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 西
欧
社
会
で
云
わ
れ
る
「
悪
魔
」
に
対
応
す
る
 言
葉
が
、
ど
う
も
わ
が
国
に
は
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
 
て
 日
本
や
ア
ジ
ア
の
 
話
 

回
 に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
「
餓
鬼
」
の
言
葉
が
 
、
 逆
に
西
欧
キ
リ
 
ス
ト
 教
 社
会
で
は
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
い
っ
 
 
 

い
う
の
が
、
小
論
を
発
想
し
た
理
論
的
な
土
台
で
あ
る
。
「
悪
魔
 

」
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
す
く
な
く
と
も
「
飢
餓
」
に
つ
い
て
は
 

飢
餓
的
人
間
像
と
い
 

ぅ
 も
の
に
た
い
す
る
考
え
万
が
 西
珪
と
 日
本
と
で
は
丸
で
違
っ
て
 

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
う
い
え
ば
多
少
と
も
誇
張
の
 
一
 
@
 の
よ
う
に
受
け
と
 

ら
れ
か
れ
な
い
が
、
事
実
 西
囲
 キ
リ
ス
ト
教
の
文
献
に
は
こ
の
種
 の
 飢
餓
的
人
間
像
は
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
根
 
本
 的
に
問
う
こ
と
も
 

大
切
な
こ
と
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
「
飢
え
」
に
た
い
す
る
認
識
 
が
 飢
え
か
ら
の
「
癒
し
」
の
考
え
方
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
 い
る
か
に
つ
い
て
 
考
 

え
て
み
た
。
そ
こ
か
ら
「
飢
餓
耐
久
性
」
と
い
う
概
念
を
抽
 
き
出
 し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
 ム フ
日
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
 
な
 問
題
が
は
ら
ま
れ
て
 

い
る
は
ず
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
餓
鬼
、
飢
餓
、
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
、
断
食
、
 大
 食
 、
禁
欲
 

山
折
哲
雄
 

飢
餓
と
癒
し
 



時
に
き
こ
え
て
い
る
。
 ム
フ
 
さ
ら
驚
く
こ
と
は
な
い
の
で
 あ
る
。
 

け
れ
ど
も
こ
の
ご
ろ
し
き
り
に
 思
 つ
め
は
、
今
日
し
ば
 し
ば
話
題
に
さ
れ
る
地
球
環
境
の
こ
と
で
あ
る
が
、
 
私
 は
い
つ
の
ま
に
か
、
 

 
 

究
極
の
環
境
問
題
は
飢
餓
を
め
ぐ
る
問
題
で
は
な
い
か
 と
 考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
類
は
い
ず
れ
究
極
の
飢
 
餓
 状
態
に
直
面
す
る
だ
 

ろ
 う
 。
そ
う
な
っ
た
場
合
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
 る
 選
択
に
ど
の
よ
う
な
道
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
 
て
は
か
っ
て
、
「
断
食
」
 

す
る
か
「
人
肉
食
」
の
道
に
す
す
め
で
る
し
か
な
 
い
だ
 ろ
う
と
い
う
思
考
実
験
の
モ
デ
ル
を
提
出
し
て
、
い
さ
 
さ
か
考
え
て
み
た
こ
と
 

が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
の
証
 
@
@
 

ロ
 が
数
 か
ぎ
り
な
く
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
 で
は
、
そ
の
問
題
に
は
 

 
 

立
ち
入
ら
な
い
。
 

は
じ
め
私
は
、
究
極
の
環
境
問
題
は
飢
餓
の
問
題
で
あ
 
る
と
い
う
ム
卵
顕
を
、
い
ま
い
っ
た
よ
う
に
た
し
な
る
 一
 つ
の
思
考
実
験
の
つ
 

も
り
で
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
が
い
っ
の
ま
に
 
か
 、
思
考
実
験
の
枠
組
を
踏
み
こ
え
て
、
現
実
体
験
の
 
課
題
と
し
て
眼
前
に
立
 

ち
 あ
ら
わ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
飢
餓
と
は
何
か
と
い
 ラ
テ
ー
マ
が
、
に
わ
か
に
現
実
味
を
帯
び
た
イ
メ
ー
ジ
 
を
と
も
な
っ
て
、
か
ら
 

だ
の
内
側
か
ら
せ
り
上
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
 し
か
し
本
当
の
と
こ
ろ
を
い
え
ば
、
そ
こ
で
私
の
か
ら
 
だ
を
 占
拠
し
て
い
た
 テ
 

｜
て
 は
、
か
な
ら
ず
し
も
飢
餓
と
は
何
か
と
い
う
問
い
 そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
飢
餓
と
い
う
生
命
的
危
機
 
の
 問
題
を
客
観
的
に
論
 

じ
 て
み
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
が
っ
た
。
あ
え
て
い
え
 。
は
、
そ
こ
で
私
が
問
題
に
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
 人
 間
 は
は
た
し
て
飢
餓
 か
 

 
 

の
 癒
し
と
い
っ
た
こ
と
が
お
こ
り
つ
る
の
か
、
 

た
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
 

ハ
，
ヒ
 

ヰ
 
@
 0
 

む
ろ
ん
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
私
自
身
が
究
極
の
飢
 餓
 に
襲
わ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
飢
餓
状
態
 の
中
か
ら
は
た
し
て
 

救
わ
れ
る
の
か
、
飢
餓
か
ら
の
癒
し
と
い
う
奇
蹟
を
手
 
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
 い
と
 切
り
離
 す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
   



  

 
 

わ
れ
わ
れ
は
誰
で
も
、
飢
え
を
具
象
化
し
た
も
の
と
し
 

て
 
「
餓
鬼
」
と
い
う
存
在
を
知
っ
て
い
る
。
餓
鬼
と
は
 す
な
わ
ち
飢
え
た
 鬼
 

の
こ
と
だ
が
、
同
時
に
そ
れ
は
飢
餓
人
間
を
投
影
し
た
 存

在
で
あ
る
。
飢
餓
的
人
間
像
が
餓
鬼
と
い
う
名
辞
に
 
結
 日
明
し
て
い
る
と
い
っ
 

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
餓
鬼
が
ど
う
も
 キ
 リ

ス
ト
 散
 文
化
圏
に
は
見
当
ら
な
い
。
西
欧
の
地
獄
を
 め
ぐ
る
人
問
史
の
中
に
 、
 

餓
鬼
の
よ
う
な
飢
餓
人
間
の
登
場
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
 

ど
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
 
し
て
な
の
だ
ら
つ
か
。
 

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
「
飢
え
」
と
い
う
も
の
に
た
い
す
 る
 考
え
方
に
根
本
的
な
相
違
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
 
こ
 こ

で
は
さ
し
あ
た
り
餓
鬼
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
観
念
 
を
 確
か
め
る
こ
と
か
ら
 

は
じ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。
 

餓
鬼
と
い
う
舌
口
業
が
古
典
的
な
テ
キ
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
 る

の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
六
道
輪
廻
の
文
脈
に
お
い
 て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

死
後
人
間
は
六
種
の
運
命
の
経
路
を
た
ど
っ
て
転
生
す
 

る
と
い
う
考
え
方
を
い
う
。
仏
教
的
な
人
生
観
も
し
く
 
は
 死
後
観
念
の
中
核
を
 

形
 づ
く
っ
て
い
る
も
の
だ
。
そ
の
六
道
の
な
か
に
、
今
 

あ
げ
た
餓
鬼
が
出
て
く
る
。
最
下
低
 め
 ス
テ
ー
ジ
か
ら
 頓
 に
、
地
獄
、
餓
鬼
、
 

畜
生
、
修
羅
、
人
間
、
天
上
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
 

ち
 地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
を
特
筆
し
て
三
悪
道
と
称
す
る
 
こ
と
が
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

寿
永
四
年
、
平
家
が
壇
ノ
浦
の
合
戦
で
全
滅
し
た
と
き
 

、
建
礼
門
院
だ
け
が
救
助
さ
れ
、
京
都
大
原
の
寂
光
院
 
で
 出
家
し
た
こ
と
は
 

 
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
海
の
藻
く
ず
と
消
え
 た
 安
徳
天
皇
と
平
家
一
門
の
菩
提
を
と
れ
ろ
う
生
活
に
 
入
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
 

  

飢
餓
人
間
と
し
て
の
餓
鬼
 

う
な
性
格
の
問
い
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
よ
，
 つ
む
 問
い
 

あ
る
い
は
欲
望
か
ら
の
癒
し
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
 
る
の
か
、
 の

中
に
、
そ
も
そ
も
人
間
は
欲
望
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
 が
あ
る
の
か
、
 

と
い
う
問
い
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
 
で
も
な
い
。
 



を
 そ
な
え
る
と
こ
ろ
の
、
む
し
ろ
地
域
的
文
化
的
に
限
 定
 さ
れ
る
性
質
を
も
つ
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
は
は
な
 は
だ
興
味
ぶ
か
い
こ
と
 

メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
に
た
い
し
餓
鬼
と
 
い
 う
ス
テ
ー
ジ
が
、
さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
 う
 に
よ
り
い
 っ
 そ
う
個
性
的
な
相
貌
 

と
よ
り
、
世
界
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
宗
教
に
く
 
り
 返
し
あ
ら
わ
れ
、
 途
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
超
歴
史
的
な
原
 
型
イ
 

方
が
こ
の
地
球
上
の
ど
こ
に
で
も
み
ら
れ
る
普
遍
的
な
 観
念
で
あ
る
こ
と
は
い
つ
ま
で
も
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
 
や
 イ
ス
ラ
ー
ム
教
は
も
 

い
わ
ば
地
獄
と
餓
鬼
と
い
う
二
道
の
特
権
的
な
性
格
が
 

、
、
、
 、
 

こ
こ
か
ら
は
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
が
、
し
か
し
こ
の
 

二
道
の
う
ち
地
獄
の
 

か
ら
し
ば
ら
く
し
て
後
白
河
法
皇
が
寂
光
院
を
訪
れ
る
 。
そ
の
法
皇
に
む
か
っ
て
建
礼
門
院
が
、
自
分
の
生
涯
 
を
 六
道
に
な
ぞ
ら
え
て
 

回
顧
 し
 、
述
懐
す
る
。
そ
の
話
が
「
平
家
物
証
 巴
 
の
 大
 切
り
の
「
 濯
頂
巻
 」
に
出
て
く
る
。
数
奇
の
運
命
を
た
 ど
っ
た
現
し
身
の
生
涯
 

が
 六
道
世
界
に
た
と
え
ら
れ
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
六
道
遍
歴
の
物
語
が
た
ん
な
る
死
後
の
絵
空
事
で
あ
 
っ
 た
の
で
は
な
か
っ
た
 

こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
 平
 家
 初
五
巴
の
国
民
文
学
と
し
て
の
評
価
は
、
こ
の
「
 
濯
 頂
巷
 」
の
結
末
を
も
っ
 

て
は
じ
め
て
完
結
す
る
こ
と
を
え
た
と
い
っ
て
も
い
い
 ほ
ど
だ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
日
本
人
の
「
六
道
 
」
感
覚
を
け
っ
し
て
 軽
 

く
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 

一
口
に
六
道
と
は
い
っ
て
も
、
中
世
日
本
人
の
心
を
は
 げ
 し
く
つ
か
ん
だ
の
は
む
ろ
ん
地
獄
と
餓
鬼
で
あ
っ
た
 。
さ
き
に
ふ
れ
た
 三
 

悪
道
の
な
か
の
三
悪
道
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
句
よ
 
り
の
生
々
し
い
証
拠
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
十
二
世
 
紀
 後
半
の
作
と
さ
れ
る
 

「
地
獄
草
紙
」
と
「
餓
鬼
草
紙
」
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
 
迫
真
的
な
描
法
の
芸
術
性
は
も
と
よ
り
、
そ
こ
か
ら
 
漂
 っ
て
く
る
の
が
地
獄
 と
 

餓
鬼
の
世
界
に
た
い
す
る
当
時
の
人
び
と
の
息
を
つ
め
 
る
よ
う
な
恐
怖
と
不
安
の
気
配
で
あ
る
。
た
ん
な
る
 末
 法
観
 と
か
無
常
観
と
い
 

っ
た
 観
念
の
領
域
を
大
き
く
は
み
だ
し
て
し
ま
っ
て
 
い
 る
よ
う
な
、
生
理
的
な
嫌
悪
と
憎
悪
の
感
覚
が
そ
こ
に
 
は
 波
打
っ
て
い
る
と
い
 

 
 

  



飢紺と 在し 

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
に
光
を
あ
て
る
 
と
き
、
餓
鬼
が
も
は
や
た
ん
な
る
六
道
の
な
か
の
 
ワ
 ン
 ・
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
こ
 

と
を
超
え
て
、
六
道
の
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
要
の
位
 置
を
占
め
る
重
大
な
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
 
み
え
て
く
る
の
で
は
な
 

い
 だ
ろ
う
か
。
 

さ
て
、
そ
れ
で
は
「
餓
鬼
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
 
こ
 の
 飢
餓
的
人
間
も
し
く
は
非
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
 
、
い
 
づ
た
い
ど
こ
か
ら
 立
 

ち
 あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
何
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
。
 
そ
れ
は
も
と
も
と
、
イ
ン
ド
産
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
叢
 
の
な
か
で
信
じ
ら
れ
た
 

死
者
も
し
く
は
死
者
の
霊
（
 H
 プ
レ
ー
タ
 
層
痒
巴
 
を
土
 
巳
抹
 し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
プ
レ
ー
タ
（
亡
者
・
古
妻
 巴
は
、
 
日
々
、
家
族
な
 

ど
 生
き
残
っ
た
者
の
供
養
を
つ
け
て
「
 祖
 圭
一
皿
」
へ
と
 

転
 ず
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
の
供
養
を
欠
く
   

害
を
加
え
る
亡
霊
と
し
て
怖
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
餓
鬼
は
や
が
て
中
国
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
 衣
装
を
ま
と
い
、
施
餓
鬼
 会
 、
 孟
蘭
 盆
会
の
儀
礼
の
な
 か
で
新
た
な
生
命
を
 

蘇
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
祖
霊
へ
の
脱
皮
を
望
む
亡
霊
 
が
 現
実
の
飢
餓
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
窮
民
や
乞
食
の
 
姿
態
と
重
ね
合
わ
せ
ら
 

ね
 、
い
わ
ば
現
世
へ
の
復
帰
 
丁
 受
肉
）
を
と
げ
る
と
 と
も
に
目
連
敷
目
説
話
の
よ
う
な
物
語
が
案
出
さ
れ
る
 
こ
と
に
な
る
。
さ
き
の
 

施
餓
鬼
 会
 と
は
、
要
す
る
に
こ
れ
ら
窮
民
や
乞
食
の
霊
 的
 ス
テ
ー
ジ
を
意
味
す
る
三
界
 万
 霊
へ
の
食
物
サ
ー
ビ
 ス
の
機
会
で
あ
り
、
 
た
 

い
 し
て
あ
の
世
で
飢
餓
に
苦
し
む
母
親
の
救
済
物
語
が
 
目
連
説
話
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
餓
鬼
の
観
念
は
大
 
づ
か
み
に
い
っ
て
 、
不
 

可
視
の
亡
霊
的
存
在
か
ら
可
視
的
な
飢
餓
人
間
へ
と
 
転
 生
 を
と
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 

い
ま
私
は
、
餓
鬼
（
亡
帝
一
皿
）
の
起
源
は
 ヒ
 ン
ド
ウ
 ｜
教
 ほ
 さ
か
の
 ぽ
 る
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
右
の
可
 視
 的
な
飢
餓
人
間
 へ
 

 
 
 
 

と
 変
容
し
て
い
く
に
つ
い
て
は
仏
教
の
は
た
し
た
役
割
 が
 大
き
い
。
否
、
仏
教
こ
そ
が
典
型
的
な
飢
餓
 人
 問
と
 し
て
の
餓
鬼
の
存
在
 様
 

 
 

態
を
決
定
し
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
 
仏
 教
の
 
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
、
餓
鬼
を
含
む
六
道
の
体
系
 ほ
 つ
い
て
詳
細
な
記
述
 



い
つ
も
飢
餓
に
責
め
苛
ま
れ
、
痩
せ
衰
え
て
い
る
鬼
が
 

い
ろ
。
川
岸
に
走
り
寄
っ
て
水
を
飲
も
 

う
 と
す
る
が
、
 屈
強
大
力
の
鬼
に
は
 

ば
ま
れ
杖
で
追
い
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
と
え
水
を
口
 

に
 入
れ
て
も
、
た
ち
ま
ち
水
は
火
に
変
じ
て
飢
渇
が
さ
 

ら
に
い
や
増
す
。
も
う
 

一
方
に
 
、
ロ
が
 針
の
孔
の
よ
う
に
す
 
は
 ま
り
、
腹
が
山
 
の
よ
う
に
脹
れ
あ
が
っ
て
い
る
鬼
が
い
る
。
そ
の
た
め
 

た
と
え
食
べ
も
の
や
 
飲
 

み
 水
が
そ
ば
に
あ
っ
て
も
、
口
に
入
れ
て
食
べ
た
り
 

飲
 み
 下
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
哀
れ
 

む
 鬼
 が
い
る
。
わ
ず
か
の
 

の 浄 で は を 
記 土 こ ち と 与 

食 と 内 向 述 」 の る ん え   が に 平 。 ど て 

逢 、 障 て た 出 よ 安   
ひ こ に         現 つ 日寺 走 る   す て 代 的 重 
食 を り こ 障 る 矢口 @ こ 

で 妻   。 ら お あ 経 
倣 ふ 食 極 体   つ 曲 ,,   じ て る た が 

め い 浄 ば 由 得 ば て た 
" な ざ " 食 ほ ろ 土 そ と 

変 し る 大 を   
じ 。 見 力 信 「が散 地、 居、 
て 或 あ の ざ   獄 そ 想、 

猛 は り 鬼 る     
焔 内 。 お 鬼 つ 抜 頂 滅 法 と タト 言胃 @ あ   十 点 頭 金   を画 で （現 

なめ り障 " な口杖謂 く " てり " 。 わ が』 経 

身 け は を く 
国 で 

な れ 針 以   は あ 

た尭 ど の て 飢   及 る 

い も 乱 逆 渇   避     
て   の へ 常 で こ 

出 尻 如 何 は 日   
づ丁 ふ く つ 荒訣 その目 きて、 そ し、 動 テ る c の キ 

こ 複 式 し 像 ス 

と は は て を ト 

あ 大 変   結 は 

た い じ 身 ぶ お 

は な て 体 こ け 

ざ る 大 ホ 占 と る 

る 山 と 喝 @" し "" / Ⅰ 

鬼 の 作 す   な 道   元 描写つこ 

。 し 或 ま   
謂 て は た が 後 

く 、 悉 ま     世 

、 た く 清 源 @ こ 

た と 拮 抗 
ま ひ れ を 及ぼ 信の 

た 飲 洞 望   
か 章 

ま倉 少 @ こ           
か 逢 或 走     追 求   

  



  
と 餓 な 気 ず あ て 方 
は 鬼 ぜ づ る だ ま い 向 こ 

あ の む か と が す る づ れ       
    つ 間 , 

さ て に 
と い わ   

@ ょ 一 % イ そ す 

、 ノ こ ろ     
産   @ 見． 目 、 

の 仏 描 
『 敦 厚 
正 伝 は 

法 統   
念 の む 
処 中 ろ 

経 で ん 
』 練 、 ヨ     源 あ 餓 
信 げ 鬼   
『 れ か 

往 て ん 
  生 き す 

要 た る 

実 教 神 や 煉 景 獄 て -   』 済 学 
は な も 高向 自 勺 

薄 し 言説に と教訓ともに 

く つ そ 物 よ 

の 語 っ 

c@ c こ が て 

と は 取     証 こ 巻 

る ん し ま か   て れ れ 

  

 
 

の
眼
差
し
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

が 糞 し 食 
K   

  
  
  
た な お に 口   
餓 れ る と ら 

人 け 異 づ あ 
間 た 食 き ふ 
の く 症 、 れ   
が な 食 哩 ら 

だ   
恵 む 錯 伽 焼 
議 線 の 論 い 

な 描 あ 』 て 
現 で り な し 
実 再 さ ど ま っ 。 感覚 とま 現され （ た 記述 の ， 
ま悦 て と を 
い い え 参 

楓 る ば 照 
刺 の 食 @ こ 



 
 

-
9
-
 

の
 肉
体
描
写
と
連
続
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
そ
の
「
 
最
 高
天
へ
の
上
昇
」
、
一
五
 
0
0
 

｜
 0 
四
年
ご
ろ
の
制
作
）
  
 

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
こ
の
「
 時
禧
 重
昌
と
ほ
ぼ
同
時
代
 に
 活
躍
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
怪
奇
画
家
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
・
 
ボ
ス
の
描
く
死
者
た
ち
 

一
八
 
-
 

わ
せ
る
悪
魔
に
翻
弄
さ
れ
る
死
者
た
ち
が
、
い
ず
れ
も
 生
れ
た
ば
か
り
の
赤
児
の
よ
う
な
美
し
い
肌
を
し
て
い
 
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
 

二
 

飢
餓
の
追
放
１
食
 鬼
 

こ
う
し
て
も
し
も
、
餓
鬼
Ⅱ
飢
餓
人
間
の
不
在
と
い
う
 
こ
と
が
西
欧
世
界
や
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
特
色
で
あ
る
 
と
す
る
と
、
そ
れ
に
 

替
わ
り
 ぅ
 る
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
何
で
あ
ろ
う
か
 。
そ
れ
が
お
そ
ら
く
大
食
漢
す
な
わ
ち
日
食
人
間
で
は
 な
い
か
、
と
私
は
思
う
。
 

東
洋
風
に
い
え
ば
、
「
餓
鬼
」
に
た
い
す
る
「
 食
鬼
 」
と
 い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
む
ち
ん
こ
の
 食
鬼
は
、
 
心
 ひ
そ
か
に
飢
餓
状
態
 

を
ビ
 こ
ま
で
も
抑
圧
し
忌
避
す
る
心
性
に
よ
っ
て
裏
打
 ち
さ
れ
て
い
る
。
飢
餓
は
こ
の
現
実
の
世
界
に
お
い
て
 
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
 

の
で
あ
り
、
そ
の
欲
求
が
高
じ
る
と
き
 食
鬼
 酌
人
間
像
 が
 形
成
さ
れ
る
。
 

た
と
え
ば
イ
タ
リ
ア
の
十
三
世
紀
、
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
 
教
会
フ
レ
ス
コ
画
に
「
狭
い
橋
を
わ
た
る
霊
魂
」
と
い
 
ぅ
 の
が
あ
る
が
、
 
そ
 

こ
で
は
天
国
に
昇
る
霊
魂
も
 、
 橋
か
ら
川
に
転
落
し
て
 冥
界
に
つ
れ
去
ら
れ
る
霊
魂
も
、
い
ず
れ
も
ふ
っ
く
 
ら
と
し
た
っ
や
や
か
な
 

-
C
-
 

「
裸
体
」
で
描
か
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
十
五
世
紀
、
 

ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
に
付
さ
れ
た
地
獄
図
の
挿
画
に
お
 い
て
も
、
「
三
途
の
川
」
 

に
 堕
ち
て
助
け
を
求
め
る
者
た
ち
の
姿
は
、
死
者
の
渡
 
し
守
 カ
ロ
ン
と
寸
分
変
わ
ら
な
い
、
栄
養
の
ゆ
き
め
た
 
っ
 た
か
ら
だ
で
描
か
れ
 

て
い
る
。
肉
の
盛
り
あ
が
っ
た
 顔
 、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
 丸
 味
を
帯
び
た
桃
の
よ
う
に
割
れ
た
尻
の
形
に
は
、
 
わ
 が
 国
の
「
飢
餓
草
紙
」
 

-
J
-
 

な
ど
に
み
ら
れ
る
飢
餓
の
徴
候
な
ど
微
塵
も
見
出
す
こ
 
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

フ
ラ
ン
ス
は
十
五
世
紀
の
「
ベ
リ
ー
公
の
黄
金
時
 禧
書
 」
に
あ
ら
わ
れ
る
地
獄
図
絵
は
ど
 う
 だ
ろ
う
。
怪
物
 リ
 ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
を
 思
   



と
は
い
っ
て
も
が
る
ん
、
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
キ
リ
ス
 ト
教
 絵
画
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
死
者
た
ち
は
、
い
ま
 
記
し
て
き
た
よ
う
な
 

豊
か
で
ふ
く
ら
み
の
あ
る
肉
体
を
つ
ね
に
付
与
さ
れ
て
 
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
時
代
は
よ
う
や
く
不
安
に
包
ま
 れ
る
死
の
様
相
を
刻
み
 

だ
し
、
そ
れ
が
酷
薄
な
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
を
 づ
 く
り
だ
 し
て
も
い
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
地
獄
的
な
景
観
に
 登
場
す
る
死
者
た
ち
は
、
 

さ
き
に
の
べ
た
美
し
い
肉
体
と
は
つ
っ
て
変
っ
て
骸
骨
 
の
姿
態
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
 

て
す
ぐ
に
も
想
い
出
さ
れ
る
の
が
ピ
ー
テ
ル
・
ブ
リ
ュ
 

二
五
六
①
 @
 六
二
年
、
プ
ラ
ド
 
美
 術
舘
 で
は
な
い
だ
ろ
う
 

か
 。
周
知
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
十
四
世
紀
以
 来
 ペ
ス
ト
重
一
死
病
 一
 が
大
流
行
し
た
。
こ
の
と
き
 全
 人
口
の
ほ
 ほ
 三
分
の
一
 

の
 生
命
が
失
な
わ
れ
た
と
い
う
。
 里
 死
病
の
大
流
行
が
 一
段
落
し
て
十
六
世
紀
に
入
る
と
、
こ
ん
ど
は
新
旧
 両
 キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
 

宗
教
戦
争
が
勃
発
し
、
ふ
た
た
び
多
く
の
生
命
が
奪
わ
 
れ
た
。
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
「
死
の
勝
利
」
は
ま
さ
に
 
死
 が
 大
手
を
ふ
っ
て
 閣
歩
 

し
た
時
代
の
狂
気
と
病
気
の
世
界
を
活
写
し
た
も
の
だ
 
っ
た
 。
 

そ
の
「
死
の
勝
利
」
の
画
面
を
埋
め
る
よ
 う
 に
 、
数
か
 ぎ
り
な
 い
 骸
骨
人
間
が
び
っ
し
り
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
 
の
で
あ
る
。
 楯
や
十
 

字
架
 を
も
ち
武
器
を
手
に
す
る
骸
骨
人
間
た
ち
が
、
 あ
 る
い
は
整
然
と
立
ち
並
び
、
あ
る
い
は
死
に
赴
く
者
た
 
ち
に
襲
い
か
か
り
 脅
や
 

か
し
て
い
る
。
肉
塊
を
完
全
に
そ
ぎ
落
と
し
た
頭
蓋
骨
 と
、
 胸
の
あ
ば
ら
 育
 と
両
脚
の
一
糸
乱
れ
ぬ
堂
堂
た
る
 っ
 な
が
り
が
、
 い
 ま
人
 

体
解
剖
図
か
ら
抜
け
で
て
き
た
ば
か
り
の
よ
う
な
生
々
 し
さ
で
画
面
を
埋
め
づ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
と
く
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
 
こ
 れ
る
の
骸
骨
人
間
た
ち
の
表
情
の
ど
れ
に
も
飢
餓
の
苦
 
悶
が
 片
鱗
だ
に
宿
っ
 

 
 

て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
骸
骨
人
間
は
い
わ
ば
 飢
 餓
 人
間
の
否
定
形
と
し
て
、
「
死
の
勝
利
」
の
饗
宴
を
祝
 ぃ
 そ
の
場
の
強
い
酒
に
 

癒
 
酔
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ペ
ス
ト
に
よ
る
「
死
の
 
勝
利
」
は
人
間
に
お
け
る
私
欲
や
偽
善
の
息
の
根
を
と
 
め
る
テ
ー
マ
を
展
開
し
た
だ
 

 
 

鰍
 
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
 沖
跡
 か
遊
放
と
 

う
 一
つ
の
 獣
示
 的
な
三
題
を
内
包
す
る
も
の
だ
っ
た
の
 で
は
な
い
だ
ら
つ
か
。
 

  



そ
こ
で
は
、
肉
体
が
し
だ
い
に
衰
亡
し
て
い
く
過
程
 
へ
 の
 
繊
細
な
関
心
が
す
で
に
希
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
 
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
 

 
 

 
 

も
っ
と
も
骸
骨
や
死
骸
に
た
い
す
る
知
的
関
心
は
 、
ョ
 ｜
 ロ
ッ
パ
で
は
中
世
期
か
ら
す
で
に
親
し
い
も
の
で
あ
 
っ
た
 。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
 

7
%
i
 

プ
ル
 

が
 
「
中
世
の
秋
」
の
な
か
で
十
四
・
五
世
紀
の
「
死
骸
 趣
味
」
に
舌
口
 反
 し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
わ
か
 る
 。
「
ダ
ン
ス
・
 マ
ヵ
｜
 

-
@
 
一
 

臥
 像
を
墓
に
据
え
、
そ
れ
と
一
対
を
な
す
も
う
一
つ
の
 

ブ
ル
」
（
ド
ク
ロ
の
舞
踏
 
-
 が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
，
 

」
と
も
周
知
の
事
実
だ
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
骸
骨
趣
味
 

屍
体
彫
像
と
し
て
、
腐
り
ゆ
く
肉
体
の
ス
テ
ー
ジ
か
ら
 
骸
骨
に
な
り
は
て
 た
ス
 

を
と
こ
と
ん
ま
で
つ
き
 

つ
め
て
い
っ
た
は
て
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
、
お
そ
ら
く
 
「
ト
ラ
ン
ジ
」
と
称
す
る
屍
体
彫
像
で
あ
っ
た
。
こ
の
 ト
ラ
ン
ジ
の
制
作
は
 、
 

中
世
後
期
か
ら
 か
 不
サ
ン
ス
期
に
か
け
て
、
主
に
 ア
ル
 プ
ス
以
北
の
地
域
で
流
行
し
た
と
い
わ
れ
る
。
生
前
の
 
姿
を
写
し
た
死
者
の
横
 

 
 

テ
ー
ジ
ま
で
の
腐
敗
・
骸
骨
人
間
の
像
を
刻
ん
だ
も
の
 だ
。
蛆
虫
や
暮
に
食
い
荒
ら
さ
れ
る
屍
体
の
湿
っ
た
 
肉
 感
性
と
完
全
に
乾
燥
 し
 

た
 屍
体
の
ミ
イ
ラ
性
が
、
標
本
的
な
骸
骨
の
感
触
 と
混
 ざ
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
屍
体
彫
像
で
あ
る
が
 
、
そ
の
「
屍
体
」
の
ど
 

こ
か
ら
も
飢
餓
の
匂
い
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
は
こ
な
い
こ
 
と
に
注
意
し
よ
う
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
む
し
 
ろ
 飽
食
と
腐
食
を
重
層
 

さ
せ
る
人
工
人
体
の
匂
い
で
あ
る
。
飢
餓
人
間
の
追
放
 
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
伝
統
は
、
こ
こ
で
も
途
絶
え
る
 
こ
と
な
く
つ
 ら
 ぬ
か
れ
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
 

一
方
に
 、
 美
し
い
肌
を
み
せ
栄
養
の
ゆ
き
わ
た
っ
た
 肉
 体
を
維
持
す
る
「
死
者
」
が
い
る
。
他
方
に
、
均
斉
の
 
と
れ
た
あ
ば
ら
骨
の
 

胸
を
張
っ
て
、
昂
然
と
面
を
あ
げ
る
「
骸
骨
」
が
ひ
か
 
え
て
い
る
。
 
肉
 
（
死
者
）
 と
骨
 
（
骸
骨
）
へ
の
両
極
 
分
 解
の
構
図
と
い
っ
て
よ
 

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
死
者
と
骸
骨
の
か
た
わ
ら
の
ど
こ
 

、
、
、
、
 

に
も
、
飢
餓
人
間
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
 @
 」
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

  



  

  
ウ 
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  よと 
て 

  
姿 
を   
そ そ ） 

  
  
赤 懐 中 と   
裸 常 世 0 日 
@ 的 期 に て 
そ 

  
て 
      
  

  

ら
れ
て
い
た
。
美
徳
 と
罪
 帳
下
悪
徳
 -
 と
い
う
 
テ
｜
 て
 は
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
図
像
学
の
な
か
で
は
擬
人
 化
さ
れ
た
戦
い
（
 た
と
 

と
 対
比
し
て
論
議
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
 
罪
源
 ㌧
の
 

c
c
a
 

口
ヨ
 S
 宮
 （
 
巴
 と
も
し
く
は
「
大
罪
㌧
の
 
c
c
a
 

（
ヒ
ヨ
 

ヨ
 。
 
二
 %
 の
 
」
の
な
か
に
数
え
 

三
 

カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
系
譜
と
大
食
の
罪
 

そ
れ
に
た
い
し
て
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
 は
 、
飢
餓
の
問
題
よ
り
は
む
し
ろ
大
食
の
問
題
の
方
が
 
は
る
か
に
重
要
な
論
 

題
 と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
私
は
思
う
。
飢
餓
に
た
い
す
 
る
 怖
れ
よ
り
も
、
「
大
食
」
に
た
い
す
る
恐
怖
の
方
が
 は
る
か
に
重
大
な
意
味
 

を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
 
異
 常
食
欲
の
罪
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
 
道
 徳
 の
一
環
に
分
か
ち
が
 

た
く
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
 

 
 

そ
の
か
飴
の
罪
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
七
つ
の
大
罪
 
の
 一
つ
と
し
て
知
ら
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
中
世
の
 神
学
者
た
ち
が
美
徳
 



る
 。
た
と
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
デ
ィ
オ
 
ニ
 ユ
 ー
ソ
ス
祭
儀
へ
の
舌
口
 
及
 が
そ
れ
だ
。
ギ
リ
シ
ア
 の
 諸
都
市
で
は
、
伝
染
 

楡
を
覆
い
隠
し
か
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
重
大
 
か
つ
単
純
な
真
実
が
そ
の
錯
綜
す
る
行
間
か
ら
立
ち
の
 
ぼ
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
 

の
上
な
く
無
邪
気
に
表
明
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
 。
異
常
食
欲
と
い
う
こ
と
の
幼
時
性
も
し
く
は
原
初
性
 
、
と
い
っ
た
こ
と
を
そ
 

れ
が
喚
起
し
て
い
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
 過
食
的
サ
デ
ィ
ズ
ム
の
背
後
に
犯
罪
の
気
配
が
し
の
び
 
寄
っ
て
く
る
か
ら
か
。
 

い
ず
れ
に
し
ろ
大
食
の
罪
源
を
歴
史
の
文
脈
の
な
か
に
 き
ち
ん
と
位
置
づ
け
る
仕
事
は
容
易
で
は
な
い
に
ち
が
 
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
 

で
は
や
や
 佳
点
 を
し
ぼ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
異
常
食
欲
 0
 発
現
を
罪
悪
 規
 す
る
心
理
的
動
機
の
 一
 っ
と
し
て
、
 

そ
の
背
後
に
 カ
ニ
バ
リ
 

ズ
ム
 の
危
機
が
感
知
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
 
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
み
た
い
。
食
欲
の
異
常
な
昂
進
 は
 、
他
者
（
の
 肉
 一
 な
 

食
べ
る
行
為
へ
と
自
然
に
逸
脱
し
て
い
く
。
そ
の
 
力
ニ
 
バ
リ
ズ
ム
願
望
を
抑
圧
し
陰
蔽
す
る
た
め
に
、
大
食
の
 罪
 が
七
つ
の
 罪
源
 に
加
 

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
 と
だ
。
 

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、
た
と
え
 。
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
 

ア
タ
リ
 
の
「
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
秩
序
  

-
 
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
 

 
 

四
缶
で
あ
る
。
か
れ
は
人
間
の
歴
史
を
過
去
に
さ
か
の
 
ぼ
っ
て
探
る
こ
と
は
「
 悪
 」
の
起
源
を
明
ら
か
に
す
る
 こ
と
だ
と
い
う
。
こ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 悪

の
探
求
は
、
人
類
が
屍
を
本
当
に
食
べ
て
い
た
過
去
 を
 暴
き
だ
す
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
や
が
て
「
 悪
 」
す
な
 わ
ち
「
病
気
」
の
治
療
 

と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
に
権
力
と
医
学
と
貨
幣
が
手
 を
た
ず
さ
え
て
っ
く
り
だ
し
た
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
的
秩
序
 
の
 構
造
を
別
棟
す
る
，
」
 

と
だ
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
人
類
は
い
 つ
 の
ま
に
か
、
 

人
 間
 自
身
の
手
に
な
る
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
消
費
し
 、
そ
 れ
を
「
食
べ
る
」
よ
う
 

 
 

に
な
る
未
来
を
思
い
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 そ
 の
 消
費
し
食
べ
る
行
為
の
な
か
に
、
治
療
の
 
力
ニ
バ
リ
 ズ
ム
、
宿
恨
睦
言
の
 力
ニ
バ
 

リ
ズ
ム
、
そ
し
て
 贈
罪
の
 カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
が
し
だ
い
に
 

  

 
 

そ
の
街
学
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
か
れ
の
い
う
 カ
二
バ
 リ
ズ
ム
の
多
彩
な
 隠
   



飢餓と推し 
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あ た 
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K 
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え 
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な わ 
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五一   
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    与 当 ス 演 
え 該 ト 出   

個 数 が の ス ね た ・ 病 
斯 の や こ 遺 島 た 冶 の 

よ る わ 
    引 を 墓やの 本 緩デで 物 での 神 、 療発 に 生 
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た て 、 「 あ の と ス で つ げ 



こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
大
食
の
罪
は
け
っ
し
て
絶
食
の
 勧
め
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
大
食
と
い
う
 

名
の
異
常
食
欲
の
罪
は
、
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
願
望
を
陰
蔽
 
す
る
た
め
の
 罪
源
 と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
 け
っ
し
て
食
欲
そ
の
も
 

た @ へ   
的 固 
緩 執 
衝 を 板   
れは 大 「 

罪 

  
っ 」 一 ツ 

  
    
    
ナと めこ 、 オ 

  

イ
ェ
ス
の
パ
ン
を
食
べ
そ
の
血
を
飲
む
者
は
、
飢
え
る
 
こ
と
も
渇
く
こ
と
も
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
 

休
め
 カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
的
文
脈
に
お
い
て
上
口
白
さ
れ
て
い
 る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
ヨ
ハ
ネ
の
「
聖
餐
」
論
に
ふ
れ
て
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
 ア
 タ
リ
 は
 、
 病
を
癒
し
生
き
る
た
め
に
は
、
 

信
徒
は
キ
リ
ス
ト
を
食
べ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
 
。
お
そ
ら
く
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 
ョ
 

ッ
 セ
ー
ジ
に
は
歴
然
と
し
た
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
観
念
が
 嗅
ぎ
と
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
 
ョ
 ー
 ロ
 飢

え
か
ら
の
癒
し
が
、
聖
な
る
 肉
 

こ
の
世
で
あ
れ
あ
の
世
で
あ
れ
、
 

ハ
ネ
 の
口
を
通
し
た
イ
ェ
ス
の
 メ
 

 
 

