

ら
れ
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
神
々
が
、
銀
座
の
表
舞
台
に
登
 
場
 す
る
 



書評と紹介 

の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
ぜ
、
モ
ダ
ン
な
銀
座
の
活
性
化
イ
ベ
ン
ト
に
古
く
さ
い
 
 
 

が
 動
員
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
小
祠
が
細
々
 
と
 な
が
ら
 

も
 保
存
さ
れ
て
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ら
つ
か
。
加
え
て
、
明
治
 
以
降
に
 

新
た
に
創
建
さ
れ
た
小
祠
に
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
と
昔
か
ら
「
 
そ
 こ
に
あ
 

っ
た
 」
と
の
「
神
話
」
を
 
伴
 な
っ
て
存
続
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
 あ
 る
こ
と
 

が
 、
著
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
敢
え
て
、
 

神
 話
 が
創
 

出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
そ
 
う
し
 た
 事
実
 

の
 背
後
に
 、
 或
る
明
確
な
意
志
の
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
 

そ
れ
は
 

す
な
ね
 ち
、
都
市
化
に
よ
っ
て
危
機
に
瀕
せ
し
め
ら
れ
た
地
域
の
 
住
民
が
 

抱
い
た
プ
ロ
テ
ス
ト
の
感
情
で
あ
る
。
上
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
た
 
都
市
化
 

の
 波
に
翻
弄
さ
れ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
さ
れ
た
民
衆
が
 
、
そ
の
 

拠
 占
を
銀
座
の
神
々
に
求
め
た
、
と
解
明
す
る
の
で
あ
る
。
神
社
 
 
 

と
い
う
「
イ
ベ
ン
ト
」
も
 
、
 人
々
を
ア
ト
ム
化
し
疲
弊
さ
せ
る
 都
 市
ル
旧
へ
 

の
 抵
抗
と
解
釈
さ
れ
よ
う
か
。
そ
れ
は
「
マ
ツ
 リ
 」
と
し
て
、
 
人
 々
を
 蘇
 

生
さ
せ
、
祀
る
者
の
共
同
体
を
生
成
す
る
可
能
性
を
有
す
る
と
 
考
 え
ら
れ
 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
著
者
は
、
こ
の
「
イ
ベ
ン
ト
的
 

で
 ツ
リ
 （
 マ
 

ッ
リ
的
 イ
ベ
ン
ト
こ
が
生
み
出
す
カ
オ
ス
の
、
既
存
秩
序
や
規
範
 
を
 破
壊
 

し
え
な
い
ひ
弱
さ
も
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
神
社
め
ぐ
り
と
い
う
 
 
 

ト
が
マ
ツ
リ
 
化
し
て
社
会
と
人
間
の
生
命
秩
序
を
再
生
し
う
る
の
 で
あ
れ
 

ば
 、
そ
れ
は
い
か
な
る
と
き
に
、
い
か
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
作
動
 
す
る
の
 

か
 0
 こ
の
こ
と
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
 
@
 
」
と
に
、
 

や
や
物
足
り
な
さ
を
覚
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

第
二
章
「
都
市
化
の
な
か
の
神
々
」
は
、
都
市
化
へ
の
三
つ
の
神
 

桂
一
宗
 

教
法
人
 -
 の
対
応
の
相
違
を
捕
捉
 
し
 、
神
社
神
道
の
変
貌
と
時
代
 へ
の
 適
 

応
の
可
能
性
を
探
ろ
 
う
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
銀
座
の
宗
教
施
設
 の
中
で
 

唯
一
神
主
が
い
る
六
官
神
社
が
、
ま
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
の
 現
 

社
名
は
、
震
災
後
の
町
石
改
正
に
よ
っ
て
六
官
打
が
な
く
な
る
 
@
 」
と
を
 惜
 

し
ん
だ
氏
子
に
よ
り
、
旧
社
名
か
ら
改
称
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

そ
れ
ほ
ど
に
住
民
に
護
持
さ
れ
て
い
た
神
社
も
、
震
災
後
に
加
速
 
し
た
 住
 

民
の
他
出
の
た
め
、
ま
た
ビ
ル
の
林
立
に
よ
る
環
境
悪
化
の
た
め
 
に
、
存
 

紡
 が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
都
会
の
神
社
が
な
べ
て
直
面
せ
 
ざ
る
を
 

え
な
い
こ
の
都
市
化
に
対
し
八
目
神
社
が
昭
和
五
七
年
に
採
っ
 た
 方
策
 

は
、
 
自
ら
も
八
階
建
ビ
ル
へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

一
 階
 ・
 二
 

暗
部
分
を
拝
殿
に
、
御
神
体
を
最
上
階
に
安
置
し
て
、
そ
れ
ら
を
 
地
下
か
 

ら
 屋
上
の
奥
宮
ま
で
通
る
パ
イ
プ
 

-
 な
か
を
中
空
に
し
て
外
側
に
 

土
 を
詰
 

め
た
二
重
の
パ
イ
プ
一
で
っ
な
ぎ
、
残
る
ス
ペ
ー
ス
は
収
益
を
上
 
げ
る
た
 

め
の
貸
店
舗
と
し
た
の
で
あ
る
。
神
社
本
庁
は
こ
の
建
築
に
否
定
 
的
で
、
 

そ
の
た
め
六
官
神
社
は
被
包
括
関
係
を
脱
し
て
単
立
法
人
と
な
る
 
。
そ
し
 

て
 存
続
・
運
営
の
た
め
、
神
社
自
ら
が
収
益
を
生
み
出
す
よ
 
う
事
 業
 展
開
 

を
 計
っ
て
い
る
と
い
う
。
日
曜
・
祭
日
を
休
業
し
平
日
で
も
朝
一
 

O
 時
を
 

す
ぎ
な
い
と
 
シ
 ヤ
ッ
タ
ー
が
開
か
な
い
六
官
神
社
は
、
か
つ
て
の
 

氏
神
が
 

都
市
型
神
社
へ
と
変
貌
し
た
一
典
型
で
あ
る
。
こ
の
事
例
か
ら
 
読
 者
は
、
 

新
鮮
な
驚
き
と
多
く
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
 

で
は
朝
日
稲
荷
は
い
か
に
、
都
市
化
に
対
処
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
 
 
 

稲
荷
の
由
緒
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
か
ね
て
失
わ
れ
て
 
い
た
 御
 

神
体
が
大
震
災
の
と
き
発
見
さ
れ
た
と
い
う
神
話
が
創
出
さ
れ
て
 い
る
こ
 

 
 
 
 

と
か
ら
、
著
者
は
稲
荷
が
地
域
の
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機
能
 
し
た
と
 

推
察
し
て
い
る
。
ま
た
戦
後
こ
の
稲
荷
は
町
会
に
よ
っ
て
宗
教
法
 
4
9
 

 
 

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
町
の
守
護
神
と
し
て
の
威
厳
を
増
す
た
め
 
に
 
「
 公
 



認
 」
に
し
よ
う
と
い
う
動
機
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
都
市
化
は
 この
神
 

に
も
等
し
く
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
 
崇
敬
者
 

の
 減
少
で
あ
る
。
結
果
、
朝
日
稲
荷
も
ビ
ル
の
屋
上
へ
と
昇
る
こ
 とに
な
 

る
 。
た
だ
六
官
神
社
と
異
な
る
の
は
、
本
殿
が
地
面
と
パ
イ
プ
で
 っ
な
 が
 

れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
ビ
ル
化
を
神
社
側
か
ら
積
極
的
に
持
ち
か
 
 
 

で
な
く
隣
接
す
る
企
業
か
ら
の
申
し
入
れ
に
よ
る
と
い
う
こ
と
、
 

そ
し
て
 

神
社
本
庁
か
ら
の
離
脱
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
 
こ
と
で
 

あ
る
。
 

三
番
目
の
事
例
は
、
ビ
ル
化
せ
ず
以
前
か
ら
の
境
内
地
に
残
っ
た
 
担
 丘
山
石
 

稲
荷
で
あ
る
。
こ
の
稲
荷
に
は
明
治
初
午
時
点
で
氏
子
集
団
が
存
 
在
し
な
 

か
っ
た
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
大
正
に
至
り
、
 

-
 
駅
 全
 口
 
移
転
の
 

影
響
で
）
地
域
の
繁
栄
が
失
わ
れ
る
こ
と
を
危
ぶ
ん
だ
住
民
が
 
稲
 荷
 を
町
 

の
 シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ま
と
ま
り
、
祭
祀
集
団
を
形
成
す
る
。
そ
し
 
て
 彼
ら
 

町
会
は
戦
後
、
稲
荷
を
宗
教
法
人
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
に
 
町
 の
 顔
 

役
 内
人
物
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
は
、
他
の
事
例
と
同
様
、
 

軽
視
さ
 

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
人
間
も
銀
座
を
離
れ
て
ゆ
 
か
 ざ
る
を
 

ぇ
な
 い
 の
が
、
都
市
化
の
影
響
力
で
あ
る
。
稲
荷
の
存
続
基
盤
は
 
侵
食
さ
 

れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
加
え
、
い
か
に
も
現
代
の
大
都
会
ら
し
い
 
土
地
問
 

題
も
稲
荷
を
悩
ま
せ
た
。
元
々
私
有
地
に
存
し
た
こ
の
小
祠
は
 
、
 地
主
が
 

土
地
を
売
却
し
た
四
年
後
、
旧
境
内
地
の
片
隅
の
三
坪
の
敷
地
に
 
陽
光
を
 

浴
び
る
 ，
 
」
と
な
く
鎮
座
す
る
，
」
と
に
な
る
。
そ
の
四
年
の
間
に
土
 
地
 の
 転
 

売
 が
行
な
わ
れ
、
ビ
ル
建
設
時
に
は
社
殿
は
屋
上
に
昇
る
と
い
う
 
プ
ラ
ン
 

が
 、
う
や
む
や
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

第
二
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
三
社
が
共
通
し
て
直
面
し
た
課
題
は
 、
社
 

澱
め
 ビ
ル
化
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ビ
ル
化
が
都
市
化
 
 
 

ら
す
一
つ
の
一
般
的
な
帰
結
で
あ
る
な
ら
、
神
社
神
道
の
本
質
 
自
 休
 も
変
 

わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
筆
者
の
投
げ
 掛
け
る
℡
 

問
題
で
あ
る
。
神
社
と
は
社
殿
・
樹
木
を
含
め
た
全
体
的
な
 
聖
な
 る
 空
間
 

 
 
 
 

で
あ
り
古
来
か
ら
の
制
式
に
則
っ
て
建
築
さ
る
べ
し
と
し
た
 神
 社
 本
庁
 

は
 、
ビ
ル
化
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
地
面
の
上
に
建
つ
 
豊
 岩
 稲
荷
 

と
て
、
陽
の
さ
さ
な
い
ビ
ル
の
谷
間
に
存
す
る
限
り
、
そ
の
空
間
 
が
聖
な
 

る
 空
間
で
あ
る
と
は
思
 い
 が
た
い
。
と
す
れ
ば
三
つ
の
神
社
は
こ
 と
ご
と
 

く
 、
正
規
の
神
社
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

神
 社
 が
都
 

市
 に
お
い
て
存
続
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
確
実
に
変
化
は
し
て
 
い
る
。
 

神
社
空
間
の
変
質
の
み
に
、
こ
と
は
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
 

神
 社
 神
道
 

0
 本
質
に
、
神
社
空
間
そ
れ
自
体
が
直
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 

。
六
官
・
 

朝
日
の
二
社
は
ビ
ル
化
し
て
変
貌
を
遂
げ
た
こ
と
に
 
ょ
 り
、
新
た
 
に
 参
拝
 

者
 ・
崇
敬
者
を
獲
得
し
て
い
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
 

都
 市
 に
溶
 

け
 込
み
え
た
証
明
で
あ
る
と
著
者
が
評
価
す
る
な
ら
、
 

豊
岩
 稲
荷
  
 

化
し
て
闇
の
空
間
を
抜
け
出
し
さ
え
す
れ
ば
、
時
代
へ
の
適
応
を
 
果
た
す
 

こ
と
に
な
る
の
 
た
 ろ
 う
か
 。
 

第
三
章
「
キ
リ
ス
ト
教
の
波
」
は
、
銀
座
に
お
け
る
多
く
の
キ
リ
 ス
ト
 

教
 施
設
の
設
立
か
ら
撤
退
ま
で
を
、
ト
レ
ー
ス
し
て
い
る
。
明
治
 にな
っ
 

て
 宣
教
が
可
能
と
な
っ
て
よ
り
、
銀
座
に
は
多
く
の
教
会
や
 、
、
 

.
 ツ
ン
ヨ
 

キ
リ
ス
ト
教
出
版
社
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
 
は
、
明
 

治
政
府
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
の
表
現
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
 
た
 旧
土
 

抜
出
身
者
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
知
識
階
級
が
設
立
し
、
ま
た
 
支
え
た
 

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
、
銀
座
に
残
る
の
は
日
本
基
督
教
団
 
銀
座
 教
 

会
 と
出
版
社
・
我
丈
館
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
銀
 
座
 進
出
 

の
 理
由
は
、
そ
の
地
の
利
と
イ
メ
ー
ジ
の
良
さ
に
他
な
ら
な
い
が
 
、
撤
退
 



書評と紹     

は 雲 の
 理
由
も
ま
た
、
銀
座
と
い
う
土
地
が
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

震
 災
や
空
 

襲
か
ら
の
復
興
事
業
が
教
会
を
支
え
た
住
民
の
転
出
を
促
し
た
か
 
ら
で
あ
 

り
、
 高
い
地
価
が
郊
外
で
の
よ
り
広
い
敷
地
獲
得
と
教
会
の
新
築
 
を
 可
能
 

に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
銀
座
教
会
と
教
 
文
 館
が
銀
座
に
 
残
っ
た
 

理
由
は
、
日
本
の
中
心
地
か
ら
伝
道
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
 
十
 分
 に
認
 

試
 し
て
い
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
た
だ
運
営
の
た
め
に
や
む
な
く
 
、
望
む
 

る
 空
間
に
銀
行
等
の
世
俗
的
機
関
を
招
き
入
れ
て
は
い
る
。
土
地
 
柄
 で
賃
 

貸
料
は
高
く
、
本
来
の
活
動
を
行
な
う
た
め
の
財
源
が
確
保
さ
れ
 
る
の
で
 

あ
る
。
銀
座
教
会
も
教
 文
 館
も
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
 他
 教
会
や
 他
社
と
 

0
 合
同
を
重
ね
て
き
た
。
そ
し
て
い
ま
両
者
は
、
銀
座
と
い
う
 
土
 他
 し
Ⅰ
ム
口
 

同
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
銀
座
か
ら
撤
退
す
る
に
せ
よ
 
そ
 @
 
」
に
残
る
 

に
せ
よ
、
こ
の
土
地
の
価
値
を
有
効
に
活
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
 
る
 。
 

三
章
の
調
査
・
考
察
の
対
象
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
・
二
章
 
で
の
 

稲
荷
や
地
蔵
へ
の
信
仰
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
、
地
域
を
そ
の
存
立
基
 
盤
 と
し
 

た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
銀
座
の
キ
リ
ス
ト
教
 
が
 地
域
 

住
民
の
都
市
化
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
の
拠
点
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
い
 
ま
 活
動
 

な
 行
な
い
う
る
の
だ
と
は
、
い
え
そ
う
も
な
い
。
銀
座
の
キ
リ
ス
 
ト
 教
が
 

都
市
化
に
流
さ
れ
ず
踏
み
留
ま
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
地
の
利
 
を
 活
か
 

す
べ
く
正
体
的
に
自
己
変
容
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 
占
 一
で
、
 

六
官
神
社
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
く
、
我
勢
は
拡
大
し
ま
 
た
 財
政
 

面
 で
も
好
調
な
模
様
で
あ
る
。
宗
教
が
都
市
に
溶
け
込
み
え
た
か
 
木
ロ
 
か
 の
 

メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
な
に
よ
り
こ
の
数
値
で
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
 