ッ
パ
 
の
知
的
伝
統
は
そ
の
事
実
に
 

 
 

が
な
れ
。
三
五
 -
 

  
た 
  
  
@, 

  
  
  
ン 

で 

あ 
る 

  
た 
  

に来 

る 

者 
よ @ 

決 
  
て 

  
え 
る、     
と ¥ 
  
な 
  
  
た 
  
を 
信 

  

る者 

4@. @@ （ 

決 
  
て 

  
  
    
  
と 

  

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
周
章
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
 
舌
口
業
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
任
意
す
べ
き
で
あ
る
 
 
 

 
 

 
 



で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 

聖
 ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
「
会
則
」
に
は
細
か
い
食
事
 規
定
が
系
統
的
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
冬
期
と
 夏
期
で
異
な
っ
て
 い
 

荻
 。
す
な
わ
ち
睡
眠
時
間
が
短
く
労
働
時
間
が
長
い
 
夏
 期
 に
は
、
食
事
は
一
日
二
回
で
、
第
一
回
目
は
昼
の
午
 前
 十
二
時
か
ら
午
後
一
 

 
 
 
 
 
 
 
 

癒
時
 ご
ろ
、
第
二
回
目
は
午
後
七
時
ご
ろ
と
さ
れ
て
 
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
睡
眠
時
間
が
長
く
労
働
時
間
 が
 短
い
冬
期
に
は
一
日
一
食
 

 
 

 
 

 
 

㍾
で
、
午
後
二
二
二
時
ご
ろ
で
あ
る
。
こ
の
 ょう
 な
 
冬
期
・
夏
期
の
区
分
は
、
修
道
院
が
戸
外
の
労
働
活
動
 を
 重
視
し
て
い
る
点
か
ら
す
 

い
 戒
律
の
行
き
万
を
避
け
、
中
庸
の
精
神
に
も
と
づ
く
 

修
道
院
規
律
を
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
 

そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
 

こ
の
文
書
は
や
が
て
 
全
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
道
士
の
守
る
 
べ
き
基
本
典
範
と
な
り
、
そ
の
影
響
は
今
日
の
キ
 

リ
ス
 ト
 教
に
深
く
広
く
及
ん
 

こ
と
で
決
着
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
痕
跡
の
一
例
を
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
後
の
キ
リ
ス
 ト
 救
世
界
に
お
い
て
発
展
す
る
修
道
院
生
活
、
具
体
的
 
に
は
食
事
規
律
の
な
 

か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
内
容
 を
 、
こ
こ
で
は
イ
タ
リ
ア
の
 聖
 ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
 -
 
四
八
 0
@
 五
五
 0
 年
頃
一
に
 

よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
修
道
会
の
規
律
に
よ
っ
て
伺
っ
て
 
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
か
れ
は
ス
ビ
ア
 
コ
 な
ど
の
洞
窟
 に
お
け
る
修
行
を
へ
て
 

多
く
の
修
道
院
を
建
て
、
慕
い
寄
っ
て
き
た
修
道
士
た
 
ち
を
指
導
し
た
。
晩
年
は
モ
ン
テ
・
カ
ッ
シ
 
ノ
 修
道
院
 に
 移
っ
て
、
か
れ
の
 唯
 

一
の
文
書
で
あ
る
「
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
会
則
」
を
 執
 筆
し
て
い
る
。
こ
の
「
会
則
」
は
、
東
方
 
で
 生
み
だ
 さ
 れ
た
修
道
生
活
の
厳
し
 

の
の
抑
圧
を
志
向
す
る
よ
う
に
は
は
た
ら
か
な
か
っ
た
 

。
さ
き
に
私
は
ヨ
ハ
ネ
Ⅱ
イ
ェ
ス
の
聖
餐
論
に
ふ
れ
、
 

そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
 
カ
 

ニ
 バ
リ
ズ
ム
の
記
憶
を
消
却
す
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
 

ト
を
 「
食
べ
る
」
行
為
の
聖
別
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
 

と
い
う
こ
と
を
の
べ
た
。
 

要
す
る
に
、
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
恐
怖
と
聖
餐
エ
ク
ス
タ
 

シ
ー
が
逆
接
の
関
係
を
な
し
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
 

こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
 

あ
る
が
、
そ
れ
は
食
べ
る
こ
と
一
食
欲
）
の
抑
圧
と
い
 

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
食
べ
る
こ
と
の
緩
和
さ
れ
た
水
準
 
へ
の
軟
着
陸
を
め
ざ
す
 



の
 肉
体
は
 、
 生
き
過
ぎ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
死
に
急
ぐ
 
こ
と
も
な
い
 

有
の
領
域
を
定
め
ら
れ
て
い
る
。
度
を
越
し
た
過
食
（
 
カ
ニ
 
バ
リ
ズ
 

に
回
避
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
 

 
 

も
ち
ろ
ん
、
ひ
ろ
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
院
に
お
い
て
 大
斎
日
と
 

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
完
全
断
食
の
飢
餓
状
態
の
実
現
 
か
 ら
は
は
る
か
 

考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
人
々
に
仕
え
る
た
め
に
、
修
道
 
土
の
身
体
は
 

「
中
庸
の
精
神
」
と
は
、
修
道
士
に
お
け
る
「
身
体
の
 健
康
」
に
と
 

 
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
断
食
期
間
に
つ
い
て
思
い
お
こ
さ
  
 

あ
る
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
宗
教
改
革
の
 
め
ら
し
は
、
 

、
そ
の
ぎ
り
ぎ
り
の
境
界
線
を
た
だ
よ
う
存
在
と
し
て
 
、
そ
の
 国
 

ム
一
 と
過
激
な
節
食
（
飢
餓
）
と
い
う
二
方
向
へ
の
 逸
 脱
が
慎
重
 

 
 

か
 小
斎
日
な
る
断
食
期
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
 し
な
が
ら
 

に
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
 聖
 ベ
ネ
テ
ィ
ク
  
 

健
康
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
過
食
と
絶
食
 
を
 避
け
る
 

 
 

え
よ
二
ノ
 

万
 
。
Ⅰ
 

-
 

例
の
免
罪
符
事
件
で
そ
れ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
と
き
の
 
こ
と
で
 

一
五
一
七
年
の
万
聖
節
の
日
 、
 ル
タ
ー
が
ウ
ィ
ッ
テ
ン
  
 

道
士
に
与
え
ら
れ
る
パ
ン
の
総
量
は
、
一
日
一
食
の
場
 ム
コ
で
も
 昼
タ
 二
食
の
場
合
で
も
、
一
日
一
ポ
ン
ド
の
量
 

  

品
数
は
原
則
と
し
て
二
品
の
者
物
と
し
、
そ
れ
に
果
実
 
と
 野
菜
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
四
足
 獣
 の
 肉
 は
 食
べ
る
こ
と
が
で
き
 

な
い
率
三
十
九
土
星
。
も
っ
と
も
病
弱
者
の
場
合
、
ま
た
 労
働
が
過
重
で
あ
る
場
合
は
、
修
道
院
長
の
判
断
に
 
ょ
 
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
 

が
あ
る
が
、
過
食
を
避
け
、
節
食
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
が
 
つ
ね
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
飲
料
の
規
定
に
つ
い
て
は
 

一
日
一
 
ヘ
 ミ
ナ
 -
 
英
・
 

約
 ①
・
五
七
リ
ッ
ト
ル
一
の
 
フ
 ド
ウ
酒
が
許
容
さ
れ
て
い
る
 が
 、
こ
れ
は
む
し
ろ
「
弱
い
修
文
」
に
た
い
す
る
例
外
堀
 定
 で
あ
る
 
-
 
第
四
十
 立
昂
 。
 

 
 

 
 

右
の
「
会
則
」
に
お
い
て
、
過
食
を
避
け
節
食
を
つ
ら
 
ぬ
 く
こ
と
が
終
始
追
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
 ぅ
 。
い
わ
ば
修
道
士
 

    
つ い理 合 
て 的 
0 な 
べ 直己 

て 虜 
い で   
る あ 
点 っ 

は た 
と ト - 

<@ @ ， 
に る   
- き冊 ム ろ 

の 当 う 。 
面 ま   
聞 こ 

題 の 
関 「 
心 金   
ら 」   
つ つ 
て ぎ 

見 の 
の よ 

力ざ う 

す な 
こ 食 
と 事 
が 規 

  
な す 
い な わ 
ち食 
す 事 
な の 
わ 分 
ち 目 星   
惨 酷 

  



  田し 

こ
こ
で
つ
い
で
な
が
ら
、
反
対
宗
教
改
革
の
最
右
翼
 
と
 さ
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
 
に
 論
じ
ら
れ
て
い
た
 

か
 な
 み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
創
立
 者
 イ
グ
ナ
テ
ィ
ウ
ス
・
ロ
ヨ
ラ
二
四
九
一
頃
 @
 一
五
五
上
 

八
色
は
 ィ
ェ
ズ
フ
 ハ
食
 士
 

教
会
の
大
扉
の
上
に
、
免
罪
符
に
か
ん
す
る
九
五
 
ケ
条
 の
 テ
ー
ゼ
を
打
ち
つ
け
た
こ
と
か
ら
燃
え
ひ
ろ
が
っ
た
 
。
こ
の
と
き
か
ら
二
十
 

六
年
も
さ
か
の
ぼ
る
一
四
九
一
年
に
、
と
き
の
法
王
 
イ
 ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
 入
せ
は
 、
す
で
に
「
四
旬
節
に
お
け
 る
 バ
タ
ー
食
用
許
可
」
 

-
 
Ⅲ
 -
 

な
る
免
罪
符
を
発
行
し
て
い
た
と
い
う
。
四
旬
節
と
は
 

エ
 ス
の
受
難
を
し
の
ん
で
斎
戒
し
、
禁
欲
の
生
活
 
を
 送
る
復
活
祭
前
の
四
 

0
 日
間
を
い
う
。
も
と
も
と
は
イ
エ
ス
が
荒
野
で
断
食
 
修
行
し
た
 四
 0
 日
間
（
四
旬
）
に
由
来
す
る
。
右
に
ふ
 
ね
 た
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
 

院
 に
お
け
る
大
斎
・
小
斎
の
禁
欲
期
間
も
、
も
と
も
と
 
は
こ
の
イ
エ
ス
の
 四
 0
 日
間
断
食
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
 あ
る
。
た
だ
そ
の
断
食
 

期
間
中
に
お
い
て
も
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
人
世
の
 
勅
令
に
よ
っ
て
十
二
分
の
一
ラ
イ
ン
ギ
ル
ダ
ー
を
払
い
 
さ
え
す
れ
ば
、
乳
製
品
 

を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
一
年
間
有
効
の
特
権
 
が
 当
時
の
ド
イ
ツ
人
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
免
罪
 
符
の
売
り
上
げ
に
よ
っ
 

て
 、
ト
ル
 
ガ
ウ
 の
エ
ル
ベ
川
に
か
か
る
橋
が
建
設
さ
れ
 

一
五
 0
 九
年
に
は
 ユ
 リ
ウ
ス
二
世
に
よ
っ
て
さ
ら
に
 向
こ
う
 二
 0
 年
も
の
あ
 

ぃ
だ
 更
新
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

ち
な
み
に
、
右
の
四
旬
節
に
先
 き
 立
っ
て
お
こ
な
わ
れ
 る
の
が
謝
肉
祭
で
あ
る
。
 

@
@
 
 

，
。
 

@
 。
。
 

，
，
 

肉
食
お
よ
び
大
欲
大
食
を
中
 

心
と
す
る
祝
祭
 と
ぃ
 

っ
て
も
よ
い
が
、
そ
の
異
常
食
欲
の
期
間
（
カ
ー
ニ
バ
 ル
ノ
カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
）
を
へ
て
、
異
常
小
食
の
期
間
 
綜
 小
欲
 /
 絶
食
）
を
迎
え
る
 

と
い
う
 聖
 ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
 狂
一
饗
 ）
宴
か
ら
斎
戒
（
節
食
）
へ
の
転
換
が
劇
的
に
演
 出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
 

あ
る
が
、
そ
の
聖
週
間
の
ど
の
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
も
 
飢
餓
の
問
題
が
直
 楡
 的
に
も
 隠
楡
 的
に
も
慎
重
に
 棚
 上
 げ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 

印
象
的
で
あ
る
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
人
世
に
よ
る
 
「
バ
タ
ー
食
用
許
可
」
の
免
罪
符
の
発
行
こ
そ
 ほ
、
そ
 の
よ
う
な
潜
在
意
識
を
 

あ
か
ら
さ
ま
に
暴
露
す
る
事
例
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
  
 

    



に
た
 い
し
 厳
格
な
軍
隊
的
規
律
を
課
し
、
戦
闘
的
精
神
 を
も
っ
て
伝
道
に
あ
た
ら
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
 
そ
 の
 教
育
実
践
綱
要
と
も
 

い
う
べ
き
「
心
霊
修
業
」
は
、
か
れ
の
そ
の
よ
う
な
 思
 想
 を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
開
陳
し
た
記
録
で
あ
る
。
 
そ
 の
 ロ
ヨ
ラ
が
、
世
界
の
 

各
地
で
修
道
と
布
教
活
動
に
従
事
す
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
 
に
た
い
し
て
会
の
指
針
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
 全
土
た
ち
の
質
問
に
答
 

え
て
し
た
た
め
ら
れ
た
書
簡
が
数
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
 
る
 。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
「
美
し
い
書
簡
」
の
一
つ
と
 
評
さ
れ
て
い
る
の
が
、
 

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
 
デ
 
・
ホ
ル
ハ
 公
死
 の
も
の
で
あ
る
。
 
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
白
垂
荷
力
ル
ロ
ス
五
性
（
在
位
一
九
一
九
 
｜
互
 八
王
に
信
頼
さ
れ
 

重
用
さ
れ
た
侍
従
長
で
あ
っ
た
が
、
生
来
敬
虔
な
キ
リ
 
ス
ト
 教
 信
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
 功
 あ
っ
て
の
ち
に
 筆
一
 一
代
イ
エ
ズ
ス
会
総
長
を
 

つ
と
め
、
一
六
 セ
 
一
年
に
な
っ
て
列
聖
さ
れ
た
人
物
で
 あ
る
。
そ
の
 ホ
 ル
ハ
公
の
間
 ぃ
 （
そ
の
手
紙
は
現
存
し
 
て
 Ⅰ
い
な
Ⅱ
ト
 

@
 
 
に
 枯
 
糸
口
え
て
、
 

ロ
ヨ
ラ
が
一
五
四
八
年
九
月
二
十
日
付
け
で
ロ
ー
マ
 か
 ら
 発
信
し
た
の
が
右
の
書
簡
で
あ
っ
た
。
そ
の
返
書
の
 
中
身
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
 

ン
シ
ス
コ
の
手
紙
が
祈
り
と
苦
業
に
つ
い
て
の
も
の
で
 
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
こ
に
「
断
食
と
節
食
」
 
ほ
 つ
い
て
の
見
解
が
の
 

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ま
ず
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
に
あ
っ
て
は
体
操
（
外
的
・
 身
 体
的
 修
業
 -
 と
霊
操
 
（
内
的
・
精
神
的
修
業
 
-
 を
持
続
 さ
せ
る
こ
と
が
重
要
 

で
あ
る
が
、
し
か
し
過
度
の
苦
業
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
 

・
外
的
修
業
に
あ
て
ら
れ
る
時
間
は
 半
減
さ
せ
る
べ
き
で
あ
 

る
と
い
ま
し
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
王
の
た
め
に
 肉
 体
を
痛
め
つ
け
る
」
苦
業
は
、
一
滴
で
も
血
が
で
る
 
よ
 う
 な
こ
と
が
あ
っ
て
は
 

な
ら
な
い
。
血
の
一
滴
よ
り
は
む
し
ろ
「
涙
の
あ
ふ
れ
 」
「
涙
の
し
ず
く
」
の
方
が
 
、
 王
の
賜
物
を
求
め
る
た
め
 に
は
す
ぐ
れ
て
い
る
と
 

 
 

い
う
。
そ
の
ロ
ヨ
ラ
の
苦
業
緩
和
論
の
な
か
で
印
象
的
 な
の
が
「
断
食
と
節
食
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
 
そ
も
そ
も
 冒
 そ
の
他
の
 

体
力
を
維
持
し
強
め
る
の
は
何
よ
り
も
「
主
の
た
め
」
 
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
弱
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
 
て
は
な
ら
な
い
、
 
と
ぃ
 

ぅ
 の
が
そ
の
決
然
と
し
た
第
一
声
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
 わ
れ
わ
れ
の
「
 魂
 」
と
「
肉
体
」
は
い
ず
れ
も
創
造
工
 か
ら
の
賜
物
で
あ
り
、
 

  



  
簡 る に 
の よ な い 

最 う る つ 
健、 後 な の で   
全、 
な   
身、   
体、 ぎ つ 要 
@ 」 の す て な 
宿 ょ な い だ 

  ぅ わ る け 
て 
    
そ 、何回 な舌口業ところ ち王 な 

精神 

で ろ は で 
し 創 と も 

  め 造 く 召 
健 く 主 に し 
全 く の 江 上 
と っ 御 意 が 
な 
  て ぃ 業すれ を べ 、 

る 傷 き と   
  の つ で 勧 
つ , で け あ の 
  あ る る 、 
て 

  肉体 る。 行為 こ o 
    
戸綿   な ょ 魂 

る う に 
全 ほ な 従 
  
  か考 はえ い 、 
健 な 万 そ 

全   
  だ 筋 魂 

な ろ 道 が 
  
て ぅか主 。 らな 

こ す る 

  う れ 剤 
へ し ば 造 
  て 、 王 

よ ロ 肉 に 

  ヨ 仲 春 
大 う な ィ士 

き は 飢 す 
な こ え る 

奉 の さ こ 

仕 書 せ と 

  

め れ よ 佳 い す で 私も @ こ、 ばむ @ う こ され もの と、 行な 

よ り し た が 胃 っ 且 ( 
り ま て 食 出 が て 前 
よ せ く 事 て よ い に   
備え しさ " いでこ 阿 る 倒 かた断 し " 
ら ま 。 も と な が 食 
れ た ま " が く " や 

る 魂 こ ま わ な も 大 
も は と た か っ う ・   @=  他 つ て こ りへ 

だ こ 私 の た し れ 斎 
か の た 人 た ま か や 
ら よ ち び め い ら 日 

常の食 です。 ， - -2- 肉 うに 、肉 は とに失 です。 、肉類 は称賛 

件 件 礼 そ そ し 事 
に が と れ の な も 節す 助け魂にならより 他 、 つ し 、 
ら 従 な も 人 も る   
従 、 か ど に で と 

ね こ ぎ ぅ 滅 す る 
れ れ り か 養   た 
て を 、 で と そ い 
こ 助 い き な れ へ 
そ け つ る る は ん 
" る で だ も " 称 

王 か も け の こ 賛 
な ぎ 心 体 を の し 

る り 要 力 損 よ ま 

創 、 な き つ う し 

進 向 だ つ て な た 
主 体 け け も 断 し 
は な " る " 食 " 

奉 れ 何 よ な と し 
仕 と 固 う か 節 は 
し お で 苦 に 食 ら 

賛 し も 心 は を く 美 を み 愛 召し さ れ化けれ 消 続こ 
捧 さ 上 て で て を 
げ な が 、 き い 喜 

る け る 給 な ま ん 

そ
の
両
方
に
わ
れ
わ
れ
は
責
任
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
 
る
と
い
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
玉
帳
し
て
い
る
。
 



る
た
め
の
出
発
目
で
あ
り
、
揺
る
が
し
え
な
い
基
礎
で
 あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
指
摘
し
た
こ
の
 
書
 簡
は
 、
た
ん
に
 イ
ェ
ズ
 

ス
会
に
と
ど
ま
ら
ず
全
力
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
合
法
的
な
 食
事
理
念
を
、
典
型
的
な
形
で
表
明
し
た
も
の
と
い
っ
 
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
 

で
あ
る
。
 

ロ
ヨ
ラ
が
右
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
 デ
 ・
ホ
ル
ハ
公
に
た
 い
し
「
断
食
と
節
食
」
に
つ
い
て
の
書
簡
を
送
っ
て
い
た
 こ
ろ
二
五
四
八
年
Ⅰ
 

日
本
で
は
は
る
か
大
海
原
を
渡
っ
て
や
っ
て
き
た
キ
リ
 シ
タ
ン
・
バ
テ
レ
ン
た
ち
が
、
日
本
人
の
「
粗
食
」
に
 根
 を
あ
げ
、
そ
の
困
惑
 

ぶ
り
に
つ
い
て
数
多
く
の
証
言
を
の
こ
し
て
い
た
。
 
た
 と
え
ば
さ
き
の
ロ
ヨ
ラ
の
僚
友
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
 
ザ
ビ
 エ
 ル
は
、
鹿
児
島
の
地
 

か
ら
一
五
四
九
年
十
一
月
五
日
付
け
の
手
紙
を
ゴ
ア
の
 イ
エ
ズ
ス
会
上
に
あ
て
て
書
い
て
い
る
。
そ
の
中
で
か
 
れ
は
、
日
本
の
食
生
活
 

は
き
わ
め
て
貧
し
い
、
し
か
し
神
に
仕
え
る
身
に
と
っ
 て
は
そ
の
よ
う
な
節
制
・
禁
欲
の
苦
行
生
活
も
、
ア
ニ
 
マ
の
 浄
化
と
宿
徳
の
た
 

め
に
役
立
つ
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ロ
 イ
ス
 も
、
一
五
九
六
年
度
の
「
年
報
」
で
、
時
津
の
 
キ
 リ
シ
タ
ン
た
ち
が
「
 草
 

の
 根
や
柑
の
実
や
玉
葱
を
食
べ
、
ま
た
或
る
時
は
大
麦
 、
 碗
豆
 、
わ
ず
か
な
米
を
食
べ
て
い
る
」
こ
と
を
報
告
 
し
 、
し
か
し
そ
う
し
た
 

困
窮
状
態
の
中
に
あ
っ
て
も
、
「
か
れ
ら
は
喜
び
を
も
っ
 て
 生
活
し
、
健
康
で
あ
り
、
病
気
に
な
る
こ
と
は
稀
で
 、
ほ
と
ん
ど
皆
が
一
白
日
輪
 

 
 

 
 

日
本
人
の
粗
食
ぶ
り
に
愁
訴
・
悲
歎
の
声
を
あ
げ
る
 
バ
 テ
レ
ン
た
ち
の
姿
は
こ
の
外
の
資
料
に
も
多
く
登
場
す
 る
が
、
む
ろ
ん
そ
こ
 

に
は
西
洋
社
会
と
日
本
に
お
け
る
食
習
慣
の
相
違
、
 そ
 し
て
広
く
は
文
化
意
識
の
差
な
ど
の
要
因
が
介
在
し
て
  

 
 
 

    
    

で 
  

身 
体 
  
  
餓 
へ 
  
キ目 

ノ " 
  
姿 
勢 
が 

つ 
ら 

ぬ 

  
  
て 
  
る 
    

と 
  
  
目 

瞭 
然 
で 
あ 
る 

「 肉   
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「 魂   

と 

  
王   
K 
  
た 

  

  



 
 
 
 

癒
 

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
考
実
験
の
中
に
、
飢
餓
 

 
 

て
い
た
の
だ
と
思
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
癒
し
を
実
現
す
る
た
め
の
決
死
の
宗
教
 行
 動
が
 、
「
断
食
」
と
い
う
名
の
過
剰
な
禁
欲
手
段
で
あ
っ
 

た
 。
こ
の
断
食
の
問
題
に
つ
 

 
 

た
 餓
鬼
的
人
間
像
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
い
わ
ば
 
究
 極
 的
な
反
面
教
師
 像
 と
し
て
観
念
的
な
思
考
実
験
の
対
 象
 と
さ
れ
て
い
た
か
ら
 

 
 

そ
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
に
こ
の
問
題
を
論
ず
る
こ
 

 
 

教
的
 修
道
生
活
に
お
け
る
 肉
と
魂
と
 主
に
か
か
わ
 

日
本
に
や
っ
て
き
た
キ
リ
シ
タ
ン
・
バ
テ
レ
ン
 

か
っ
た
。
そ
の
い
く
つ
か
の
事
例
を
右
に
記
し
た
 

的
な
所
業
で
あ
る
と
ま
で
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
 

に
 、
日
本
人
の
貧
し
い
食
生
活
は
神
に
仕
え
る
者
 

い
 う
 認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
種
の
宗
 

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
か
れ
 

感
覚
に
ま
で
と
ど
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
 

剰
 な
節
制
・
過
度
の
禁
欲
の
独
自
の
性
格
に
ま
で
 

そ
れ
で
は
、
そ
の
過
剰
な
節
制
と
は
い
っ
た
い
 

飢
餓
の
問
題
に
立
ち
も
ど
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
 

後
に
、
じ
つ
を
い
う
と
、
飢
餓
的
状
況
に
わ
ざ
と
 

こ
 う
 と
す
る
宗
教
的
伝
統
が
横
た
わ
っ
て
い
た
か
 と

は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
思
想
的
な
背
景
に
は
 

、
さ
き
に
ふ
れ
た
キ
リ
ス
ト
 

る
 観
念
が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 

 
 

た
ち
は
、
当
時
の
日
本
人
の
あ
ま
り
の
粗
食
ぶ
り
に
 

接
 し
 、
当
惑
と
驚
き
を
隠
さ
な
 

の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
か
れ
ら
は
そ
の
よ
う
な
 

食
習
 慣
 が
か
な
ら
ず
し
も
非
人
間
 

な
い
。
た
と
え
ば
ザ
ビ
エ
ル
が
思
わ
ず
も
ら
し
て
い
る
 

言
葉
か
ら
も
知
ら
れ
る
 
よ
う
 

に
と
っ
て
は
む
し
ろ
ア
ニ
マ
の
浄
化
に
役
立
つ
節
制
・
 

禁
欲
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
 

教
的
 直
観
が
ザ
ビ
エ
ル
を
し
て
そ
の
よ
う
な
感
慨
を
つ
 

む
ぎ
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
 

の
 宗
教
的
直
観
も
、
そ
の
よ
う
な
日
本
人
の
食
生
活
に
 

ひ
そ
む
飢
餓
意
識
や
怖
れ
の
 

と
 思
う
。
ま
し
て
い
わ
ん
や
、
日
本
人
の
修
行
生
活
の
 

中
に
伝
受
き
れ
て
い
る
、
 
過
 

達
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 

何
か
。
過
度
の
禁
欲
の
独
自
の
性
格
と
は
何
か
。
こ
こ
 

で
わ
れ
わ
れ
は
、
ふ
た
た
び
 

な
ら
、
バ
テ
レ
ン
た
ち
が
日
本
人
の
食
習
慣
の
中
に
か
 

い
ま
み
た
粗
食
の
生
活
の
背
 

わ
が
身
を
さ
ら
し
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
餓
鬼
的
人
間
 

の
 地
平
を
さ
ら
に
超
え
て
い
 

ら
で
あ
る
。
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
い
て
は
つ
ね
 

に
 忌
避
さ
れ
抑
圧
さ
れ
て
 
ぃ
 



の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
文
脈
の
中
 
で
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
、
仏
教
伝
統
の
い
く
 
っ
 か
の
流
れ
を
検
証
し
 

た
の
で
あ
る
。
 

飢
餓
的
人
間
に
た
い
す
る
厳
格
な
 任
 視
を
怠
ら
な
か
っ
 た
 仏
教
、
そ
れ
に
た
い
し
て
飢
餓
的
人
間
像
を
か
ぎ
り
 
な
く
抑
圧
し
よ
う
と
 

し
た
 キ
リ
ス
ト
教
、
と
い
う
二
種
の
理
念
型
を
仮
設
的
 に
 提
示
し
、
そ
の
間
に
み
ら
れ
る
観
念
的
落
差
の
意
味
 
ほ
 
つ
い
て
考
え
て
み
よ
 

 
 

う
と
し
た
わ
け
だ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
そ
こ
に
こ
そ
、
 人
間
に
と
っ
て
の
癒
し
と
い
う
事
柄
の
緊
急
の
課
題
が
 
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
 

に
 思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

い
ま
小
論
を
書
き
終
え
て
み
て
、
人
間
に
お
け
る
飢
餓
 耐
久
性
と
い
う
問
題
が
鋭
い
輪
郭
を
浮
き
あ
が
ら
せ
つ
 
つ
 眼
前
に
立
ち
あ
ら
 

  

も て い   
つ き に 私 で も う 

て た 導 は 、 お 一 
そ つ っ 

い る かか 、 れ輪 /J 、 中 れての 
き 、 ゑコ   参 そ 想 

こ 抗 無 人 
こ い し 間 一中 昭し のこ 平 

で の た に て と 秘、 
は あ 。 と い に - 
宗、 と 入 っ た つ ス 

教、 を 類 て だ い テ 

な、 証 的 、 検が「 、 飢 
  
る 十 ジ 

癒、 し 飢 餓 と 分 へ 

し、 よ 餓 」 あ に と 

と う に と り き念 抜 
い と よ は が ず け 
う し つ ィ可 た る 出 
万 て て か いおこ て 

画 き 死     
か た ぬ 飢   
ら 。 と 餓 で 全 
答 そ い に き 身   な 的 
を 間 恐 え か な     
し は に 餓 た 躍 
て 、 耐 に   運 

み か え ょ 詳 動 
よ る 、   し で 
う ん 自 て く る 
と さ 己 死 は っ 
居、 ま を ぬ そ た 

っ ざ 精 と   
た ま 神 い 王 で 

。 な 的 ぅ 題 あ 
す 観 に こ な る     稿 し 

ち 5 よ 本 で か 

飢 、 解 ぅ 質 属 し 

か 答 に は 開 か 
か さ 防 何 し " 日 ム 庁丑 

小 れ 護 か た で 

の、 る し 、 こ は 
癒 、 可 よ と と 紙 
し、 肯 ;  う い が 数 

ヰよ -@  と う あ の 
ど を し 問 る 関 

い
て
は
さ
き
に
も
若
干
ふ
れ
て
お
い
た
が
、
こ
こ
で
い
 ，
 
っ
 断
食
修
行
は
、
飢
餓
的
人
間
す
な
わ
ち
餓
鬼
へ
の
 投
 企
を
内
に
は
ら
み
つ
つ
、
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わ
れ
て
く
る
の
を
私
は
感
ず
る
。
そ
れ
は
ど
こ
と
な
く
 
、
人
間
と
い
う
も
の
の
悲
劇
性
と
可
能
性
を
暗
示
し
て
 
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
 

の
で
あ
る
。
 

  



-
M
 一
ジ
 ヤ
ッ
ク
・
 

ア
タ
リ
 、
前
掲
 書
 、
五
六
 ｜
五
セ
頁
 。
 

@
@
 
 
以
下
の
記
述
は
、
山
折
哲
雄
「
宗
教
思
想
史
の
試
み
」
 

一
 弘
文
 堂
 、
一
九
九
 0
 年
 -
 所
収
の
論
文
「
僧
院
的
禁
欲
ベ
ネ
 @ 
ア
 イ
ク
ト
と
 道
元
」
を
参
ぬ
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

-
 初
 @
 
H
.
 
シ
ツ
 
パ
ー
 ゲ
ス
 、
大
橋
博
司
・
浜
中
祓
芝
地
 訳
 
「
 中
 世
の
医
学
 ｜
 
治
療
と
養
生
の
文
化
史
」
人
文
書
院
、
一
九
八
八
 
年
 、
ニ
セ
 五
｜
 ニ
セ
 六
 

頁
 。
 

 
 

キ
リ
ス
ト
の
代
理
人
た
ち
」
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
九
 
一
一
一
年
、
一
一
三
六
頁
。
 

-
 リ
 -
 
イ
エ
ズ
ス
全
幅
 

冨
 三
ィ
グ
ナ
チ
オ
・
 デ
 
・
ロ
ヨ
ラ
書
簡
 集
 口
 平
凡
社
、
一
九
九
二
年
、
一
四
五
 ｜
 一
四
八
頁
。
 

元
一
同
書
、
一
四
九
頁
。
 

-
 別
一
山
内
 荻
 
「
「
 
食
 」
の
歴
史
人
類
字
 
1
 

｜
 比
較
文
化
論
の
地
 
平
 」
人
文
書
院
、
一
九
九
四
年
、
九
二
 

｜
 九
三
頁
。
 

@
 
）
山
折
哲
雄
「
断
食
 考
 」
 上
 
・
 下
一
 駒
沢
大
字
「
文
化
』
 
第
 ニ
 @
 
三
号
、
一
九
七
六
 
｜
 七
七
年
Ⅰ
お
よ
び
 同
 
「
カ
リ
ス
マ
 
と
林
 

１
丁
下
散
 的
 断
食
の
 

意
味
」
 
-
 東
北
大
学
「
文
化
し
第
三
十
 セ
昔
 、
第
三
・
四
号
、
一
 
九
セ
 四
年
 -
 を
参
照
さ
れ
た
 



創
唱
宗
教
の
場
合
、
そ
の
宗
教
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
 
特
 性
は
、
 
時
に
そ
れ
が
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
れ
、
ま
ず
は
 開
祖
一
人
の
個
性
に
 

収
め
と
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
描
く
こ
と
が
可
能
 
で
あ
る
。
そ
の
卓
越
し
た
個
性
が
消
え
さ
る
と
教
団
は
 
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
分
 

敬
 し
て
い
く
が
、
 
ム
 「
度
は
そ
の
あ
り
さ
ま
は
、
も
と
も
 と 開
祖
の
中
に
 浬
然
 と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
諸
特
性
が
 、
個
性
の
消
失
に
よ
っ
 

て
 、
時
間
軸
に
そ
っ
て
解
放
さ
れ
た
結
果
と
し
て
読
み
 取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

も
ち
ろ
ん
原
理
的
に
は
、
歴
史
の
進
展
は
た
え
ず
未
知
 な
る
も
の
を
受
け
取
っ
て
い
く
過
程
で
も
あ
る
か
ら
、
 
開
祖
が
預
か
り
知
ら
 

 
 
 
 
 
 
 
 

な
か
っ
た
世
界
の
出
現
も
当
然
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
の
歴
史
を
描
こ
 
う
と
す
る
場
合
、
少
な
 

 
 

 
 

か
ら
ず
こ
う
し
た
方
法
が
取
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
は
、
 そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
 は
 、
い
か
に
客
観
的
に
 

八
 論
文
要
旨
，
・
・
周
知
の
よ
う
に
イ
ン
ド
社
会
に
は
バ
ラ
モ
ン
・
 

沙
門
と
い
う
名
称
で
示
さ
れ
る
異
な
っ
た
流
れ
の
宗
教
の
類
型
 
が
 存
在
し
た
。
こ
れ
を
 

統
合
し
た
 プ
ッ
ダ
 の
教
団
は
 、
ブ
 ツ
ダ
滅
後
、
こ
の
異
質
な
流
れ
 を
 共
存
さ
せ
た
。
一
方
は
「
 知
 、
制
度
、
形
式
」
を
完
成
さ
せ
て
 
 
 

他
方
は
「
瞑
想
、
イ
コ
ン
、
個
人
の
霊
感
」
を
尊
重
す
る
流
れ
で
 
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
け
っ
し
て
相
互
排
他
的
に
作
用
す
る
こ
と
 
な
く
、
絶
え
ず
接
触
 

を
 保
ち
な
が
ら
発
展
し
、
つ
い
に
大
乗
仏
教
に
ま
で
至
り
つ
く
。
 そ
の
動
き
は
あ
く
ま
で
連
続
的
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 バ
ラ
モ
ン
・
沙
門
、
経
典
、
イ
コ
ン
、
寺
院
 
制
度
、
霊
感
 

（
さ
と
り
）
と
（
救
い
）
 

イ
ン
ド
仏
教
類
型
論
再
考
 

下
田
正
弘
 



す
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
以
上
に
重
要
な
要
因
が
あ
る
。
 実
 は
 、
宗
教
教
団
内
部
の
人
々
自
身
は
 、
 日
々
、
過
去
の
 存
在
で
あ
り
な
が
ら
 

も
 現
在
の
自
己
の
価
値
の
起
源
で
あ
る
開
祖
な
り
教
義
 
な
り
に
、
自
分
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
位
置
づ
け
な
 
お
す
試
み
を
繰
り
返
し
 

て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
教
団
内
の
人
間
で
あ
る
こ
と
の
も
 
つ
 と
も
重
要
な
証
し
の
一
つ
で
あ
り
、
宗
教
活
動
の
本
 
質
を
構
成
す
る
作
業
で
 

あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
開
祖
か
ら
の
連
続
し
た
 
発
 展
 と
い
う
の
は
、
単
に
観
察
者
が
立
て
た
理
論
的
な
 
図
 式
 ほ
と
ど
ま
る
の
で
は
 

な
く
、
実
際
に
教
団
の
構
成
員
が
絶
え
ず
実
現
し
よ
う
 
と
し
て
い
る
シ
ェ
ー
マ
も
ち
ろ
ん
観
察
者
の
も
の
 と
は
重
な
ら
な
い
か
も
 

 
 

し
れ
な
い
が
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

け
れ
ど
も
こ
の
戻
る
べ
き
開
祖
の
姿
が
、
す
で
に
統
一
 
し
が
た
い
要
素
を
含
む
も
の
だ
っ
た
場
合
、
い
っ
た
 
い
 後
世
の
教
団
の
人
々
 

は
 、
ど
こ
に
自
ら
を
帰
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
 
か
 。
ま
さ
に
 プ
ッ
ダ
 の
 教
説
は
 、
初
期
の
も
の
か
ら
し
 て
こ
う
し
た
矛
盾
を
苧
 

ん
で
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
後
継
の
弟
 
干
 た
ち
に
至
っ
て
、
そ
の
矛
盾
が
一
見
す
る
と
統
一
下
 
可
能
な
ま
で
に
強
調
さ
 

ね
 、
増
幅
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
見
え
る
。
大
乗
仏
教
も
 そ
う
し
た
継
承
の
過
程
で
た
ど
り
つ
い
た
結
果
の
一
つ
 
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

こ
う
し
た
中
、
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
癒
し
と
救
い
」
 と
い
う
要
素
を
考
え
た
と
き
、
仏
教
の
源
泉
で
あ
る
 
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
 

明
ら
か
に
仏
教
の
あ
る
一
方
の
姿
に
は
顕
著
に
確
認
さ
 
れ
る
こ
と
が
ら
で
は
あ
っ
て
も
、
他
方
の
姿
に
は
 
お
 よ
そ
縁
遠
い
も
の
で
あ
 

る
 。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
 
を
 取
り
あ
げ
、
そ
れ
を
と
お
し
て
仏
教
研
究
で
は
あ
ま
 
り
 振
り
か
え
ら
れ
る
こ
 

と
の
な
か
っ
た
、
し
か
し
き
わ
め
て
重
要
な
イ
ン
ド
 仏
 教
理
解
の
た
め
の
類
型
を
再
考
し
て
お
き
た
 
い
 。
た
だ
 し
 、
考
察
対
象
は
仏
教
 

  
基 め 
準 よ 

は ぅ 

一 石 て と   
に て     実 
こ 際 
@ し @ し 

に は 
冒 そ 

  
存 し 

在 た 
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在 要 
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と ゆ の 