ろ
う
。
 

 
 

我
々
は
日
本
の
企
業
が
そ
の
敷
地
内
に
小
祠
を
持
っ
こ
と
、
企
業
 
暮
を
 

一
 地
に
建
立
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
企
業
 一
 
外
資
系
を
 含
む
一
 

@
 
意
外
に
も
、
宗
教
と
関
わ
り
を
持
つ
。
い
ま
銀
座
に
ビ
ル
社
屋
（
 

店
舗
）
 

を
 構
え
る
企
業
も
例
外
で
は
な
い
。
ポ
ー
ラ
、
資
生
堂
、
大
和
文
 
通
 、
東
 

映
 、
大
阪
電
気
暖
房
の
社
屋
の
、
そ
し
て
三
越
や
松
坂
屋
、
銀
座
 
松
屋
と
 

い
っ
た
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
に
は
確
か
に
神
々
が
座
し
、
企
業
が
こ
 
れ
を
 祭
 

而
 し
て
い
る
。
な
ぜ
企
業
が
宗
教
行
為
を
行
な
 う の
か
。
こ
の
 疑
 問
へ
の
 

答
え
を
銀
座
か
ら
発
信
す
る
の
が
、
第
四
章
「
企
業
神
の
群
像
」
 

で
あ
る
。
 

こ
こ
か
ら
我
々
は
 
、
 当
の
企
業
が
屋
上
の
神
の
由
緒
に
さ
ほ
ど
 関 心
 を
払
 

っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
社
史
に
記
載
し
て
い
な
い
こ
と
す
ら
あ
 

る
こ
と
 

を
 教
え
ら
れ
る
。
企
業
は
祭
祀
す
る
こ
と
自
体
に
、
意
義
を
認
め
 てい
る
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
 

著
者
が
こ
の
章
に
引
用
し
た
デ
ー
タ
は
、
企
業
の
ト
ッ
プ
の
信
仰
 小
が
 

平
均
的
日
本
人
よ
り
も
薄
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
 
、
宗
教
 

的
 経
営
を
全
面
に
押
し
出
し
て
い
る
企
業
は
き
わ
め
て
少
数
に
す
 
ぎ
な
い
 

こ
と
も
示
し
て
い
る
。
で
あ
る
の
な
ら
な
ぜ
、
祀
ら
ね
ば
な
ら
な
 

 
 

そ
れ
は
企
業
活
動
に
必
要
だ
か
ら
で
は
な
く
、
日
本
企
業
の
基
本
 
構
吐
阻
爪
リ
 

特
有
性
か
ら
発
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
日
本
企
業
は
「
 
村
 
一
家
）
」
 

的
な
集
団
主
義
を
保
存
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
氏
神
」
を
 
結
衆
の
 原
点
と
 

し
て
求
め
た
か
ら
で
あ
る
、
と
著
者
は
看
破
す
る
の
で
あ
る
。
 

不
 況
 を
契
 

機
 と
し
て
、
ま
た
社
運
を
賭
け
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遂
行
す
る
と
 
き
、
 銀
 

座
の
企
業
は
神
々
を
勧
請
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
企
業
が
集
団
と
 
 
 

サ
バ
イ
バ
ル
を
図
ろ
う
と
し
た
か
ら
、
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
 
企
業
 伸
 

が
 対
外
的
刊
行
物
で
あ
る
社
史
に
記
載
さ
れ
な
い
の
も
、
そ
の
「
 
内
的
」
 

 
 

性
格
、
す
な
わ
ち
氏
神
的
性
格
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

も
っ
と
も
、
企
業
神
の
行
く
末
は
安
泰
で
は
な
い
。
著
者
の
い
う
 

 
 

に
 、
屋
上
の
小
祠
へ
の
参
拝
が
義
務
で
は
な
く
な
り
、
小
祠
の
存
 
在
 を
知
Ⅲ
 

ら
な
い
構
成
員
も
現
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
、
企
業
の
「
 
家
 」
意
識
 は
 徐
々
 



に
 薄
れ
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
 
、
企
業
 

神
は
社
屋
上
で
徐
々
に
透
明
化
し
果
て
は
見
え
な
く
な
る
道
を
歩
 
 
 

る
、
と
旺
 -
m
 
み
取
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
 

こ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
第
五
章
「
都
市
に
溶
け
込
 
0
 字
 

教
 」
に
お
い
て
総
括
さ
れ
る
。
銀
座
の
神
々
は
、
都
市
化
イ
コ
ー
 
 
 

化
 
一
宗
教
衰
退
 一
 と
す
る
従
来
の
常
識
的
図
式
へ
の
反
証
と
し
て
 呈示
さ
 

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
都
市
の
中
で
神
々
は
、
あ
た
か
も
そ
こ
に
 
溶
け
込
 

む
か
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
わ
が
身
の
 
半
身
に
 

在
る
、
と
筆
者
は
い
う
。
わ
が
身
は
ム
ロ
理
性
の
塊
で
は
な
い
。
 

そ
  
 

は
非
 ム
ロ
理
性
，
非
日
常
性
か
ら
成
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
 

0
 部
分
 

は
 、
社
会
が
過
度
に
合
理
化
に
傾
斜
す
る
と
き
 
佃
 生
息
 
識
 レ
ベ
ル
で
 プ
ロ
テ
 

ス
ト
 し
 、
宗
教
と
い
う
「
装
置
」
を
通
し
て
表
現
さ
れ
解
放
さ
れ
 7
0
 
。
ム
日
 

理
 的
に
編
成
さ
れ
る
都
市
に
あ
っ
て
も
、
い
や
都
市
に
あ
る
か
ら
 こそ
 プ
 

ロ
テ
ス
ト
へ
の
動
因
が
養
わ
れ
宗
社
が
成
立
す
る
、
と
い
う
わ
け
 

で
あ
る
。
 

さ
ら
に
祀
ら
れ
る
も
の
の
 

プ
 レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
も
、
そ
れ
が
都
市
 

に
お
い
 

て
 存
続
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
た
と
え
ば
八
百
神
社
の
 
祭
祀
 集
 

団
は
 、
有
志
か
ら
町
会
の
氏
子
へ
、
さ
ら
に
氏
子
か
ら
現
在
の
よ
 
う
な
 ん
云
 

社
 ・
店
舗
や
不
特
定
崇
敬
者
へ
と
変
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
 

伴
 な
っ
て
 

神
社
の
性
格
も
流
行
神
か
ら
氏
神
へ
、
そ
し
て
御
利
益
 
神
 へ
と
 変
  
 

い
る
。
こ
う
し
た
 
プ
 レ
キ
シ
フ
ル
 な
 
「
装
置
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
 
、
社
会
 

の
 変
化
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
 
だ
け
で
 

は
 、
地
域
民
衆
の
拠
点
と
は
な
ら
な
か
っ
た
銀
座
の
キ
リ
ス
ト
教
 の 昨
今
 

の
 我
勢
拡
大
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
説
明
づ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
 であ
る
 

 
  

 以
上
、
「
銀
座
の
神
々
」
の
全
容
を
紹
介
し
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
 

 
 

て
き
た
。
本
書
は
確
か
に
、
都
市
化
イ
コ
ー
ル
世
俗
化
 -
 
宗
教
 衰
 退
 -
 と
 

す
る
従
来
の
テ
ー
ゼ
へ
の
反
証
に
満
ち
て
い
る
。
銀
座
に
あ
っ
て
 

は
 ゴ
 %
 
 

Ⅸ
 

似
 的
な
も
の
も
含
む
 
-
 家
 ・
地
域
等
の
伝
統
的
基
盤
に
立
っ
た
 

ゐ
 
小
我
 は
都
 

 
  
 

市
 化
に
屈
し
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
屈
し
て
消
え
て
い
っ
た
 
か
 祠
 も
あ
 

る
こ
と
は
、
著
者
も
報
告
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
或
る
神
は
護
ら
 
れ
 或
る
 

神
は
消
え
去
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
 

消
え
た
 

神
を
追
跡
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
話
で
あ
ろ
う
が
、
少
々
気
に
な
 る
と
こ
 

ろ
で
は
あ
る
。
 
キ
イ
 
・
パ
ー
ス
ン
の
存
在
が
お
そ
ら
く
は
大
き
い
 

の
で
あ
 

ろ
 う
 。
だ
が
生
き
残
っ
た
神
が
、
以
降
も
保
全
さ
れ
る
と
解
釈
し
 て
よ
い
 

の
 だ
ろ
う
か
。
神
々
の
消
長
の
鍵
を
握
る
の
が
人
的
要
因
で
あ
る
 
な
ら
、
 

「
企
業
神
の
群
像
」
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
の
家
 

・
地
域
 

に
 
コ
ミ
ッ
ト
す
る
度
合
の
い
っ
そ
う
の
低
下
が
予
想
さ
れ
る
今
後
 
 
 

は
 路
傍
の
石
の
ご
と
く
化
す
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

た
 と
 え
い
 

ま
は
都
市
に
溶
け
込
ん
で
い
る
、
と
し
て
も
。
 

著
者
が
本
書
を
執
筆
し
た
の
は
、
宗
教
と
都
市
化
 一
 
近
代
化
一
に
 
関
す
 

る
 欧
米
の
理
論
へ
の
疑
問
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
周
知
の
よ
う
に
 
 
 

日
本
は
も
と
よ
り
欧
米
で
は
ポ
ス
ト
，
モ
ダ
ン
の
宗
教
が
大
き
な
 
論
題
で
 

あ
る
。
我
々
は
都
市
に
お
け
る
宗
教
を
論
じ
た
近
年
の
欧
米
の
文
 
敵
 を
 、
 

フ
ォ
ロ
ー
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
乗
り
越
え
 
た
 理
論
 

が
 展
開
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
に
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

本
書
は
、
都
市
に
お
け
る
宗
教
の
実
証
的
研
究
と
し
て
、
紛
れ
も
 なく
 

刺
激
的
で
堅
実
な
第
一
級
の
業
績
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
行
す
る
 
研
 究
 と
し
 

て
 挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
を
 
 
 

行
 な
わ
れ
た
浜
松
市
に
お
け
る
調
査
の
ほ
か
、
宗
教
社
会
学
の
 
ム
 ム
 卜
に
 
ト
よ
ス
 

㌧
 

生
駒
調
査
く
ら
い
の
も
の
か
 

-
 も
っ
と
も
生
駒
は
都
市
近
郊
の
 フ
  
 



書評と紹介 

ド
 で
あ
 

を
 単
独
 り

 、
純
粋
に
都
市
宗
教
の
研
究
と
は
い
い
が
た
い
㍉
銀
座
の
 

で
調
査
さ
れ
た
著
者
の
努
力
に
は
、
敬
服
す
る
ほ
か
な
い
。
 

中 平 

  

  



谷口茂 口外来 

居、 著 
木目 l ロ、 

と 

日本 玉川大 

    
  ィ半 

  
六五 と 

  
セ O  良 
一 - 一 日     

  

  のがあ 憶良を は大胆 い人間 ること 理 支 の 人間 類 不合理 はホイ いうの 二度 生 -o c の コ 宗教心 「一度 な ビ と る話が 實 

  



渡
来
人
の
血
統
を
引
く
と
考
え
ら
れ
る
。
「
も
う
一
つ
の
万
葉
集
 
を
旺
 -
 
軋
 

む
 

 
 

会
 」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
手
掌
 煕
 と
い
う
女
性
が
、
記
紀
万
葉
 は 古
代
 

韓
国
語
で
書
か
れ
た
も
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
額
田
王
の
難
訓
 
歌
 
「
蓑
葦
 

両
隣
」
は
セ
ッ
ク
ス
を
歌
う
二
重
 歌
 だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ト
事
の
 

歌
 と
思
 

 
 

-
4
 
一
 

う
が
恐
れ
入
る
。
韓
国
語
「
 
ア
 オ
ン
ニ
 エ
シ
 」
「
ナ
ラ
」
は
「
 奥
ま
 
っ
て
 帝
皿
 

妙
 の
 都
 」
の
 意
 と
い
う
。
 

大
伴
・
物
部
は
「
天
孫
降
臨
」
と
い
う
渡
海
の
記
憶
を
信
ず
る
 
渡
 末
人
 

  

 
 

で
あ
ろ
う
か
ら
、
物
部
氏
の
支
族
で
あ
る
清
泉
と
は
同
根
で
あ
ろ
 
う
 。
 渡
 

 
 末

人
が
中
国
、
韓
国
を
根
の
国
と
考
え
る
の
は
 当
殊
 
で
、
 憶
良
の
 属
す
る
 

宗
族
の
長
で
あ
る
粟
田
真
人
の
推
挙
で
、
四
十
二
歳
の
憶
 
良
は
、
 

三
人
の
 

小
 録
事
事
日
記
官
 -
 の
 
一
人
に
加
え
ら
れ
、
庄
八
位
の
官
人
と
な
 

る
 。
一
四
 

五
頁
一
和
銅
七
年
五
十
五
歳
の
憶
 
良
は
 正
六
位
上
か
ら
従
五
位
下
 
に
 昇
進
、
 

二
年
後
但
書
国
守
と
な
る
。
帰
京
後
東
宮
（
の
ち
の
聖
武
天
皇
 

-
 に
 侍
し
、
 

養
老
八
年
七
月
七
日
に
 

-
 四
七
頁
 一
 

0
 天
の
河
相
向
き
立
ち
て
わ
が
 恋
 ひ
し
春
来
ま
す
な
り
紐
解
き
 設
け
な
 

二
度
生
ま
れ
型
詩
人
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

ユ
 ー
デ
ン
ト
ゥ
ー
 
ム
と
 の
 関
係
 

を
 中
小
に
氏
は
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
論
を
展
開
さ
れ
た
が
（
明
星
 大
学
出
 

坂
部
、
一
九
八
三
年
）
、
今
ま
た
宗
教
学
が
文
芸
学
の
切
ロ
と
な
っ
 

た
と
い
 

う
こ
と
は
プ
ラ
グ
 
マ
テ
 
イ
ッ
ク
な
宗
教
学
と
し
て
 
御
 同
慶
で
あ
る
。
 
 
 

思
う
に
、
九
千
年
来
の
縄
文
人
の
文
化
を
純
粋
日
本
と
す
る
な
ら
 
 
 

れ
と
て
も
一
万
三
千
年
来
の
先
土
器
文
化
に
は
じ
ま
り
、
前
四
 
0
  
 

来
の
弥
生
人
と
交
雑
す
る
雑
種
で
あ
っ
て
、
道
教
・
仏
教
・
亀
ト
 
を
 外
来
 

思
想
と
す
る
と
、
そ
も
そ
も
日
本
人
は
、
は
じ
め
か
ら
雑
種
民
族
 
に
 外
な
 

ら
な
い
。
旅
人
を
純
日
本
人
文
化
と
し
、
 

憶
 良
を
外
来
知
識
人
と
 
す
る
の
 

 
 

は
 雑
種
の
程
度
の
問
題
で
、
 
滝
 良
も
物
部
の
分
れ
と
す
れ
ば
、
 

い
 ず
れ
も
 

こ
う
い
う
旅
人
の
豪
放
な
来
世
否
定
に
は
、
 

仏
 ・
菩
薩
の
霊
験
を
 
願
う
 

呪
術
仏
教
へ
の
皮
肉
が
あ
り
、
仏
教
倫
理
の
教
 
説
 を
調
刺
し
て
い
 
る
 
-
 九
 

 
 

 
 

五
頁
 -
 と
 舌
口
わ
れ
る
が
、
生
死
の
境
に
立
ち
、
防
人
等
を
集
め
て
 
、
「
 海
行
 

か
 は
 」
一
家
持
一
を
歌
わ
せ
る
立
場
の
軍
団
長
と
し
て
は
至
極
あ
た
 

り
ま
え
 

0
 人
生
観
で
あ
っ
て
、
谷
口
氏
が
「
一
度
生
ま
れ
型
」
 

一
 
0
 目
の
 す
 。
 Ⅰ
 し
 
Ⅰ
 し
 

す
る
楽
天
的
日
本
的
風
土
の
人
格
で
あ
ろ
う
。
 

旅
人
の
妻
の
死
に
対
す
る
哀
歌
は
 

み
ぬ
め
 

0
 妹
と
 来
し
 敏
 馬
の
崎
を
遷
る
さ
に
独
り
し
て
見
れ
ば
 
涙
ぐ
 ま
し
も
 

一
 3
.
 