  生貝 三 ののの 
ロす 

ピ緊 る @   二戸 

と り 

  

い
く
度
と
な
く
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
 仏
 数
 に
お
け
る
「
瞑
想
・
経
験
」
と
「
 知
 」
の
問
題
が
 鋭
 い
対
時
 を
な
し
て
 現
 

れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
要
素
は
、
初
期
経
典
 全
体
に
影
を
落
と
し
て
お
り
、
時
に
か
な
り
深
刻
な
間
 題
 と
な
っ
て
い
た
こ
と
 

が
そ
れ
ら
の
経
典
を
通
し
て
伝
わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
 ば
 ブ
ッ
ダ
初
の
説
法
を
形
づ
く
る
「
初
転
法
輪
 経
 」
に
 お
い
て
、
八
聖
道
、
四
 

 
 

諦
 と
い
う
仏
教
の
基
本
数
説
を
説
い
た
の
ち
、
ブ
ッ
ダ
 
 
 

ヨ
ゅ
 （
 
5
 ヨ
 巨
才
ゆ
 
百
年
ヨ
 左
ゆ
ピ
 
の
 
コ
ゅ
 で
 叶
 
@
u
c
@
u
 

ご
セ
い
 と
「
 

ぎ
 ㏄
ト
リ
コ
（
 

ご
 。
 ま
た
智
慧
に
よ
っ
て
深
遠
な
実
在
を
透
徹
し
て
見
る
 

仔
リ
 ヨ
 す
 ア
目
 リ
 
ヨ
 
%
 安
 ゅ
 

-
4
-
 

で
 ㏄
 
巨
 リ
ヨ
で
 リ
 
ゴ
ゴ
 
目
ピ
ゅ
ゅ
要
せ
 

三
才
 ゅ
も
 り
の
の
 

リ
コ
ニ
一
 
も
の
は
き
 ね
 め
て
得
が
た
い
」
か
ら
で
あ
る
。
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り
 組
ん
だ
形
で
登
場
し
、
そ
れ
に
判
定
を
下
す
た
め
に
 
は
ど
う
し
て
も
そ
の
流
れ
を
引
き
継
ぐ
後
世
の
註
釈
文
 献
の
手
助
け
を
借
り
れ
 

    を み は 態 

ま
た
、
 プ
サ
 
ン
の
指
摘
に
よ
っ
て
著
名
と
な
っ
た
 ム
シ
 ｜
ラ
 比
丘
 と
 ナ
ー
ラ
ダ
比
丘
の
会
話
で
は
、
両
者
は
等
 し
い
「
 知
 」
的
な
状
 

に
あ
り
な
が
ら
、
ナ
ー
ラ
ダ
比
丘
は
浬
 築
を
 
「
実
感
し
 て
い
な
い
 
き
曲
 …
 左
囲
ゼ
の
 

コ
曲
っ
 
ぎ
ユ
 づ
く
 
囲
 ま
 7
 曲
（
 
笘
ご
 」
 が
 ゆ
え
に
、
阿
羅
漢
 と
 

舌
口
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
旅
人
が
疲
 
れ
 果
て
、
井
戸
に
た
ど
り
つ
い
て
中
を
見
て
 水
 だ
と
 分
 か
っ
て
も
、
水
を
汲
 

一
 
7
-
 

上
げ
る
道
具
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
状
態
 な
の
だ
と
い
う
。
先
の
例
と
は
反
対
に
、
こ
の
一
節
で
 は
 明
ら
か
に
「
経
験
」
 

「
 
知
 」
に
優
先
さ
せ
て
い
る
。
 

過
去
の
研
究
者
た
ち
の
な
か
に
は
、
こ
の
要
素
を
手
掛
 
か
り
に
経
典
形
成
の
階
層
を
定
め
よ
う
と
も
試
み
て
き
  

 

、
そ
の
試
み
が
ど
の
程
度
成
功
し
た
か
は
必
ず
し
も
 
保
 証
の
限
り
で
は
な
い
。
開
祖
の
 プ
ッ
ダ
 が
「
経
験
」
と
 
「
 
知
 」
の
ど
ち
ら
か
 

方
を
他
方
に
優
先
さ
せ
た
と
は
、
 現
 資
料
か
ら
は
立
証
 し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 二
 要
素
は
初
期
経
典
に
 お
い
て
、
か
な
り
 入
 

異
同
が
見
ら
れ
る
の
は
簡
単
に
は
見
過
ご
せ
な
い
。
 

-
b
-
 

と
 述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
ブ
ッ
ダ
は
「
 
さ
 と
り
」
を
 官
芸
ロ
 
す
る
に
は
「
 知
 」
の
確
認
が
必
要
な
こ
 と
を
自
覚
し
て
い
る
。
 

こ
の
直
前
に
説
か
れ
た
の
は
八
聖
道
で
あ
る
が
、
四
諦
 
と
 比
較
す
る
と
八
聖
道
は
、
そ
の
最
後
の
支
分
で
あ
 
る
 正
宗
㊧
㏄
ヨ
コ
 目
 
囲
の
曲
コ
 

目
 

同
ミ
 
已
 
へ
と
む
か
 う
 
「
瞑
想
・
経
験
」
の
体
系
と
 い
 え
 る
 。
こ
の
箇
所
で
は
そ
の
八
聖
道
が
、
四
諦
を
通
し
た
 
「
 
知
 」
に
よ
る
承
認
を
 

得
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
し
か
し
同
じ
内
容
を
収
録
し
て
い
る
他
の
経
典
に
 
お
い
て
、
こ
の
智
慧
の
 

浄
化
の
く
だ
り
が
存
在
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
さ
と
り
 
の
 宣
喜
 口
 に
か
ん
す
る
条
件
、
と
い
う
大
切
な
テ
ー
マ
に
 お
い
て
、
対
応
文
献
に
 

 
 

知
る
観
察
が
鮮
明
に
な
っ
て
は
じ
め
て
…
…
こ
の
う
え
 
な
い
さ
と
り
に
達
し
た
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
 

 
 

 
  

 

は
な
か
っ
た
 
き
 里
曲
鼠
 づ
 申
す
ド
ヨ
…
銭
目
口
ロ
ヨ
田
 ヨ
 ヨ
ゆ
 の
 ロ
ヨ
す
 。
 巨
 す
 @
 
ヨ
申
す
す
ガ
ロ
 ヨ
す
仁
 江
山
 す
 0
 
 エ
つ
 曲
の
の
㏄
口
目
ゆ
 
四
 ち
一
 。
・
・
・
…
如
実
に
 

 
 

 
 

 
 



も さとり ) > < 故、 

る る 

儀 現 こ 

礼 象 の 
の を 時 
「 お 期 

意 味め正 さに 
」 取 統 
が る バ 

間 性 う 

わ 大 モ 
れ な ン 
  儀 側 

儀 礼 は   
自 解 ヴ 
何こ Iin@A  ア 

が 学 ル 

円 を ナ 
イヒ ラ ・ 

さ ち カ   
ゆ て ス   リ ⅡⅡ ヰ 苗山 

と < と   
な そ う 

る の 社 
。 過 食 

人 種 制   
に お を 
檜 い も 

夷 て 含   
た   て 
「 実   

ミ 際 宇 
ク の 宙 
ロ 儀 観 
コ 礼 か 
ズ 「 ら 

ム ィテ 倫 
の 為 理 
ア 」 観 
l よ ま   
て も あ 
ン が ら   
  

。
 
ほ
 な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
明
ら
か
に
 
ア
ビ
 ダ
ル
マ
 の
 立
場
で
あ
り
、
す
で
に
経
典
の
立
場
を
離
れ
て
し
ま
 

っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
 

る
 。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
む
し
ろ
仏
教
に
本
 

来
 存
在
し
た
異
質
な
べ
ク
ト
ル
と
し
て
押
さ
え
て
お
く
 

こ
と
に
と
ど
め
よ
う
。
 

苦
か
ら
解
放
さ
れ
、
不
死
の
境
地
で
あ
り
、
安
楽
な
世
 

界
 で
あ
る
 混
磐
に
 至
り
つ
く
「
経
験
」
は
ま
さ
に
、
 
苦
 か
ら
の
「
癒
し
」
で
あ
 

り
 「
救
 
い
 」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
 
知
 」
は
 、
 「
 
初
転
法
輪
 経
 」
の
引
用
か
ら
み
て
も
わ
か
る
 
よ
う
 に
 、
 「
 
さ
と
り
」
そ
の
も
の
で
 

あ
り
、
そ
れ
は
も
は
や
直
接
的
な
救
い
を
離
れ
た
、
 

む
 

 
 

一
 一
 

さ
て
、
こ
の
「
 
知
 」
と
「
経
験
」
の
 
対
持
 す
る
要
素
は
 
、
仏
教
が
成
立
し
て
初
め
て
生
ま
れ
出
た
も
の
で
は
な
 

い
 。
内
容
的
に
ま
っ
 

早
く
に
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
、
そ
し
て
明
瞭
 

た
く
重
な
り
あ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
筋
 

と
 し
て
は
上
に
述
べ
た
も
の
と
同
類
の
 
、
 二
つ
の
異
質
な
 

イ
 ・
デ
ス
モ
ン
の
分
類
が
示
す
よ
う
に
、
フ
ラ
 

要
素
の
対
 時
 関
係
は
 、
 

｜
フ
 マ
ナ
、
 ウ
パ
ニ
シ
 

ャ
ッ
ド
 時
代
か
ら
確
認
さ
れ
る
。
仏
教
前
史
と
位
置
づ
 
け
ら
れ
る
こ
の
時
期
の
イ
ン
ド
思
想
に
お
い
て
、
バ
 
-
 
フ
 モ
ン
側
か
ら
は
知
識
 

目
 ゴ
コ
 
巴
を
儀
礼
京
銭
 ヨ
笘
 ・
 速
舌
已
 に
優
先
さ
せ
 る
 思
想
が
誕
生
す
る
一
方
で
、
正
統
バ
ラ
モ
ン
恵
和
 
ゅ
 か
ら
逸
脱
し
、
沙
門
 

綜
 r
a
 
ョ
 右
巴
 
と
 呼
ば
れ
る
遊
行
の
乞
食
・
苦
行
者
の
流
 
れ
が
生
ま
れ
て
き
た
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
は
上
述
の
 
「
 
知
と
 経
験
」
「
さ
と
り
 

坤
と
 救
い
」
 



マ
ク
ロ
コ
 ズ
ム
 の
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
の
本
来
の
同
一
」
 も
 、
そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
と
し
て
結
実
し
た
も
の
で
あ
 
り
 、
そ
こ
に
は
 バ
う
そ
 

ン
 的
な
「
 知
 」
の
完
成
形
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
  
 

一
万
、
バ
ラ
モ
ン
が
構
築
す
る
体
系
か
ら
外
れ
、
出
家
 遊
行
し
て
い
く
系
譜
の
者
た
ち
 ほ
 、
こ
う
し
た
正
統
派
 の
 祭
官
と
し
て
社
会
 

に
か
か
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
林
間
 に
 住
し
、
苦
行
を
実
践
す
る
彼
ら
は
、
非
日
常
的
な
 
カ
 リ
ス
マ
を
保
有
し
て
い
 

る
ゆ
え
に
、
バ
ラ
モ
ン
祭
官
に
劣
ら
ぬ
魅
力
を
示
す
こ
 
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
近
年
の
研
究
が
明
か
し
て
い
 
る
よ
う
に
、
こ
の
遊
行
 

 
 

者
た
ち
は
、
例
え
ば
事
実
上
の
医
者
と
し
て
実
際
に
「
 
癒
し
」
に
携
わ
る
力
を
有
す
る
こ
と
も
あ
る
。
不
浄
な
 
る
 人
々
に
接
触
を
す
る
 

医
者
は
正
統
派
か
ら
は
忌
む
べ
き
存
在
と
受
け
取
ら
れ
 
た
た
め
、
医
学
知
識
 は
 正
統
の
祭
祀
を
担
 う
 知
的
な
 バ
 ラ
モ
ン
の
伝
承
の
中
に
 

蓄
積
さ
れ
た
可
能
性
は
ま
ず
な
い
。
沙
門
と
し
て
知
ら
 
れ
る
こ
の
出
家
遊
行
者
た
ち
の
間
に
こ
そ
、
そ
う
し
た
 
実
践
的
な
、
経
験
と
不
 

可
分
の
知
識
が
収
蔵
さ
れ
て
い
っ
た
に
違
い
な
い
。
 

非
バ
ラ
モ
ン
世
界
の
出
身
者
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
は
、
基
本
 
的
に
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
後
者
の
流
れ
か
ら
出
現
し
て
お
 
り
 、
そ
の
生
涯
を
見
 

て
も
、
林
間
に
住
し
、
乞
食
に
徹
し
、
遊
行
、
瞑
想
を
 
こ
と
と
す
る
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
仏
教
教
団
が
 
カ
ー
ス
ト
を
越
え
て
 四
 

姓
 平
等
を
説
き
、
し
か
も
医
療
技
術
を
有
す
る
集
団
と
 
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
 
、
ブ
ッ
ダ
に
率
い
ら
れ
 

た
 仏
教
徒
た
ち
は
、
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
と
接
す
る
 非
バ
 
ラ
モ
ン
文
化
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
だ
 
ろ
う
。
 

た
だ
、
任
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
初
期
の
 経
典
は
た
し
か
に
遊
行
を
な
す
沙
門
の
伝
統
を
引
き
、
 
内
容
的
に
ほ
 バ
う
そ
 

ン
 批
判
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
 基
 本
 的
な
用
語
 は
 、
ほ
と
ん
ど
が
バ
ラ
モ
ン
世
界
の
も
の
 を
 使
っ
て
い
る
こ
と
で
 

あ
る
。
純
粋
な
沙
門
の
流
れ
で
あ
れ
ば
、
バ
ラ
モ
ン
 
批
 判
 以
前
に
、
そ
の
用
語
を
採
用
し
な
い
こ
と
さ
え
で
き
 
た
は
ず
で
あ
ろ
う
に
、
 

初
期
経
典
は
そ
う
し
た
選
択
を
せ
ず
に
、
バ
ラ
モ
ン
の
 
用
い
た
タ
ー
ム
を
使
っ
て
自
己
の
主
張
を
な
し
て
い
く
 
。
こ
れ
は
確
か
に
一
面
 

  



く さとり > と @ 抽 l   

 
 

ろ
う
。
「
さ
と
り
」
の
要
素
の
必
要
性
は
、
あ
る
い
は
 そ
の
な
か
で
徐
々
に
結
実
し
て
い
っ
た
も
の
か
も
し
れ
 な
 い
 。
 

で
は
バ
ラ
モ
ン
思
想
が
、
当
時
の
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
 の
役
割
を
担
っ
て
い
た
証
し
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
 よ
 う
し
 、
そ
れ
は
妥
当
 

 
 

ず
 
。
 、
わ
れ
わ
れ
は
、
経
典
と
い
う
表
現
形
式
自
体
が
 
、
 す
ぐ
れ
て
知
的
な
作
業
 

を
 要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
お
か
 
れ
 。
は
な
ら
な
い
 
0
 

非
バ
ラ
モ
ン
社
会
出
身
の
ブ
ッ
ダ
の
教
団
に
は
、
正
統
 
バ
ラ
モ
ン
出
身
の
弟
子
た
ち
が
多
く
存
在
し
た
。
そ
し
 て
 経
典
の
編
纂
に
つ
 

な
が
る
教
法
の
伝
承
は
、
こ
の
バ
ラ
モ
ン
の
持
っ
た
 
ヴ
 エ
ー
ダ
伝
承
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
よ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
 な
ら
な
い
。
ほ
ぼ
例
外
 

の
な
い
伝
承
に
よ
れ
ば
、
聖
典
結
集
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
 ヴ
 を
と
っ
た
の
は
 名
 バ
ラ
モ
ン
出
身
の
マ
ハ
ー
カ
ッ
 サ
 パ
 で
あ
る
。
教
団
に
お
 

け
る
出
家
後
の
長
幼
の
序
列
秩
序
か
ら
す
れ
ば
、
ブ
ッ
 ダ
の
 初
め
て
の
弟
子
で
あ
る
コ
ー
ダ
ン
ニ
ャ
が
指
揮
を
 取
る
の
が
望
ま
し
い
だ
 

ろ
 う
し
 、
あ
る
い
は
蓄
え
ら
れ
た
知
識
量
か
ら
す
れ
ば
 、
ブ
ッ
ダ
に
四
十
年
付
き
従
 い
 、
ブ
ッ
ダ
の
言
説
に
親
 し
く
接
し
た
ア
ー
ナ
ン
 

ダ
が
 指
導
者
で
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 
し
 か
し
、
そ
れ
は
あ
り
行
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ブ
ッ
ダ
 
と
 同
族
の
非
バ
ラ
モ
ン
 出
 

身
 で
あ
り
、
如
何
せ
ん
、
伝
承
を
確
立
す
る
技
術
を
持
 ち
 得
て
い
な
い
。
プ
ッ
 ダ
 の
「
こ
と
ば
」
は
 、
 ど
 う
し
 て
も
知
的
な
伝
統
を
持
 

つ
 バ
ラ
モ
ン
の
手
に
委
ね
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
 る
一
 

l
3
 

-
 

仏
教
は
そ
の
教
義
の
中
心
と
し
て
、
は
じ
め
か
ら
「
 
中
 道
 」
を
説
き
、
極
端
な
知
性
主
義
と
体
験
主
義
の
双
方
 
を
否
定
し
た
。
そ
れ
 

は
 仏
教
以
前
に
あ
っ
た
「
バ
ラ
モ
ン
・
沙
門
」
と
い
う
 
二
つ
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
止
揚
し
た
も
の
と
 見
 ら
れ
て
い
る
。
そ
の
 木
 

質
的
な
要
因
は
も
ち
ろ
ん
、
フ
ッ
 ダ
 自
身
の
卓
越
し
た
 体
験
に
帰
す
る
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
図
式
・
表
現
形
 
式
 自
体
が
、
ど
こ
で
 完
 

成
し
た
か
に
つ
い
て
は
反
省
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
。
 
ブ
ッ
ダ
自
身
は
沙
門
の
出
身
で
あ
り
、
バ
ラ
モ
ン
文
化
 
に
 直
接
育
ま
れ
た
わ
け
 

で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
ヴ
ェ
ー
ダ
文
化
と
 の
 接
触
は
バ
ラ
モ
ン
出
身
の
弟
子
を
と
お
し
て
な
さ
れ
 
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
 

  



こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
経
典
の
編
纂
と
い
う
「
 知
的
」
 な
 作
業
の
中
に
、
「
経
験
」
を
尊
重
す
る
意
識
が
 存
在
し
て
い
る
こ
と
 

自
体
が
、
か
え
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
強
調
し
た
 教
 説
の
方
向
 を
物
語
っ
て
い
る
こ
と
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
 
確
 か
に
経
験
に
知
が
流
れ
 

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
験
が
よ
り
明
瞭
な
姿
を
 
と
っ
た
確
信
へ
と
向
か
い
、
経
験
を
自
ら
制
御
し
、
 他
 
へ
と
伝
え
て
い
く
手
だ
 

 
 

て
が
整
え
ら
れ
る
。
弟
子
た
ち
を
と
お
し
て
バ
ラ
モ
ン
 
の
 知
的
活
動
に
触
れ
た
ブ
ッ
ダ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
 
従
 う
 仏
教
徒
た
ち
は
、
 
バ
 

ラ
モ
ン
文
化
の
持
っ
た
財
産
を
自
ら
の
方
向
に
活
用
す
 る
 必
要
性
に
気
づ
か
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
 
バ
 ラ
モ
ン
の
用
語
法
に
乗
 

り
つ
つ
そ
れ
を
批
判
す
る
と
い
う
初
期
経
典
の
形
式
の
 
一
つ
が
で
き
あ
が
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
こ
こ
で
初
め
 て
 、
そ
れ
ま
で
閉
ざ
さ
 

れ
て
い
た
沙
門
の
系
譜
が
バ
ラ
モ
ン
の
流
れ
に
向
か
っ
 
て
 開
か
れ
、
両
者
が
融
合
さ
れ
る
と
と
も
に
、
異
質
な
 
要
素
を
共
有
す
る
と
い
 

ぅ
 か
つ
て
存
在
し
な
か
っ
た
流
れ
が
、
仏
教
と
い
う
 姿
 と
し
て
誕
生
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

-
 
：
 
l
 

一
 

仏
教
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
、
「
さ
と
り
と
救
い
」
 「
 知
と
 経
験
」
と
い
う
異
質
な
要
素
を
抱
え
た
ブ
ッ
ダ
 
の
教
説
は
 、
時
代
が
 

経
っ
て
も
こ
の
離
反
す
る
べ
ク
ト
ル
を
一
方
向
に
合
 
成
 ・
整
理
す
る
こ
と
な
く
、
異
質
な
ま
ま
で
伝
承
さ
れ
 
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
 

る
 。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
は
る
か
後
代
の
ス
リ
ラ
ン
カ
 
に
さ
え
確
認
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
 
出
家
者
は
、
村
落
の
 サ
 

ン
ガ
 に
留
ま
っ
て
「
 教
 説
の
学
習
」
を
選
ぶ
か
、
あ
る
 い
は
林
間
に
こ
も
っ
て
「
瞑
想
の
修
行
」
を
選
ぶ
か
、
 
そ
の
二
者
択
一
が
迫
ら
 

 
 

れ
る
。
こ
れ
は
仏
教
以
前
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
 
バ
ラ
 モ
 ノ
と
 沙
門
の
流
れ
で
あ
る
し
、
初
期
仏
教
に
お
い
 
て
は
目
ド
ヨ
ヨ
 ロ
セ
 
0
 四
コ
と
 

目
曲
下
コ
 
0
 系
統
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
大
乗
を
も
 含
 め
て
仏
教
全
体
に
お
い
て
見
ら
れ
る
「
 
止
 
㌫
ド
ヨ
 笘
ァ
丼
 
）
 と
観
テ
ぺ
 ピ
口
似
せ
 
銭
リ
ン
 」
 

0
 対
時
は
、
淵
源
に
は
こ
の
二
つ
の
要
素
が
関
連
し
て
  

 

  



  

  

実
は
こ
う
し
た
特
徴
は
、
一
見
す
る
と
複
雑
で
一
貫
性
 
を
 欠
い
た
聖
典
全
体
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
こ
の
問
題
の
考
察
の
 

ヒ
ン
ト
を
具
体
的
に
仏
教
文
献
に
お
い
て
示
し
て
く
 

れ
た
代
表
的
な
一
人
で
あ
る
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
の
 
律
 蔵
の
研
究
を
見
て
み
 
よ
 

う
 。
彼
は
異
部
派
間
の
神
蔵
を
比
較
し
て
、
 部
派
 分
裂
 以
前
の
律
蔵
の
原
形
（
 古
挺
度
 0
 巳
の
 オ
ド
コ
 
山
す
 
ド
 オ
巴
 
を
ぬ
 出
定
し
よ
う
と
試
み
 

 
 

う
 

た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
元
来
の
沙
門
の
伝
統
を
引
 く
 遊
行
中
心
の
仏
教
教
団
の
あ
り
さ
ま
は
大
き
く
変
化
 
を
し
、
定
住
形
態
が
規
範
的
 

 
 

成
の
過
程
に
は
、
遊
行
型
の
古
 い
 伝
統
を
徐
々
に
新
た
 な
 定
住
型
の
仏
教
に
変
え
ぬ
 

 
 

ル
 

く
過
程
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

例
え
ば
 コ
一
 
㎝
「
㏄
 
ピ
い
 の
例
で
あ
る
。
本
来
は
遊
行
 形
態
に
本
質
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
乞
食
に
よ
る
食
物
 の
み
を
受
け
る
」
「
糞
掃
衣
を
 

  

 
 

的
な
秩
序
の
完
成
に
背
い
て
い
く
傾
向
を
持
つ
こ
と
に
 
な
る
。
 

一
 一
 

さ
て
、
「
さ
と
り
」
と
い
う
こ
と
は
で
表
現
を
試
み
た
 「
知
に
 よ
 る
確
認
」
「
こ
と
ば
 

在
ぎ
 ョ
ョ
 巴
 
伝
承
の
流
 ね
 」
と
、
瞑
想
 と
ぃ
 

う
 手
段
に
よ
っ
て
「
経
験
す
べ
き
救
い
」
の
最
も
大
き
 
な
 相
違
を
考
え
た
と
き
、
前
者
は
、
こ
と
ば
が
伝
わ
れ
 
ば
そ
れ
で
一
応
の
目
的
 

が
 達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
基
本
的
に
安
定
し
 
た
 形
で
反
復
可
能
な
、
形
式
的
な
も
の
と
も
な
り
得
る
 
の
に
対
し
、
後
者
は
経
 

験
 が
自
己
の
上
に
確
証
さ
れ
ず
し
て
は
伝
わ
っ
た
こ
と
 
に
な
ら
な
い
た
め
形
式
化
さ
れ
に
く
く
、
そ
の
意
味
 
で
 く
り
返
し
の
不
可
能
 

な
 、
あ
く
ま
で
初
め
て
の
で
き
ご
と
で
あ
る
こ
と
を
 本
 質
 と
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
と
舌
口
え
よ
う
。
 

前
者
の
場
ム
ロ
、
こ
と
ば
 

に
よ
 る
形
式
化
が
権
威
を
持
ち
始
め
る
こ
と
か
ら
、
 カ
 リ
ス
マ
の
日
常
化
、
伝
統
主
義
が
生
み
出
さ
れ
や
す
い
 
の
に
対
し
て
、
後
者
は
 

直
接
に
人
を
媒
介
に
せ
ず
に
は
伝
わ
ら
な
い
か
ら
、
 
あ
 く
ま
で
個
人
的
カ
リ
ス
マ
は
温
存
さ
れ
、
 反
 形
式
的
な
 

価
値
観
を
持
ち
、
制
度
 



 
 

ま
と
 う
 」
「
樹
下
に
く
ら
す
」
「
半
尻
の
み
の
薬
を
所
持
 
す
る
」
と
い
う
規
定
は
、
 

古
腱
度
 に
お
い
て
は
「
入
門
 し
て
一
定
期
間
実
行
す
 

 
 

 
 
 
 

べ
き
儀
礼
」
と
位
置
づ
け
直
さ
れ
た
。
こ
の
条
項
に
は
 、
遊
行
の
形
態
が
二
次
的
な
も
の
に
降
格
さ
れ
、
定
住
 
の
形
態
を
規
範
に
据
え
 

 
 
 
 

る
 方
向
が
定
ま
っ
た
事
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
読
み
 取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ま
た
、
布
薩
 ず
 。
 留
請
ト
毛
 0
 の
の
（
 

ア
 巴
も
定
住
の
サ
ン
 ガ
 に
と
っ
て
欠
か
す
べ
か
ら
ざ
る
役
割
を
果
た
す
も
の
 と
し
て
機
能
す
る
。
 

こ
の
儀
式
に
は
正
式
な
具
足
戒
を
受
け
た
者
の
み
が
 出
 席
 可
能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
者
た
ち
は
必
ず
出
席
 
せ
 ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

こ
う
し
て
布
薩
は
教
団
構
成
員
の
内
外
の
別
を
明
確
に
 し
 、
 暖
 味
な
要
素
を
制
度
的
な
秩
序
の
も
と
に
集
約
す
 る
と
い
う
、
教
団
安
定
 

の
た
め
き
わ
め
て
重
要
な
任
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
 ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
な
ど
の
古
い
経
典
に
見
え
る
 孤
 寂
 る
 尊
ぶ
姿
勢
と
は
矛
盾
を
 

す
る
、
共
同
体
を
尊
重
す
る
こ
う
し
た
意
識
は
、
遊
行
 
の
 伝
統
を
新
た
な
定
住
の
制
度
に
改
変
す
る
意
図
と
重
 
な
り
あ
 ぅ
 。
こ
れ
は
 自
 

窓
 6
%
 く
ゅ
 
「
の
 
っ
 巴
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
雨
安
居
 
に
お
い
て
行
わ
れ
る
 自
窓
 に
お
い
て
は
比
丘
た
ち
は
 進
 ん
で
口
を
開
き
、
自
ら
 

の
 罪
を
俄
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
沈
黙
 は
 拒
絶
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
に
 
お
い
て
は
一
方
で
「
 沈
 

黙
 
す
 三
し
」
が
尊
ば
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
 
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
 
ッ
ガ
 に
お
い
て
は
こ
の
沈
黙
を
「
争
い
 を
 避
け
る
た
め
」
と
 解
 

釈
し
、
自
若
と
の
矛
盾
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
 遊
行
者
の
系
譜
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
た
「
沈
黙
 
成
す
 の ロ
コ
の
三
 
%
 巴
 」
が
定
住
 

化
に
従
っ
て
、
い
か
に
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
 
そ
 

 
 

フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
が
挙
げ
る
こ
う
し
た
種
々
の
事
例
を
 含
め
て
、
総
じ
て
 古
健
度
 に
お
い
て
定
住
の
サ
ン
ガ
が
 強
調
す
る
も
の
は
、
 

カ
リ
ス
マ
性
の
あ
る
個
人
と
し
て
の
指
導
者
で
は
な
く
 、
日
常
化
さ
れ
た
寺
院
制
度
そ
の
も
の
で
あ
る
。
弟
子
 
た
ち
は
師
匠
に
仕
え
ぬ
 

。
は
な
ら
ず
、
出
家
後
十
年
は
弟
子
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
 
れ
な
い
し
、
し
か
も
弟
子
は
同
じ
師
匠
に
は
五
年
以
上
 付
き
従
っ
て
は
な
ら
な
 

か
っ
た
。
こ
の
一
見
す
る
と
複
雑
な
規
定
は
、
師
匠
 と
 弟
子
と
の
個
人
的
な
関
係
の
深
ま
り
を
阻
止
し
、
カ
リ
 
ス
マ
的
な
師
匠
と
弟
子
 



さとり           

 
 

を
え
な
い
が
、
こ
の
質
の
問
題
は
至
る
と
こ
ろ
に
現
れ
 
て
い
る
。
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い
 場
所
に
建
立
さ
れ
て
い
た
に
し
ろ
、
そ
の
役
割
と
し
 
て
は
、
ま
さ
し
く
遊
行
者
・
沙
門
の
流
れ
と
親
和
性
を
 も
っ
て
い
る
こ
と
が
 理
 

し
て
そ
れ
ら
に
か
な
り
自
由
に
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
 が
 確
認
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
仏
塔
は
、
所
在
 
こ
 そ
 林
間
と
は
言
い
が
た
 

さ
き
に
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
「
こ
と
ば
」
と
し
て
、
バ
ラ
 

モ
 ノ
 に
よ
る
「
 知
 」
の
枠
組
に
収
め
ら
れ
て
伝
承
さ
れ
 
た
こ
と
を
述
べ
た
。
 

し
か
し
、
経
典
や
律
蔵
な
ど
の
文
献
の
み
な
ら
ず
、
 

考
 古
学
的
史
料
を
も
考
察
の
対
象
に
す
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
 

入
 滅
後
、
ブ
ッ
ダ
存
在
の
 

昔
 主
我
や
そ
の
教
え
は
、
広
い
意
味
で
の
イ
コ
ン
に
よ
っ
 

て
 表
現
す
る
流
れ
に
お
い
て
も
同
時
に
継
承
さ
れ
た
こ
 

と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
 

仏
塔
や
仏
像
に
は
、
在
家
者
た
ち
が
ま
さ
に
「
救
い
」
 

や
 「
癒
し
」
を
求
め
て
参
集
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
 

出
 家
 者
も
三
昧
の
対
象
と
 

さ
て
、
す
で
に
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
乗
 経
典
の
中
に
は
何
等
か
の
か
た
ち
で
「
仏
塔
」
に
閲
読
 
す
る
も
の
が
多
い
。
 

こ
の
事
実
か
ら
、
大
乗
は
仏
塔
を
拠
り
所
と
す
る
教
団
 
で
あ
る
と
の
説
も
あ
り
、
い
ま
で
も
そ
の
支
持
は
広
い
 と
 @
 え
よ
う
。
し
か
し
 

 
 

実
は
仏
塔
は
大
乗
の
み
な
ら
ず
伝
統
部
派
仏
教
全
体
が
 
か
か
わ
っ
た
対
象
で
あ
り
、
仏
教
に
と
っ
て
は
必
須
の
 聖
遺
物
で
あ
る
。
 

以
上
、
初
期
経
典
と
律
蔵
と
い
う
伝
統
仏
教
の
文
献
を
 
め
ぐ
っ
て
「
 知
 」
と
「
経
験
」
と
い
う
要
素
を
駆
け
足
 で
 確
認
し
て
き
た
が
、
 

こ
の
問
題
は
初
期
仏
教
に
留
ま
ら
ず
、
大
乗
仏
教
の
誕
 主
 に
大
き
く
関
連
す
る
テ
ー
マ
と
も
な
る
。
大
乗
仏
教
 
の
 起
源
に
つ
い
て
は
、
 

現
在
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
が
、
こ
と
に
近
年
の
研
究
 か
ら
す
れ
ば
、
単
一
の
起
源
は
定
め
ら
れ
な
い
と
断
っ
 て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
。
 

む
し
ろ
そ
こ
で
は
大
乗
と
は
何
か
と
い
う
「
定
義
」
 自
 体
を
議
論
の
姐
上
に
乗
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
現
状
が
示
さ
 

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
 
て
 論
ず
る
余
裕
は
な
 い
 の
で
、
と
り
あ
え
ず
大
乗
仏
教
 を
 
「
大
乗
経
典
に
示
さ
 

れ
た
内
容
を
も
っ
も
の
」
と
理
解
し
て
 議
ぬ
 
珊
を
進
め
よ
  
 
,
"
 

"
@
 
 
 
 
 

つ
 
 
 
 
 
-
"
 

 
 
 
 

   
 

 
 

四
 



( さとり @ と く救い ) 。 ， 

解
 で
き
よ
う
。
仏
塔
は
仏
教
教
団
成
立
後
、
仏
教
に
関
 保
 す
る
「
経
験
」
の
流
れ
を
呼
び
込
む
拠
点
と
な
っ
て
 働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

秩
序
立
て
ら
れ
、
制
度
化
さ
れ
ゆ
く
サ
ン
ガ
の
傾
向
と
 
は
 別
に
、
仏
塔
を
相
手
と
し
て
の
自
由
な
瞑
想
に
基
盤
 
を
も
ち
、
在
家
者
 へ
 

の
 救
 い
や
 癒
し
に
か
か
わ
る
、
こ
の
あ
る
意
味
で
ケ
イ
 オ
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
コ
ン
の
系
譜
は
 、
 「
こ
と
ば
」
と
し
て
 
フ
ッ
ダ
 を
伝
承
し
 、
経
 

典
に
 結
実
さ
せ
よ
う
と
す
る
バ
ラ
モ
ン
出
身
の
知
的
な
 作
業
と
は
、
本
来
的
に
は
独
立
し
て
生
ま
れ
、
育
て
 
ろ
 れ
て
い
っ
た
こ
と
が
 予
 

恕
 さ
れ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
る
に
、
考
古
学
 的
 実
証
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
に
は
仏
塔
が
最
初
期
か
ら
 
僧
院
に
結
び
つ
き
、
 
さ
 

ら
に
出
家
者
と
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
 
。
と
す
れ
ば
、
「
経
験
・
イ
コ
ン
の
系
譜
」
と
「
 知
 ・
 @
 」
と
ば
の
系
譜
」
と
は
、
 

思
っ
た
以
上
に
早
い
時
期
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
接
触
し
 
あ
 い
 刺
激
し
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
 
見
た
よ
う
に
、
仏
教
は
 

本
来
異
質
な
系
譜
を
内
に
抱
え
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
 
か
ら
、
こ
う
し
た
表
現
媒
体
に
見
ら
れ
る
相
違
に
し
て
 も
 、
相
互
排
他
的
な
も
 

の
と
し
て
作
用
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
大
切
 な
 問
題
と
し
て
あ
ま
り
に
も
重
要
す
ぎ
て
本
稿
で
 
は
と
う
て
い
ま
と
も
に
 

「
こ
と
ば
」
の
継
承
が
「
口
伝
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
 事
実
が
あ
る
。
口
伝
の
場
合
、
 

ァ
 」
と
ば
に
か
か
わ
る
者
 
た
ち
 

扱
え
な
い
が
 

-
L
 
一
 

は
 、
音
楽
的
要
素
と
極
め
て
結
び
つ
き
や
す
く
な
る
。
 
そ
し
て
仏
塔
が
音
楽
供
養
の
格
好
の
対
象
と
な
っ
て
 
い
 た
こ
と
は
周
知
の
事
実
 

で
あ
る
。
こ
 
う
 な
れ
ば
、
こ
と
ば
の
伝
承
自
体
、
す
で
 

 
 

系
譜
」
の
要
素
を
担
っ
 

て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
 

さ
て
、
も
し
こ
の
同
系
譜
の
接
触
が
早
く
か
ら
存
在
し
 
、
し
か
も
か
な
り
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
経
典
の
形
成
 
過
程
に
影
響
を
与
え
 

て
い
っ
た
と
し
た
ら
、
バ
ラ
モ
ン
出
身
の
知
的
水
準
の
 高
 い
 出
家
者
が
「
こ
と
ば
」
を
独
占
し
た
、
と
す
る
 
先
 は
な
し
た
理
解
は
 、
多
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

少
 訂
正
を
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
こ
と
ば
に
よ
る
 伝
 承
 の
さ
い
、
バ
ラ
モ
ン
文
化
の
こ
と
は
を
利
用
し
つ
つ
 も
 、
そ
こ
に
は
や
は
り
 

 
 

 
 

非
バ
ラ
モ
ン
文
化
の
要
素
が
否
応
な
し
に
入
り
込
ん
で
 
き
た
可
能
性
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
そ
 
の
 仮
定
が
正
し
い
と
す
 



れ
ば
、
「
 ，
 
」
と
ば
」
に
お
い
て
、
純
粋
に
知
的
な
要
素
で
 は
な
く
、
む
し
ろ
霊
智
的
な
カ
リ
ス
マ
を
要
求
し
た
 形
 跡
 が
反
映
さ
れ
て
 い
 て
 

も
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

実
は
、
ま
さ
に
こ
の
と
お
り
の
こ
と
が
す
で
に
初
期
 
経
 典
 に
お
い
て
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
要
素
は
、
時
代
を
 下
る
大
乗
経
典
の
基
 

本
 構
造
に
連
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
取
 
り
 上
げ
た
マ
ッ
ク
イ
ー
ン
が
簡
潔
に
論
述
し
て
い
る
く
 
だ
り
に
従
い
な
が
ら
 考
 

-
 
光
一
 

察
を
進
め
て
み
よ
う
。
 

何
台
・
 
ニ
 カ
ー
 ヤ
 の
初
期
経
典
の
中
に
は
、
「
仏
説
」
と
 呼
ば
れ
て
い
て
も
ブ
ッ
ダ
の
説
い
た
説
で
な
い
も
の
 
が
 入
っ
て
い
る
。
 
そ
 

れ
は
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
か
れ
、
 
一
 
1
 一
 
弟
子
が
説
い
 た
 後
に
ブ
ッ
ダ
が
そ
れ
を
承
認
し
た
も
の
、
 
一
 
2
 一
説
法
 の
 前
に
 
フ
ッ
ダ
 が
弟
子
 

に
 勧
め
て
説
か
せ
た
も
の
、
 

一
 
3
 一
 
そ
の
説
法
に
霊
感
・
 
閃
き
 
6
 「
 
盤
 （
 
@
 旨
巴
が
 見
ら
れ
る
も
の
、
で
あ
る
。
 

こ
 こ
で
任
意
し
た
い
の
は
 

こ
の
第
三
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
型
は
さ
ら
に
「
 教
義
を
説
く
も
の
」
と
「
純
粋
な
閃
き
に
よ
る
も
の
」
 
に
 大
別
さ
れ
る
。
前
者
 

は
 
「
十
分
な
訓
練
の
の
ち
、
自
然
に
説
法
が
出
て
く
る
 こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
考
は
 、
 純
然
た
る
閃
き
を
前
提
 

と
し
て
、
ウ
ダ
ー
 ナ
 の
形
で
語
ら
れ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
 そ
 こ
で
「
そ
の
 褐
 頒
は
以
前
か
ら
準
備
し
て
い
た
も
の
な
 の
か
、
そ
れ
と
も
今
こ
 

こ
で
霊
感
さ
れ
た
も
の
な
の
か
」
と
尋
ね
、
「
 い
 ま
霊
感
 さ
れ
た
も
の
で
す
」
と
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 ブ
ッ
ダ
が
説
法
を
許
可
 

し
て
い
る
。
こ
の
霊
感
に
よ
る
説
法
者
の
代
表
は
 
ヴ
ァ
 ッ
サ
ギ
 ー
 ヤ
 で
あ
る
。
彼
は
出
家
以
前
は
カ
ー
 ヴ
ヤ
詩
 大
 で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
 

の
 伝
統
に
お
い
て
、
文
学
に
携
わ
る
者
の
直
感
は
 、
そ
 の
ま
ま
言
語
表
現
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
 
屈
 ℡
 す
 す
ひ
と
し
て
表
現
さ
れ
 

た
 。
こ
の
流
れ
を
引
き
継
ぐ
も
の
が
 ヴ
ア
 ッ
 サ
ギ
 ー
 ヤ
 で
あ
る
。
彼
は
出
家
の
訓
練
か
ら
、
と
い
う
こ
と
は
 前
 者
の
意
味
の
で
（
 笘
 @
 す
卸
 

か
ら
脱
落
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
き
に
こ
 う
 し
た
閃
き
が
生
じ
る
と
、
フ
ッ
 タ
 は
そ
の
閃
き
を
認
め
 て
 説
か
せ
て
い
る
。
 

た
し
か
に
伝
統
部
派
仏
教
に
お
い
て
は
、
訓
練
を
要
す
 
る
 前
者
の
笘
 盤
 （
 
@
 旨
囲
が
 尊
重
さ
れ
、
純
然
た
る
霊
感
 
・
閃
き
の
み
を
教
義
   



  
り 描 を の 
退 か 尊 で 
し れ 童 あ 
め る す る 
う 中 る と 

ち ， L 、 も 考   
認 な と ら   
ら 物 子 ろ 

れ は 想 で 
た 、 さ あ 
ィ三 ス れ ろ 
統 ブ ろ う   
ィ面 テ あ さ 

ィ直 ィ ろ ら 

や で う に 

社 あ     
余 れ そ 制 
的 ヴ し 度 
良 ィ て 化 

識マ 、 うめ こさ れ 
制 キ 予 め 
度 l 想 く 

          は 秩 
秩 テ 、 序 
序 ィ 確 よ 

に で か り 

方寸 あ に も 

し れ 大   
て 、 万 個 
き ほ の 人 
わ ぼ 大 的 
の 後 乗 な 
て 者 の オ 
辛 の 特 や 
辣 性 徴   
に 格 を 反 

、 を 示 秩 

奔 但 し 序 
放 っ て 的 
に て い な 
振 い る   

る る 。 革 
舞 。 大 所 
う 彼 乗 的 
者 を 経 な 
た は 典 憲 
ち く に 度 

  

立
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
 
大
 乗
 仏
教
は
、
定
住
型
の
仏
教
で
あ
る
よ
り
、
遊
行
・
 
林
 住
の
型
を
反
映
し
た
も
 

造
を
取
っ
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
性
質
を
有
す
る
大
乗
経
典
は
 、
 「
 ，
 
」
と
ば
」
 
伝
 承
の
系
譜
に
「
経
験
・
イ
コ
ン
」
系
譜
の
流
れ
が
入
り
 込
ん
だ
と
こ
ろ
に
 成
 

が
 尊
重
 

そ
 し
 

こ
こ
で
 

な
ら
な
 

 
 

さ
れ
る
べ
き
要
素
を
、
仏
教
は
初
め
か
ら
合
わ
せ
持
っ
 
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

て
こ
の
月
の
（
 
一
，
ヴ
 

す
囲
を
尊
重
す
る
流
れ
は
、
伝
統
部
派
 の
 経
典
制
作
が
閉
じ
る
時
期
に
至
っ
て
も
跡
絶
え
る
こ
 
と
は
な
か
っ
た
。
 

で
 「
の
（
 

@
 
・
 
ヴ
ア
ひ
 
を
基
本
構
造
と
し
て
引
き
続
い
て
い
く
経
由
 一
 
制
作
活
動
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
こ
そ
、
実
は
大
 
乗
 経
典
に
ほ
か
 

 
 

そ
の
派
生
彩
 は
 、
経
典
が
説
き
起
こ
さ
れ
る
箇
所
で
多
 出
す
る
。
マ
ッ
 

ン
が
 示
す
よ
 う
 に
、
最
初
期
の
「
八
千
 頒
 般
若
経
」
に
お
 い
て
も
ス
フ
ー
テ
ィ
が
説
法
を
な
す
箇
所
で
は
、
こ
の
 
で
 Ⅰ
の
ま
 

，
ご
 
す
 曲
世
偶
 

に
 導
入
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
歴
史
的
ブ
ッ
ダ
の
 存
在
に
重
き
を
置
き
、
ブ
ッ
ダ
入
滅
後
は
法
⑤
 
す
の
 
「
 
ヨ
 已
 に
よ
っ
て
そ
の
存
在
 

を
 継
承
す
る
こ
と
に
中
心
が
あ
っ
た
伝
統
部
派
で
は
、
 
こ
の
経
典
形
成
の
動
き
は
、
訓
練
を
待
っ
て
ブ
ッ
ダ
 直
 接
の
教
え
を
残
し
て
 ぃ
 

く
こ
と
に
専
心
し
た
。
こ
の
た
め
、
経
典
制
作
の
過
程
 
は
 比
較
的
早
く
に
閉
じ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
  

 

も
こ
の
霊
感
・
閃
き
の
要
素
が
す
で
に
初
期
経
典
に
 
存
 在
す
る
こ
と
は
、
経
典
編
纂
と
い
う
「
 知
 」
の
流
れ
の
 中
で
「
経
験
」
が
 、
 「
 
く
 

り
 返
し
が
可
能
な
世
界
」
の
な
か
で
、
「
た
っ
た
一
度
 の
で
き
ご
と
」
が
、
「
一
般
化
」
し
て
い
く
流
れ
の
中
で
 
「
特
殊
な
個
の
閃
き
」
 



り
 小
乗
か
ら
大
乗
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
と
い
う
伝
説
に
 
し
て
も
、
イ
ン
ド
仏
教
の
在
り
方
を
考
え
る
と
き
 
け
っ
 し
て
奇
異
な
こ
と
で
は
 

唯
識
系
大
乗
の
 ア
ビ
 ダ
ル
マ
で
あ
る
。
例
え
ば
 ヴ
ァ
ス
 バ
ン
ド
 ゥ
 の
ご
と
き
傑
出
し
た
思
想
家
が
、
前
者
の
流
 ね
か
ら
後
考
へ
、
 つ
 ま
 

五
 

イ
ン
ド
思
想
 

開
祖
ブ
ッ
ダ
の
 

社
会
的
に
も
文
 

に
そ
れ
ぞ
れ
が
 

に
よ
っ
て
結
集
 

経
験
、
こ
と
ば
 

し
て
一
方
が
他
 

仏
教
全
体
を
 

と
は
な
か
っ
た
 

法
 
③
 ゴ
ギ
ヨ
巴
 

収
め
て
体
系
化
 0

 流
れ
を
と
お
し
て
徐
々
に
分
化
成
立
し
て
き
た
「
 
知
 と
 経
験
」
と
い
う
異
質
な
要
素
は
、
仏
教
の
誕
生
に
よ
 
っ
て
 、
 

な
か
に
再
度
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
す
 で
に
 バ
ラ
モ
ン
 
と
 非
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
、
思
想
的
の
み
 な
ら
ず
、
 

化
 的
に
も
出
自
が
異
な
り
、
お
 ょ
そ
 異
質
な
者
た
ち
に
 よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
サ
ン
ガ
は
、
ブ
ッ
ダ
入
滅
後
は
 
、
 た
だ
ち
 

本
来
持
っ
た
 べ
 ク
ト
ル
に
向
か
っ
て
拡
散
し
て
も
不
思
 議
 で
は
な
い
要
素
を
抱
え
て
い
た
。
し
か
し
一
度
ブ
ッ
 ダ
の
カ
 

さ
れ
た
仏
教
徒
た
ち
は
、
け
っ
し
て
以
前
の
状
態
に
戻
 る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
二
つ
の
異
な
る
流
れ
 

知
と
 

と
 イ
コ
ン
そ
れ
ぞ
れ
に
「
ブ
ッ
ダ
」
や
「
真
理
」
 の
 存
在
を
確
認
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
要
素
は
  
 

方
を
完
全
に
排
斥
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
く
、
微
妙
に
 
異
な
る
脈
絡
を
形
成
し
な
が
ら
共
存
し
て
い
っ
た
。
五
一
 

統
一
し
て
体
系
化
す
る
試
み
は
存
在
し
て
も
、
そ
れ
を
 
基
準
と
し
て
 畢
 価
を
裁
く
試
み
は
仏
教
内
部
か
ら
生
ま
 れ
る
こ
 

。
仏
教
の
理
論
的
体
系
化
は
い
わ
ゆ
る
 ア
ビ
 ダ
ル
マ
に
 よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
が
、
そ
の
描
く
と
こ
ろ
も
、
大
別
 
す
れ
ば
 

を
 尊
重
し
て
全
体
を
法
の
体
系
で
説
明
し
ょ
う
と
試
み
 る
 流
れ
と
、
伝
ざ
三
 ま
ゴ
 巴
を
重
ん
じ
、
ブ
ッ
ダ
に
 
法
 ま
で
も
 

し
よ
う
と
す
る
流
れ
と
に
分
化
し
つ
つ
も
そ
れ
ら
は
 共
 存
し
た
。
前
者
は
伝
統
部
派
の
 ア
ビ
 ダ
ル
マ
で
あ
り
、
 

後
者
は
 

ぅ で 
し あ 
た る   
れ き 

を た 本 
流 経 
ト - 曲 ,,   
て よ 

成っ 立て   
て   
ぃ あ 
る か 
， 」 ら 

と さ 

は ま   
逼い 林住 な 「 

さそうだ 比丘 綜 の   
  
  
  
  
オ 
    
  
た 
る 
    

と 

を 

勧 
  
る 

も 

  
も 

多 
  
  

大 
乗 
が 
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な
い
。
仏
教
に
は
も
と
も
と
こ
の
二
つ
の
要
素
が
存
在
 

す
る
の
で
あ
っ
 

大
乗
仏
教
を
部
派
と
は
切
り
離
す
傾
向
が
強
い
わ
が
 

国
 に
お
い
て
は
、
 

教
 全
体
を
考
察
し
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 

て
 、
こ
れ
ら
は
真
の
意
味
で
相
互
排
他
的
で
は
な
い
の
 で
あ
る
。
 

も
う
一
度
こ
う
し
た
類
型
と
そ
の
共
存
を
念
頭
に
お
い
 
て
、
仏
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6
 一
 
「
初
転
法
輪
 経
 L
 は
 つ
い
て
は
 二
 0
 数
種
類
の
異
本
が
知
 
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
水
野
弘
元
「
転
法
輪
経
に
つ
い
 
て
 」
「
仏
教
研
究
 L
 創
刊
 

号
 、
昭
和
四
五
年
、
一
一
四
 ｜
 九
二
一
慎
一
頁
。
資
料
は
そ
ち
ら
に
 譲
る
。
 

（
 
7
 ）
 
め
ぬ
ミ
セ
 

ま
安
 
さ
 ・
 
お
詩
 ミ
ロ
 -
 
二
で
 

D
.
 

）
）
の
・
）
の
 

，
 ）
）
の
・
）
）
・
 

O
 の
 
D
.
 ）
）
Ⅱ
 
り
 ㏄
１
ト
 
ト
 
㏄
・
 
ト
ト
 

-
8
 一
往
 -
3
-
 に
 記
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
 

-
 

ノ
 は
そ
の
代
表
で
 
あ
る
。
 

一
 
9
-
 

こ
う
し
た
立
場
を
取
る
の
は
 

絹
 0
 （
（
 

0
 「
・
も
・
 
n
q
 
～
・
で
 

D
.
 ミ
 ・
 
き
で
あ
る
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
議
論
に
な
る
「
人
品
」
に
お
け
 る
フ
ッ
ダ
 
の
正
覚
の
記
述
 

が
 意
味
す
る
も
の
も
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
も
の
と
同
様
の
脈
絡
 
で
 捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
は
ま
ず
、
菩
提
 
樹
下
に
お
け
る
 
ョ
｜
 

ガ
 と
い
う
経
験
を
と
お
し
て
至
っ
た
状
態
を
法
ざ
す
ミ
ヨ
巴
が
 
顕
 現
す
る
世
界
と
し
て
表
現
し
た
。
そ
れ
は
知
的
な
観
察
に
よ
る
 
世
界
で
は
な
い
。
 
そ
 

の
後
、
こ
れ
に
続
い
て
縁
起
の
観
察
 
が
 始
ま
る
の
は
、
ま
さ
に
、
 

そ
の
体
験
さ
れ
た
法
が
具
体
的
内
容
を
も
っ
た
「
 
知
 」
に
よ
る
 確
認
の
仕
事
と
し
て
 

位
置
づ
け
ら
れ
る
。
 

而
 @
 
@
 」
う
し
た
類
型
に
関
心
を
も
つ
イ
ン
ド
仏
教
学
者
の
間
で
 

は
 ウ
ェ
ー
バ
ー
 
と
デ
ュ
 モ
 ノ
 は
影
響
力
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
 
は
 彼
ら
に
賛
同
し
て
い
 

る
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
解
を
超
え
よ
う
 
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
円
 
い
ヨ
庄
注
 
-
 げ
 -
-
-
 
功
臣
 年
 三
の
 ヨ
い
コ
 年
月
 ま
の
 

趨
 0
 二
日
 ぺ
 下
 り
 （
 
ぎ
 一
日
，
・
二
 

%
0
 

ヘ
ぃ
 
ミ
 ～
 卜
 め
 
や
ぉ
ぎ
簿
 む
い
 之
 0
.
 

Ⅱ
・
プ
で
で
 

）
 
l
 り
 
0
 一
の
 0
 ヨ
ヴ
ヱ
い
ア
 -
 
力
 ・
 
つ
 ・
。
 
パ
悪
 
い
さ
つ
Ⅰ
 

簿
ぬ
 
㏄
 ま
簿
ヘ
キ
沈
 

ま
・
も
め
ら
 ぃ
 -
 
ぬ
Ⅱ
十
円
み
～
も
 

ぜ
キ
 0
 ま
 

㏄
⑮
 
お
ぬ
ベ
夫
ぃ
 

～
 
0
@
 ミ
 も
簿
赴
 

Ⅰ
）
め
の
も
 

ぎ
ミ
い
 
す
も
 
，
ア
 
0
 コ
ロ
 
0
 コ
，
ト
の
 

㏄
㏄
一
の
 
0
 三
一
コ
 

の
 の
 ：
熟
も
羽
め
や
 あ
 Q
 ぉ
め
 
-
 
い
 の
 ヨヴ
 「
日
帳
 

n
C
 

コ
ぎ
 0
 「
 
臼
 （
 
ピ
 ㌧
「
 
0
 の
の
・
）
の
㏄
 

ド
 お
よ
び
佳
一
 
3
-
 参
 

昭
 "
 
。
 

一
皿
 
-
N
 
ぺ
葵
 ・
 ホ ・
の
・
。
も
 

ハ
 
0
%
 漱
 ま
ぬ
 ぉ
 荘
王
 0
%
 
～
Ⅰ
 

ぉ
 入
津
 卜
お
い
 ～
 
め
ぉ
 
～
Ⅰ
 ぉ
簿
ぎ
 ・
・
 
キ
蕊
簿
こ
 達
夫
Ⅰ
 ぉ
 ～
 
キ
 
⑮
㏄
ま
簿
 ヘ
キ
 
㌻
～
 キ
き
ぉ
枕
時
 ）
）
 
@
 
。
 0 Ⅹ
 ヰ
 
。
 Ⅱ
 ユ
 C
 コ
 -
 
く
 。
Ⅰ
の
コ
ペ
㌧
Ⅰ
。
の
の
 

こ
ニ
 ・
梶
田
暗
記
「
古
代
イ
ン
ド
の
苦
行
と
癒
し
 

L
 一
時
空
出
版
、
 

一
九
九
三
年
 -
 。
 

一
円
 
イ
 -
 
の
 0
 ヨ
コ
の
も
・
 
n
q
 
～
・
で
 

D
.
N
 
の
 
l
 の
 曲
 

（
 じ
 
従
来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
問
題
は
 
、
近
年
、
若
干
の
学
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
。
 

れ
 。
 
仁
れ
 コ
史
ア
い
 @
 弓
 p
@
O
 「
 
巴
 

ア
ざ
 。
Ⅱ
 
い
 ㎡
 
仁
 Ⅱ
 
n
,
@
 
コ
 一
 ㏄
ま
簿
 ヘ
キ
汁
 
～
め
ぎ
 田
や
 ㏄
 卜
お
い
 ～
 
ぬ
ぉ
 
～
ぬ
ぉ
 

%
@
i
 

も
 
ビ
簿
 
⑮
 
Ⅰ
 
お
 。
 
0
 ロ
 ・
 
ヴ
ペ
ロ
 0
 コ
ミ
 

0
0
 

ユ
 -
 
㌧
 す
 ・
 り
コ
ロ
 
㌧
 @
 
い
ま
い
 
0
 Ⅰ
㏄
 
才
ぺ
，
下
 ：
 ア
 0
 コ
ロ
 
0
 コ
 Ⅰ
の
 
ま
 ㏄
・
で
で
・
ト
ー
ト
ト
 

の
 0
 ま
 Ⅱ
 
卍
 三
ヵ
・
 
つ
 ・
 
-
 二
丁
 
0
 毛
 
（
 
す
 。
 目
い
 す
 
曲
ぺ
曲
コ
り
援
 。
幅
り
コ
 

ソ
 ・
・
 
ト
 。
 
ま
ま
え
 

軋
 
～
 
か
 
ぬ
お
心
安
さ
 ぉ
簿
 ㏄
ご
簿
 ヘ
 キ田
 -
 め
 -
-
@
 

も
 @
 
舌
 。
 之
 0
.
 ）
 ト
の
 
㏄
㏄
・
で
で
・
 

り
の
 
・
下
の
 
一
 

@
 勾
 。
 い
 
0
 く
 
。
ユ
コ
い
け
 
す
 。
 し
仁
 口
口
す
い
の
 

ノ
 ミ
。
の
の
い
い
。
 

こ
 ・
一
コ
 
一
 ㍉
 ぬ
に
 を
 ぃ
 
～
㏄
 ま
 簿
荘
キ
牙
 

ま
ぬ
 ぉ
荘
キ
 へ
ぬ
 
荘
キ
 
せ
ぬ
ま
ぬ
ト
 

ぬ
 ・
 
0
 ユ
 ・
 
ヴ
ペ
力
仁
 。
い
い
，
 
ロ
 ・
 ぴ
 ・
 ぃ
コ
ロ
 
の
 い
す
 
宗
 ）
 
-
 
㎡
す
い
 

仁
 ㏄
 
0
 コ
 ・
 ア
 ・
・
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こ
の
変
化
は
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
仏
教
の
推
移
を
読
み
取
る
と
き
 か
ぎ
り
な
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
「
 
林
 仕
者
と
村
落
仕
者
」
 
と
は
ま
さ
に
「
 沙
 

門
と
 バ
ラ
モ
ン
」
の
類
型
で
あ
り
、
仏
教
教
団
内
で
は
「
経
験
と
 
知
 」
の
類
型
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
は
、
や
は
り
 
断
絶
さ
れ
た
も
の
で
 

何
 

 
  
 

は
な
く
、
実
際
に
は
接
触
を
保
ち
つ
つ
相
互
に
触
発
し
あ
っ
て
 
い
 る
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

釜
 -
 
正
と
観
は
「
精
神
の
統
一
」
と
「
知
に
よ
る
観
察
」
と
い
 
う
 実
践
の
種
類
で
あ
る
と
同
時
に
、
仏
教
の
体
系
を
整
理
す
る
 さい
に
古
く
か
ら
用
い
ら
 

れ
て
き
た
分
類
法
で
も
あ
り
、
そ
の
研
究
は
膨
大
な
分
量
に
及
ぶ
 
。
こ
こ
で
は
近
年
の
最
も
代
表
的
な
研
究
と
し
て
の
の
子
 

ぎ
 。
 刃 
守
テ
 ト
、
 
・
。
ゴ
ミ
 

@
 
（
 
@
 
㏄
 @
 へ
軋
 

軋
キ
こ
力
ぉ
 ～
 
キ
ぎ
ム
き
ぬ
ト
 ㏄
 
さ
 ～
 
さ
か
ム
 
め
ぎ
 凡
マ
リ
 
㍉
 
ヰ
キ
ヘ
 
㏄
も
 
軋
キ
 
～
。
 

力
ぉ
 
ト
ト
 
キ
ヒ
 
Ⅰ
も
 ぎ
 ま
ま
 %
 
安
 ヨ
 -
 ト
 
c
c
N
 
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
ゲ
テ
ィ
 

ン
 の
よ
う
に
、
後
代
 

の
 仏
教
者
が
体
系
立
て
た
「
止
観
」
と
い
う
立
場
で
仏
教
思
想
を
 
整
理
す
る
な
ら
、
「
 止
 と
観
」
「
瞑
想
と
知
」
と
い
う
異
質
な
要
 

素
の
現
れ
方
で
経
典
 

形
成
の
時
代
を
決
定
す
る
態
度
は
、
問
題
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
 

な
ぜ
な
ら
止
と
観
は
と
も
に
相
補
的
に
は
た
ら
い
て
同
一
の
 
体
 系
を
作
り
、
一
万
 の
 

み
に
お
い
て
自
足
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 
占
か
 ら
 初
期
仏
教
の
研
究
に
お
い
て
は
、
経
典
形
成
の
時
代
を
考
慮
 
し
 、
時
間
軸
に
そ
っ
 

た
 形
で
の
思
想
発
展
を
予
想
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
与
え
ら
れ
 
た
 経
典
を
ひ
と
ま
ず
そ
れ
全
体
で
完
結
し
た
も
の
と
み
な
し
て
 
解
釈
し
て
い
く
か
、
 

と
い
う
二
つ
の
方
向
に
研
究
が
分
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
後
者
は
 
ほ
か
な
ら
ぬ
 
ア
ビ
 
ダ
ル
マ
の
立
場
に
重
な
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
 ろ
う
。
一
般
に
文
献
 

学
的
な
態
度
は
前
者
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
 し
か
し
事
態
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
簡
潔
な
経
由
 

一
は
 
本
来
あ
る
種
の
 

註
釈
を
待
た
ず
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
 い
場
 ム
ロ
も
あ
り
、
そ
う
な
 れ
ば
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
 
と
 経
典
」
は
、
ま
さ
に
相
補
的
な
存
在
で
 あ
る
こ
と
が
前
提
と
 

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
初
期
経
典
の
中
に
す
で
に
註
釈
経
と
 
目
さ
れ
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
 

い
よ
 
い
よ
こ
の
こ
と
は
 
真
 

実
ら
し
く
思
え
て
く
る
。
 

曳
 ）
こ
の
考
察
に
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
 =
-
 

ロ
 

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
今
は
結
論
の
み
を
示
し
、
詳
細
に
わ
た
 

が
ぅ
 べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
古
代
イ
ン
ド
の
場
合
、
 

こ
 

し
と
、
瞑
想
の
よ
う
な
「
こ
と
ば
以
外
の
身
体
的
技
術
」
に
よ
っ
 

ラ
 カ
リ
ス
マ
の
日
常
化
の
過
程
の
考
察
に
即
し
、
具
体
例
を
示
 

と
ば
は
 
0
 「
凹
 む
 存
在
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
ば
吟
詠
 詩
 の
ご
と
 

て
の
受
け
渡
し
と
の
対
比
を
考
え
れ
ば
、
前
者
に
お
け
る
非
人
 

っ
て
は
他
の
機
会
に
譲
る
。
教
義
の
よ
う
な
「
こ
と
ば
」
化
さ
 し

っ
 っ
 お
こ
な
わ
な
け
れ
 

格
 化
の
傾
向
は
あ
ら
 

れ
た
も
の
の
受
け
渡
 

く
、
 
絶
え
ず
「
身
体
 

に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
」
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
 
な
い
。
そ
の
場
合
こ
と
ば
に
よ
る
非
人
格
化
の
程
度
は
不
完
全
 
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
 

い
た
め
、
こ
と
は
と
こ
と
ば
以
外
の
媒
体
の
区
別
は
多
少
 
暖
昧
に
 な
っ
て
く
る
。
本
論
日
参
 昭 。
 

-
 
㎎
 -
F
.
 （
・
 

津
 
@
 二
ま
 
p
-
-
 

コ
の
 
Ⅰ
。
Ⅱ
・
。
 

ゴ
 @
 て
由
 ご
こ
 こ
 
団
ユ
 丈
 @
 
㌣
 ズ
ぜ
ミ
 
@
 
き
 ～
荘
ミ
 ぎ
 
㏄
 碍
ぎ
ぉ
ぎ
鵜
晃
 
㏄
 ま
軋
軋
キ
乙
ト
ぎ
鑓
ぎ
礎
 
-
 寄
ヨ
の
ト
 の
 
m
D
 

一
 
㏄
）
以
上
は
円
「
 
a
u
 
毛
日
 ぎ
の
Ⅰ
も
・
 
驚
 ト
ヨ
・
の
キ
 
ミ
ふ
鉾
餌
ふ
 ダ
お
 。
お
・
 
S
 ム
の
 。
に
与
に
 0
.
 た
だ
、
逆
に
言
え
ば
遊
行
を
中
心
と
 

す
る
価
値
観
は
け
っ
し
 

て
 完
全
に
締
め
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
二
次
的
な
意
味
に
降
格
 さ
れ
、
形
骸
化
さ
せ
ら
れ
つ
つ
も
保
た
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
 
る
 。
こ
れ
は
仏
教
の
 

異
質
性
へ
の
寛
容
さ
と
し
て
任
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
 



! さとり )  
 く救 @ 叶 

@
 
）
 目
ご
 旧
臣
 コ
 
0
%
 患
 ・
（
 
ぎ
 ・
で
 
ワ
ト
ま
 ・
）
㌦
・
こ
の
過
程
に
関
 
し
て
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
支
配
の
諸
類
型
」
一
五
 
0
 ｜
 
一
七
七
頁
に
 対
応
し
て
考
察
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
 

一
リ
 
-
 
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
こ
う
し
た
事
例
を
扱
う
こ
と
が
で
 
き
る
が
、
こ
こ
で
は
レ
イ
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
仏
教
内
部
に
お
 
け
る
「
聖
人
の
注
 コ
 こ
の
 

類
型
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
 売
 ㏄
 せ
 -R
.
-
 

ご
 て
㏄
 ミ
 
良
臣
 
こ
 
㌻
～
の
 
さ
 ～
 
ミ
乙
 ～
 
ミ
 Ⅰ
 
ミ
荘
ぎ
 ・
・
 

ム
 の
ぎ
 荘
ヒ
 
～
 
@
-
 
め
ミ
 良
臣
こ
み
～
 

ぶ
さ
ぎ
ぃ
あ
ぬ
 

ミ
荘
 0 さ
げ
 
ミ
ぎ
ヰ
ぎ
き
ダ
 

0
 ニ
 0
%
 
C
 
コ
ざ
 の
「
の
（
 

ぞ
 
㌧
「
の
 

ま
 
）
の
 
9
4
 
Ⅱ
仏
教
内
で
目
指
さ
れ
る
 べ
き
価
値
は
、
特
定
の
聖
人
の
姿
を
と
っ
て
示
さ
れ
、
そ
の
な
 

か
に
は
二
類
型
が
確
 

誌
 さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
ド
仏
教
の
文
献
に
お
い
て
顔
を
出
し
 

て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
本
稿
で
主
題
と
し
て
い
る
 

韻
 型
に
対
応
 す
る
も
の
で
あ
る
。
 

優
れ
た
こ
の
著
作
に
は
、
一
個
の
し
か
も
べ
き
書
評
論
文
が
必
須
 
で
あ
る
。
 

元
 -
 大
乗
の
起
源
等
の
間
頭
 に
 つ
い
て
は
本
稿
で
示
す
に
は
と
 
ぅ
て
ぃ
 紙
数
が
足
り
な
い
の
で
、
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
。
最
近
 

、
の
 ニ
ダ
 ナ
 。
Ⅰ
 お
 。
 0
 ぺ
心
 
ぎ
 

き
荘
 ③
 ご
へ
 
せ
注
 汁
ぎ
 ぜ
隈
～
か
め
 ミ
す
 薄
さ
 ぎ
ぬ
ト
簿
 
S
 簗
 
Ⅰ
 さ
 
Ⅱ
 蕊
荘
ヰ
 
ぎ
ま
文
 ト
ミ
 ヨ
き
周
ヒ
 

ぎ
ぬ
 鮫
き
暖
 ま
き
 ぎ
 寸
口
 け
卍
 
ミ
心
 
ミ
自
ト
 ～
悪
べ
 

再
ミ
 ま
ぬ
ベ
 

9
%
@
 

薄
ぎ
 

び
 -
 円
す
め
 

C
 コ
ぎ
 の
「
の
（
 

モ
 0
 （
三
 

@
n
 

ゴ
応
ド
コ
 
-
 こ
ま
に
お
い
て
定
義
の
再
検
討
を
 な
し
て
お
り
、
そ
こ
で
も
「
経
典
」
に
大
乗
の
設
定
根
拠
を
見
 

 
 

て
こ
の
定
義
が
も
っ
と
も
混
乱
を
引
き
起
こ
さ
な
い
と
筆
者
に
は
 
思
わ
れ
る
。
 

@
@
 
 こ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
自
身
、
最
近
の
論
 
放
 に
お
い
て
 く
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
「
 浬
架
 に
お
け
る
 プ
ッ
ダ
 
の
 芽
 体
 １
部
派
仏
教
に
お
 

け
る
仏
塔
の
位
置
 

｜
 」「
東
方
学
会
創
立
五
十
周
年
記
念
東
方
 
学
 論
集
」
一
九
九
七
年
五
月
所
収
予
定
、
お
よ
び
「
仏
塔
信
仰
 と
 如
来
蔵
思
想
 

り
目
山
山
ゴ
㏄
 

い
 い
 
コ
 「
 
a
.
,
 
ノ
コ
 Ⅰ
 
笘
 ㏄
Ⅰ
 
目
 ㎝
Ⅰ
い
せ
い
 

き
斤
 Ⅰ
 
a
-
 
勾
 ㏄
（
 
コ
 ㏄
㎎
 
0
 （
Ⅱ
㏄
ニ
す
 

ゴ
 
リ
め
 
a
-
 
本
 「
 
ぞ
 囲
の
㏄
 

ち
 ㎎
「
 
斗
 ㏄
」
 天
 「
四
幅
 吉
 教
授
還
暦
記
念
論
集
 」
一
九
九
六
年
一
 0
 

用
所
収
予
定
。
 

元
一
イ
ン
ド
学
の
領
域
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
は
お
よ
そ
佳
日
 さ
れ
て
い
な
く
、
わ
ず
か
に
佳
 
-
H
 

一
に
挙
げ
た
の
 

0
 Ⅰ
四
コ
 
9
 ロ
㏄
 
や
 Q
0
 
ヨ
 丁
 「
 
卍
 下
方
・
 コ
の
 

論
文
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
文
字
 
0
 発
生
、
お
よ
び
仏
教
内
で
の
使
用
法
に
か
ん
し
て
は
古
典
的
 
な
 ビ
ュ
ー
ラ
ー
の
 
所
 

説
を
訂
正
す
る
か
な
り
詳
細
な
議
論
が
生
ま
れ
て
き
た
 き
 0
 コ
ヱ
 ぎ
コ
丁
り
 
Ⅰ
 0
 ：
も
め
 
ぺ
 ㏄
 碇
 ぎ
 と
き
へ
 い
 げ
こ
 
さ
ざ
 ミ
ミ
荘
 
㌔
 き
 こ
ぃ
 
い
叶
 
こ
さ
 
お
 ～
 
出
 
い
こ
 
ト
い
ヘ
ト
 

Ⅰ
 
き
 Ⅰ
 
ミ
荘
 
へ
い
 

と
 

ノ
オ
い
ロ
 
の
 
@
 ゴ
 
0
%
 り
 
Ⅰ
ヲ
ヱ
の
の
り
 

コ
 の
 
り
ゴ
 
㏄
Ⅰ
 
円
り
コ
 
Ⅰ
 コ
 
山
山
 り
 
Ⅰ
「
告
り
Ⅱ
い
 

つ
 
Ⅰ
Ⅰ
 ち
，
丁
 

す
い
 
コ
卸
 
-
 
目
コ
 
の
の
 
コ
 主
り
Ⅰ
い
の
 
-
 
㏄
 
つ
 
り
 
m
.
 目
コ
 
主
の
 o
N
 
一
 
㏄
 
@
 
ン
ニ
 
の
の
の
 

コ
 の
 
り
す
 
い
 
Ⅰ
ニ
石
す
の
 

コ
 パ
一
い
の
の
の
・
 

Z
 Ⅰ
 コ
 
ア
二
色
 

コ
 
N
.
-
 
り
 ㏄
の
一
口
㏄
二
丁
 

-
 ヱ ・
。
の
 

う
こ
 
3
K
 
マ
 ～
ま
ぬ
安
ぃ
 
き
 Ⅰ
 
ま
荘
 
む
ミ
 @
 由
ぎ
力
ら
 尺
寸
ミ
ミ
め
じ
ひ
 

い
ふ
 
q
h
 
ヰ
ま
ぎ
ム
き
 ま
使
 
手
 ミ
ミ
太
さ
。
 

ぎ
ユ
 つ
 ㎡
 
0
 「
 
い
 -
@
 

い
り
の
 -
 Ⅰ
田
レ
 

す
 -
 
コ
 の
の
 
コ
 ,1
 
の
り
㏄
一
口
Ⅰ
の
の
 

ヨ
 ㏄
 
コ
，
の
 ：
 巨
 
「
の
の
で
Ⅱ
の
 

@
 ゴ
 ⑥
Ⅰ
の
の
 

せ
 の
（
の
 

口
 3
 
り
 珪
 ・
 
e
 り
 コ
円
Ⅰ
Ⅰ
の
り
 

コ
 （
 
コ
ユ
 
の
 @
-
 
ト
 ド
き
ミ
ぬ
 

@
 
さ
荘
ミ
 の
も
 
巨
培
い
 良
い
Ⅱ
 ぶ
ミ
 ぃ
ぃ
 
。
）
 
り
 ㏄
㏄
１
ト
 

の
 
㏄
 
c
-
 
日
 り
へ
 

の
目
 
ヨ
 0
%
 り
の
 
り
 
0
 Ⅰ
 あ
往
ヰ
 ㏄
 く
い
 
Ⅰ
 ダ
毛
 ・
 
芭
 Ⅱ
 
ふ
 ）
 
巴
 。
ま
た
 現
左
 @
 
の
 イ
ン
ド
，
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ー
ン
地
方
の
吟
遊
詩
人
の
特
徴
を
分
析
 
し
た
も
の
に
ぴ
 巨
 （
 
ゴ
 。
 

）
・
ト
レ
：
二
コ
Ⅰ
 

ゴ
 の
の
一
コ
の
の
Ⅰ
 

0
 Ⅰ
 圧
 
す
の
の
 
0
 コ
 ㎎
 
U
@
 く
 イ
 ヰ
庇
 

り
い
 
の
の
の
の
 

ヨ
り
コ
 
（
 0
 Ⅰ
 「
 0
%
.
s
@
O
 

「
 
@
 
ニ
、
 
（
・
 

@
 
）
の
 

C
 「
 
ゼ
 
「
 
，
 
-
 
キ
 ミ
 
：
 
N
 
。
。
 
-
 
～
：
 

-
@
.
 

り
 ・
 
一
 r
,
 
一
 
・
 
-
9
7
7
 

、
・
 

ま
 @
.
 
）
 
4
 ）
・
 

1
5
 

の
が
存
在
す
る
。
 

律
 
ぬ
一
目
い
 い
 
の
目
の
の
 

コ
 ・
（
 

@
.
.
.
.
 

（
 
コ
の
つ
 

三
の
珪
の
で
 
り
り
い
す
 

一
コ
 
由
い
ヱ
 
せ
目
㏄
す
 い
 
せ
囲
コ
ぃ
 

市
日
 卸
 
三
の
 
ヨ
 P
,
.
 

市
隠
 武
 ぎ
ま
 ア
 0
.
 