四
四
九
一
 

と
な
り
、
松
浦
Ⅲ
に
遊
ぶ
序
の
よ
う
に
、
中
国
の
情
痴
小
説
「
 

遊
 仙
窟
」
 

-
8
 
.
 

一
五
一
八
一
 

と
 歌
っ
た
 意
良
は
 、
長
屋
王
の
佐
保
 
邸
 で
、
神
亀
元
年
一
 
セ
 二
四
 
 
 

 
  
 

 
 

 
 
 
 

か
は
と
 

 
 

 
 

0
 ひ
 さ
か
た
の
天
の
河
に
船
浮
け
て
今
夜
か
君
が
我
許
 

来
 ま
さ
 れ
 一
 
@
 
 
◆
 

一
五
一
九
一
 

た
な
 
ば
た
 

 
 

  

 
 

0
 今
の
世
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
 

れ
 生
に
は
轟
に
鳥
に
も
わ
れ
は
 

 
 

む
一
 3
.
 三
四
八
 
-
 

け
 
Ⅱ
Ⅰ
の
 

0
 生
者
 っ
ひ
 に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
今
の
世
な
る
間
は
楽
 

 
 

あ
ら
な
 一
 
3
.
 三
四
九
一
 



を
 下
敷
に
し
な
が
ら
松
浦
川
の
 Z
 女
に
「
け
だ
し
神
仙
な
ら
む
か
 」
と
 ロ
 

マ
ン
チ
ッ
ク
な
夢
を
み
て
い
る
し
、
 

 
 

 
 

0
 丈
夫
と
思
へ
る
わ
れ
や
 水
 華
の
水
城
の
上
に
涙
拭
は
れ
 -
6
.
 

 
 

と
 単
純
素
朴
に
涙
し
て
い
る
。
谷
口
氏
が
「
一
度
生
ま
れ
型
 
-
 
0
 コ
り
 
の
 

ヴ
 
c
 「
已
の
健
や
か
な
り
日
の
 
日
キ
ア
ピ
ヨ
 

@
 
コ
ロ
 
の
Ⅰ
 
コ
描
 
乙
で
あ
る
と
す
 る
の
は
、
 

外
来
思
想
、
特
に
遊
仙
窟
の
よ
う
な
夢
幻
の
神
仙
思
想
に
あ
こ
が
 れ
る
 セ
 

ン
チ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は
 
憶
良
が
 、
抱
朴
子
を
引
い
て
大
ま
 
 
 

0
 士
 や
も
空
し
か
る
べ
き
万
代
に
語
り
継
ぐ
べ
き
名
は
立
て
 

ず
し
て
 

 
 

神
農
芸
 ふ
 。
百
席
 愈
 え
ぬ
と
き
に
は
安
に
そ
長
生
を
得
む
と
。
 早
 金
文
目
 

ぼ
く
、
生
は
好
物
な
り
。
死
は
悪
物
な
り
と
。
若
し
不
幸
に
し
て
 
長
生
を
 

さ
 
き
は
ひ
 

得
ぬ
と
き
に
は
、
猶
し
生
涯
 患
 無
き
を
 以
 ち
て
、
 福
 大
き
な
り
と
 為
さ
れ
 

か
 。
二
五
七
頁
）
と
い
う
 沈
癌
自
 哀
の
文
の
、
沈
痛
な
る
 街
学
趣
 味
 と
は
 

大
い
に
異
な
る
。
 意
 良
は
自
分
の
病
気
の
原
因
は
妖
 鬼
 の
し
わ
ざ
 で
は
な
 

く
て
、
ど
う
や
ら
飲
食
下
郎
 生
 に
あ
る
と
思
い
あ
た
る
の
だ
が
、
 そ
の
道
 

理
を
素
直
に
承
認
し
よ
う
と
し
な
い
。
二
五
四
頁
 一
 

こ
こ
ら
が
「
二
度
生
ま
れ
型
」
の
陰
惨
な
と
こ
ろ
で
 

 
 -

6
.
 
九
七
八
）
 

と
 リ
ア
リ
ズ
ム
に
 向
う
 。
禍
の
伏
す
 所
 、
崇
の
隠
る
る
所
を
知
ら
 む
と
 

 
 

欲
ひ
、
 亀
ト
 の
門
と
 巫
祝
の
室
と
を
往
き
て
問
は
ず
と
い
ふ
こ
と
 な
し
。
 

-
 一
五
一
頁
 -
 然
れ
ど
も
 弥
 苦
を
増
す
こ
と
有
り
、
曾
て
 減
差
ゆ
 と
い
ふ
 

こ
と
 鶴
し
 。
 

従
五
位
下
筑
紫
 守
 に
な
っ
た
 憶
良
は
 、
壱
岐
・
対
馬
が
近
い
の
で
  
 

部
 に
亀
ト
 で
 占
っ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
よ
う
だ
。
「
 

彼
 は
 最
後
ま
で
 死
 

 
 

を
 受
容
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
生
の
た
め
に
死
と
戦
う
姿
勢
の
ま
 
ま
生
を
 

 
 

を
 詰
っ
て
同
情
 

私
ど
も
十
九
歳
の
少
年
 兵
は
 、
あ
た
り
さ
わ
り
な
き
よ
う
万
葉
集
 を
ふ
 

と
こ
ろ
に
し
て
入
営
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
海
行
か
ば
」
の
家
持
に
 

 
 

ッ
 と
な
っ
た
が
、
同
じ
防
人
の
歌
 や 、
旅
人
の
望
郷
の
歌
に
は
 同
 慰
 す
る
 

も
の
が
あ
っ
た
。
 
憶
 良
の
街
学
的
な
歌
は
、
遣
唐
山
録
の
習
作
ら
 し
く
感
 

七
 で
き
な
か
っ
た
が
、
自
分
も
「
 

鼻
 び
し
び
し
」
と
な
っ
て
み
る
 と
、
晩
 

年
 の
 憶
 良
の
気
分
に
は
同
感
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
旅
人
は
純
 
日
 本
 的
な
 

ア
ラ
ラ
ギ
調
で
、
 
意
 良
は
外
来
知
識
人
だ
と
い
う
見
解
が
一
般
的
 
@
@
 

え
カ
 
Ⅰ
 ,
 

憶
 良
の
立
身
出
世
の
た
め
の
中
国
思
想
に
は
、
雄
重
的
な
と
こ
ろ
 
が
あ
っ
 

 
 

て
、
 特
に
弥
生
時
代
か
ら
農
村
で
行
な
わ
れ
た
太
占
の
と
こ
ろ
は
 
興
味
深
 

こ
れ
に
は
シ
ベ
リ
ヤ
・
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
影
が
あ
る
。
 

倭
 正
武
 に
 従
っ
て
、
大
伴
・
物
部
と
い
う
イ
ン
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
が
後
 に
や
 

っ
た
 大
化
改
新
と
い
う
の
も
「
急
々
如
律
令
」
と
 伊 場
の
呪
符
 木
 簡
 に
あ
 

る
よ
う
に
、
韓
国
風
の
律
令
制
を
 

、
 亀
ト
 の
 呪
術
性
に
よ
っ
て
 
神
 権
化
し
 

よ
う
と
す
る
も
の
で
、
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
長
屋
王
へ
の
富
の
 
集
中
と
 

 
 
 
 