コ
 。
 
P
 
籠
 P
-
 
で
ロ
・
き
い
と
こ
 

 
 

ト
の
 
㏄
 
ド
 -
 で
 も
 ・
串
の
。
の
り
 



-
 
紙
数
の
関
係
で
ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら
直
接
関
係
す
る
文
献
や
 
記
述
の
み
に
絞
り
、
間
接
的
に
啓
発
を
得
た
諸
論
文
は
省
か
ざ
る
 
を
 得
な
か
っ
た
こ
 

と
を
断
っ
て
お
く
 ご
 

街
 @
 
 
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
初
期
経
典
の
内
容
と
比
 
校
 し
た
つ
え
で
の
特
徴
で
あ
り
、
大
乗
の
中
に
も
や
は
り
、
「
 
，
 
」
と
ば
」
の
傾
向
が
強
 い
 

6
 

 
 

も
の
と
「
イ
コ
ン
」
の
傾
向
が
強
い
も
の
と
の
差
が
、
同
様
に
存
 
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
 次
注
参
 照
 。
 

一
 
0
0
@
 
 

そ
れ
は
伝
統
部
派
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
大
乗
に
お
い
て
も
 
し
か
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
例
え
 
ば
 中
観
が
「
 知
 」
を
 重
樹
 

祝
 す
る
流
れ
と
す
れ
ば
、
唯
識
は
「
経
験
」
に
立
脚
す
る
流
れ
と
 
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
両
者
に
た
え
ず
対
話
 
が
 存
在
し
、
相
互
の
 

男
 想
を
刺
激
し
て
い
っ
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
 

従
っ
て
本
稿
で
は
、
大
乗
を
沙
門
、
経
験
、
林
仕
者
の
流
れ
と
 一
 
応
 位
置
付
け
た
が
、
 

そ
れ
は
や
は
り
伝
統
部
派
と
比
較
し
て
の
大
勢
の
特
徴
で
あ
っ
て
 
、
 決
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
大
乗
の
中
に
も
 バ
う
そ
 ン
 、
知
、
制
度
・
 秩
 

序
 重
視
、
村
落
仕
者
の
タ
イ
プ
の
も
の
が
存
在
す
る
。
 

本
稿
の
内
容
は
、
あ
く
ま
で
イ
ン
ド
仏
教
を
理
解
す
る
た
め
の
「
 
類
型
」
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
記
述
的
な
意
 
味
で
 妥
当
す
る
こ
 

と
を
主
張
し
た
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
実
際
に
は
ス
リ
ラ
ン
カ
 
0
 杯
仕
者
が
、
瞑
想
の
場
に
さ
ま
ざ
ま
な
民
間
宗
教
者
の
群
れ
 が
い
て
落
ち
着
い
て
 

瞑
想
で
き
な
い
た
め
、
町
な
か
の
寺
院
の
一
室
に
 
篭
り
 直
し
た
と
 い
う
報
告
例
な
ど
は
、
 
p
 き
づ
逼
 鼠
ム
 コ
と
 洩
り
 ヨ
い
く
り
 

の
ぎ
と
が
 
実
 質
 逆
転
し
た
こ
と
を
 

示
し
て
い
る
㊥
 0
 ヨ
 コ
ダ
 も
・
 c
 
～
～
・
）
。
こ
れ
は
た
え
ず
視
野
に
入
れ
 

ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
理
念
的
な
 
類
 型
 と
混
同
し
て
論
じ
 

 
 

      



 
 
 
 

否
 と
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
宗
教
心
が
存
し
て
い
 
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
死
に
思
い
を
沈
め
、
自
己
自
身
 の
 有
限
性
を
自
覚
す
る
 

 
  

 

ひ
と
こ
と
 

者
、
あ
る
い
は
近
親
者
や
愛
す
る
者
の
死
に
出
会
っ
た
 
者
、
更
に
 、
 
死
を
人
事
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
が
こ
と
 と
し
て
受
け
と
め
る
者
 

  

案 
ず   
る 

に は 
論文 八キ｜ 救 明らの し つ ， 、 観 「 たの 前 %@ こ １ 廟を 

ワ l いかこ鸞は立 がにと一、 っが旨 わ要 

Ⅴ ド あ るた、 しは火罪 」 票 た身 だ 一 V   浄 と 深 一身木 

  
も   

ホ乱 秩 
        

  
  願転 
な 
  

    信 心の」 遠人とて 、 の願救 仏る 
    に 浄のそ 自のい 

者 
ま @   
な 
  二種 てみをに 人ず 明こ 自た題 覚だを 
で 

深 間か ら そ す 一親 

あ 
ろ 

つ , 。 
  
往 にす 更 つ ま 考 的 

死 
す 
生 、 おるにてでと いこ孜孜のし 美 存 

正 て と いわ 過 て の 
べ 定 本でのれ 程 主観 
き 緊 迫 あ 問 る る つ，点 

者 
と 

  
から論 題につ転の正り、 そ という 三 願転 親鸞の 

走 れい こ 人夫 じ 
て 

  たも 家 の が他 て二 とで を通 存的 

人 
罰尋 

  
本   
，性 
  
つ , 
ち 

@   
ま @ 

ぐって 人 こに なると 人間が にただ におい で、親 龍 
年ら 顕で ゎ 

あ 
る   
と   

宗
教
に
お
け
る
救
い
の
問
題
 

親
鸞
の
宗
教
的
実
存
の
観
点
か
ら
 

 
 



は
、
 特
に
生
の
空
し
さ
、
は
か
な
さ
、
も
し
く
は
生
の
 
不
安
を
心
底
か
ら
身
に
し
み
て
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
 
生
 き
る
こ
と
は
苦
し
み
と
 

言
え
よ
う
。
そ
れ
故
人
間
の
う
ち
に
は
何
か
絶
対
的
な
 
も
の
を
求
め
た
い
、
永
遠
の
浄
福
を
求
め
た
い
と
い
う
 
パ
ト
ス
が
本
性
上
 存
す
 

る
の
で
あ
る
。
宗
教
心
は
本
来
有
限
的
存
在
者
と
し
て
 
0
 人
間
本
性
に
一
般
的
に
根
差
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
 
の
 宗
教
心
は
永
遠
の
浄
 

福
を
求
め
る
と
い
う
形
で
顕
に
な
る
。
そ
の
永
遠
の
浄
 
福
 を
日
 
聖
 貴
書
と
し
て
、
絶
対
的
テ
ロ
ス
と
し
て
心
底
か
 ら
 求
め
る
こ
と
に
顕
著
 

な
る
者
の
一
人
と
し
て
、
こ
こ
で
は
親
鸞
を
取
り
上
げ
 、
「
歎
異
抄
」
に
出
て
く
る
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
 を
よ
 く
 Ⅱ
案
ず
れ
ば
、
 

ノ
 

ひ
と
 へ
に
親
鸞
 
一
 

と
い
う
、
 親
 
瞥
の
有
名
な
言
葉
を
手
が
か
り
と
し
て
、
テ
ー
マ
の
「
 癒
し
と
救
い
」
の
問
題
 

ほ
 つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
 

癒
し
と
は
、
病
、
飢
渇
や
心
の
悩
み
な
ど
を
な
お
す
 
こ
 と
 、
す
な
 ね
 ち
、
肉
体
的
、
精
神
的
苦
痛
を
解
消
す
る
 こ
と
で
あ
る
。
し
か
 

し
 宗
教
に
お
い
て
は
特
に
人
間
の
悩
み
、
精
神
的
苦
痛
 
を
 解
消
す
る
こ
と
が
眼
目
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
 
換
 冒
 す
れ
ば
、
苦
し
み
か
 

ら
 人
間
を
救
い
出
し
、
救
済
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
。
癒
し
は
救
い
に
通
じ
、
癒
し
は
救
い
と
言
っ
て
も
よ
 
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 故
 

本
稿
の
題
を
「
宗
教
に
お
け
る
救
い
の
問
題
」
と
し
た
 
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
救
い
の
問
題
に
お
い
て
、
救
い
の
玉
体
、
 
す
な
わ
ち
救
 う
 主
体
は
誰
か
 、
 救
わ
れ
る
者
、
す
な
わ
 ち
 救
 い
 0
 対
象
は
誰
 

か
 、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
親
鸞
に
と
っ
て
 は
 救
い
の
正
体
は
低
 
一
 
阿
弥
陀
仏
一
で
あ
り
、
救
い
の
 対
象
で
あ
る
者
は
衆
生
 

 
 

間
は
救
わ
れ
る
。
し
か
し
救
い
の
問
題
に
お
い
て
特
に
 
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
問
題
は
、
そ
も
そ
も
救
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
 
い
う
 の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
救
 う
、
 救
わ
れ
る
と
は
ど
 う
い
う
こ
と
を
い
う
の
 

か
 、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
 
ば
な
ら
な
い
。
以
下
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
 徐
 々

に
論
及
し
て
ゆ
く
で
 

あ
ろ
う
。
 

  



 
 

 
 

 
 

し
ん
で
い
る
こ
の
自
己
自
身
に
、
「
愛
欲
の
広
海
に
沈
 没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
」
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て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
自
己
自
身
に
 関
係
し
つ
つ
玉
体
 的
 
・
実
存
的
に
仏
願
に
か
か
わ
っ
て
 ゆ
く
親
鸞
に
お
い
て
 ｜
 

  
が る に あ く は と 身 上 は 度   
の あ の 頬 白 田 ら に そ " " る の 

在 る 関 鸞 己 て か 引 の 上 白 こ 開 一   心 は 自 こ で き 何 述 分 と 題 
万 彼 を 自 身 な あ 据 で の 自 が に 

4 ム     
梶家わを 鸞 え にち有がし 往 かた 実己 自 没を実見ま ・ 葉切く の   
も に 己 か え 身 の に に 願 れ と る   
ち 人 自 か ず と 憩 お す に て っ 親 
ろ 格 臭 わ 省 の 度 い る 射 ゆ て 鸞 
ん 的 に っ み 関 で て " す く " の 

、 に 関 て ら 係 な 問 言 る こ い 実 
親 か 係 ゆ れ に い 題 わ 親 と か 存 
驚 か し く て お な に は 鷲 に に 的 
を わ っ 。 い い ら し 客 の な し 態 
合 っ つ 一 る て ば 会 観 態 る て 度 
日 て " 般 と 問 " 得 的 度 の 自 に 

、 あ が い   
。 わ 見   れ て 

ば の 一     
と @ し 

的 な 学   
在 官 関 忠 洋 う に 

救 す 
い る     問 そ 

と す て 、 と か と 度 仏 と   鎮 め 
言 る 問 自 が わ い に 願 し が 実 

    自 題 自 大 っ う あ を て 大 祥 
き 己 に 自 切 て 言 る わ 取 
っ l す 身 で ゆ 葉 こ が り 

事 的 
で 態 



す
る
こ
の
自
己
自
身
に
集
中
す
る
 ｜
 、
自
己
が
 、
 舌
ロ
 
ぃ
 か
え
れ
ば
、
実
存
が
徹
底
的
に
見
つ
め
ら
れ
、
追
及
さ
 
れ
て
 い
 る
と
舌
口
 
ぅ
 @
 
し
と
 

は
で
き
る
（
実
存
と
は
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
自
覚
 存
在
と
し
て
の
自
己
を
い
う
。
こ
れ
は
実
存
正
義
の
 
祖
 と
い
わ
れ
る
キ
ル
ケ
。
 
コ
 

｜
か
め
 、
実
存
に
関
す
る
古
典
的
規
定
で
あ
る
が
、
 
わ
 れ
わ
れ
は
「
実
存
」
、
更
に
は
「
単
独
者
」
と
い
う
概
念
 こ
そ
用
い
な
か
っ
た
 と
 

は
い
え
、
親
鸞
に
お
い
て
す
で
に
そ
れ
が
問
題
に
さ
れ
 て
い
た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
㍉
そ
の
実
存
 
と
し
て
の
自
己
を
親
鸞
 

は
 、
た
だ
一
人
で
立
っ
者
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
概
念
で
 
舌
ロ
 
い
 表
れ
せ
ば
、
単
独
者
と
し
て
、
し
か
も
仏
願
に
か
 
か
わ
り
、
そ
の
前
に
た
 

だ
 一
人
で
立
つ
単
独
者
と
し
て
と
ら
え
る
一
た
だ
一
人
 で
あ
る
者
、
一
人
で
立
つ
者
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
倣
っ
 
て
 、
単
独
者
 と
 舌
ロ
 
い
表
 

わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
実
存
の
本
 領
は
単
独
者
で
あ
り
、
し
か
も
神
の
前
で
の
た
だ
一
人
 
と
い
う
と
こ
ろ
に
 キ
ル
 

ケ
 ゴ
ー
ル
の
単
独
者
の
特
徴
が
あ
る
 一
 
。
と
こ
ろ
で
、
 仏
 願
の
前
に
た
だ
一
人
の
単
独
者
と
し
て
立
つ
と
い
う
 
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
 

す
 
。
 、
五
劫
思
惟
の
願
を
立
て
、
そ
し
て
成
就
し
た
阿
弥
 
陀
仏
の
前
に
た
だ
一
人
の
単
独
者
と
し
て
立
つ
と
い
う
 
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
 

ち
 、
親
鸞
に
お
け
る
た
だ
一
人
は
、
弥
陀
仏
と
の
関
係
 
に
お
い
て
、
弥
陀
仏
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
っ
者
、
弥
 陀
仏
と
の
本
質
的
関
係
 

を
保
持
す
る
者
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
 
、
親
鸞
は
単
独
者
と
し
て
の
自
己
を
自
覚
し
て
 

で
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
 

て
 
「
一
人
」
と
い
う
こ
と
が
真
に
自
覚
さ
れ
る
の
は
、
 弥
陀
仏
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
 

で
は
弥
陀
仏
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
つ
と
い
う
こ
と
は
 ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
ど
の
よ
う
な
在
り
方
で
  
 

の
か
。
そ
こ
に
は
罪
悪
一
男
 は
 悪
と
結
び
つ
き
罪
悪
と
 も
い
う
）
深
重
な
自
己
の
自
覚
と
、
そ
れ
 故
，
 」
 
そ
 救
わ
 

 
 

題
 が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 換
 吉
ゆ
す
れ
ば
、
罪
と
 
信
心
の
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
の
目
指
す
と
こ
 
ろ
は
究
極
に
お
い
て
 救
 

い
で
あ
る
が
、
救
い
の
問
題
に
は
同
時
に
人
間
が
 罪
深
 き
 者
で
あ
る
と
い
う
罪
悪
の
問
題
が
離
れ
が
た
く
深
く
 結
び
つ
い
て
い
る
。
 そ
 

れ
で
は
親
鸞
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
み
ず
か
ら
の
 罪
悪
性
の
自
覚
と
救
わ
れ
る
自
己
自
身
を
自
覚
し
 
、
か
 

 
 

  



  

三
 顧
 転
入
の
三
顧
と
は
弥
陀
の
四
十
八
願
の
中
、
第
十
 

・
第
二
十
・
第
十
八
願
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
第
一
 
・
第
二
段
階
た
る
 
第
 

・
第
二
十
 願
は
 、
そ
の
方
向
に
お
い
て
人
間
か
ら
 如
来
一
阿
弥
陀
仏
）
へ
と
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
お
り
 
、
み
ず
か
ら
の
 力
 で
も
 

ろ
 も
ろ
の
功
徳
を
修
め
る
こ
と
（
 修
 諸
功
徳
）
に
よ
っ
 て
 、
あ
る
い
は
自
力
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
・
成
仏
す
る
 
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
 

可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
限
な
人
 間
 存
在
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
可
能
的
に
永
遠
性
に
お
 
い
て
あ
り
、
如
来
も
 、
 

い
ず
れ
か
と
舌
ロ
え
ば
、
内
在
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
 
。
し
か
る
に
そ
う
し
た
自
力
的
立
場
を
徹
底
的
に
追
究
 
し
 、
そ
の
果
て
に
自
己
 

に
 敗
れ
、
自
己
に
絶
望
し
、
自
己
の
救
わ
れ
が
た
き
 煩
 脳
性
 
一
 煩
悩
と
は
身
心
を
悩
ま
せ
、
悟
り
を
妨
げ
る
 精
 神
作
用
で
、
惑
と
も
 @
 

い
、
迷
い
の
心
を
意
味
す
る
。
煩
悩
と
は
ま
さ
に
我
執
 

心
と
言
え
よ
う
）
を
深
く
自
覚
し
た
親
鸞
は
 、
第
十
九
・
第
二
十
 願
 

日
月
華
 

亘
 

㎝
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
有
限
な
人
間
 存
在
が
そ
の
根
源
に
お
い
て
可
能
的
に
、
永
遠
性
に
お
い
 て
あ
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
 

パ
 

前
提
の
不
条
理
性
に
決
定
的
に
気
付
く
の
で
あ
る
  
 

 
 

 
  
 

 
 

ぷ
 第
十
九
 願
に
 説
が
れ
る
「
 佗
詣
 功
徳
」
と
は
煎
じ
詰
 め
れ
ば
、
往
生
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
の
道
を
行
じ
て
 
ゆ
く
 、
つ
ま
り
は
 煩
 

 
 

 
 

 
 
 
 

悩
 滅
却
の
道
、
と
り
わ
け
て
 定
 善
一
観
想
 一
 と
散
善
一
 道
徳
）
と
を
み
ず
か
ら
の
 力
 で
行
じ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
 る
 。
し
か
し
、
 
親
 

 
 

  

二
三
 顧
 転
入
 

た
だ
一
人
の
単
独
者
と
し
 

う
 、
親
鸞
に
お
け
る
救
い
 

と
し
て
の
自
己
に
達
す
る
 

願
 転
入
」
に
つ
い
て
詳
論
 て

 立
つ
に
至
っ
た
の
か
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
こ
と
 
が
 罪
悪
深
重
な
自
己
の
自
覚
と
救
わ
れ
る
自
己
と
 
ぃ
 

0
 間
題
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 
彼
が
弥
陀
仏
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
っ
、
た
だ
一
人
 

ま
で
の
彼
の
宗
教
的
実
存
の
深
化
の
過
程
を
「
二
腰
 転
 入
 」
を
通
し
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
し
か
し
「
 三
 

す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
概
略
的
 
に
 、
し
か
も
で
き
る
だ
け
実
存
的
に
述
べ
て
み
る
。
 



る
 者
は
、
そ
れ
を
求
め
る
に
ふ
さ
わ
し
く
み
ず
か
ら
の
 煩
悩
を
否
定
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
 
う
し
 た
 自
己
否
定
の
方
 

何
 に
お
い
て
こ
そ
浄
土
往
生
と
い
う
永
遠
の
浄
福
は
求
 め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
永
遠
の
浄
福
と
い
う
肯
定
的
な
 も
の
は
自
己
否
定
 

と
い
う
否
定
的
な
も
の
に
お
い
て
示
さ
れ
る
が
、
し
か
 し
 親
鸞
は
浄
土
往
生
を
求
め
る
心
が
切
な
れ
ば
切
な
る
 
ほ
ビ
 、
い
よ
い
よ
 

断
ち
切
れ
な
い
愛
欲
に
悩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 す
 な
ね
 ち
、
彼
は
浄
土
往
生
と
い
う
永
遠
の
浄
福
を
求
め
 る
こ
と
に
お
い
て
、
 

し
た
が
っ
て
、
煩
悩
を
否
定
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
道
程
 に
お
い
て
、
か
え
っ
て
逆
に
否
定
し
き
る
こ
と
の
で
き
 な
い
自
己
自
身
の
 

深
き
煩
悩
性
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
親
鸞
 は
 み
ず
か
ら
仏
道
を
行
じ
て
み
て
、
 修
 諸
功
徳
に
 ょ
 っ
 て
 煩
悩
を
滅
却
す
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
更
に
は
、
 修
 諸
功
徳
と
い
 う
こ
と
が
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
た
自
分
に
至
心
に
行
ず
る
 
こ
と
の
い
か
に
 困
 

難
 な
こ
と
で
あ
る
か
を
身
を
も
っ
て
体
得
す
る
に
至
る
 。
も
し
 修
 諸
功
徳
し
な
け
れ
ば
浄
土
に
往
生
で
き
な
 

、
す
な
わ
ち
救
わ
 

れ
な
い
の
な
ら
ば
、
自
分
は
到
底
救
わ
れ
る
こ
と
が
で
 
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
疑
惑
が
親
鸞
に
お
い
 て
 自
力
の
諸
行
で
 

は
 往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
 う
 不
安
と
な
り
、
絶
望
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
 
こ
 こ
に
は
す
で
に
 有
 

限
な
人
間
存
在
が
そ
の
根
源
に
お
い
て
可
能
的
に
永
遠
 性
 に
お
い
て
あ
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
前
提
の
不
条
理
 性
 が
現
わ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
 

ま
た
第
二
十
 願
に
 説
か
れ
る
念
仏
に
し
て
も
、
そ
れ
が
 自
己
の
修
す
る
も
の
、
自
己
の
力
で
行
 う
 も
の
で
あ
る
 と
す
れ
ば
、
 そ
 

こ
に
も
あ
る
疑
念
が
生
じ
て
く
る
。
果
た
し
て
自
分
は
 自
力
の
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
 
ろ
 う
か
 。
念
仏
 す
 

る
と
い
う
こ
と
は
、
第
十
九
願
の
難
行
に
比
べ
れ
ば
 易
 待
 と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
念
仏
は
そ
ん
な
 
に
た
や
す
い
行
な
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
一
心
不
乱
に
念
仏
し
た
こ
と
 で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
親
鸞
は
一
心
不
乱
に
念
仏
し
よ
 う
と
思
う
そ
の
心
 

   
 

鸞
は
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
 の
で
き
な
い
自
分
自
身
に
打
ち
当
っ
て
ゆ
く
。
至
心
に
 
浄
土
往
生
を
求
め
 

 
 



  

に
 、
あ
さ
ま
し
い
煩
悩
の
妄
念
が
わ
き
起
こ
っ
て
く
る
 
の
な
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ど
ん
 
な
に
静
め
よ
う
と
 

し
て
も
、
静
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
波
立
つ
心
で
 
あ
る
。
ま
た
、
ど
ん
な
に
起
こ
す
ま
い
と
思
っ
て
も
、
 
次
か
ら
次
に
わ
き
 

起
こ
る
の
は
煩
悩
の
妄
念
で
あ
る
。
念
仏
往
生
と
は
、
 
自
力
の
念
仏
で
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
 
、
自
分
に
は
素
直
 

な
 念
仏
、
煩
悩
に
汚
さ
れ
な
い
一
声
の
念
仏
が
で
き
る
 
で
あ
ろ
う
か
。
浄
土
往
生
を
求
め
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
 
汚
れ
な
き
ま
こ
と
 

の
 心
で
念
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
 
の
心
の
乱
れ
に
気
が
付
き
、
煩
悩
の
深
さ
を
思
う
と
き
 、
 果
た
し
て
自
分
 

に
は
念
仏
す
る
力
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
自
分
の
念
仏
 で
 往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
の
疑
念
 
が
 当
然
起
こ
っ
て
 

く
る
。
親
鸞
は
 ム
 「
 更
 な
が
ら
、
自
分
の
心
の
め
さ
ま
し
 さ
、
 醜
さ
、
自
分
の
煩
悩
の
深
さ
を
 思
 わ
ざ
る
を
え
な
 か
っ
た
。
か
く
し
 

て
 彼
は
改
め
て
自
力
念
仏
に
よ
っ
て
往
生
す
る
こ
と
が
 
で
き
る
と
い
う
そ
の
考
え
の
甘
さ
に
、
し
た
が
っ
て
 、
 有
限
な
人
間
存
在
 

 
 

が
そ
の
根
源
に
お
い
て
可
能
的
に
、
永
遠
性
に
お
い
て
あ
 る
と
い
う
、
そ
う
し
た
前
提
の
不
条
理
性
に
決
定
的
に
 気
付
く
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
親
鸞
は
自
己
の
宗
教
的
実
存
を
深
め
て
ゆ
く
 
に
し
た
が
っ
て
、
永
遠
性
と
い
う
足
場
に
立
っ
て
い
る
 自
分
の
足
場
が
崩
壊
 

し
 、
し
か
も
前
後
左
右
深
淵
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
 
知
る
。
こ
こ
に
お
い
て
親
鸞
 は
 自
己
の
全
き
有
限
性
を
 自
 ・
覚
す
る
の
で
あ
る
。
 

有
限
性
と
永
遠
性
と
の
間
に
は
つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
な
 
い
 断
絶
が
あ
り
、
 
彼
は
 有
限
そ
の
も
の
に
な
る
。
も
 ほ
 や
人
間
か
ら
如
来
へ
の
 

道
は
断
た
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
非
連
続
で
あ
り
、
 
自
力
的
立
場
ほ
全
く
打
ち
砕
か
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
 
如
来
が
有
限
な
人
問
 存
 

 
 

九
 
・
第
二
十
願
の
内
在
性
の
立
場
ほ
挫
折
し
、
如
来
も
 こ
こ
に
お
い
て
内
在
性
の
隠
 

 
 

紐
 

蔽
を
棄
て
て
超
越
的
存
在
と
し
て
現
わ
れ
、
ま
た
 
そ
の
よ
う
に
親
鸞
に
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
 
こ
の
よ
う
に
し
て
実
存
の
極
 

 
 
 
 

ぶ
 

限
に
ま
で
突
き
落
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
実
存
 
の
 極
限
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
内
在
性
と
断
絶
し
た
 
実
 存
 に
お
い
て
は
じ
め
て
、
 

絶
 

 
 ぬ

対
 他
力
と
し
て
の
第
十
八
願
の
世
界
、
他
力
信
の
 
世
界
が
開
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

  



 
 
 
 

に
な
っ
て
い
る
。
彼
は
自
己
の
煩
悩
性
を
心
底
か
ら
 自
 覚
し
て
い
る
が
故
に
、
自
力
的
立
場
で
は
自
分
が
救
わ
 
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
 

 
 
 
 

キ
 
@
 
よ
 ,
 
つ
 

し
た
が
っ
て
ま
た
凡
夫
の
汚
濁
の
心
か
ら
は
第
十
八
願
 の
 三
心
す
な
 ね
 ち
、
真
心
か
ら
一
車
、
 
ど
、
 信
じ
喜
び
 
（
 
信
ぬ
 ⑥
、
浄
土
に
往
生
 

せ
ん
と
 欲
う
ぉ
 

』
（
 欲
生
 ）
と
い
う
 疑
蓋
 無
雑
の
真
実
 心
は
 決
し
て
起
こ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
 。
も
し
そ
れ
が
人
間
の
 

起
こ
す
三
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
分
は
到
底
救
わ
れ
な
 
い
で
あ
ろ
う
と
 田
 
旧
う
。
こ
こ
に
お
い
て
親
鸞
は
こ
の
 三
 心
を
人
間
の
三
心
と
し
 

て
 で
は
な
く
、
如
来
よ
り
人
間
に
廻
向
さ
れ
た
三
心
と
 解
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
解
す
る
が
故
に
、
親
鸞
は
第
 十
八
願
の
「
本
願
成
就
 

の
文
 」
に
お
け
る
「
至
心
廻
向
」
を
人
間
か
ら
如
来
へ
 と
い
う
意
味
で
、
「
至
心
に
廻
向
し
て
」
と
読
ま
ず
、
 如
 来
か
ら
人
間
へ
と
い
う
 

意
味
で
、
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
読
み
 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
 

変
 え
る
の
で
あ
る
。
か
く
読
み
変
え
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
 
ケ
 
Ⅰ
 Ⅱ
 
，
 
Ⅰ
 
ノ
吐
 

-
m
 

士
小
ざ
イ
ム
 

上
 

@
 
士
ケ
 

@
,
 

う
ん
ム
 

斤
で
 

か
っ
た
深
い
信
念
と
確
信
と
が
親
鸞
に
あ
っ
た
か
ら
で
 あ
ろ
う
。
そ
の
信
念
と
確
信
と
は
自
力
の
立
場
で
は
 
到
 底
 救
わ
れ
な
い
と
い
う
 

自
己
自
身
の
深
き
煩
悩
性
、
有
限
性
の
自
覚
か
ら
来
て
 
い
る
。
こ
う
し
た
自
覚
に
基
づ
い
て
廻
向
は
如
来
か
ら
 人
間
へ
と
方
向
転
換
し
 

て
 、
三
心
は
如
来
か
ら
人
間
に
廻
向
さ
れ
た
も
の
に
な
 り
 、
し
か
も
こ
の
三
心
は
い
ず
れ
も
無
蓋
無
雑
の
真
実
 心
 で
あ
り
、
結
局
は
 
一
 

心
 す
な
わ
ち
信
心
と
い
う
一
心
に
収
め
ら
れ
る
と
す
る
 の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
信
心
は
凡
夫
の
汚
濁
の
 心
に
 如
来
か
ら
与
え
 ろ
 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
信
心
が
口
に
あ
ふ
れ
て
称
名
 と
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
 疑
蓋
 無
雑
の
信
心
と
 は
 、
結
局
、
広
大
無
辺
 

な
 仏
心
が
わ
れ
わ
れ
の
心
に
現
わ
れ
て
生
じ
た
も
の
、
 す
な
わ
ち
如
来
 よ
 り
廻
向
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
  

 

力
 と
は
如
来
の
本
願
力
を
意
味
し
て
い
る
が
一
如
来
の
 本
願
と
は
、
一
般
的
に
は
、
四
十
八
願
の
こ
と
で
あ
る
 が
 、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
 

と
り
わ
け
て
第
十
八
願
を
指
し
て
い
る
Ⅰ
そ
の
本
願
 
他
 力
 が
そ
の
も
の
と
し
て
真
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
 
に
な
る
の
は
、
機
の
側
 

に
お
い
て
自
力
的
立
場
に
挫
折
す
る
と
い
う
実
存
の
極
 限
 に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
存
の
極
限
に
お
 い
て
は
じ
め
て
如
来
の
 

 
 

か
く
し
て
親
鸞
は
第
十
八
願
へ
と
転
入
し
て
ゆ
く
こ
と
 に
な
る
が
、
す
で
に
人
間
か
ら
如
来
へ
向
か
う
立
場
は
 彼
に
と
っ
て
不
可
能
 

 
 



宗 神に川 } ろ叔 いの 問 の 行と すな てな 、   
不 て ち 来 
離 か " よ 

一 る 念 り     
関 う は も よ 係 目 

に 然 わ お 
あ 法 た し 
る 爾 く に   
こ イ う 白 る 

の と 身 こ 

信 な が と 

め る な は す 世 

界 称 と う 

に 名 こ ま 

は と ろ で   

自 は の も 

力 わ 自 な   
要 く 的 。 
素 し な わ   
金 日 で 称 
く を は え 

るふ なく 力しよ 、 通し   て 、 仏 I ョ、 

そ 出 な が 
れ て し そ   
絶 だ が ま 

対 さ る き 

他 る こ 女口 

      と 来 
の 来 が 廻 

世 の そ 向   
で び ま も 

あ 声 ま の 
る で   な な 

。 あ さ の 

    
である 換言する。 信 しめら 

れ と れ 。 

  

て
 仏
恩
報
謝
の
念
仏
と
な
る
。
仕
合
が
信
を
根
底
と
し
 
て
い
る
限
り
、
そ
の
念
仏
も
自
力
念
仏
で
は
な
く
、
 如
 来
 よ
り
与
え
ら
れ
た
も
 

j
 
題
 

本
願
力
は
わ
れ
わ
れ
に
受
け
入
れ
る
 

く
 、
わ
れ
わ
れ
は
受
け
入
れ
さ
せ
ら
 

自
力
心
は
全
く
打
ち
砕
か
れ
て
い
る
 

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
に
対
 

濁
の
心
の
中
に
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
 

い
 て
い
る
の
は
如
来
の
本
願
力
で
あ
 

っ
て
信
心
は
他
力
廻
向
 ｜
 如
来
廻
向
 

る
 。
し
か
も
こ
の
信
心
に
お
い
て
 浄
 

て
の
み
得
ら
れ
、
し
か
も
決
定
的
な
 

一
 
ま
さ
し
く
浄
土
に
往
生
し
仏
に
な
 

陀
と
 称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
し
 

か
ら
、
称
名
念
仏
は
そ
れ
以
後
の
仏
 れ

る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
が
み
ず
か
ら
 
の
音
ギ
心
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
 

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
機
の
側
に
お
い
て
は
、
 
み
ず
か
ら
の
音
 呈
 芯
を
頼
み
と
す
る
と
い
う
 

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
に
自
己
の
煩
悩
 深
重
た
る
こ
と
が
心
底
か
ら
自
覚
さ
れ
て
 

し
て
仏
の
側
か
ら
、
仏
の
本
願
を
信
ぜ
し
め
よ
う
と
す
 
ろ
 は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
 汚
 

し
め
ら
れ
て
信
心
が
生
ず
る
よ
う
に
な
る
。
 疑
蓋
 無
雑
 の
 真
実
の
一
心
で
あ
る
信
心
に
お
い
て
 働
 

る
 。
信
ず
る
と
は
、
ま
こ
と
に
信
ぜ
し
め
ら
れ
て
 
信
ず
 る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
親
鸞
に
と
 

と
は
、
詳
し
く
は
、
如
来
の
本
願
力
、
す
な
わ
ち
他
力
 
廻
向
と
い
う
こ
と
で
あ
る
１
 0
 信
心
で
あ
 

土
 往
生
は
決
定
的
な
も
の
に
な
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
浄
土
 往
生
と
い
う
永
遠
の
浄
福
は
信
心
に
お
い
 

も
の
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
信
心
に
よ
っ
て
 
人
 間
 は
こ
の
世
に
お
い
て
不
退
転
の
正
定
聚
 

る
と
定
ま
っ
た
人
々
）
の
位
に
定
ま
る
の
で
あ
る
。
 
だ
 か
ら
親
鸞
に
お
け
る
念
仏
は
、
南
無
阿
弥
 

よ
う
 と
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
、
信
に
 お
い
て
往
生
は
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
 

恩
 報
謝
の
行
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
念
仏
の
根
底
に
信
が
 
あ
り
、
そ
の
信
が
お
の
ず
と
 ロ
 に
あ
ふ
れ
 



的
に
考
え
ら
れ
、
有
限
な
人
間
存
在
は
そ
の
根
源
に
お
 
い
て
可
能
的
に
、
永
遠
性
に
お
い
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
し
か
る
に
第
十
八
願
の
 

あ
る
が
、
し
か
し
、
い
ま
だ
自
己
が
罪
人
重
心
火
）
で
 
あ
る
と
の
自
覚
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
 
人
 間
か
ら
如
来
へ
は
連
続
 

の
 関
係
で
舌
口
わ
れ
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
。
第
十
 
九
願
 、
第
二
十
願
の
世
界
に
お
い
て
は
、
な
る
ほ
ど
 人
 間
の
煩
悩
性
の
自
覚
は
 

表
現
に
「
罪
悪
深
重
」
と
い
う
舌
口
業
が
し
ば
し
ば
見
 ろ
 れ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
罪
の
深
く
重
 
い
 こ
と
を
意
味
 す
る
。
そ
れ
が
如
来
と
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
実
存
と
し
て
の
主
体
の
 変
化
が
あ
り
、
そ
の
変
化
が
 罪
 意
識
と
な
っ
て
現
わ
れ
 る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
 

間
 を
そ
の
存
在
に
お
い
て
規
定
し
た
も
の
、
つ
ま
り
 
人
 間
の
存
在
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
実
存
の
全
体
が
 
罪
と
 し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
 

識
は
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
 
@
 
」
こ
で
罪
と
 い
う
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
個
々
の
罪
を
意
味
す
る
と
い
 う
よ
り
は
、
む
し
ろ
 人
 

如
来
が
超
越
者
と
し
て
人
間
の
外
部
に
現
わ
れ
て
い
る
 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
超
越
者
と
し
て
の
如
来
と
 
の
 関
係
に
お
い
て
罪
責
 

す
る
そ
の
瞬
間
に
生
ず
る
実
存
的
パ
ト
ス
が
罪
の
意
識
 
で
あ
る
。
 罪
 意
識
は
内
在
性
と
の
断
絶
で
あ
る
。
そ
の
 こ
と
は
、
つ
ま
り
は
、
 

れ る も れ ぅ と は 

、
人
間
の
自
力
的
は
か
ら
 ぃ
 が
滅
却
さ
れ
、
如
来
に
身
 を
 任
せ
、
 い
 や
 、
 任
せ
し
め
ら
れ
た
自
己
放
下
の
世
界
 で
あ
る
。
結
局
す
る
 

こ
ろ
、
親
鸞
の
第
十
八
願
の
見
方
 は
、
 救
い
は
あ
く
ま
 で
も
如
来
の
一
方
的
な
活
動
で
あ
っ
て
、
人
間
は
救
わ
 
れ
る
者
で
あ
る
と
い
 

こ
と
で
あ
る
。
 

で
は
第
十
八
願
の
世
界
に
お
い
て
救
わ
れ
る
人
間
の
宗
 教
 的
実
存
は
い
か
よ
う
に
あ
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
 
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
 

ば
な
ら
な
い
。
第
十
八
願
の
世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
 
は
 永
遠
な
る
も
の
の
隠
さ
れ
た
内
在
性
か
ら
決
別
さ
れ
 
て
 、
自
己
の
内
に
は
 

は
や
す
が
る
べ
き
何
ら
の
確
固
た
る
足
場
は
な
く
、
 
キ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
的
に
舌
口
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
 
セ
 万
尋
の
大
海
 原
 に
一
人
漂
っ
て
 い
 

端
的
に
有
限
者
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
 
と
 い
う
こ
と
は
如
来
の
超
越
性
が
強
調
さ
れ
て
、
如
来
が
 超
越
者
と
し
て
 現
わ
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
限
な
 人
間
と
如
来
と
の
間
に
は
断
絶
が
あ
る
。
し
か
も
人
間
 
が
，
 」
の
断
絶
を
意
識
   



世
界
に
お
い
て
は
、
人
間
と
如
来
と
の
間
に
は
つ
な
ぐ
 

こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
る
。
こ
の
断
絶
の
意
識
が
 

罪
 意
識
と
な
っ
て
 現
わ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
罪
意
識
を
自
己
自
身
を
通
じ
 

て
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ほ
あ
く
ま
で
も
 

超
 越
 
・
 者
と
し
て
の
如
来
と
の
 

関
係
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
如
来
と
の
関
係
な
し
 

に
は
 罪
 意
識
 は
 存
し
え
な
い
。
人
間
が
自
己
を
罪
人
と
 
し
て
意
識
す
る
と
い
う
 

こ
と
は
、
自
己
が
如
来
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
 

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
 
ね
 ち
、
如
来
と
の
 
関
 係
を
 、
如
来
の
前
に
立
 

つ
 自
己
自
身
を
明
澄
な
意
識
を
も
っ
て
保
っ
て
い
る
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
十
八
願
の
世
界
に
立
っ
て
み
れ
 

ば
 、
人
間
は
す
べ
て
 
罪
 

大
 で
あ
る
。
煩
悩
深
重
な
人
間
は
今
や
罪
人
と
い
う
 

新
 た
な
規
定
を
受
け
て
現
わ
れ
て
く
る
。
し
か
も
如
来
の
 

大
慈
悲
は
こ
の
罪
人
た
 

る
 人
間
を
い
つ
く
し
み
あ
わ
れ
ん
で
救
い
と
っ
て
ゆ
く
 

。
救
い
は
人
間
の
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
如
来
の
 
一
 方
的
 活
動
に
よ
っ
て
な
 

さ
れ
る
。
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
信
心
は
 

如
来
よ
り
廻
向
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
広
大
無
辺
な
 

仏
 心
 が
人
間
の
心
に
現
 
わ
 

れ
て
生
じ
た
も
の
、
人
間
の
心
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
 

か
ら
、
信
心
に
お
い
て
人
間
は
仏
の
心
を
得
、
か
く
し
 

て
 如
来
は
再
び
内
在
的
 

-
3
-
 

に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
に
 

と
っ
て
、
そ
の
「
 
身
 こ
そ
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
」
 
な
 罪
 深
き
人
間
は
こ
の
世
 

 
 

で
 仏
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
信
心
を
通
 

し
て
仏
に
な
る
と
い
う
未
来
の
証
は
す
で
に
現
在
に
お
 

い
て
得
ら
れ
、
決
定
し
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
舌
口
え
る
。
そ
れ
が
正
定
聚
で
あ
 