そ
の
没
落
で
あ
っ
た
ろ
う
。
物
部
氏
は
聖
徳
太
子
に
よ
り
、
大
伴
 
氏
は
藤
 

原
 氏
に
よ
っ
て
亡
ば
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
最
後
を
飾
る
 
 
 

持
の
万
葉
集
で
あ
り
、
 
巻
 五
は
山
上
憶
良
歌
集
で
あ
る
。
こ
つ
 い
 う
 政
治
 

的
で
あ
る
 
-
 一
六
五
頁
）
 

憶
 良
の
世
評
は
、
直
情
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
歌
人
の
よ
う
に
舌
口
 

わ
 れ
て
 

い
る
が
、
子
宝
の
歌
や
貧
窮
問
答
歌
の
後
背
を
な
す
中
国
思
想
に
 
本
気
で
 

正
対
し
て
い
る
作
者
は
、
頭
は
猫
の
如
く
戦
闘
的
で
、
 

キ
バ
 は
 猫
  
 

鋭
い
が
、
や
は
り
病
気
に
は
勝
て
な
い
と
く
 

ず
 お
れ
る
自
愛
の
文
 
で
あ
る
。
 

憶
良
は
、
 
自
ら
雑
種
文
化
の
悲
劇
を
歌
っ
て
い
る
の
で
、
日
本
に
 お
け
る
 

道
教
 
@
 
ぃ
 絃
の
 
ヨ
 一
の
知
的
事
例
と
い
え
よ
う
。
 



的
 背
景
の
中
で
藤
原
氏
に
遠
ざ
け
ら
れ
た
大
伴
 氏
や
 、
遣
唐
山
 録
 出
身
の
 

知
識
人
山
上
憶
良
が
筑
紫
 守
 に
な
り
上
る
出
世
物
語
は
、
あ
ま
り
 
 
 

は
な
い
。
だ
が
我
々
日
本
 メ
も
 、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
に
さ
か
の
 
ぼ
 れ
ば
、
 

オ
ゾ
 ま
し
き
雑
種
文
化
で
イ
カ
ロ
ス
の
如
く
墜
落
す
る
。
沈
痛
 
自
 哀
 の
 文
 

に
 見
る
「
亀
ト
 の
 門
に
問
う
」
と
は
二
五
一
頁
Ⅰ
亀
の
甲
に
 
四
 角
い
 凹
 

 
 

み
を
掘
り
、
十
字
の
墨
書
に
そ
っ
て
、
 地
 ・
 ナ ・
 
神
 ・
 人 と
十
字
  
 

力
 桜
の
枝
の
火
を
吹
き
っ
 け
ト
と
昔
 す
れ
ば
や
め
、
わ
れ
目
に
 墨
 を
 入
れ
 

て
 卦
を
見
る
万
法
で
、
 憶
 長
程
の
学
者
は
史
記
 亀
策
 列
伝
 位
は
旺
 
-
m
 

 
 

た
ろ
 う
 か
ら
、
こ
れ
で
吉
凶
を
 ト
っ
 た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
暗
示
 に
よ
る
 

未
来
予
知
の
心
理
療
法
と
い
う
べ
き
も
の
で
「
死
な
む
と
言
わ
ば
 た
ち
ま
 

ち
に
死
な
む
」
と
い
う
無
意
識
の
治
療
的
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
ク
が
 
行
 な
わ
れ
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
天
平
五
年
一
七
三
三
六
月
朔
の
 作

で
 

る
 。
 憶
良
は
 、
「
大
廟
 へ
ば
 天
徳
 ぅ
 一
一
五
七
頁
 
-
 と
言
っ
て
い
る
  
 

 
 

れ
は
、
 人
 左
下
か
ら
上
方
大
に
回
っ
て
亀
甲
を
灼
く
こ
と
で
、
 天
 地
は
広
 

し
と
い
 へ
ど
、
 吾
が
為
は
狭
く
や
な
り
ぬ
る
日
月
は
明
し
  
 

ど
 
吾
が
為
は
照
り
や
給
は
れ
入
首
 か
 
吾
の
み
や
 伏
る
 」
 と
 被
害
 

 
 

妄
想
的
に
な
り
、
「
心
力
共
に
尽
き
て
寄
る
所
な
し
」
 

0
 術
も
な
く
苦
し
く
あ
れ
ば
出
で
走
り
去
な
な
と
思
へ
ど
 児
 ら
に
 障
り
ぬ
 

一
 
5
.
 

八
九
九
 

-
 

 
 

あ
る
。
文
飾
も
あ
る
が
 憶
 良
の
知
性
は
死
を
受
容
し
な
い
。
亀
ト
 な
ど
は
 

ま
っ
た
く
信
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
病
は
な
お
ら
 む
  
 

死
者
は
生
き
た
鼠
に
も
お
と
る
と
は
な
さ
け
な
い
話
だ
が
、
文
字
 に
よ
っ
 

て
 人
は
解
脱
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
 憶
良
が
 巫
祝
の
室
を
間
 ぅ
 た
と
い
 

つ
 め
は
文
飾
の
対
句
で
は
な
く
て
、
シ
ベ
リ
ヤ
・
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
 
に
回
帰
 

し
た
こ
と
を
示
す
。
 

-
1
-
 谷
口
茂
「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
論
 

ユ
 ー
デ
ン
ト
ゥ
ー
 
 
 

関
係
を
中
心
に
」
明
星
大
字
出
版
部
、
一
九
八
三
年
。
 

序
章
カ
フ
カ
を
ど
う
読
む
か
 
l
 
カ
フ
カ
と
ユ
ー
デ
ン
ト
ゥ
  
 

-
l
 ユ
ダ
ヤ
民
族
 
史
 
2
 プ
ラ
ー
ク
 と
 ユ
ダ
ヤ
人
 

3
 
ユ
 タ
 ヤ
  
 

力
 @
 
 Ⅱ
カ
フ
カ
の
文
字
世
界
Ⅰ
作
品
ョ
哲
 

-
4
 息
子
の
言
い
分
 
5
 共
同
 

体
 と
個
我
 

6
 世
界
へ
の
道
 

7
 芸
術
家
の
使
ム
 巴
 

（
 
2
-
 
中
澤
英
雄
、
谷
口
「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
論
 

ユ
 ー
 デ
  
 

１
ム
と
の
関
係
を
中
心
に
」
書
評
ミ
ド
イ
ツ
文
字
」
七
三
、
日
本
 
独
文
学
 

会
 、
一
九
八
四
年
 
-
 、
一
五
三
頁
。
 

-
3
-
 ミ
 ぎ
守
 5
%
 
ョ
 R
.
 ヨ
 ぬ
き
 蕊
 ～
 
m
b
 

り
辛
 

巧
斗
ぬ
ぎ
ま
 h
 せ
 夫
コ
 
心
さ
い
い
 

Ⅰ
 つ
コ
 
の
 ヨ
い
コ
 
9
 
の
Ⅱ
 

e
e
 

コ
り
む
 宙
の
 

0
.
 

。
 ア
 0
 コ
笘
 
。
 コ
，
 之
の
毛
 レ
ハ
つ
 

Ⅱ
 オ
 ・
二
コ
 
0
 Ⅱ
 
0
 コ
 ㎡
 
0
 

）
の
 

N
o
.
 

Ⅰ
。
注
口
「
の
の
Ⅰ
に
 

り
コ
 
ロ
ぐ
。
 円
す
 。
勾
の
二
 
m
@
o
 

む
 0
 ヰ
ヱ
の
り
 
庁
プ
せ
一
 

才
 白
む
宙
の
宙
 

ぃ 居、 墜か 
う 想 ・ 憶亙落 らとば 0 せれ す歌 法に ろ 谷 

と 法 ざ 
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書評 ヒ 紹介 

季
寄
 煕
 
「
も
う
一
つ
の
万
葉
集
」
文
藝
春
秋
、
一
九
八
九
年
、
 

-
 
、
一
一
 

/
 
/
 
｜
 -
 
、
 

九
頁
。
 

-
-
 
と
 
手
掌
 煕
 「
枕
詞
の
秘
密
」
文
藝
春
秋
、
一
九
九
 
0
 年
 、
二
 七
 0
 頁
 。
 

青
丹
よ
し
 

 
 

0
 悔
し
か
も
斯
く
知
ら
ま
せ
ば
青
丹
よ
し
国
内
こ
と
ご
と
見
せ
ま
 
 
 

を
 
-
5
.
 七
九
七
 -
 

山
上
憶
 良
も
 
「
青
丹
よ
し
」
は
「
山
川
の
美
し
い
」
 

-
 
万
葉
秀
歌
 
・
 戊
 
@
 上
口
 
-
 

の
 意
で
は
な
く
「
奥
ま
っ
て
い
て
霊
妙
」
の
意
で
あ
る
、
と
思
わ
 
れ
る
。
 

こ
れ
は
 幽
 仙
窟
の
世
界
で
あ
る
。
 

-
6
-
 
往
序
章
問
題
関
心
と
万
法
論
二
七
五
頁
 
一
 。
 

-
7
-
 
結
語
外
来
思
想
と
日
本
人
の
生
き
万
一
一
六
七
頁
 
-
 な
 参
照
さ
 

ね
 た
 

と
 読
ん
で
み
た
が
 

@
 
け
 ど
ん
ぐ
る
い
じ
 

0
 
莫
 豊
岡
 隣
之
 
-
 麻
具
 廻
せ
よ
 一
 

 
 

を
調
ら
せ
よ
）
 
吾
瀬
一
 来
た
れ
 

 
 

け
り
に
 -
 
五
回
新
定
行
き
来
せ
 

じ
よ
 -
.
 

彩
る
 げ
 

 
 

大
相
亡
児
一
大
股
の
 
-
 

皿
謁
見
（
 麻
具
 

 
 

っ
ず
 

-
 

千
之
 
-
 麻
具
 一
明
玄
鳥
兼
 
-
 立
ち
に
 

よ
 ろ
ば
ん
 

巴
 
何
本
（
幾
度
 
-
 

コ
 の
お
・
 ワ
 
㍉
㏄
 一
 Ⅰ
 e
c
 
由
ヰ
 
「
 e
a
 く
 Ⅰ
 ド
 コ
ロ
く
ヱ
・
 円
ゴ
 e
 の
 ガ
 左
の
 0
 三
・
 も
 
Ⅰ
 い
 ㍉
 

一
 
4
 
一
 
拙
稿
「
巫
女
と
し
て
の
額
田
王
」
三
日
本
的
宗
教
心
の
展
 
開
 」
 大
 

明
堂
Ⅰ
二
三
ー
二
四
頁
。
 

 
 

し
づ
 
@
@
 
し
 .
 
フ
ら
 
-
 

0
 
 
静
ト
 こ
そ
 舌
き
 我
が
背
子
が
い
立
た
せ
り
け
む
厳
律
 が 下
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0
 
 「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
七
年
七
月
一
五
日
工
 - 午
後
三
時
 ｜
 七
時
三
 0
 分
 
分
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
市
川
裕
、
岩
本
一
夫
、
鈴
木
正
宗
、
永
井
 

政
之
 、
 

林
 淳
 、
星
川
昏
惑
、
渡
辺
和
子
 

議
事
 

一
 、
刊
行
報
告
 

第
六
九
巻
第
一
韻
士
 二
 
0
 四
ロ
 
こ
 

一
 、
編
集
方
針
 

電
話
 
0
 三
 
（
五
六
八
四
一
五
四
七
三
 

F
A
X
O
 三
 
（
五
六
八
四
一
五
四
七
四
 

果霧 

マ都一 

タ区 示、 
ケ本 
ハ郷 
フ 一   
ビ丁 - 一 一 - Ⅰ 己 

ル目   (C 

一一 O 九 
移 

五番 
転 

七 
し 

ロ耳 リ 
ま 

し 

た 

0
 理
事
会
 

日
時
平
成
七
年
七
月
二
九
日
工
 一 午
後
一
時
三
 
0
 分
 １
匹
 時
 二
一
 

 
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
 
洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
 家
墜
 @
 
同
士
 
心
 、
 

井
 間
宮
二
夫
、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
上
田
間
 
照
 、
金
井
 

新
三
、
川
崎
信
定
、
・
何
彼
 昌
 、
木
村
清
孝
、
小
山
雷
丸
、
坂
 

井
宿
主
、
佐
々
木
 
宏
幹
 、
鈴
木
康
治
、
芹
川
博
通
、
薗
田
 
稔
 

田
中
英
三
、
田
丸
 
徳
善
 、
土
屋
 博
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
長
谷
 
正
 

営
 、
華
国
穂
 麿
 、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
藤
木
津
 彦
 、
堀
 

越
期
日
、
宮
家
宰
、
渡
 
退
 賀
陽
、
 一
 
沖
縄
国
際
大
学
 -
 
小
熊
 誠
 、
 

稲
福
 み
き
 子
 

議
事
 

一
 、
第
五
四
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
認
 

開
催
 校
 が
準
備
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
案
を
検
討
し
、
二
八
四
 
名
 

0
 個
人
研
究
発
表
を
承
認
し
た
。
 

一
 
、
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
二
六
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 
、
「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
に
つ
い
て
 

z" 
ニ ス 

報 
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等 
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0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
七
年
七
月
二
九
日
三
一
午
後
五
時
 @
 七
時
三
 0
 分
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 
伸
 、
 井
 間
宮
二
夫
、
石
田
慶
和
、
 
植
田
 

重
雄
、
上
田
 
閑
照
 、
金
井
新
 三
 、
坂
井
信
士
、
田
丸
 徳
善
 、
 

土
屋
 博
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
長
谷
正
宮
、
 
華
 国
穂
 麿
 、
藤
井
正
 

雄
 、
藤
田
富
雄
、
宮
家
 準
 、
渡
海
 費
陽
 

議
事
 

一
 、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
審
査
委
員
候
補
者
に
つ
い
て
 

報
 

こ
れ
ま
で
第
一
段
審
査
に
あ
た
っ
て
い
た
荒
木
美
智
雄
、
鈴
木
 
範
 

久
 両
氏
の
任
期
終
了
に
と
も
な
い
、
継
続
委
員
を
含
め
、
藤
本
 
浄
 

ム
石
 

田
丸
会
長
か
ら
、
編
集
業
務
の
増
大
に
対
処
す
る
た
め
、
七
月
一
 

日
付
で
新
た
に
星
川
 
啓
 慈
氏
に
編
集
委
員
を
委
嘱
し
た
旨
の
報
土
 

 
 

が
あ
り
、
承
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
論
文
投
稿
規
定
」
の
枚
数
を
 

従
 

来
 の
 四
 0
0
 
手
話
原
稿
用
紙
匹
 0
 枚
 前
後
か
ら
 四
 0
@
 
五
 U
 枚
 

-
 圧
 ・
図
版
を
含
む
一
に
変
更
し
た
い
と
の
編
集
委
員
ム
五
の
提
案
 

ほ
 つ
い
て
検
討
し
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。
 

一
 、
 I
A
H
R
 

の
第
一
七
回
国
際
会
議
に
つ
い
て
 

八
月
五
日
 @
 
一
二
日
に
メ
キ
シ
コ
・
シ
テ
ィ
ー
で
行
わ
れ
る
 

1
  
 

H
R
 
 

（
国
際
宗
教
学
宗
教
史
学
 

ん
ま
 
）
の
第
一
七
回
国
際
会
議
に
苦
 
 
 

木
 美
智
雄
 -
 
日
本
学
術
会
議
か
ら
の
派
せ
 
桿
 、
金
井
新
三
、
長
谷
 正
 

営
 の
 三
 氏
が
本
学
会
を
代
表
し
て
出
席
さ
れ
る
こ
と
が
会
長
よ
   

説
明
さ
れ
た
。
議
題
と
し
て
予
想
さ
れ
て
い
る
名
称
変
更
問
題
 
等
 

ほ
 つ
い
て
も
対
応
は
、
こ
れ
ら
三
氏
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。
 