る
が
、
と
も
あ
れ
、
信
心
に
よ
っ
て
如
来
は
ま
た
内
在
 

的
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
 

の
だ
そ
の
ど
ち
ら
の
面
を
強
調
す
る
力
に
よ
っ
て
確
か
に
、
如
来
は
た
ん
に
超
越
的
に
あ
る
も
の
 

題
 
R
 
,
 
 

、
、
、
呂
 

 
 

  

穏
し
、
そ
の
果
て
に
自
己
に
敗
れ
、
か
く
し
て
内
在
 
性
の
立
場
は
挫
折
を
来
た
し
た
。
そ
れ
故
に
親
鸞
は
自
 

己
の
内
に
如
来
を
見
 ぃ
だ
す
 

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
に
と
っ
 
て
 具
体
的
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
 

無
明
に
覆
わ
れ
た
救
わ
れ
が
 

 
 

ぬ
 
た
き
現
実
的
自
己
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
救
済
 

観
に
お
い
て
も
、
ど
う
し
て
も
如
来
の
超
越
的
な
面
が
 

強
調
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
   



た
の
で
あ
る
。
 人
 問
と
如
来
と
の
間
に
断
絶
を
見
 ぃ
だ
 さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
 0
 し
か
も
そ
の
断
絶
 を
 通
し
て
再
び
如
来
は
 

内
在
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
。
信
心
に
よ
っ
て
如
来
は
超
 
越
即
 内
在
と
な
る
。
し
か
し
根
源
的
に
は
、
如
来
は
超
 
越
的
 存
在
と
し
て
と
ら
 

え
ら
れ
て
い
る
。
私
は
先
に
、
如
来
は
第
十
八
願
の
世
 
界
 に
お
い
て
は
超
越
的
存
在
と
し
て
人
間
の
外
部
に
現
 わ
れ
る
と
舌
口
っ
た
が
、
 

そ
の
こ
と
は
、
機
の
側
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
内
在
 
性
の
立
場
が
挫
折
し
て
人
間
が
実
存
の
極
限
に
も
た
ら
 
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
如
来
の
超
越
性
は
か
か
る
極
限
に
ま
で
も
 
た
ら
さ
れ
た
実
存
、
す
な
 ね
 ち
、
内
在
性
と
断
絶
し
た
 実
存
に
対
応
す
る
。
 自
 

己
 自
身
の
宗
教
的
実
存
を
深
め
る
に
し
た
が
っ
て
 
、
親
 鸞
は
如
来
の
超
越
性
を
覚
知
す
る
に
至
る
の
で
あ
り
、
 
か
く
し
て
親
鸞
の
如
来
 

観
も
深
ま
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
 

い
ず
れ
か
と
舌
口
え
ば
、
親
鸞
に
お
い
て
は
如
来
の
超
 
越
的
 側
面
が
強
調
さ
れ
 

て
 Ⅱ
 
い
 る
と
舌
口
 
,
 
Ⅰ
 
ノ
 こ
と
が
で
き
る
で
山
小
 

り
ろ
 
,
 
Ⅰ
 
ノ
 
。
そ
し
て
こ
 の
 如
来
の
前
に
親
鸞
は
た
だ
一
人
で
立
つ
の
で
あ
る
。
 
如
来
の
本
願
力
を
信
 ず
 

る
の
は
他
の
誰
で
も
な
く
、
こ
の
自
己
自
身
で
あ
り
、
 自
己
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
措
い
て
本
願
の
真
実
は
感
得
 
さ
れ
え
な
い
。
信
心
、
 

救
 い
の
 問
題
は
単
独
者
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
 
そ
 こ
に
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
 よ
 く
 ノ
 
Ⅰ
案
ず
れ
ば
 、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
 

が
た
め
な
り
け
り
」
と
い
う
舌
口
業
が
出
て
く
る
。
親
鸞
 は
 如
来
の
前
で
単
独
者
と
し
て
の
自
己
を
決
定
的
に
自
 
覚
す
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
三
 顧
 に
か
か
わ
る
親
鸞
の
宗
教
的
実
存
の
在
り
 方
を
追
究
し
つ
つ
三
 顧
 転
入
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
の
 で
あ
る
が
、
第
十
九
 

願
と
 第
二
十
 願
 と
が
そ
の
方
向
に
お
い
て
人
間
か
ら
 如
 来
の
方
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
十
八
願
 
に
お
い
て
は
、
そ
の
方
 

向
 が
逆
転
し
て
、
如
来
か
ら
人
間
へ
と
向
か
っ
て
い
る
 。
す
な
 ね
 ち
、
前
者
が
人
間
か
ら
如
来
の
方
へ
と
い
う
 向
上
的
方
向
を
辿
っ
て
 

い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
突
如
と
し
て
如
来
か
ら
 人
 間
 へ
と
い
う
両
下
 的
 方
向
に
転
換
し
て
い
る
。
前
者
が
 内
在
性
の
宗
教
で
あ
り
、
 

人
間
か
ら
如
来
へ
を
連
続
性
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
 
の
に
対
し
て
、
後
者
は
内
在
性
と
断
絶
し
た
超
越
的
 宗
 教
 で
あ
り
、
人
間
か
ら
 

如
来
へ
を
断
絶
、
非
連
続
に
お
い
て
と
ら
え
る
が
、
 
し
 か
も
如
来
廻
向
と
い
う
形
で
、
如
来
か
ら
人
間
へ
の
道
 
は
 通
じ
て
い
る
の
で
あ
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す
で
に
引
用
し
た
親
鸞
の
有
名
な
言
葉
の
意
味
は
 、
弥
 陀
仏
が
互
助
と
い
う
極
め
て
長
い
長
い
間
熟
慮
し
思
索
 
し
て
建
立
し
た
本
願
 

 
 

た
だ
親
鸞
一
人
を
救
う
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
 
つ
ま
り
、
弥
陀
仏
が
本
願
を
 

 
 

る
 
建
立
し
た
の
は
、
誰
の
た
め
で
も
な
い
、
た
だ
 
親
 鸞
 一
人
を
救
う
た
め
で
あ
り
、
親
鸞
一
人
を
救
う
た
め
 に
 弥
陀
の
本
願
は
あ
る
の
だ
 

救
 

別
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
い
き
る
の
 

は
 決
し
て
親
鸞
の
傲
慢
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
 
む
 し
ろ
親
鸞
に
お
け
る
徹
底
し
 

 
 

ぬ
 
た
、
自
己
の
罪
悪
深
重
な
る
こ
と
の
自
覚
が
示
さ
 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
ほ
ど
罪
悪
深
重
な
る
者
は
 
い
な
い
 
一
 
こ
の
罪
悪
深
重
な
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仏
願
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
っ
親
鸞
 

る
 。
自
力
で
往
生
・
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
 

に
 対
し
て
、
如
来
か
ら
人
間
へ
は
問
題
な
し
に
救
い
の
 

手
が
の
び
る
。
救
い
に
 

対
し
て
は
人
間
は
全
く
無
力
で
あ
り
、
救
い
は
如
来
の
 

一
方
的
活
動
に
よ
っ
て
い
る
。
三
顧
転
入
と
は
、
要
す
 

る
に
、
自
力
の
立
場
を
 

追
究
し
、
そ
の
挫
折
を
通
し
て
他
力
の
立
場
へ
と
転
入
 

し
て
ゆ
く
親
鸞
の
宗
教
的
実
存
の
深
ま
り
ゆ
き
を
示
す
 

も
の
で
あ
る
。
 

私
は
、
弥
陀
仏
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
つ
と
い
う
こ
と
 

は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
在
り
方
で
 

弥
陀
仏
の
前
に
立
つ
 

の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
親
鸞
 

の
 宗
教
的
実
存
の
深
ま
り
ゆ
き
を
示
す
三
 
顧
 転
入
に
つ
い
 て
 述
べ
て
き
た
が
、
 そ
 

こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
罪
深
き
自
己
 

の
自
覚
、
換
言
す
れ
ば
、
罪
悪
深
重
な
自
己
の
自
覚
 

と
 、
そ
れ
故
に
こ
そ
如
来
 

廻
向
の
信
心
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
救
い
 

は
 如
来
の
一
方
的
活
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
 

そ
 し
て
如
来
が
超
越
者
 
と
 

し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
 

ち
 、
親
鸞
は
自
己
の
罪
悪
性
の
自
覚
と
信
心
と
に
お
い
 

て
 弥
陀
仏
の
前
に
た
だ
 

一
人
で
立
っ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
本
稿
の
か
な
め
 

と
も
舌
口
う
べ
き
、
弥
陀
仏
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
ち
、
 

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
 

は
 親
鸞
一
人
の
た
め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
 

救
い
の
問
題
と
か
ら
め
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
 



わ
れ
る
唯
一
の
者
で
あ
り
、
本
願
の
存
在
理
由
も
自
分
 
一
人
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
。
自
分
を
措
い
て
本
願
 の
 真
実
は
感
得
さ
れ
 え
 

な
い
。
こ
う
し
て
親
鸞
は
自
分
を
救
わ
れ
る
唯
一
の
者
 と
し
て
本
願
に
か
か
わ
り
、
仏
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
 
つ
 。
し
た
が
っ
て
 、
 「
 
親
 
-
 

賢
一
人
」
と
い
う
こ
と
は
、
本
願
と
の
関
係
で
自
分
を
 
救
わ
れ
る
唯
一
の
 正
機
 と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
万
人
 中
の
た
だ
こ
の
一
人
、
 

唯
一
者
と
し
て
の
一
人
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
 
こ
の
万
人
中
の
唯
一
者
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
 
よ
う
に
、
才
能
、
知
性
 

等
に
関
し
て
卓
越
せ
る
特
別
の
天
分
の
持
ち
主
と
い
う
 
よ
う
な
、
す
な
 ね
 ち
、
人
か
ら
抜
き
ん
で
て
 い
 で
、
 み
 ず
か
ら
を
誇
示
す
る
、
 

そ
の
よ
う
な
唯
一
者
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
罪
悪
 
深
重
な
自
己
の
自
覚
が
本
願
と
の
関
係
で
唯
一
者
と
し
 
て
 表
明
さ
れ
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
己
の
宗
教
的
実
存
の
徹
底
 
せ
る
自
覚
を
通
し
て
得
ら
れ
た
唯
一
者
、
自
己
の
宗
教
 
的
 実
存
の
根
底
に
立
ち
 

返
っ
て
、
そ
こ
に
自
覚
さ
れ
昭
明
さ
れ
て
く
る
唯
一
者
 
で
あ
る
。
上
述
し
た
よ
 う
 に
、
親
鸞
が
自
分
を
愚
禿
 と
 称
す
る
と
き
、
そ
れ
は
 

宗
教
的
罪
悪
意
識
の
表
明
で
あ
り
、
だ
か
ら
親
鸞
が
 
自
 分
を
救
わ
れ
る
唯
一
の
 正
機
 と
自
覚
す
る
と
き
、
そ
こ
 に
は
罪
悪
深
重
な
自
己
 

を
 悲
し
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
己
を
他
者
に
対
し
て
 
誇
示
す
る
考
え
は
毛
頭
な
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
親
鸞
一
人
」
と
い
う
こ
の
万
人
中
の
 唯
一
者
が
 、
 人
と
人
と
の
差
異
を
表
わ
す
卓
越
せ
る
者
 
と
い
う
意
味
で
 m
 い
 

ら
れ
て
い
る
の
で
な
 い
 限
り
、
す
な
 ね
 ち
、
他
者
と
比
 校
 し
て
み
ず
か
ら
の
卓
越
性
を
示
す
唯
一
者
で
は
な
く
 
、
宗
教
的
実
存
そ
の
も
 

-
l
-
 

悪
人
を
表
示
す
る
 一
 。
し
か
も
仏
の
本
願
は
絶
対
救
わ
 れ
ざ
る
罪
深
き
者
を
救
 う
 の
で
あ
れ
ば
毒
心
火
工
 機
 一
、
 自
分
こ
そ
が
ま
さ
に
 救
 

る
 自
己
の
自
覚
が
親
鸞
に
お
い
て
愚
禿
と
い
う
舌
口
業
 で
 表
 お
さ
れ
て
い
る
（
愚
禿
親
鸞
）
。
大
原
性
 實
氏
 に
よ
 れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
 

自
己
を
卑
 議
 し
た
言
葉
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
宗
教
的
 罪
悪
意
識
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
 愚
 と
い
う
こ
と
も
賢
愚
 と
い
う
意
味
で
の
相
対
 

的
な
自
己
の
愚
か
さ
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
 愚
 、
人
間
 の
 賢
さ
、
人
間
の
知
 慧
 そ
の
も
の
を
否
定
す
る
徹
底
 せ
 る
 愚
で
あ
り
、
 充
 と
い
 

う
の
も
、
た
ん
に
親
鸞
の
姓
を
告
げ
る
も
の
で
は
な
く
 
、
本
来
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
在
家
止
住
の
本
能
 
竹
生
活
を
敢
え
て
す
る
   



  

一
人
と
い
う
意
味
で
の
一
人
に
な
る
。
だ
が
唯
一
考
 は
 本
来
万
人
中
の
た
だ
こ
の
一
人
、
万
人
中
の
唯
一
者
に
 
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
名
称
 

で
あ
る
か
ら
、
唯
一
者
が
万
人
の
一
人
一
人
と
い
う
 意
 味
 で
の
一
人
に
な
る
と
き
に
は
、
唯
一
考
は
そ
の
固
有
 の
 意
味
を
失
っ
て
「
 各
 

題
叫
人
 」
に
吸
収
さ
れ
、
各
人
に
そ
の
意
味
を
転
位
し
 

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
唯
一
者
は
各
人
と
別
の
意
味
 で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
 こ
 

 
 

 
 
 
 

か
の
場
合
、
「
一
人
」
と
い
う
の
は
、
万
人
中
の
唯
一
 
者
で
は
な
く
、
各
人
一
人
一
人
と
い
う
意
味
で
の
一
人
 
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
 

 
 

く
る
と
、
親
鸞
の
言
う
「
一
人
」
の
中
に
は
、
 万
 人
中
の
唯
一
考
と
い
う
意
味
で
の
一
人
と
、
各
人
一
人
 
一
人
と
い
う
意
味
で
の
一
人
 

 
 

 
 

 
 

 
 

趨
 

と
の
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
し
て
よ
 
い
で
あ
ろ
う
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
表
現
を
用
い
れ
ば
、
 こ
の
二
重
の
意
味
こ
そ
単
独
 

の
 者
が
唯
一
者
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
唯
一
考
は
も
は
 や
 万
人
中
の
た
だ
こ
の
一
人
と
い
う
意
味
で
の
一
人
で
 
は
な
く
、
万
人
の
一
人
 

わ
れ
る
の
は
こ
の
自
分
で
あ
り
、
本
願
の
存
在
理
由
も
 

こ
の
自
分
の
た
め
に
あ
る
と
舌
口
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
。
 
し
 か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
 

詞
 で
は
な
く
、
固
有
名
詞
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
だ
け
、
 

そ
れ
だ
け
徹
底
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
 

で
き
る
 ｜
 自
己
を
表
わ
 

し
て
、
「
某
々
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」
と
舌
口
う
こ
と
が
 

で
き
よ
う
。
そ
こ
に
宗
教
的
実
存
の
本
領
が
あ
る
。
 

だ
 か
ら
宗
教
的
に
実
存
し
 

つ
つ
如
来
の
前
に
立
つ
者
は
、
す
べ
て
唯
一
者
と
し
て
 

立
つ
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
仏
の
本
願
を
わ
が
身
一
 

身
に
受
け
止
め
て
、
 
救
 

の
の
本
質
を
表
わ
す
唯
一
者
で
あ
る
限
り
、
こ
の
唯
一
 者
は
親
鸞
だ
け
に
可
能
な
唯
一
考
で
は
な
く
他
の
誰
に
 
で
も
可
能
な
唯
一
考
、
 

な
ん
 
ぴ
と
 

誰
で
も
 親
 皆
の
よ
う
に
唯
一
考
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
 、
そ
の
よ
う
な
唯
一
者
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
  

 

え
ど
も
親
鸞
そ
の
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
親
鸞
 は
あ
く
ま
で
も
親
鸞
で
あ
っ
て
 、
 他
の
何
者
で
も
な
い
 。
し
か
し
親
鸞
そ
の
人
 

に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
本
願
と
の
関
係
 で
 自
分
を
救
わ
れ
る
唯
一
の
 正
機
 と
し
て
、
し
た
が
っ
 て
 罪
悪
深
重
な
る
者
と
 

し
て
如
来
の
前
に
た
だ
一
人
で
立
つ
こ
と
は
で
き
よ
う
 。
そ
の
と
き
そ
の
者
は
親
鸞
に
倣
っ
て
、
親
鸞
の
よ
う
 
に
 他
者
と
の
代
替
不
可
 

能
 性
を
決
定
的
に
表
わ
す
固
有
名
詞
で
 ｜
 親
鸞
に
 お
け
 る
 た
だ
一
人
で
あ
る
者
と
し
て
の
単
独
者
の
理
解
は
 、
 「
私
」
と
い
う
人
称
 
代
名
 



は
あ
く
ま
で
も
単
独
者
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
 

か
し
親
鸞
は
一
歩
進
ん
で
、
 

自
 

た
し
て
救
わ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
何
も
言
う
こ
 
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
 

鸞
は
 、
自
己
の
罪
悪
深
重
な
る
こ
と
の
自
覚
の
中
に
一
 切
 衆
生
の
罪
悪
性
を
感
知
す
る
。
 だ
 

そ
れ
を
 m
 い
る
 場
 お
よ
び
そ
の
意
味
内
容
は
異
な
 

と
こ
ろ
で
、
親
鸞
が
如
来
の
前
に
罪
悪
深
重
な
 

の
人
間
の
罪
 在
寺
ル
 
裁
す
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
 

か
ら
の
 罪
 意
識
を
通
し
て
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
 

人
間
の
罪
を
感
知
す
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
 
い
 

立
つ
単
独
者
は
、
自
己
の
罪
意
識
に
お
い
て
同
時
 

を
 感
知
す
る
。
親
鸞
に
お
い
て
も
、
自
己
の
罪
悪
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

る
 者
と
し
て
立
つ
場
合
、
彼
は
た
だ
に
自
 

ら
 、
 彼
は
す
べ
て
の
人
間
が
罪
人
と
し
て
 

る
。
す
な
 ね
 ち
、
彼
は
自
己
自
身
を
罪
人
 

て
 、
み
ず
か
ら
の
罪
を
自
覚
し
つ
つ
 押
 へ
 

に
 全
人
類
の
罪
を
意
識
す
る
。
自
己
自
身
 

深
重
な
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
信
心
に
お
 分

の
罪
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
す
べ
て
 

如
来
の
前
に
立
っ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
み
。
ず
 

と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
の
中
に
す
べ
て
の
 

の
信
仰
的
関
係
に
お
い
て
伸
の
前
に
一
人
 

を
罪
人
と
す
る
自
覚
の
中
に
全
人
類
の
罪
 

い
て
如
来
の
前
に
一
人
で
立
っ
単
独
者
 親
 

が
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場
合
、
全
人
類
が
果
 

は
何
も
知
る
こ
と
は
な
い
と
舌
口
 
う
 。
信
仰
 

己
 自
身
を
通
し
て
一
切
衆
生
の
罪
悪
性
を
 

の
 唯
一
者
」
と
「
各
人
」
と
い
う
よ
う
に
概
念
は
同
じ
 
で
あ
る
が
、
特
に
前
者
の
概
念
は
親
鸞
の
場
合
、
キ
ル
 
ケ
 ゴ
ー
ル
と
違
っ
て
 、
 

い
う
こ
と
は
、
親
鸞
に
お
い
て
、
よ
り
適
切
に
使
用
さ
 れ
る
表
現
で
あ
る
 一
 。
だ
か
ら
単
独
者
の
二
重
の
意
味
 と
い
つ
て
も
、
「
万
人
中
 

重
 性
は
等
根
源
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
 あ
ろ
う
（
同
一
の
場
に
立
っ
て
の
二
重
性
で
あ
る
限
り
 
、
単
独
者
の
弁
証
法
と
 

は
 宗
教
的
領
域
で
の
そ
れ
で
あ
る
 ｜
 、
親
鸞
に
お
い
て
 は
 、
単
独
者
の
二
重
性
が
宗
教
の
場
に
立
っ
て
の
そ
れ
 
で
あ
る
限
り
、
こ
の
 二
 

を
 置
く
が
 ｜
 彼
の
場
合
、
万
人
中
の
唯
一
者
と
し
て
の
 単
独
者
は
、
 い
 わ
ゆ
る
美
的
領
域
で
の
そ
れ
で
あ
り
、
 各
人
と
し
て
の
単
独
者
 

い 者   
か 「 

と ニ ブ ナ "   
う れ 去     
と で 
に あ 

関し り、 
て 単   者   
ち 「 
ら ，し、 甲 

で 想 
あ 」 

る で 
と あ 
も る         
こ か     
で 前 
き 者   
  
キ と   
ケ 者   
@  " 土 @ ミ '   
は と   
不 教い の     
平糸 に 

者 力 
の   占、 が 直 音 ゅ味 

ぽ か   
  占、 て 

  



  
感
知
す
る
が
故
に
、
そ
れ
故
に
こ
そ
彼
は
何
人
と
い
え
 
ど
も
救
わ
れ
な
い
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
 
一
人
が
救
わ
れ
る
こ
と
 

を
 通
し
て
覚
知
す
る
。
一
切
衆
生
の
救
済
に
か
か
わ
る
 本
願
は
 、
 信
の
会
得
に
お
い
て
は
「
親
鸞
一
人
が
た
め
  

 

ば
な
ら
な
い
ー
「
親
鸞
一
人
」
と
言
い
き
る
と
こ
ろ
に
 

と
 で
は
な
く
、
一
切
衆
生
が
こ
と
ご
と
く
救
わ
れ
る
と
 自

己
の
罪
悪
深
重
な
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
親
鸞
に
 

い
う
こ
と
が
、
す
な
 ね
 ち
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
が
本
願
の
 お

け
る
深
い
信
心
の
領
 

救
い
の
正
儀
と
な
る
こ
 

解
 が
あ
る
 ｜
 。
そ
の
罪
悪
深
重
な
る
親
鸞
一
人
が
救
わ
 れ
る
こ
と
の
自
覚
に
お
い
て
、
だ
か
ら
こ
そ
出
離
の
縁
 な
き
衆
生
は
誰
人
と
し
 

て
 本
願
の
救
い
に
も
れ
る
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
 親
鸞
は
覚
知
す
る
。
こ
こ
に
彼
は
 、
 仏
の
本
願
が
一
切
 衆
生
を
救
う
も
の
で
あ
 

る
と
い
う
こ
と
を
、
自
己
自
身
の
救
わ
れ
る
こ
と
を
 通
 し
て
見
証
す
る
。
自
分
一
人
を
措
い
て
本
願
の
真
実
を
 見
証
す
る
者
は
い
な
 

し
た
が
っ
て
、
「
親
鸞
二
人
が
た
め
な
り
け
り
」
の
中
に
 
は
、
 救
わ
れ
る
の
は
親
鸞
だ
け
で
あ
っ
て
 、
 他
の
者
は
 救
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
 

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
に
ま
た
そ
の
こ
と
 
へ
の
 弟
牡
が
 含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
占
に
注
目
す
る
こ
 
と
が
肝
要
で
あ
り
、
 決
 

し
て
親
鸞
一
人
だ
け
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
 

 
 

と
が
自
分
一
人
が
救
わ
 

れ
る
こ
と
を
通
し
て
見
証
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
 故
 唯
円
 
宮
 歎
異
抄
」
の
作
者
）
は
先
の
親
鸞
の
言
葉
を
解
釈
し
 て
 ム
八
 

@
 
の
よ
う
に
舌
口
 
,
 
つ
 9
 
。
 

「
さ
れ
ば
か
 た
 じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
 わ
れ
ら
が
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
 如
 来
の
御
恩
の
た
か
き
 

こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
 ょ
 へ
る
を
、
お
も
ひ
し
ら
せ
 ん
が
た
め
に
て
さ
 ふ
ら
ひ
け
口
 
一
 
「
 一
 
㍉
 も
し
各
人
が
自
己
の
 
罪
悪
深
重
な
る
こ
と
を
 

 
 

と
っ
て
く
だ
さ
る
如
来
の
御
恩
の
高
き
こ
と
を
知
る
な
 ら
ば
、
誰
で
も
仏
の
本
願
の
 

 
 

救
い
の
 玉
 機
と
し
て
唯
一
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
 そ
れ
を
用
Ⅲ
 

朋
 り
な
さ
Ⅱ
い
と
舌
口
う
の
で
 

か
り
る
。
そ
の
こ
と
を
 

古
 

親
鸞
は
自
身
を
引
き
合
 

 
 
 
 

 
 

い
に
出
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
 す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親
鸞
の
言
う
「
一
人
」
の
中
 
に
は
、
万
人
中
の
た
だ
 

 
 

こ
の
一
人
、
唯
一
者
と
い
う
意
味
と
、
こ
の
唯
一
者
が
 各
人
に
転
位
し
て
各
人
と
い
う
意
味
と
の
二
重
の
意
味
 
が
 同
時
に
含
ま
れ
て
 ぃ
 



深
心
一
一
信
心
）
を
展
開
し
た
そ
れ
の
二
つ
の
相
で
あ
 
る
か
ら
１
機
の
深
信
と
法
の
深
信
は
一
信
心
の
具
す
る
 
二
種
の
深
信
と
し
て
、
 

れ
な
い
と
信
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
は
救
わ
れ
る
と
 信
ず
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
 
二
 種
 深
信
は
も
と
も
と
 
一
 

い
の
問
題
を
こ
こ
で
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
 と
 思
う
し
、
こ
こ
で
論
ず
る
の
が
適
切
な
場
で
あ
る
と
 
思
 う
 。
人
間
は
救
わ
れ
 

る
 者
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
は
罪
悪
深
重
な
る
者
と
し
 
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
救
い
の
問
題
は
人
間
の
罪
悪
 
性
 、
出
離
の
縁
な
き
 衆
 

生
 と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
 
る
た
め
に
改
め
て
信
心
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
 
す
る
。
 

親
鸞
に
お
け
る
信
心
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
他
力
 
廻
 向
の
信
心
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
、
し
た
が
っ
て
他
力
の
 
信
心
は
二
種
深
信
で
 

あ
る
と
舌
口
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

二
種
深
信
と
は
、
一
つ
は
、
機
の
深
信
で
あ
り
、
他
方
 は
、
 法
の
深
信
で
あ
り
、
前
者
は
、
救
わ
れ
が
た
い
 自
 己
の
罪
悪
性
の
故
に
 

出
離
の
縁
な
し
と
深
く
信
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
 
、
如
来
の
本
願
力
に
乗
じ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
深
く
 
信
 ず
る
こ
と
で
あ
る
。
 中
 

国
唐
 代
の
浄
土
教
大
成
者
善
導
 
宍
 
二
 三
｜
 六
八
二
は
 「
観
無
量
寿
経
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
浄
土
往
生
の
正
 因
 と
し
て
の
三
心
（
至
誠
 

心
 、
深
心
、
廻
向
発
願
、
㊤
の
一
 つ
 で
あ
る
「
深
心
」
を
 釈
し
て
、
三
口
 
う
 。
「
深
心
と
舌
口
 

ふ
は
、
 即
ち
こ
れ
深
信
 の
心
 な
り
。
ま
た
二
種
 

あ
り
。
一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
 
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
演
 劫
 よ
り
こ
の
か
た
常
に
没
し
 常
 に
流
転
し
て
、
出
離
の
 

縁
 あ
る
こ
と
な
し
と
 信
ず
 
一
機
の
深
信
）
。
二
 
つ
に
 は
 決
定
し
て
深
く
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
 
を
 摂
受
し
て
 擬
 ひ
な
く
 

-
6
-
 

慮
り
な
く
、
か
の
願
力
に
乗
じ
て
 定
 ん
で
往
生
を
得
と
 信
ず
 
（
法
の
深
信
 二
 。
こ
の
表
現
は
明
ら
か
に
矛
盾
し
 て
い
る
。
一
方
は
救
わ
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二
種
一
具
と
言
わ
れ
て
い
る
 ｜
 、
一
信
心
そ
の
も
の
に
 お
い
て
両
者
は
絶
対
矛
盾
の
ま
ま
、
し
か
も
自
己
同
一
 
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
 

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
が
 
一
信
心
の
展
開
さ
れ
た
相
と
し
て
の
機
の
深
信
と
法
の
 深
信
の
み
に
着
目
す
れ
 

ば
 、
両
者
は
絶
対
に
相
容
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
 
に
 自
己
同
一
性
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
 
な
 い
 の
で
あ
る
が
、
 
し
 

か
し
、
両
者
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
一
信
心
 そ
の
も
の
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
の
一
信
心
に
お
い
て
 
両
 者
は
一
な
る
も
の
と
し
 

て
 自
己
同
一
的
に
存
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
一
信
 心
 に
お
い
て
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
が
成
立
す
る
の
で
 あ
る
。
絶
対
救
わ
れ
 ざ
 

る
 者
を
必
ず
救
う
と
い
う
世
界
を
開
く
の
が
如
来
の
本
 
願
力
で
あ
る
故
に
、
信
心
と
は
ま
さ
に
絶
対
救
わ
れ
な
 
ぃ
 者
が
必
ず
如
来
の
本
 

願
力
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
 
。
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
 定
 ん
で
往
生
を
得
る
と
 信
 。
す
る
者
は
、
逆
に
自
己
 

の
 罪
悪
性
を
深
く
自
覚
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
舌
口
わ
ば
 
自
己
が
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
の
な
い
救
わ
れ
が
た
い
 
罪
 大
 で
あ
る
こ
と
を
自
覚
 

す
る
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
如
来
の
本
願
力
を
信
ず
る
 
こ
と
と
、
わ
れ
罪
人
な
り
と
の
自
覚
は
 、
 互
い
に
 
相
結
 合
す
る
二
に
し
て
一
な
 

る
こ
と
と
し
て
信
心
者
に
お
い
て
矛
盾
的
統
一
を
な
し
 
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
悲
の
摂
取
を
信
ず
る
こ
と
は
、
 同
時
に
罪
悪
深
重
な
る
 

自
己
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
如
来
廻
向
の
こ
の
 
信
 心
 に
よ
っ
て
罪
人
た
る
出
離
の
縁
な
き
者
は
、
そ
れ
に
 も
か
か
わ
ら
ず
、
浄
土
 

往
生
と
い
う
永
遠
の
浄
福
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
 
う
こ
と
に
な
る
。
 

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
ご
と
く
、
救
い
の
玉
体
、
 
す
 な
わ
ち
救
う
主
体
は
如
来
（
の
本
願
力
一
で
あ
り
、
 救
 わ
れ
る
者
、
す
な
わ
 

 
 

確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
何
故
人
間
は
み
ず
か
ら
の
 カ
で
 自
己
を
救
 う
 こ
と
が
で
 

ゆ
さ
な
い
の
か
、
そ
れ
は
 ヒ
 述
の
ご
と
く
罪
悪
深
重
 な
 出
離
の
縁
な
き
凡
夫
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
で
 
は
 自
己
を
救
 う
 こ
と
が
で
き
 

は
い
、
そ
れ
ほ
ど
に
自
己
の
罪
悪
性
が
自
覚
さ
れ
て
い
 る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
三
 顧
 転
入
に
お
い
て
 示
 さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
 

U
 。
し
か
も
こ
の
罪
悪
深
重
な
、
み
ず
か
ら
の
 力
 で
自
 己
 な
 救
 う
 こ
と
が
で
き
な
い
人
間
を
い
っ
く
し
み
あ
わ
 れ
ん
で
救
い
と
っ
て
く
   



往
生
と
は
仏
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
も
ち
ろ
ん
 
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
罪
悪
深
重
な
人
間
は
こ
の
 
世
に
お
い
て
仏
に
な
る
 

的
な
往
生
観
が
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
現
世
に
お
い
て
 
人
 間
 が
救
わ
れ
る
と
確
信
す
る
人
間
の
心
の
癒
し
が
あ
る
 
。
な
お
親
鸞
に
と
っ
て
 

め
ら
れ
て
、
人
間
の
汚
濁
の
心
の
中
に
生
ず
る
 

、
 

人
間
は
浄
土
往
生
と
い
う
永
遠
の
浄
福
を
得
る
こ
 

に
お
い
て
不
退
転
の
正
定
聚
の
位
に
定
ま
る
の
で
 

し
か
も
出
離
の
緑
な
き
罪
悪
深
重
な
人
間
で
あ
り
 

 
 

っ
て
み
ず
か
ら
の
罪
悪
性
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
 

舌
口
 
ぅ
が
 、
そ
こ
に
罪
人
た
る
人
間
の
救
い
が
あ
る
 

深
重
な
人
間
が
救
わ
れ
る
の
は
ま
さ
に
信
心
に
よ
 

く
な
る
こ
と
は
な
く
、
人
間
が
罪
人
で
あ
る
こ
と
 

か
し
そ
う
で
あ
る
 
よ
 り
ほ
か
な
 い
 自
己
を
悲
し
み
 

に
 溶
け
込
み
包
ま
れ
て
、
罪
人
た
る
人
間
は
安
ら
 

約
束
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
に
も
往
生
と
い
う
。
 

真
実
の
一
心
で
あ
る
信
心
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 
信
 心
 に
よ
っ
て
出
離
の
縁
な
き
 

と
が
決
定
的
な
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
信
心
に
 
よ
っ
て
の
み
人
間
は
こ
の
世
 

、
こ
の
人
間
が
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
正
 

あ
る
。
そ
こ
に
救
わ
れ
る
人
間
に
と
っ
て
の
救
い
が
あ
 

走
衆
と
し
て
浄
土
往
生
と
い
 

る
 。
救
わ
れ
る
の
は
人
間
、
 

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
 、
す
 な
わ
ち
他
力
の
信
心
に
よ
っ
 

い
う
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
 け
れ
ば
人
間
は
永
劫
に
わ
た
 

ら
ず
、
そ
の
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
て
救
い
出
さ
れ
る
こ
 
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
罪
悪
 

っ
て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
、
 そ
れ
で
も
人
間
の
罪
性
が
な
 

は
 変
わ
り
は
な
い
が
１
人
間
は
自
己
の
罪
性
を
除
去
す
 
る
こ
と
は
で
き
な
い
日
し
 

な
が
ら
も
、
こ
の
悲
し
み
も
如
来
の
大
慈
悲
に
抱
か
れ
 
て
 生
き
る
信
心
歓
喜
の
う
ち
 

か
な
心
で
往
生
・
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
 う
 に
 な
 る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
て
 

。
親
鸞
は
往
生
の
意
味
を
た
ん
に
死
後
と
の
み
し
な
い
 
で
、
如
来
に
よ
っ
て
往
生
が
 

生
き
て
い
る
と
き
か
ら
往
生
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
の
画
期
 

 
 

し
 伸
べ
て
浄
土
往
生
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 
る
 。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
 
お
の
ず
か
ら
し
か
ら
し
 

 
 

 
  

 

だ
さ
る
の
が
如
来
の
本
願
力
な
の
で
あ
る
。
仏
が
救
 う
 と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
は
、
仏
が
人
間
に
 
対
し
て
救
 い
 
の
手
を
差
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こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
信
心
に
よ
っ
て
成
仏
 す
 る
と
い
う
未
来
の
証
は
す
で
に
現
在
に
お
い
て
得
ら
れ
 
決
定
し
て
い
る
。
現
在
 

に
お
い
て
成
仏
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

な
お
こ
こ
で
浄
土
に
つ
い
て
 
一
 ミ
ロ
し
て
お
く
と
、
浄
土
 と
は
、
さ
と
り
の
世
界
、
 

浬
 架
の
世
界
、
真
実
の
世
界
 と
い
わ
れ
る
が
、
 
そ
 

ん
な
清
浄
な
世
界
は
あ
り
え
な
い
、
そ
ん
な
世
界
は
客
 観
 的
に
は
証
明
さ
れ
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
 
は
 、
浄
土
往
生
と
い
う
 

こ
と
は
問
題
に
な
ら
ず
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
こ
と
で
あ
り
 、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
 力
 と
い
う
こ
と
も
た
ん
に
神
話
で
 あ
る
と
し
て
否
定
さ
れ
 

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
客
観
 的
に
不
確
実
な
証
明
で
き
な
い
、
汚
れ
な
き
、
清
ら
か
 な
 、
さ
と
り
の
国
の
浄
 

土
 だ
か
ら
こ
そ
、
信
心
に
よ
っ
て
そ
れ
を
信
ず
る
こ
と
 も
あ
り
つ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
衆
生
を
救
済
 
す
る
弥
陀
の
本
願
力
を
 

信
ず
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
（
信
ず
る
と
い
う
こ
 と
は
人
間
の
分
別
知
を
超
え
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
）
。
 逆
 に
 舌
ロ
え
ば
、
そ
れ
ほ
ど
 

 
 

に
 出
離
の
縁
な
き
罪
に
汚
れ
た
自
己
が
 、
 更
に
舌
口
 
え
ぱ
 傲
土
 が
自
覚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
は
 、
 信
ず
る
か
信
じ
な
 

か
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
い
て
は
こ
の
浄
土
往
生
が
真
剣
 に
 求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
論
を
元
に
戻
し
て
、
如
来
の
前
に
た
だ
一
人
で
 立
つ
親
鸞
に
つ
い
て
、
ま
だ
論
じ
て
い
な
い
重
要
な
 
占
 を
 述
べ
る
こ
と
に
す
 

る
 。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
白
己
の
罪
悪
 深
 重
な
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
信
心
に
お
い
て
如
来
の
前
 
に
 一
人
で
立
つ
。
し
か
 

し
そ
の
こ
と
は
親
鸞
に
お
い
て
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 
と
 違
っ
て
、
他
者
か
ら
孤
立
し
て
如
来
の
前
に
た
だ
一
人
 
で
 立
つ
と
い
う
こ
と
を
 

題
 

」
の
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
如
来
と
の
み
か
か
わ
る
 
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
信
心
は
他
力
 廻
向
の
真
実
 心
 で
あ
り
、
 
如
 

 
 
 
 
 
 

女
，
ホ
 の
前
で
は
誰
で
も
平
等
で
あ
り
、
法
然
の
信
心
 で
あ
ろ
う
と
、
親
鸞
の
信
心
で
あ
ろ
う
と
、
更
に
は
 在
 家
の
信
心
で
あ
ろ
う
と
、
 

そ
 

り
 信
心
に
は
何
ら
の
相
違
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
 に
 仲
間
意
識
、
す
な
わ
ち
同
朋
同
行
主
義
の
思
想
が
現
 
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 

」
 ぅ
 し
て
親
鸞
は
信
心
・
念
仏
を
同
じ
く
す
る
人
々
 と
止
 （
に
あ
り
、
共
に
結
ば
れ
つ
つ
如
来
の
前
に
一
人
で
立
 つ
の
で
あ
る
。
如
来
の
   



前
に
一
人
で
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
同
朋
同
行
の
者
 
と
 の
 関
係
を
断
ち
切
っ
て
如
来
と
の
み
関
係
す
る
と
い
う
 
こ
と
で
は
な
く
、
信
心
 

に
お
い
て
横
の
関
係
に
お
い
て
同
朋
同
行
者
と
結
ば
れ
 、
 彼
ら
と
共
に
あ
り
つ
つ
、
縦
の
関
係
に
お
い
て
如
来
 
の
 前
に
た
だ
一
人
で
立
 

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
交
わ
 り
は
水
平
的
、
垂
直
的
と
い
う
二
重
の
重
層
的
交
わ
り
 を
意
味
す
る
。
親
鸞
に
 

お
け
る
単
独
者
に
は
同
朋
同
行
主
義
の
思
想
が
顕
著
に
 見
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
孤
立
せ
る
 
自
己
閉
鎖
的
な
単
独
者
 

に
 比
べ
て
、
親
鸞
に
お
け
る
単
独
者
は
、
自
己
開
放
的
 
な
 、
し
た
が
っ
て
他
者
と
共
に
喜
び
悲
し
む
、
人
間
的
 
な
 心
の
広
さ
豊
か
さ
を
 

持
っ
た
単
独
者
と
い
え
よ
う
。
ま
た
同
朋
同
行
主
義
の
 思
想
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
か
ら
は
「
わ
れ
 
わ
れ
」
の
思
想
を
読
み
 

と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
そ
れ
が
 
欠
け
て
い
る
。
互
い
に
心
が
結
ば
れ
合
 
う
者
 同
士
に
 お
い
て
は
じ
め
て
真
に
 

「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
 ｜
 仏
の
 本
願
を
中
心
と
し
て
結
ば
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
 ｜
、
そ
 こ
に
単
独
者
に
お
け
る
 

人
間
関
係
の
積
極
的
現
実
的
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
 
。
親
鸞
に
お
け
る
単
独
者
は
、
如
来
廻
向
の
信
心
に
お
 
い
 て
、
そ
れ
を
中
間
 規
 

定
 と
し
て
他
者
と
積
極
的
に
信
心
の
交
わ
り
を
結
ぶ
 単
 独
 者
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
他
者
と
信
心
の
交
わ
り
を
結
び
つ
つ
親
鸞
 は
 如
来
の
前
に
一
人
で
立
っ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
如
来
 
の
 前
に
一
人
立
っ
 単
 

狂
者
と
は
一
体
い
か
な
る
意
味
の
単
独
者
で
あ
る
の
か
 。
親
鸞
に
お
け
る
単
独
者
そ
の
も
の
の
本
質
的
特
性
が
 
最
後
に
明
ら
か
に
さ
れ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
論
じ
て
き
た
所
か
ら
 
推
 察
さ
れ
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
け
る
単
独
者
の
特
徴
は
 
信
 、
七
に
お
い
て
自
己
 
自
 

身
を
如
来
の
本
願
力
に
任
せ
き
っ
て
ー
そ
こ
で
は
人
間
 
の
 自
力
的
な
玉
体
的
意
志
の
面
は
否
定
さ
れ
て
い
る
 
｜
 、
他
力
の
立
場
に
徹
し
 

て
 、
そ
こ
に
立
つ
単
独
者
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
し
 た
が
っ
て
そ
の
単
独
者
に
お
い
て
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 的
 意
味
で
の
人
間
の
意
 

志
的
 自
力
的
な
三
体
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
が
 、
し
か
し
単
独
者
は
そ
の
否
定
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
 ち
 
「
わ
が
み
を
た
の
み
、
 

わ
が
こ
 ）
 る
る
 た
の
む
」
我
執
性
を
接
 無
 す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
、
か
え
っ
て
如
来
の
本
願
力
（
他
力
）
に
よ
っ
 て
 絶
対
的
に
肯
定
さ
れ
、
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わ て さ と   
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うらの とが浄に 鸞 

こ 異 土 お 
ろ 悪 往 け 
に 深 生 る 

親 軍 は 救 
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に 身 方 の 
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救
 い
 0
 間
題
の
特
徴
が
あ
る
。
出
離
の
縁
な
き
衆
生
を
 ぃ
 づ
く
し
み
悲
し
み
あ
わ
れ
ん
で
救
 い
 と
っ
て
、
浄
土
 往
生
と
い
う
永
遠
の
浄
 

福
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
に
弥
陀
の
本
願
が
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
親
鸞
の
至
り
着
い
た
と
こ
ろ
は
他
力
 信
の
世
界
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
お
い
て
他
力
が
真
に
問
 題
 に
な
る
の
は
、
 三
 

願
 転
入
に
お
い
て
見
た
ご
と
く
、
機
の
側
に
お
い
て
、
 自
己
の
力
を
尽
く
し
、
そ
の
果
て
に
自
己
に
敗
れ
、
 
自
 已
 に
絶
望
し
 、
 救
わ
れ
 

が
た
き
自
己
の
煩
悩
 職
盛
 な
罪
悪
性
を
自
覚
す
る
こ
と
 、
す
な
わ
ち
内
在
性
と
断
絶
し
た
実
存
に
お
い
て
で
あ
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

決
し
て
日
常
的
な
安
易
な
立
場
で
他
力
が
問
題
に
さ
れ
 
て
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
自
己
の
は
か
ら
い
を
も
っ
 
て
す
る
意
志
的
行
為
な
 

い
 し
態
度
を
主
体
性
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
が
主
体
と
し
 て
の
自
己
を
喪
失
し
、
見
失
っ
て
、
舌
口
わ
ば
「
ひ
と
」
（
 

巨
い
 
の
ま
 い
コ
 
一
の
立
場
に
 

立
っ
て
、
す
べ
て
を
他
人
ま
か
せ
に
し
て
行
為
し
判
断
 す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
日
常
的
に
は
、
彼
が
 他
人
に
よ
っ
て
律
せ
ら
 

れ
て
い
る
限
り
、
他
力
の
人
と
呼
べ
な
い
こ
と
は
な
い
 

か
し
、
親
鸞
に
お
い
て
他
力
は
決
し
て
そ
の
 ょ
ぅ
 な
 意
味
で
舌
口
わ
れ
て
 
ぃ
 

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
主
体
性
の
立
場
が
打
破
ら
れ
 る
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
だ
か
ら
他
力
に
生
き
 

る
 人
は
決
し
て
正
体
と
し
て
の
自
己
を
喪
失
し
、
見
失
 
っ
て
、
日
常
的
な
「
ひ
と
」
の
状
態
に
い
る
人
で
は
な
 く
 、
か
え
っ
て
そ
の
よ
 

う
な
主
体
と
し
て
の
自
己
を
深
く
見
つ
め
、
自
己
の
力
 を
 尽
く
し
て
主
体
的
自
己
に
生
き
抜
い
た
人
で
あ
る
と
 舌
口
え
よ
 
う
 。
そ
し
て
そ
 

の
 果
て
に
主
体
と
し
て
の
自
己
に
敗
れ
た
人
で
あ
り
、
 主
体
と
し
て
の
自
己
の
限
界
を
自
覚
し
た
人
で
あ
る
。
 
そ
の
自
覚
に
よ
っ
て
 、
 

し
か
し
な
が
ら
、
主
体
性
の
立
場
は
佃
 釜
思
 
味
な
も
の
と
 し
て
廃
棄
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
逆
に
一
定
 
の
 限
界
内
で
肯
定
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
る
。
他
力
の
立
場
は
決
し
て
自
力
の
立
場
 な
し
に
最
初
か
ら
問
題
に
な
り
注
目
さ
れ
る
の
で
は
な
 
く
 、
自
力
を
通
し
て
の
 

み
 真
に
任
目
さ
れ
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
 
こ
と
で
あ
る
。
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唯
円
「
歎
異
抄
 ヒ
日
 定
本
親
質
聖
人
全
集
 ヒ
 -
 
以
下
「
定
木
ロ
 
と
 略
す
 -
 第
四
巻
、
第
二
別
、
法
蔵
 館
 、
昭
和
五
一
年
、
三
七
頁
。
 

親
鸞
「
教
行
信
証
 口
 「
借
券
」
、
 円
 
日
本
思
想
大
系
Ⅱ
親
鸞
 
ヒ
 （
 
以
 下
 
「
教
行
信
証
 ヒ
と
 略
す
 -
 
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
一
①
 八
頁
。
 

「
 
未
燈
妙
口
 
第
二
通
、
「
（
正
木
ロ
第
三
巻
、
第
四
刷
、
昭
和
五
四
年
 
、
六
九
頁
。
 

大
原
性
 實
 
「
数
行
信
 譚
 概
説
」
第
三
 
刷
 、
平
楽
手
書
店
、
一
九
七
 0
 午
 、
 ハ
 セ
ー
八
八
頁
参
照
。
 

「
歎
異
抄
 ヒ
 
「
定
本
 ヒ
 第
四
巻
、
三
八
頁
。
 

善
導
「
観
無
量
寿
経
義
疏
」
「
 
散
善
義
 」
、
「
執
行
信
証
 し
 「
信
吉
」
 
、
 曲
し
土
八
一
見
。
 

「
一
念
 多
 怠
文
意
」
、
「
定
本
」
第
三
巻
、
一
四
二
頁
。
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支
え
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
 

指 五 
暮 鳥 
着 地 
0 万 
持 の 
た 潜 
ず 伏 

キ 
一 " 一 "  り 

百 シ 

数 タ 

十 、 ノ 

年 の 
間 間 
@@ し @- @ 一 

わ ・『 

た 天 
る 地 
江 始 
戸 之 

事 幕府 」 
の と 

  
足末 
お が 

い イー ム 

  
    
タ る 

  

  
の 一     
  

長 
崎     

県 キ て 死の え ン る論 
l い後 か る 理キ文 

了 一 ワ く に を も 解 り 要 
  l こ お 解の を シ旨 

長 。 『   
  
お 解 

  
海 
  
  

  
黒崎 

  
な 
ど 

か 

ら 
  
七 
  
七 
年 
c 
移 
  

( 主 
  
て 
  
  

崎 
た 
  
  
が 

居 
着 
  
た   

「
天
地
 始
 2
 車
」
に
み
る
潜
伏
キ
リ
シ
タ
 ン
の
 救
済
観
 



が
 編
ま
れ
た
。
そ
れ
が
こ
の
「
天
地
」
で
あ
っ
た
と
い
 
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
 "
 

忘
却
さ
れ
か
け
て
き
た
頃
、
彼
ら
自
身
の
思
想
、
す
な
 
わ
ち
神
の
寛
大
さ
、
来
世
に
お
け
る
救
い
の
希
望
を
よ
 
り
 明
確
に
示
し
た
一
書
 

外
海
、
五
島
地
方
は
地
味
が
貧
し
く
、
こ
れ
と
い
っ
た
 
産
業
も
な
く
、
人
々
は
助
け
合
っ
て
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
 
な
ら
な
か
っ
た
。
 
物
 

質
的
な
貧
し
さ
に
、
精
神
的
な
迫
害
が
加
わ
っ
た
。
 
最
 も
 辛
か
っ
た
の
は
、
幕
府
の
寺
請
制
度
に
よ
っ
て
 
、
表
 向
き
は
仏
教
徒
と
し
て
 

し
か
生
き
て
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
毎
年
正
月
に
は
 
絵
 踏
 を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
 
う
 。
神
を
否
定
す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
神
に
見
離
さ
れ
、
死
後
の
救
い
ま
で
失
う
 @
 」
と
が
最
大
の
恐
怖
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
 

  

の
な
か
に
、
彼
ら
は
い
か
な
る
罪
も
許
し
て
く
れ
る
 寛
 大
な
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
、
楽
天
的
と
も
い
え
る
よ
 
う
な
救
済
へ
の
信
頼
を
 

示
し
て
い
る
。
神
に
ま
で
見
離
さ
れ
て
は
、
現
世
に
お
 
い
て
も
来
世
に
お
い
て
も
救
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
  
 

「
天
地
 始
 2
 車
」
と
は
旧
約
聖
書
の
「
創
世
記
」
を
 意
 抹
 す
る
が
、
全
体
は
天
地
創
造
、
天
使
と
人
間
の
堕
落
 
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
、
 

聖
母
マ
リ
ア
の
事
、
世
界
の
終
末
な
ど
新
、
旧
約
聖
書
 
に
 題
材
を
取
っ
た
も
の
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
係
の
な
   

よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
部
分
ょ
り
な
る
。
そ
の
成
立
過
程
 を
 明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
地
方
に
 
活
躍
し
た
宣
教
師
、
伝
 

道
師
た
ち
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
新
、
旧
約
聖
書
物
語
 お
よ
び
ロ
ザ
リ
オ
の
一
五
玄
義
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
 。
そ
の
べ
 ー
 ス
の
上
に
 、
 

指
導
者
を
持
た
ぬ
彼
ら
は
記
憶
を
た
ど
り
つ
つ
、
自
由
 
な
 想
像
力
を
駆
使
し
、
民
間
に
流
布
し
て
い
た
伝
承
・
 
物
語
を
換
骨
奪
胎
し
て
 

挿
入
し
創
作
し
た
の
で
あ
る
。
 

江
戸
幕
府
の
長
 い
 禁
教
の
時
代
を
通
し
て
、
次
第
に
薄
 れ
て
ゆ
く
正
統
な
教
義
を
保
持
し
、
行
事
や
オ
ラ
シ
ョ
 
一
 
祈
り
）
の
意
味
を
 

伝
え
て
ゆ
く
文
書
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
し
か
 
し
な
が
ら
、
一
七
世
紀
の
迫
害
が
厳
し
か
っ
た
時
代
に
 
は
 、
発
見
さ
れ
や
す
い
 

文
書
の
形
で
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
語
り
 
べ
 の
よ
う
な
人
た
ち
が
口
伝
で
伝
え
て
き
た
。
正
当
な
 教
義
が
 暖
昧
 と
な
り
、
 

  



 
 
 
 

キ
リ
シ
タ
ン
時
代
か
ら
潜
伏
時
代
を
通
じ
、
も
っ
と
も
 重
要
な
教
義
 書
 と
し
て
、
「
ド
チ
リ
イ
ナ
ー
キ
リ
シ
タ
ン
 
六
 
「
こ
ん
ち
り
さ
ん
 

 
 
 
 

事
 
]
 

 
 
 
 

柁
 

の
り
や
く
 L
 、
 
祈
 積
善
と
し
て
は
「
お
ら
し
よ
の
 翻
 訳
ヒ
が
 挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
か
な
り
 正
確
な
写
本
が
明
治
初
期
ま
 

 
 

 
 

地
 ぼ

で
伝
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
キ
リ
シ
 

タ
ン
時
代
に
欧
 人
 宣
教
師
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
 
い
わ
ば
与
え
ら
れ
た
も
の
で
 

みる 潜 

一
 
R
,
 

ン
 か
ら
聴
取
し
た
記
録
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
。
 

  

こ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
組
織
は
現
在
 
の
カ
ク
レ
 
キ
リ
シ
タ
ン
の
間
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
 

溥
 

こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
ひ
と
り
の
指
導
 
者
 も
い
な
い
潜
伏
時
代
に
ど
の
程
度
教
義
や
儀
礼
が
伝
 度
 さ
れ
え
た
の
か
、
ま
た
 寺
 

潮
 
ぬ
 

請
 制
度
に
よ
っ
て
仏
教
が
強
要
さ
れ
た
結
果
、
 キ
 リ
ス
ト
 裁
 と
日
本
の
諸
宗
教
が
ど
の
程
度
 混
 清
し
て
い
 っ
 た
の
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
 

テ
 ら
か
み
 

が
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
に
欠
け
て
い
る
。
わ
ず
か
 

に
 
一
 セ
九
 0
 年
 @
 政
三
の
浦
上
一
番
崩
れ
の
際
、
長
 
崎
 奉
行
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
 

 
 

-
2
-
 

僻
 

た
い
わ
ゆ
る
や
、
幕
末
の
浦
 正
三
番
、
四
番
崩
れ
に
関
す
る
調
書
、
お
よ
び
プ
チ
 
ジ
 ャ
ン
 司
教
が
復
活
キ
リ
シ
タ
 

キ
リ
シ
タ
ン
の
潜
伏
時
代
は
、
一
六
四
 0
 年
 
@
 永
一
七
 一
の
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
奉
行
の
任
命
の
年
、
あ
る
い
は
 
一
六
四
四
年
 

に
お
け
る
最
後
の
司
祭
、
す
な
わ
ち
信
徒
の
指
導
者
で
 あ
っ
た
小
西
マ
ン
シ
ョ
が
殉
教
し
た
年
を
も
っ
て
始
ま
 
る
と
考
え
て
よ
 

国
体
制
が
完
成
し
、
外
国
人
宣
教
師
と
の
連
絡
は
完
全
 
に
 断
た
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
幕
府
の
迫
害
・
 
監
視
 干
 に
お
い
 

シ
タ
ン
の
信
仰
は
継
承
さ
れ
続
け
た
。
潜
伏
時
代
に
お
 け
る
教
義
、
祈
 禧
文
 、
洗
礼
，
葬
儀
等
々
の
儀
礼
の
伝
 承
な
ど
、
彼
ら
 

 
 

こ
の
伝
承
を
支
え
た
組
織
は
、
潜
伏
時
代
に
入
る
以
前
 
に
 宣
教
師
た
ち
の
指
導
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
た
 
一
 般
 信
徒
に
よ
 

ブ
 ラ
リ
ア
⑤
 O
 コ
 h
q
p
q
 

乙
 、
す
な
わ
ち
日
本
の
民
衆
の
 間
 に
広
く
見
ら
れ
る
「
 講
 」
の
よ
う
な
信
心
金
で
あ
っ
 た
 。
幕
末
か
ら
 

  

期
 に
か
け
て
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
が
復
活
し
た
地
域
に
お
 い
て
、
 帳
方
 １
本
方
 ｜
 取
次
役
と
い
っ
た
宗
田
組
織
が
 必
ず
存
在
し
た
 の

 日
本
 

い
 。
 鎖
 

て
 キ
リ
 

の
信
仰
 

る
 コ
ン
 

明
治
初
 

こ
と
も
 



り
 、
そ
の
な
か
に
示
さ
れ
た
寛
大
な
神
に
対
す
る
、
 
彼
 ら
 め
せ
つ
な
る
救
い
の
希
求
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
と
 
ら
ず
し
て
、
本
書
の
意
 

工 め よ の か た 奉 り 思 
統 居、 い 中 片 に か 書 ス え 
な 愁 意 で 岡 つ を を ト ま 

せ
ん
。
か
な
り
の
伝
説
が
た
く
み
に
織
り
交
ぜ
て
あ
る
 
か
ら
で
す
。
と
は
申
し
ま
し
て
も
、
こ
の
本
の
根
底
 
と
 な
る
も
の
は
 キ
 

一
 
@
-
 

教
 的
な
も
の
で
す
。
」
と
否
定
的
な
評
価
を
与
え
て
 ぃ
 る
 。
最
初
の
「
天
地
」
の
研
究
者
で
あ
り
紹
介
者
で
あ
 
る
 日
比
耕
地
 は
、
 

信
仰
に
も
と
づ
く
来
世
へ
の
明
る
い
希
望
を
 、
 隠
れ
て
 生
き
続
け
た
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
保
存
 
し
 伝
承
し
て
い
 

 
 

、
土
民
的
な
舌
口
業
で
語
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
て
 
る
が
、
そ
の
希
望
が
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
表
現
 
さ
れ
て
い
る
の
 

 
 

弥
吉
は
 「
「
天
地
 始
之
事
 」
は
、
こ
の
よ
う
な
外
的
、
内
 的
 条
件
（
松
任
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
よ
る
 

潜
 伏
 一
の
異
常
 さ
 

、
聖
書
物
語
の
原
形
に
 、
 多
く
の
異
質
的
要
素
が
混
成
 さ
れ
、
土
俗
信
仰
的
変
容
を
来
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
し
 か
し
、
そ
れ
を
 

味
の
風
土
化
と
見
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
の
べ
た
よ
 
う
 な
 、
政
治
、
経
済
、
宗
教
な
ど
の
異
常
な
環
境
条
件
が
  
 

一
 
6
 一
 

や
 信
仰
ま
で
異
常
化
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
の
事
例
と
 
し
て
大
切
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
  
 

教
義
の
み
が
正
常
で
あ
り
、
民
衆
的
な
変
容
の
姿
は
異
 
常
 と
み
る
見
方
は
あ
ま
り
に
も
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
 偏
 狭
 な
評
価
で
あ
 

あ
る
。
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
、
潜
伏
 
時
代
の
日
本
人
信
徒
の
手
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
、
 
潜
 伏
 キ
リ
シ
タ
ン
自
身
の
 

キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
示
す
き
わ
め
て
興
味
深
い
文
書
が
 
「
天
地
」
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
お
け
る
日
本
 人
の
キ
リ
シ
タ
ン
理
解
 

 
 

を
 示
す
最
良
の
史
料
が
ハ
ビ
ア
ン
の
「
妙
貞
問
答
」
 
お
 ょ
 び
「
破
堤
手
頃
」
と
す
る
な
ら
ば
、
潜
伏
時
代
に
お
 
け
る
そ
れ
は
「
天
地
」
 

で
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
思
想
史
的
展
開
、
あ
る
い
は
 
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
土
着
と
変
容
等
の
テ
ー
マ
に
か
ん
 
し
て
興
味
を
抱
く
者
に
 

と
っ
て
、
「
天
地
」
は
必
見
の
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

最
初
に
長
崎
の
浦
上
地
方
で
「
天
地
」
を
発
見
し
た
 プ
 チ
 ジ
ャ
ン
司
教
は
 、
 「
そ
の
 本
 自
体
は
、
最
初
に
考
え
た
 程
 貴
重
で
あ
る
と
は
   



目
 
の
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
 

「
天
地
」
の
創
作
年
代
の
推
測
の
た
め
に
は
、
 

一
 

体
 ど
の
よ
う
な
目
的
で
編
纂
さ
れ
、
ま
た
ど
の
程
度
 

正
 し
い
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
 

 
 

一
 
9
-
 

 
 

、
ほ
と
ん
ど
は
明
治
、
大
正
年
間
の
も
の
で
あ
る
。
 
ム
 
「
 日
 ま
で
原
本
と
思
わ
れ
る
も
 

ト石神 

を
 挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
内
、
六
本
は
外
海
地
方
、
三
 本
は
五
島
地
方
で
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。
書
写
 
年
が
 明
記
さ
れ
て
い
る
最
も
 

   
 

 
 

る
 。
カ
ク
 レ
 

キ
リ
シ
タ
ン
研
究
の
先
駆
者
と
し
て
著
名
 な
国
 北
 新
也
は
九
本
の
写
本
 

 
 

シケ     

一
八
六
五
年
四
月
一
八
日
で
あ
る
。
プ
チ
ジ
ャ
ン
司
教
 

は
浦
上
の
水
 

ド
ミ
み
ず
か
た
ン
ゴ
岩
永
ス
面
と
一
本
木
で
八
万
 

万
 

っ
 た
と
き
に
一
書
を
入
手
 

 
 

曲
 

 
 

に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
天
地
」
 

が
 最
初
に
発
見
さ
れ
た
の
は
 

二
 

「
天
地
 始
 文
事
」
成
立
の
経
緯
 

 
 

義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

「
天
地
」
の
意
義
に
つ
い
て
最
も
適
切
な
理
解
を
示
し
た
 の
は
紙
谷
威
 応
 で
、
そ
の
著
書
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
神
話
 的
 世
界
」
の
な
か
で
、
 

「
天
地
 
始
之
 事
の
中
心
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
キ
リ
ス
 ト
の
 生
涯
に
よ
る
人
間
の
救
済
な
の
で
あ
り
、
一
中
略
）
 神
の
こ
の
一
生
は
苦
難
 

 
 

の
末
 、
死
ん
で
パ
ラ
イ
ソ
に
行
き
、
地
上
の
人
間
の
世
 界
 と
天
国
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
 う
 に
思
わ
 れ
る
。
」
と
述
べ
、
「
 
死
 

後
の
世
界
で
の
救
済
、
つ
ま
り
後
世
の
助
か
り
こ
そ
、
 
聖
母
マ
リ
ア
と
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
 
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
 、
 

キ
リ
シ
タ
ン
の
希
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
 

三
 

と
結
論
づ
け
 て
い
る
。
こ
の
書
は
「
天
地
」
全
体
に
わ
た
っ
て
民
俗
 学
的
観
点
か
ら
氏
の
解
 

釈
 が
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
 は
 、
「
天
地
」
の
中
心
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
 寛
 大
な
る
神
の
希
求
 と
死
 

後
の
助
か
り
へ
の
望
み
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
に
絞
っ
て
 
、
 「
天
地
」
の
思
想
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
 い
と
回
心
 
う
 。
 

  



 
 

の
を
持
っ
て
行
き
た
い
と
強
く
望
ん
だ
こ
と
は
想
像
に
 
か
た
く
な
い
。
「
天
地
」
が
長
崎
県
北
の
平
戸
、
生
月
 地
 万
か
ら
は
発
見
さ
れ
 

万
を
中
心
に
教
義
、
祈
 禧
 文
を
伝
承
し
て
き
た
が
、
 

口
 伝
 ゆ
え
 

解
の
希
薄
化
は
 、
 誰
に
確
認
す
る
す
べ
も
な
か
っ
た
 彼
 ら
に
と
 

目
的
は
、
希
薄
化
し
つ
っ
あ
る
伝
承
が
完
全
に
失
わ
れ
 
ス
ユ
 
刊
に
 

シ
タ
ン
時
代
よ
り
受
け
継
い
で
き
た
教
え
を
書
き
留
め
 
る
こ
と
 

た
も
の
も
多
く
、
そ
の
部
分
に
関
し
て
は
な
ん
と
か
あ
 
や
ふ
や
 

ら
 自
身
の
解
釈
を
織
り
交
ぜ
て
創
作
す
る
ほ
か
な
か
っ
 
た
の
で
 

ま
た
「
天
地
」
の
創
作
を
直
接
的
に
促
す
契
機
と
な
っ
 
 
 

っ
 た
か
と
推
測
す
る
。
外
海
と
五
島
の
福
江
島
は
五
島
 灘
 を
は
 

と
っ
て
は
二
度
と
故
郷
の
土
地
を
踏
む
こ
と
は
な
い
と
 
の
 覚
悟
 

ら
に
 辺
郡
 な
、
役
人
の
監
視
の
日
が
届
き
に
く
い
痩
せ
 た
 不
便
 

の
 布
教
が
な
さ
れ
た
と
は
い
え
、
早
い
時
期
に
棄
教
 
し
 て
お
り
 

差
別
を
行
な
っ
た
。
移
住
し
た
外
海
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
 
ン
 た
ち
 

な
り
と
も
安
全
な
形
で
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
 
と
で
あ
 

が
 キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
生
活
を
維
持
し
て
ゆ
く
た
め
に
 

比
旺
 
,
 
つ
 当

然
の
こ
と
な
が
ら
忘
失
、
記
憶
違
い
が
生
じ
、
と
り
 
わ
け
意
味
の
理
 

っ
て
 、
 何
に
も
ま
し
て
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
。
「
 天
   

な
ん
と
か
し
て
そ
の
時
 占
 に
お
け
る
最
大
の
努
力
を
傾
 伍
 し
、
キ
リ
 

に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
 失
 わ
れ
て
し
ま
っ
 

な
 記
憶
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
た
り
、
ま
っ
た
く
日
本
的
な
 
発
想
に
よ
る
 彼
 

あ
る
。
 

一
 
l
 一
 

怯
 
一
七
九
七
年
の
外
海
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
五
島
 移
住
で
は
な
が
 

さ
ん
で
約
六
 0
 
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
 程
 隔
た
っ
て
い
る
が
、
 

移
住
者
た
ち
に
 

の
も
と
に
、
信
仰
を
守
る
た
め
に
あ
え
て
 辺
郡
 な
五
島
 の
な
か
で
も
さ
 

な
 土
地
を
開
墾
し
て
居
着
い
た
の
で
あ
る
。
五
島
は
 
一
 時
 キ
リ
シ
タ
ン
 

 
 

じ
け
 も
ん
 

、
土
着
の
「
地
下
者
」
は
新
参
の
キ
リ
シ
タ
ン
「
居
村
 
者
 」
に
対
し
て
 

に
と
っ
て
唯
一
の
慰
め
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
の
 信
 伸
生
活
を
多
少
 

っ
 た
ろ
う
。
僻
地
に
孤
立
し
、
局
棚
と
の
連
絡
も
ま
ま
 
な
ら
な
い
彼
ら
 

か
ぎ
り
正
し
い
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
や
祈
り
の
文
句
を
 書
き
記
し
た
も
 

な ィ呆 

分 持       
は る       
で 3% 

@ 

結論   
的 程 
に 度 
述 変 

べ 容 
る る 

む き 

ら た   
  て 

Ⅱいる 山見仏利休     
ィ 云 を 
道 明 

白雨 ら 

レ 一 か   
ぅ す 
ナ目 る 

導 こ 

者 と 

を が 

失 心 
つ 要 
て な 

長 作 
年 菜 
月 で 
が あ 
た る ち     
そ こ 

の で 

間 は   
帳 か 

  



  

「
天
地
」
は
、
タ
イ
ト
ル
を
有
す
る
一
四
の
章
に
、
最
終
 

尾
に
 タ
イ
ト
ル
を
欠
く
一
章
が
付
さ
れ
、
全
体
と
し
て
 

一
五
章
か
ら
な
っ
て
 79 

て
お
ら
ず
、
県
南
の
長
崎
・
外
海
・
五
島
地
方
に
し
か
 

存
在
し
な
い
こ
と
も
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
 

あ
ろ
う
。
 

「
天
地
」
の
変
容
度
は
、
長
崎
・
外
海
が
三
世
代
以
上
 

に
わ
た
っ
て
宣
教
師
の
直
接
の
指
導
を
受
け
て
き
た
 

地
 域
 で
あ
る
こ
と
を
 

考
 

慮
に
 入
れ
る
な
ら
ば
、
か
な
り
の
年
月
を
経
た
時
期
の
 

創
作
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
潜
伏
時
代
に
入
っ
 

て
 半
世
紀
ほ
ど
で
こ
の
 

よ
う
な
変
容
を
き
た
す
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
 

一
セ
 
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
 

す
く
な
く
も
文
政
十
年
 

二
八
二
 
ま
 以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
 

の
で
、
潜
伏
時
代
に
入
っ
て
か
ら
百
五
十
年
弱
を
経
過
 

し
た
五
島
移
住
の
時
期
、
 

す
な
わ
ち
一
八
世
紀
末
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
 

 
 

次
に
誰
の
手
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
 

五
島
移
住
後
の
作
品
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
 

、
外
海
か
浦
上
の
潜
 

伏
 キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
天
地
」
は
キ
リ
 

シ
タ
ン
の
知
識
は
無
論
の
こ
と
、
か
な
り
仏
教
的
な
素
 

養
 、
一
般
的
な
教
養
も
 

身
に
つ
け
た
知
識
人
で
な
け
れ
ば
も
の
せ
な
い
も
の
で
 

あ
る
。
さ
す
れ
ば
教
養
豊
か
な
武
士
、
僧
侶
、
儒
学
者
 

、
国
学
者
等
の
学
者
が
 

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
に
そ
れ
に
相
当
す
る
・
㍗
 

ぬ
 

よ
う
な
キ
リ
シ
タ
ン
は
歴
史
上
存
在
し
な
い
。
次
に
考
 

え
ら
れ
る
の
は
、
浦
上
の
潜
 

沖
伏
 キ
リ
シ
タ
ン
の
指
導
者
た
る
 

帳
万
 、
お
よ
び
 
何
 人
 か
の
協
力
者
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
は
た
し
て
こ
れ
だ
 

け
の
も
の
が
ま
と
め
ら
れ
る
 

 
 

 
 

べ
て
き
た
こ
と
を
総
合
す
れ
 

 
 

が
ば
 、
「
天
地
」
は
浦
上
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
 

指
 導
者
た
る
 
帳
 方
を
中
心
に
、
外
海
の
信
徒
の
五
島
移
住
を
 

契
機
と
し
て
、
一
八
世
紀
末
 

 
 

ン
 自
身
の
手
に
な
る
キ
リ
シ
タ
ン
教
義
 

書
 と
い
え
よ
う
 

 
 

 
 
 
 

事
 
@
 

  



「
 
A
U
 
 

ア
ダ
ン
 

と
ェ
ワ
 、
マ
サ
ン
（
 林
 蜂
の
木
の
実
 を
食
す
 

文
中
に
お
け
る
欧
語
は
原
則
と
し
て
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
 
し
た
。
 

-
 
は
 -
 

本
文
引
用
 中
 、
下
線
部
は
欧
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
 
 
 
）
内
は
筆
者
の
補
任
で
あ
る
。
な
お
本
文
は
太
字
で
示
 し
た
。
ま
た
地
の
 

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
が
い
か
に
神
の
許
し
と
救
い
を
 希
求
し
た
か
を
み
て
ゆ
こ
う
。
 

の
後
悔
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
神
を
否
定
し
続
け
ね
ば
 
な
ら
な
い
深
い
絶
望
感
に
お
そ
れ
 

あ
る
デ
ウ
ス
に
許
し
を
乞
い
続
け
る
こ
と
は
恥
ず
か
し
 
く
も
あ
り
、
恐
ろ
し
く
も
あ
っ
た
 

長
崎
・
外
海
・
五
島
地
方
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
、
そ
し
 
て
 現
在
の
こ
の
地
域
の
 カ
ク
レ
 

正
体
で
あ
り
、
デ
ウ
ス
観
音
や
キ
リ
ス
ト
観
音
が
ほ
と
 ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
は
、
恐
ろ
し
 

い
 か
な
る
罪
を
犯
そ
う
と
も
許
し
て
包
み
込
み
、
父
に
 と
り
な
し
を
し
て
く
れ
る
、
母
な
 

の
 信
仰
の
姿
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
天
地
」
の
な
か
に
 は
 長
崎
・
外
海
・
五
島
の
潜
伏
 キ
 

の
姿
を
求
め
、
弾
圧
に
屈
し
て
神
を
否
定
し
続
け
て
も
 、
最
後
に
は
優
し
く
救
い
の
手
を
 

｜
ジ
を
 求
め
た
か
が
読
み
と
れ
る
。
以
下
に
「
天
地
」
 
の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
、
神
の
寛
大
 れ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
厳
し
い
裁
き
の
神
で
 

ろ
う
。
 

キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
対
象
は
マ
リ
ア
観
音
が
 

い
 父
 な
る
神
で
は
な
く
、
無
限
に
優
し
く
、
 

る
 神
に
救
い
 な
 求
め
る
し
か
な
か
っ
た
彼
ら
 

リ
シ
タ
ン
た
ち
が
い
か
に
寛
大
な
許
し
の
神
 

さ
し
の
べ
て
く
れ
る
「
救
い
の
神
」
の
 ィ
メ
 

さ
と
救
い
の
業
を
示
す
部
分
を
抜
き
出
し
、
 

信
仰
を
有
し
て
も
、
毎
年
正
月
に
は
踏
絵
を
踏
み
、
 
神
 を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。
 絵
踏
 の
あ
 と
い
く
ら
コ
ン
チ
リ
 サ
 

 
 

ン
 

（
悔
い
改
め
一
の
オ
ラ
シ
ョ
を
唱
え
よ
う
と
、
ま
た
 来
年
の
同
じ
季
節
に
な
れ
ば
踏
絵
に
足
を
か
け
ね
ば
な
 
ら
な
か
っ
た
。
心
か
ら
 

ト
 教
か
ら
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
ほ
ど
の
優
し
い
、
好
々
爺
 
と
も
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
デ
ウ
ス
像
が
示
さ
れ
て
い
る
 

い
か
に
強
い
一
 

 
  
 

い
る
。
「
天
地
」
を
通
読
す
る
と
き
、
旧
約
聖
書
に
見
ら
 れ
る
厳
し
い
 父
 な
る
神
の
姿
は
み
ら
れ
ず
、
き
わ
め
て
 寛
容
な
本
来
の
キ
リ
ス
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ま
た
「
子
ど
も
を
 つ
 
れ
て
き
た
り
な
ば
、
よ
く
名
を
さ
 つ
 
け
得
さ
せ
ん
」
と
の
言
葉
は
、
お
授
け
一
洗
礼
一
に
 よ
っ
て
 、
 
「
ア
ニ
マ
の
 

ン
ュ
ス
 
ヘ
ル
㊥
 u
c
@
 

寸
の
「
悪
魔
 

-
 が
 
「
数
月
 の
 ア
ン
ジ
 
ョ
う
三
 。
天
使
 一
 も
わ
れ
を
尊
敬
あ
る
。
よ
り
て
エ
 フ
 ・
ア
ダ
ン
も
 此
 ジ
ュ
 

ス
 ヘ
ル
を
 お
 が
 み
 め
さ
れ
」
と
、
大
租
ア
ダ
ン
一
戸
良
 
い
 昌
 @
 と
 エ
 フ
 
一
門
 
づ
 巴
を
も
だ
ま
そ
う
と
す
る
。
い
か
に
 
す
べ
き
か
激
し
く
論
じ
 

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
デ
ウ
ス
天
下
り
、
ア
ダ
ン
 と
エ
フ
 は
 手
を
あ
わ
せ
て
デ
ウ
ス
を
拝
み
、
過
ち
を
後
悔
し
た
 
。
そ
の
と
き
の
デ
ウ
ス
 

の
 言
葉
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
 

で
ぅ
 
す
の
た
ま
 ぅ
 は
 、
 「
じ
ゅ
 す
 へ
る
は
拝
む
と
も
、
 
ま
さ
ん
 
目
ぷ
ぎ
 林
檎
）
の
木
の
実
、
か
な
ら
ず
く
 う
 事
な
か
れ
。
さ
て
、
 

ゑ
わ
 ，
あ
だ
ん
、
子
ど
も
を
 つ
 れ
て
き
た
り
な
ば
 、
よ
 く
 名
を
さ
つ
け
得
さ
せ
ん
」
と
、
な
さ
け
も
ふ
か
き
 
御
 こ
と
ば
に
、
み
な
 

一
同
に
か
へ
り
け
り
。
 

Ⅰ
 ン
ュ
ス
 ヘ
ル
は
拝
む
と
も
」
す
な
わ
ち
「
悪
魔
は
拝
ん
 で
も
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
 て
は
、
い
か
な
る
こ
と
 

が
あ
っ
て
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
句
 
か
ら
だ
け
で
も
、
「
天
地
」
が
潜
伏
時
代
初
期
の
産
物
 で
は
な
い
と
推
測
す
る
 

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
大
地
」
の
作
者
が
「
仏
を
拝
 む
と
も
 
一
 こ
こ
で
は
悪
魔
は
仏
と
お
き
か
え
る
こ
と
 が
で
き
よ
う
こ
と
 
@
=
 

ロ
っ
 

た
 心
を
察
す
る
に
、
何
と
し
て
も
デ
ウ
ス
に
は
「
仏
を
 拝
む
と
も
」
と
言
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
、
潜
伏
キ
 
リ
シ
タ
 
ン
 た
ち
は
救
わ
れ
な
い
 

の
で
あ
る
。
「
仏
を
拝
ん
で
は
い
け
な
い
」
と
い
わ
れ
た
 途
端
、
表
向
き
仏
教
徒
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
い
 