0
 評
議
員
選
考
委
員
選
挙
 

日
時
平
成
七
年
八
月
二
六
日
（
 土
 -
 午
後
一
時
三
①
 分
 @
 匹
 時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
石
田
慶
和
、
金
井
新
三
、
鈴
木
 
範
久
 、
田
丸
 徳
善
 、
中
 付
庸
 

治
郎
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
 

議
事
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
開
票
 

開
票
結
果
 

0
 理
事
互
選
外
 

八
五
 

有
権
者
総
数
 

六
二
 
-
 投
票
率
七
三
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Cosmology and the World of Death 
in Hirata Atsutane 

Jun END0 

Hirata Atsutane (1776-18431, one of the well-known scholars of Ko- 

kugaku (National Learning), advanced a new theory concerning cos- 

mology and the world of death based both on the traditional cosmology 

found in Japanese religions and the cosmological astronomy found in 

Yogaku (European Learning). Motoori Norinaga, by whom Hirata was 

most influenced, first tried to abstract a cosmology from the Kojiki. His 

disciple, Hattori Nakatsune, and Hirata formed their own cosmologies 

not necessarily through interpretations of the sacred books, and consid- 
ered their cosmologies in connection with the world of death. We can 

recognize three aims in Hirata's writing of Tama no Mihashira: an 

understanding of the genesis of the world, comprehension of the meaning 

of the sacred books, and a clarification of where one goes after death. The 

last aim was the most important for Hirata. In order to understand that 

world, Hirata insisted on the Japanese way of "Anjin" in opposition to 

Buddhism with which the term is entirely original. Atsutane also consid- 

ered every motion of the world, whose cause Yogaku had ignored, as the 

work of "Musubi" and established a world after death without conflict 

through scientific cosmology by identifying the distinction between ken 

and yu in the Nihonshoki with those between such pairs of terms as  man 

and gods, alive and dead, and visible and invisible. 



Candrakirti's Interpretation of the 
Relation between Madhyamaka-sastra and the 

Theory of Bodhisattva-cam 
Toshiyuki  KISHINE 

In this paper, I consider the relation between Madhyanzaka-Sastra and the 

theory of bodhisattva-cam by investigating Candrakirti's explanation 

cited mainly in his major work, Madhyamalzdvatara. His theory is char- 

acterized by the active part played in bodhisattva-cam by maha--karund, 

advaya-jZ&a and bodhi-citta ; and in that ma&-karuna is regarded as  a 

basis in three primary factors and realizes advaya-$aria and bodhi-citta. 

Candrakirti lends authority to his theory by quoting Nagarjuna's 

Ratnavali and points out the debt his theory owes to  Ratndva l~  

On the other hand, Candrakirti relates these primary factors to the 

daSabhami theory generally regarded a s  a well organized theory of reli- 

gious practice in M a h y a n a  Buddhism. According to  his explanation, 

advaya-jZdna is identified with b h ~ m i  of daSabhumi and transforms bodhi- 

citta t o  citta-utpada. Among the ten stages of daSabhzinzi, it is the sixth, 

Abhinzulzhr-bhzimi, which is most closely related to  a presentation of 

Madhyamaka-s'ctstra. The  purpose of this stage is to gain nirodha by 

staying ( v i h r a )  at  prajAd-paramita. For that  purpose, he asserts that we 

should realize, in accordance with Nagarjuna's interpretation, that 

pratrtyasamutpada is the way of dharmas, and means s'anyata. 

Therefore, I think that Candrakirti interprets the presentation of 

Madhyamaka-s'astra a s  a process of bodhisattva-cam practice which begins 

from an  emphasis on m a h - k a r u n a  and arrives a t  das'abhumi. Viewing 

Candrakirti's interpretation, it is indicated that Candrakirti positively 

relates Madhyamaka philosophy to bodhisattva-cavd. 



Sur la "poetique" de Ricoeur: 
vue sous son aspect religieux et  theologique 

Yasuhiko SUGIMURA 

Cette 6tude a pour but de mieux comprendre ce que Ricoeur appelle 

"po6tiquen, notion pr&suppos&e mais inexpliqu6e dans sa  philosophie. Ce 

but est poursuivi par la mise en lumiere des rapports de la notion en 

question avec des themes religieux e t  th6ologiques auxquels ce penseur ne 

cesse de s'interesser. 

Dans sa confrontation avec la r6alit6 6nigmatique du ma1 &chappant 

toujours 2 la r6flexion philosophique pure, la philosophie Ricceurienne est 

contrainte de s'exposer 2 une sorte de non-philosophie. Or, ce qui permet 

au philosophe de continuer 2 penser dans cette situation critique, c'est la 

fonction "po&tiquen du langage, fonction consistant 2 donner le sens aux 

&tres humains et 2 leur ouvrir ainsi de nouvelles possibilit6s d' exister. 

Lorsque nous nous interrogeons sur l'origine chez Ricceur de la croyance 

en cette puissance du discours poetique, nous ne pouvons nous emp&cher 

de prendre en consid6ration ses contributions dans le domaine theologique. 

En effet tous les travaux de Ricoeur sur la question du mal-salut nous 

conduisent 2 la "logique de la surabondance" qu'il discerne au sein du 

christianisme. L'id6e de la "r&v&lation du nom de Dieu" qu'il d6veloppe 

sous l'influence de la thgologie protestante contemporaine indique, entre 

autres, la maniere dont cette logique extraordinaire se met en rapport 

avec la "po&tique" et, de ce fait, avec l'ensemble m&me de la philosophie 

Ricceurienne. Le Nom qui, en tant que source in6puisable du sens, se  retire 

2 l'infini anime la philosophie de Ricoeur dans ses profondeurs, sans pour 

autant la pousser 2 se confondre avec la foi. 



Plotinus' Kinds of Being in the 
Intelligible Universe 

Satoshi MORIMOTO 

Plotinus insists that there should be five kinds of being in the Intelligible 

Universe: Being, Motion, Stability, Identity, and Difference. They are 

originally derived from Plato's Sophist, but their significance in Plotinus' 

system has been taken lightly by the major students of this philosopher, as 

for example, in William Ralph Inge's The Philosophy of Plotinus : 

The long discussion of the Categories in the Sixth Ennead seems to 

me, at any rate, for our purpose in these lectures, the least interesting 

part of the whole book. (vol. 11, p. 58) 

Even today, many scholars including A. H. Armstrong and cmile Brehier 

believe that they can understand the structure of the Intelligible World 

without regard to the five kinds of being. This paper will argue against 

this view. 

The important point to notice is that Intelligence has two aspects, 

Spiritual Intuition and Contemplation. As is generally known, Intelligence 

perceives itself and the Ideas which dwell in itself. But it also sees the One 

and from it receives the Formative Principle (A'oyoy). This is the higher 

Spiritual Intellection of Intelligence. Through this power of Contenipla- 

tion, it proceeds from the One and returns to it at  the same time, such that 

in the Intelligent Universe the part is the whole and the whole is the part. 

Plotinus' kinds of being in the Intelligible Universe is his philosophical 

effort to provide a detailed account of such an architecture of the Spiritual 

World along with other theories pertaining to Intelligence. 



Religious Experience and the Problem of 
Religious Foundationalism: 

Meanings of W. Alston's Theory of 
Religious Experience 

Hidetaka FUKASAWA 

In philosophical and scientific studies of religion in the modern era, the 
concept of religious experience has very often been tied up with foun- 
dationalist interests. The idea of giving experiential foundations to 

religion is, however, much flawed with logical and theoretical difficulties. 

In this article, I seek to show this by analysing and criticizing W. Alston's 

theory of religious experience. Alston's original and implicit concern was 

to give "direct" and "strong" foundations to religion in terms of religious 

experience (Perception) of God. But he is forced to give up this idea of 

"classical foundationalism" and changes his position to "modest foun- 

dationalism" which tries to secure prima facie legitimacy for religious 

beliefs. However, this position again must unavoidably be shaken from 

within through anti-foundationalist criticism and its holistic or coherentist 

truth-theories. At any rate, the idea of experiential foundationalist 

approaches to religion must inevitably be subjected to fundamental recon- 
sideration. 