ら
れ
た
彼
ら
は
、
 
死
か
、
 

救
い
 な
 失
う
か
ど
ち
ら
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
こ
 
と
に
な
る
。
潜
伏
時
代
に
あ
っ
て
 、
 生
き
な
が
ら
え
な
 が
ら
信
仰
を
全
う
す
る
 

に
は
、
な
ん
と
し
て
で
も
Ⅰ
 ン
ュ
ス
 ヘ
ル
（
仙
一
 
は
拝
 む
と
も
」
許
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
   

-
 
Ⅱ
 一
 

て
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
マ
サ
ン
の
木
の
実
 、
か
 な
ら
ず
く
う
事
な
か
れ
」
と
、
現
世
に
お
け
る
タ
ブ
ー
 が
 課
さ
れ
る
こ
と
と
な
 

る
 。
 

  



て
 認
め
ら
れ
る
と
い
う
儀
礼
で
あ
る
か
ら
、
ア
ダ
ン
 
と
 エ
フ
 の
子
孫
た
ち
も
洗
礼
の
儀
式
を
通
し
て
救
い
に
 
い
 た
る
道
が
デ
ウ
ス
に
 ょ
 

っ
て
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
デ
ウ
ス
の
 
「
な
さ
け
も
ふ
か
き
 御
 こ
と
ば
」
が
な
け
れ
ば
、
潜
伏
 キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
 心
 

安
ら
か
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
 
,
 
つ
 

し
か
し
、
エ
 フ
 も
ア
ダ
ン
も
 ジ
ュ
ス
 ヘ
ル
の
甘
言
に
の
 り
 、
禁
断
の
木
の
実
を
食
べ
、
デ
ウ
ス
の
捉
に
背
い
て
 し
ま
い
、
「
た
ち
ま
ち
 

に
天
の
快
楽
を
失
い
、
 

l
,
 

。
。
：
 

某
 ざ
ま
す
ぐ
に
ひ
か
か
わ
り
」
「
 大
ほ
さ
け
び
地
に
ふ
し
て
、
血
の
な
み
だ
を
 む
 が
し
、
 千
悔
す
れ
ど
も
」
そ
の
 

が
い
は
な
か
っ
た
。
ア
ダ
ン
 と
 エ
 フ
 は
デ
ウ
ス
に
「
 我
 い
ま
 一
ど
、
 何
と
 ぞ
バ
 ラ
イ
ソ
の
快
楽
を
、
つ
け
さ
せ
 た
 ま
わ
れ
か
し
」
と
 願
 

っ
た
 。
 

さ
も
あ
ら
ば
四
百
余
年
の
後
悔
す
べ
し
。
 某
節
は
ち
 い
 そ
宙
す
 （
 出
 さ
天
国
）
に
 、
の
 し
く
 ゎ
 ゆ
る
な
り
。
 又
 ゑ
わ
 

l
 

は
中
天
の
犬
 

と
な
れ
と
，
 蹴
 さ
げ
ら
れ
，
 行
衛
 も
し
れ
ず
な
り
に
け
 る
 。
川
村
の
子
ど
も
は
、
こ
れ
よ
り
し
た
の
下
界
に
す
 み
、
畜
生
を
食
し
、
 

月
 星
を
拝
み
、
後
悔
を
し
て
、
ま
い
る
べ
し
。
一
度
 
は
 天
の
道
を
し
ら
す
べ
し
。
 

四
百
余
年
の
後
悔
と
は
長
く
 、
 厳
し
い
も
の
で
あ
る
が
 

い
つ
か
は
天
国
に
召
さ
れ
、
エ
 フ
 の
子
孫
た
ち
も
 下
 界
 
（
 
，
 
」
の
世
一
で
後
悔
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
国
へ
の
道
を
示
さ
れ
る
希
望
 
が
 与
え
ら
れ
る
。
 

デ
ウ
ス
の
寛
大
さ
は
悪
の
親
玉
ジ
ュ
 
ス
 ヘ
ル
に
ま
で
お
 よ
ぶ
。
ジ
ュ
 ス
 ヘ
ル
も
「
わ
が
悪
心
ゆ
へ
に
 此
 ざ
ま
に
 相
成
 、
行
先
と
て
も
 

お
そ
ろ
し
く
、
何
と
 ぞ
バ
 ラ
イ
ソ
の
快
楽
を
 、
ぅ
け
さ
 せ
た
ま
え
」
と
願
う
。
 

「
悪
性
な
る
 汝
 ，
天
に
わ
、
か
っ
て
か
な
わ
ぬ
、
下
界
は
 ，
ゑ
 わ
の
子
ど
も
後
悔
ゆ
け
ば
、
こ
れ
 又
 か
な
わ
ぬ
。
 よ
っ
て
 、
 雷
の
神
 

と
な
れ
。
」
と
、
 十
 相
の
位
を
 ゑ
 、
中
天
を
 ぞ
め
 る
 さ
 れ
 け
る
。
 

  

名
 」
す
な
わ
ち
洗
礼
名
を
与
え
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
 

 
 

め
ら
れ
、
神
の
子
と
し
 

 
  

 



      天地 始之中 Ⅰにみも 曲伏 キリシアンⅢ 

を
 抱
か
ず
、
忠
実
に
従
っ
た
者
た
ち
だ
け
が
救
わ
れ
る
 
結
果
と
な
っ
た
。
生
き
残
っ
た
七
人
の
子
孫
た
ち
が
ま
 
た
 ふ
え
た
が
、
死
後
 こ
 

と
ご
と
く
地
獄
に
お
ち
て
し
ま
っ
た
。
デ
ウ
ス
は
ま
た
 
こ
れ
を
哀
れ
み
、
 

「
い
か
に
あ
ん
じ
ょ
、
あ
れ
を
い
か
で
か
、
た
す
け
ん
 や
 」
。
あ
ん
じ
ょ
 こ
た
 へ
て
、
「
天
帝
御
身
を
分
け
さ
せ
た
 

ま
わ
ず
ば
、
た
す
 

け
 べ
き
道
も
有
べ
し
」
と
い
ふ
。
さ
る
に
よ
っ
て
 、
御
 子
 ひ
い
り
 よ
曳
い
ヨ
 。
 御
 こ
棟
と
わ
け
た
も
 ふ
 。
 

デ
ウ
ス
が
人
間
を
救
済
す
る
万
法
を
ア
ン
ジ
ョ
（
天
使
 
）
に
尋
ね
る
の
も
、
デ
ウ
ス
の
人
間
味
を
示
す
も
の
で
 
あ
る
。
デ
ウ
ス
は
つ
い
 

 
 
 
 
 
  
 

に
人
間
の
救
済
の
た
め
に
、
自
分
自
身
の
身
を
分
け
た
 御
子
 ヒ
イ
 リ
 ヨ
様
 
（
ゼ
ズ
ス
 一
 を
地
上
に
遣
わ
す
。
 
こ
 
の
 
部
分
は
キ
リ
ス
ト
教
 

 
 

 
 

の
 
教
え
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
。
 

潮
干
 ら
 七
人
は
洪
水
を
逃
れ
、
波
に
お
ぼ
れ
て
死
ん
 
だ
 数
万
の
人
々
は
 べ
 ン
ボ
ウ
と
い
う
地
獄
に
お
ち
る
。
 こ
こ
で
も
神
の
舌
口
業
に
疑
問
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一
 
C
U
 

び
る
ぜ
ん
 

l
 
丸
 や
へ
の
 ロ
ソ
ン
 の
帝
王
の
求
婚
 

コ
 ソ
ン
 
戸
悪
 0
 コ
ル
ソ
ン
）
の
国
に
さ
ん
ぜ
ん
 l
 
ぜ
十
 す
と
い
う
帝
王
が
い
た
。
そ
の
国
に
 丸
や
 
（
 
ま
 ギ
瓦
 
マ
 リ
 ヤ
 -
 と
い
う
 残
 し
 

い
が
美
し
い
娘
が
お
り
、
学
問
に
こ
こ
ろ
ざ
し
、
十
二
 蔵
 ま
で
に
上
達
し
た
。
 

わ
れ
元
や
）
つ
ら
つ
ら
世
の
有
様
を
 、
 案
ず
る
に
、
 人
間
界
に
つ
ま
れ
て
き
て
、
後
世
の
た
す
か
り
 
わ
 何
と
 せ
ん
と
、
思
い
に
 

暇
 わ
が
か
り
し
所
に
、
「
 汝
 一
生
や
も
め
に
て
 、
 び
る
ぜ
ん
 （
 
由
 ㍉
㎎
の
 

ヨ
 処
女
）
の
行
を
な
さ
ば
、
す
み
や
か
に
 た
す
け
 ゑ
 さ
せ
ん
」
 

と
 、
ふ
し
ぎ
 や
、
 人
よ
り
告
げ
か
 ふ
 な
り
、
は
っ
と
 喜
 ぴ
、
な
 す
め
 対
や
、
 地
に
ひ
 れ
 ふ
し
て
礼
拝
 す
 。
 

丸
 や
は
四
六
時
中
「
後
世
の
助
か
り
」
を
得
る
に
は
ど
 う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
と
 
こ
ろ
、
天
か
ら
、
結
婚
 

せ
ず
処
女
を
守
り
続
け
る
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
救
お
 
う
 と
い
う
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
 
ロ
ソ
ン
 の
帝
王
 よ
 0
 把
と
し
て
求
婚
が
あ
 

っ
 た
が
、
 丸
 や
は
現
世
の
宝
に
は
目
も
く
れ
ず
、
来
世
 の
 助
か
り
だ
け
を
求
め
て
そ
れ
を
断
っ
た
。
 

王
は
 勝
元
や
）
よ
り
位
な
く
し
て
、
 

比
せ
 ば
か
れ
の
 栄
華
な
り
。
 わ
づ
 か
化
 せ
 は
か
り
の
 宿
 、
来
世
の
た
 す
 か
り
肝
要
地
。
 

丸
 や
は
王
に
奇
跡
を
見
せ
よ
う
と
天
に
祈
念
す
る
と
、
 天
 よ
り
食
事
が
与
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
天
に
祈
念
す
る
 
と
 、
六
月
の
暑
中
で
 

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雪
が
降
り
だ
し
、
 
数
尺
積
 も
っ
た
。
 王
 た
ち
が
凍
え
て
い
る
あ
い
だ
に
、
 丸
 や
は
 天
の
花
車
に
乗
り
昇
天
 

し
た
。
雪
が
止
み
、
 丸
 や
が
昇
天
し
た
の
を
知
っ
た
 王
 は
、
 思
 い
 佳
が
れ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
天
上
で
丸
や
が
 天
帝
に
こ
の
話
を
語
る
 

と
、
 天

帝
大
き
に
 悦
 た
ま
い
て
、
「
さ
て
さ
て
よ
く
も
き
た
 り
、
 い
で
位
を
得
さ
せ
ん
」
と
雪
の
さ
ん
た
・
 丸
 や
あ
 能
 二
ヰ
 
け
 ・
 
絹
け
弓
宙
 
）
 と
 

名
 づ
け
た
ま
い
、
す
ぐ
に
 大
 く
だ
ら
せ
た
ま
い
て
、
 も
 と
の
宿
所
に
帰
り
た
も
 ふ
 。
 

一
見
し
て
竹
取
物
語
を
連
想
さ
せ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
 て
は
触
れ
な
い
。
佳
日
す
べ
き
は
、
「
後
世
の
助
か
り
 」
を
願
っ
た
 丸
 や
に
 対
   



山人 地始之婁 」 にみる潜伏キリシタンの 

は
消
 へ
は
て
し
 也
 。
よ
っ
て
此
方
よ
り
、
三
つ
の
道
を
 こ
し
ら
へ
、
 
か
へ
 
す
べ
し
。
」
と
仰
け
れ
ば
、
は
っ
と
 ひ
 れ
 ふ
し
 、
 待
ち
 け
 

れ
ば
、
間
も
な
く
天
の
釣
橋
三
す
 ぢ
 に
 か
 
Ⅰ
 り
 、
 此
 了
一
 
人
 に
三
す
 ぢ
 の
道
を
得
て
、
お
も
ふ
 き
 Ⅰ
わ
が
国
々
 
ゑ
 こ
そ
は
か
ま
り
 け
 

り
 
J
 。
 

 
 

人
間
の
歩
む
道
は
悪
人
道
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
し
 
か
し
、
神
を
礼
拝
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
悪
人
道
 
も
 神
は
消
し
去
っ
て
 

く
れ
る
。
そ
の
後
、
正
し
い
道
が
示
さ
れ
、
思
う
が
ま
 
ま
の
正
し
い
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
 
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
を
 迫
 

 
 
 
 

 
 

害
す
る
人
々
は
悪
人
道
を
歩
み
、
神
を
礼
拝
す
る
潜
伏
 
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
に
は
正
し
い
道
が
示
さ
れ
、
救
い
の
 
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
 

 
 

 
 

る
と
い
う
希
望
を
示
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
 
き
よ
う
。
 

観
 

れ
ば
卜
、
を
ぼ
ゑ
ず
、
こ
 
Ⅰ
に
 士
 
み
い
Ⅱ
 リ
し
 」
と
い
ふ
。
 
御
 主
 仰
せ
け
る
は
 、
た
ゾ
 
い
ま
三
人
き
た
る
道
、
悪
人
 み
 ち
也
 。
 ゆ
 
へ
に
 今
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一
 
F
 」
悪
人
の
後
世
の
助
け
 

追
っ
手
を
逃
れ
た
御
主
は
 、
 バ
ウ
チ
 ス
モ
フ
 ㊥
 D
E
 
（
 
@
 
の
 
ヨ
 。
洗
礼
一
の
大
川
で
イ
ェ
ス
に
洗
礼
を
授
け
る
た
め
に
 セ
ケ
 月
前
に
生
ま
れ
 

た
 サ
ン
ム
ン
ワ
ン
㊧
 ド
コ
し
 
。
 曲
 。
 聖
 ヨ
ハ
ネ
）
に
で
あ
い
 、
 水
を
授
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
御
主
は
悪
人
の
救
い
 
の
た
め
に
、
救
い
の
水
 

一
 
E
 」
の
ち
の
麦
作
り
 

ベ
レ
ン
の
国
の
帝
王
ヨ
ロ
 ウ
テ
ツ
一
 コ
ミ
 0
 隼
の
の
 
へ
ロ
デ
 三
一
に
追
わ
れ
た
御
主
と
さ
ん
た
・
 
丸
 や
は
 、
 逃
げ
落
ち
 る
 途
中
、
出
逢
っ
た
 

大
勢
の
麦
作
り
に
、
後
か
ら
追
っ
手
が
く
る
の
で
、
 こ
 の
麦
の
種
を
ま
い
た
頃
に
通
っ
た
と
い
っ
て
く
れ
る
よ
 う
 に
頼
ん
だ
。
し
か
し
、
 

彼
ら
は
、
 ム
フ
 
播
こ
う
と
し
て
い
る
の
に
お
か
し
な
こ
と
 を
い
う
も
の
だ
と
と
り
あ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
麦
は
 
、
 後
日
実
ら
な
か
っ
た
 と
 

い
 ,
 
っ
 。
 

追
っ
手
が
来
て
二
人
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
の
 
ち
の
麦
作
り
は
「
 此
麦
 つ
く
る
時
分
に
と
ふ
り
し
な
り
 」
と
答
え
て
麦
を
見
 

か
く
て
此
所
も
落
ち
ゆ
き
て
、
又
、
麦
作
り
に
ゆ
き
 め
 い
て
、
い
ぜ
ん
た
の
み
し
ご
と
く
、
い
ふ
け
れ
ば
、
「
 な
 る
ほ
ど
、
さ
よ
う
 

に
 申
す
べ
し
」
と
、
 此
 麦
作
り
は
受
け
あ
い
け
る
。
 御
 主
 よ
ろ
こ
び
た
も
 ふ
 。
砒
素
す
ぐ
に
 み
 の
れ
か
し
と
 思
 刃
ロ
 
て
ソ
 
Ⅰ
、
 
落
 七
つ
七
に
 

も
ふ
 。
 

れ
ば
、
麦
は
不
思
議
や
、
す
で
に
 色
づ
い
 て
稔
っ
て
 ぃ
 た
 。
こ
れ
を
見
て
追
っ
手
の
者
た
ち
は
あ
き
ら
め
て
 
引
 き
 返
し
た
。
の
ち
の
 麦
 

作
り
は
、
不
可
解
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
神
を
信
頼
し
 
て
す
べ
て
を
従
順
に
引
き
受
け
た
。
後
段
で
、
の
ち
の
 麦
作
り
は
天
に
昇
り
、
 

。
ハ
ラ
イ
ソ
に
召
し
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 い
 か
な
 る
こ
と
で
あ
れ
、
神
を
信
頼
し
て
従
 う
 も
の
は
救
わ
れ
 る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
 

で
あ
る
。
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御 
つ 

て { 
も Ⅰ l 

自 

分 
人 

た 
現ロ 

ち 
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拝 み 
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な 

と 
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あ 
Ⅰ l 

  
と 

教 
あ 

  
ら 

奉 
ゆ 

ず 
る 

る 
も 

  
の 

と 

ま @ 
此 

里 
ほ 

な 
と 

  
ナ @ 

人 「 
忠吾 

ま 

奇 昆   
  1= 
そ糸 

世 つ 
  { 
た ら 

す せ 
か た 

  

リ
 

も
と
に
で
か
け
た
。
そ
こ
で
宗
論
を
た
た
か
わ
せ
 
、
か
え
っ
て
彼
ら
を
完
膚
 佃
 き
ま
で
に
説
き
伏
せ
て
し
 ま
っ
た
。
そ
し
て
、
逆
に
が
 

 
 

潜
僻
 く
じ
ゆ
う
ら
ん
に
対
し
て
説
教
を
行
っ
た
。
 

 
 

仏
と
 拝
む
は
 、
 天
の
御
主
天
帝
、
人
間
の
後
世
の
た
 す
 か
り
を
，
な
さ
し
め
た
も
ふ
 仏
 こ
れ
 也
 。
此
の
ほ
と
け
 天
地
日
月
 御
 つ
く
 

 
 

ノの 救済観 

を 

分 
何百 宝山   
@@ ヰ ム ・ 

  が   く 十 二歳 

ま ろ 世 に耐えもの、まさ の れる 見 放 い そ 

で へ 
学 の 
問 訊 
に 教   
  え く 受 た 
み 、 け め 

救 奉   
さ 漕 い る 上ヒ 

ら 

@'" @   
学 
ぶ 

た 
め 
c 

  
切 
経   
な 

ど 授 愛 うた が けは か 要で i - 一 

を   
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四 
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「
 
H
 」
 
べ
 れ
ん
の
国
の
幼
児
虐
殺
 

帝
王
 ョ
ロ
ウ
テ
ツ
 は
御
身
を
捜
し
出
す
こ
と
が
で
き
ず
 

つ
い
に
国
中
の
七
歳
ま
で
の
子
ど
も
四
万
四
千
 

に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
御
身
は
  
 

数
 万
の
命
を
 ぅ
 し
の
ふ
 事
 、
み
な
、
わ
れ
ゆ
 へ
 な
れ
ば
 、
 此
 後
世
の
た
す
け
の
た
め
、
 

ぜ
ぜ
丸
や
 
（
 
ゲ
 

あ
ら
ゆ
る
苦
行
は
な
さ
れ
け
る
。
 

洗
礼
を
受
け
ず
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
 地
獄
に
堕
ち
、
後
世
の
た
す
か
り
を
失
っ
て
し
ま
う
 

分
 の
せ
 い
 で
殺
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
救
 い
 の
た
め
に
 、
 神
の
子
み
ず
が
ら
あ
ら
ゆ
る
苦
行
を
行
い
、
償
い
 

 
 

数
 万
の
幼
子
の
命
う
し
の
ふ
 事
 、
み
な
其
方
 ゆ
へ
也
 。
 し
か
る
時
は
 、
ぱ
ち
 い
ぞ
の
快
楽
を
 ぅ
 し
な
 れ
 

っ
て
 、
 死
せ
し
子
ど
も
の
後
世
の
た
め
に
、
貴
め
虐
げ
 ら
れ
、
命
を
苦
し
め
、
身
を
す
て
き
た
る
べ
し
 

と
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
御
身
は
は
っ
と
平
伏
し
、
 血
 の
 汗
を
流
す
。
 
父
 な
る
 神
 デ
ウ
ス
も
ま
た
子
ど
も
た
 

失
う
こ
と
を
案
じ
、
子
な
る
 神
 イ
エ
ス
に
 、
 彼
ら
の
 救
 済
 の
た
め
に
そ
の
罪
を
償
い
、
命
を
捨
て
る
こ
と
を
 

ン
 た
ち
は
、
罪
な
く
し
て
死
ん
だ
者
の
た
め
に
、
み
ず
 か
ら
の
子
を
犠
牲
に
し
て
も
救
っ
て
く
れ
る
寛
大
な
 

る
 。
 

四
百
四
十
四
人
を
皆
殺
し
 

ッ
セ
 マ
三
の
森
の
内
、
 

こ
と
に
な
る
。
御
身
は
自
 

を
す
る
。
そ
の
時
 、
デ
ウ
 

ん
事
、
心
も
と
な
し
。
よ
 

ち
が
後
世
の
た
す
か
り
を
 

命
ず
る
。
潜
伏
キ
リ
シ
タ
 

神
の
姿
を
求
め
た
の
で
あ
 

  
て な あ 
る な さ 

  
め 
た 

  

    

で 

あ 

る   
  
と 

与 - 

明一         
  

    

  
  
を 

拝 
む   
  
と 

  
よ 

  
て 

そ糸 

世 
  
救 
  
が 

日寸 z@ 千 l 

ら 

  
る   
  
と 

を 

願 
  
た 
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一
 
J
U
 

御
身
後
世
の
助
け
を
な
さ
し
め
 

結
う
 

処
刑
さ
れ
た
御
主
は
大
地
の
底
に
下
り
、
そ
れ
か
ら
 

天
 に
 昇
っ
て
、
三
日
目
に
仰
視
デ
ウ
ス
の
右
に
座
し
た
。
 

そ
れ
か
ら
生
き
た
る
 

人
 、
死
し
た
る
人
を
助
け
る
た
め
に
、
サ
ン
タ
ー
 

ェ
キ
 レ
ン
ジ
ャ
の
寺
に
天
下
っ
た
。
 

先
年
、
 よ
 ろ
う
て
つ
に
殺
さ
れ
し
、
数
万
の
幼
子
、
 
こ
 ろ
 て
る
 函
獄
 ）
に
迷
い
い
る
を
、
御
身
 
名
 を
さ
づ
け
 た
ま
い
て
、
ば
ら
 

い
め
に
引
き
上
げ
た
ま
 い
 け
り
。
さ
て
御
誕
生
の
節
の
 
宿
主
を
は
じ
め
、
 ニ
 ケ
国
の
帝
王
三
人
、
御
弟
子
の
 
-
 
-
 
ら
ず
、
の
ち
の
 
麦
   

一
 
l
U
 
十
 だ
つ
の
裏
切
り
 

御
 王
の
弟
子
の
一
人
十
だ
つ
 
ニ
 口
ロ
口
の
ユ
ダ
）
は
金
に
 日
 が
く
ら
み
、
師
を
 

中
 、
十
だ
つ
は
 星
局
く
 、
舌
長
き
姿
に
な
っ
て
し
ま
う
 。
他
の
弟
子
た
ち
に
 戒
 

中
で
首
を
く
く
り
自
殺
し
て
し
ま
う
。
 
ヨ
ロ
ウ
テ
ツ
 
の
 家
臣
た
ち
に
捕
ら
え
ら
 

の
よ
う
に
述
べ
た
。
 

 
 

か
ね
て
、
身
を
く
る
し
め
て
、
命
を
す
 て
申
 べ
く
 ゆ
へ
 、
訴
人
は
致
た
り
 

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
、
神
は
自
分
を
裏
切
っ
た
者
 
に
 対
し
て
さ
え
、
寛
大
 

踏
絵
を
踏
み
、
神
を
裏
切
ら
ざ
る
を
え
な
い
彼
ら
に
と
 
っ
て
は
、
 日
疋
非
 
と
も
そ
 

シ
タ
ン
た
ち
は
自
殺
を
し
た
者
は
救
わ
れ
な
い
こ
と
を
 よ
く
心
得
て
い
た
。
 

そ
 

く
、
 神
の
寛
大
な
許
し
を
信
じ
て
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
 で
き
た
の
で
あ
る
。
 

ョ
ロ
ウ
テ
ツ
 に
訴
人
す
る
。
大
金
を
手
に
し
て
帰
る
途
 

め
ら
れ
、
 十
 だ
つ
は
面
目
も
な
く
、
金
を
棄
て
、
森
の
 

れ
た
御
身
は
 、
十
 だ
つ
の
裏
切
り
を
知
っ
た
と
き
、
 
次
 

と
も
、
自
滅
せ
ず
ん
ば
、
た
す
く
べ
き
に
、
残
念
 

也
 。
 

に
 許
し
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
求
め
た
。
毎
年
 

の
よ
う
な
神
で
あ
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
 

れ
ゆ
え
神
を
裏
切
り
続
け
な
が
ら
も
自
殺
す
る
，
」
と
な
 



万
の
幼
子
、
御
主
と
共
に
処
刑
さ
れ
る
時
に
、
み
ず
か
 
ら
 大
罪
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
御
誕
生
の
節
の
宿
主
 
、
 神
の
子
の
誕
生
を
祝
 

い
に
駆
け
つ
け
た
 ニ
 ケ
田
の
帝
王
三
人
、
御
主
に
従
っ
 た
す
べ
て
の
 御
 弟
子
た
ち
、
 
い
 か
な
る
理
解
で
き
な
い
 こ
と
で
あ
っ
て
も
、
 

神
 

を
 信
頼
し
て
そ
の
三
口
業
に
従
っ
た
の
ち
の
麦
作
り
、
 

苦
 し
む
御
 玉
に
 憐
れ
み
を
か
け
、
血
の
汗
を
ぬ
ぐ
っ
て
 水
 を
 飲
ま
せ
て
や
っ
た
 水
 

汲
 の
べ
ロ
ウ
ニ
 
カ
 が
救
い
を
え
て
パ
ラ
イ
ゾ
に
迎
え
る
 れ
た
。
 

「
 
K
 」
役
々
の
極
め
 

 
 

外
海
地
方
で
は
聖
人
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
付
与
 
さ
れ
て
い
る
。
善
人
は
パ
ラ
イ
ソ
 ヘ
 、
悪
人
は
イ
ン
ヘ
ル
 
ノ
 （
（
 
コ
ヰ
 
の
「
 
コ
 0
 
 
地
 獄
 
-
 ）
 

 
 

へ
落
 と
さ
れ
る
。
悪
人
で
は
な
い
が
 善
 な
き
人
は
フ
ル
 カ
ト
ウ
 
リ
ヤ
石
目
 g
a
 （
 
っ
 「
 @
0
 煉
麸
 
へ
ゆ
き
、
罪
の
軽
 重
 に
よ
っ
て
、
三
時
よ
 

り
 三
三
年
の
糾
明
を
受
け
た
後
、
サ
ン
ト
ス
の
取
次
に
 
よ
っ
て
パ
ラ
イ
ソ
の
快
楽
を
受
け
る
。
 

 
 三

 。
 み
ぎ
り
 
あ
目
言
年
 5
0
 
ト
 聖
 ミ
カ
エ
ル
）
は
、
天
秤
 の
 御
役
を
か
 ふ
 な
り
、
 
じ
 ゆ
り
し
や
れ
ん
 
宙
串
 E
s
 
田
 0
 ヨ
エ
ル
サ
レ
ム
）
 

単
 に
て
 、
 科
の
次
第
を
御
 た
ゾ
し
 あ
り
て
、
善
人
は
 ぱ
 ち
 い
そ
へ
通
し
、
悪
人
は
い
ん
へ
る
の
に
落
し
、
又
、
 科
の
次
第
次
第
に
 

て
、
 恥
づ
か
し
く
、
科
を
い
ま
し
め
た
も
ふ
季
世
。
 

三
，
ぱ
う
ち
 あ
目
㌧
四
三
 0
 聖
パ
ウ
ロ
）
、
善
悪
の
御
 吟
 妹
御
札
、
善
な
き
人
は
、
ふ
る
か
と
 う
り
 や
に
通
し
、
 
科
の
重
き
軽
き
に
 

よ
り
、
三
時
の
あ
 ひ
 だ
よ
り
、
三
十
三
年
ま
で
の
糾
明
 を
 受
け
、
其
の
ち
、
 
三
 ，
じ
ゅ
わ
ん
 、
御
 あ
ら
た
め
に
て
 、
あ
ほ
う
す
 と
ろ
 

  

段 事 」の 。 
  
お 

  
て 
公か 化ル 

括 
的 
c 
  
か 

な 
る 

者 
が 

救 
  
} 。 : 
預 
か 
  
た 
か 
が 

述 
べ 
ら 

れ 
て 
  
る 

罪 
な 
  
  
て 
  
王 
  
た 
め 
  
殺 
さ 

れ 
た 
数 

  

づ
 
く
り
、
水
汲
の
べ
ろ
 う
 に
か
、
み
な
み
な
御
上
天
 ぞ
 さ
せ
た
ま
 ふ
 。
み
な
一
同
に
、
は
ら
 い
ぞ
へ
 召
し
く
 ゎ
 へ
ら
る
）
と
い
ふ
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  し て お 楽 多 x 、 め 
教 て い い の 少 は べ   

え パ な て く を う ん 左 
で 
Ⅰ @@ ユ ひ 

洗 
  
を   
受   
    

と 

Ⅰ @@ ユ ひ   
来 
世 
  
救 
  
を @,  Ⅰ． @, @ 
つ , 

る条 

件 
で   し   の 
l@ 丁ひ @ ぞ と 

あ た な 化 は 
る の む 
  、 ら に ち 

法 い を す 
そ ィ本 そ   ち ま 

れ な へ た う 

で   う き る さ 

も け い も づ 

大 、 り の か 

罪 末 け は ら 

を   せ る 、 ざ 

  末 。 末 る 

  代 は 代 ゆ 

，悔 
  へ、大 自由自ら じよう ・ いぞ 洋らず 

改   在 に と 狗 

  

 
 

 
 

毎
 Ⅰ
。
 
降
臼
 。
使
徒
）
 抑
 ゆ
る
し
を
つ
け
、
さ
ん
と
 う
す
 あ
銭
ざ
の
諸
聖
人
）
 御
取
 つ
ぎ
を
 似
 、
速
に
ば
ら
 い
 そ
の
快
楽
を
請
奏
 

る
も
の
 也
 。
 

Ⅰ
 U
 
 最
後
の
審
判
 

こ
の
世
の
終
わ
り
の
時
、
世
界
は
三
時
の
あ
い
だ
に
 燃
 え
 尽
き
、
一
面
の
白
砂
と
な
る
。
そ
の
時
、
こ
れ
ま
で
 
に
 死
ん
だ
人
も
、
今
 

焼
け
死
ん
だ
人
も
、
そ
の
魂
は
も
と
の
身
体
と
合
一
し
 復
活
す
る
。
そ
こ
に
デ
ウ
ス
が
天
下
り
、
最
後
の
審
判
 
な
 行
う
。
 

天
帝
は
 、
 大
き
な
る
 御
 威
光
，
 御
 威
勢
を
も
っ
て
 、
天
 く
だ
ら
せ
た
ま
い
て
、
道
を
御
 踏
 わ
け
、
御
判
を
 

ぅ
け
一
 

Ⅰ
 
@
 
l
 一
 

し
も
の
、
三
時
の
 



  
ち 快 み 
@ よ ' 白     五 

い 再 一 

とい 満 は とい 

え こ " っ た か ち 

て と 『 

い た   
か と 現 が の を 」   世 で 確   @ 

  て 利 き 認 ひ つ 

溢 る 作 と い 
そ の 葉 つ て     
る け 心 つ れ   も れ し 確 て 
の ば て 認 ぃ   で 、 信 し る 

よ 礼拝 フさづジょ、、 @ 快楽 あず な 厳 仰 て   
つ , を か し か し 生 い 本 
と つ い 括 っ 書 

ジ 
  た 幕 を て は 

  
礼 し 奉 と 者 抜 荷 営 い ま 

な も る し 、 ら の ん る さ 

ス 受 の と て 罪 0 弾 で か に 
へ け は い 最 大 信 圧 い の   
  た 、 う も で   

者 デ 事 強 あ 主 に う う か 
潜 は ウ 、 調 る 伏みスうさ こ玉 涜汚ニ 若宮 「 天 

地 
リ パ 御 が て を ら 味 
キ なのたれとか 意                                 

事   る つ め 

て る 

は こ 

と   
死 な 
は か   
礼 た 
0 者 
儀 は 
式 地 
を 獄 

守 に 

り 堕 
続 ち 

け る   

キ 潜   
シ キ   
ン シ 

と タ   
て に 

生 め 
き っ 

る て 

は悔 こと 

で ぃ 
救 改     
観念 値す 

ろ は 

  
な さ 

れて 信じ 

た い 

か な     た 
と 彼 
居 、 ら 

わ に 

れ と 

  



  

「
天
地
 始
 芝
草
」
は
伝
承
に
よ
る
混
乱
し
た
キ
リ
シ
タ
 ン
の
 教
義
や
儀
礼
の
意
味
を
説
明
し
、
意
味
理
解
が
困
 
難
に
な
っ
て
き
た
 オ
 

ラ
シ
ョ
 の
起
源
を
明
ら
か
に
 サ
 る
と
い
う
よ
う
な
意
図
 も
 含
ま
れ
て
い
よ
う
が
、
全
段
を
通
し
て
、
作
者
あ
る
 
い
は
作
者
 群
 が
一
貫
し
 

て
 示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
苦
し
い
潜
伏
の
時
代
に
 あ
っ
て
、
洗
礼
を
受
け
、
信
仰
生
活
を
守
り
続
け
て
い
 
る
 潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
に
 

対
し
て
、
寛
大
な
る
神
は
必
ず
し
ゃ
救
っ
て
く
れ
、
 天
 の
 パ
ラ
イ
ソ
の
永
遠
の
快
楽
を
与
え
て
く
れ
る
の
だ
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
 
天
 

糊
地
 始
之
 ま
は
長
崎
・
外
海
・
五
島
地
方
の
潜
伏
 キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
の
、
後
世
の
助
か
り
の
希
望
を
し
め
 す
 信
仰
告
白
の
書
で
あ
っ
た
 

。
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
 

故
 

カ
 て
き
よ
う
 

 
 

 
 

外
海
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
五
島
移
住
よ
り
約
六
 0
 年
 ほ
ど
経
た
、
幕
末
一
八
五
六
年
 
安
啓
 こ
に
勃
発
し
 た
 、
長
崎
の
浦
上
三
番
崩
れ
 

 
 

廿
 

に
お
け
る
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
最
高
指
導
者
た
る
 帳
 万
吉
蔵
の
取
調
書
に
 ょ
 れ
ば
、
「
本
尊
ハ
ン
タ
マ
ル
 

ヤ
一
 サ
ン
タ
マ
リ
ヤ
）
 
と
申
イ
 

目
ナ
ツ
 シ
ョ
ウ
 
一
 
イ
グ
ナ
チ
オ
・
 
デ
 
・
ロ
ヨ
 ニ
 。
 ジ
 ゾ
ウ
ス
 
一
 ゼ
ズ
ス
）
は
附
属
の
佛
に
も
円
石
 之
哉
確
 と
 下
目
 
小
 -
l
-
 

辮
 
，
。
 

亡
と
穣
 

」
 

余
日
え
て
お
り
、
 

 
 

 
 

本
尊
が
マ
リ
ヤ
、
イ
ェ
ス
が
 脇
佛
 と
さ
れ
、
神
の
 主
客
転
倒
が
み
ら
れ
る
。
回
収
調
書
に
は
「
天
地
」
の
 
い
く
つ
か
の
物
語
を
述
べ
た
 

 
 
 
 

 
 

に
も
「
天
地
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
が
 、
そ
の
理
解
は
は
な
は
だ
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

快
く
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
 

凹
 
む
す
び
 

案
 ゅ
鷹
）
を
拝
む
 ，
 
」
と
を
許
し
、
神
を
売
り
渡
し
た
 十
だ
 つ
 さ
え
自
殺
さ
え
し
な
け
れ
ば
助
け
、
地
獄
に
堕
ち
 
た
 人
間
の
救
い
の
た
め
 

に
 、
み
ず
か
ら
の
身
を
分
け
御
子
を
遣
わ
し
た
寛
大
な
 デ
ウ
ス
は
 、
 必
ず
や
救
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
 強
 い
 確
信
と
希
望
を
も
つ
 

こ
と
が
で
き
た
。
 



正
三
 

了
 -
 姉
崎
正
治
「
団
交
円
宗
門
の
迫
害
と
潜
伏
し
同
文
館
、
大
 正
一
四
年
、
四
四
 ｜
五
 0
 頁
 参
照
。
姉
崎
は
本
書
の
中
で
「
 寛
 政
 没
収
教
書
」
を
「
耶
蘇
 

教
 叢
書
」
と
称
し
て
い
る
。
 

一
 
2
-
 

片
岡
 

弥
吉
 
「
浦
上
異
宗
徒
一
件
」
二
日
本
庶
民
生
活
史
料
 
集
成
」
第
一
八
巻
、
三
一
書
房
、
一
九
七
二
年
）
七
六
一
１
人
 八
八
頁
参
照
。
 

一
 
3
-
 長
崎
地
方
文
化
研
究
所
編
「
プ
チ
ジ
ャ
ン
司
教
書
簡
集
ヒ
 
細
小
女
子
短
期
大
学
、
一
九
八
六
年
。
フ
ラ
ン
シ
ス
ク
・
マ
ル
 
ナ
ス
 著
 ・
久
野
桂
一
郎
訳
 

「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
復
活
 
史
 」
 み
 す
ず
書
房
、
一
九
八
五
年
。
 

了
 -
 同
書
「
プ
チ
ジ
ャ
ン
 司
甜
古
簡
集
 」
八
一
頁
。
 

-
 
，
三
 m
 北
 料
地
校
注
「
天
地
 姑
之
事
 」
 宰
 キ
リ
シ
タ
ン
 書
排
 耶
 圭
ニ
岩
波
日
本
思
想
大
系
二
五
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
 0
 年
 -
 -
 
八
一
二
一
一
頁
。
 

一
 
6
 ）
片
岡
 弥
吉
 
「
大
地
 
始
 二
車
」
 箭
掲
 
「
円
本
庶
民
生
活
史
 
料
 集
成
口
第
一
八
巻
）
 一
 
0
0
 

二
頁
。
 

一
 
7
-
 

紙
谷
威
 

応
 
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
神
話
的
世
界
ヒ
東
京
堂
、
昭
 
和
 六
一
年
、
二
二
四
 ｜
二
 二
五
頁
。
 

吉
蔵
の
申
し
開
き
に
み
ら
れ
る
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
核
 
心
は
 、
「
世
界
の
諸
物
具
恩
愛
を
不
愛
し
て
成
育
 い
 た
し
 候
 も
の
無
二
、
右
 故
 

信
心
い
た
し
候
も
の
は
現
世
に
て
田
畑
作
物
出
来
 
万
宜
 敷
 、
 某
他
 諸
事
仕
合
 能
 、
諸
 願
 成
就
、
福
徳
延
命
、
来
 世
は
親
 妻
子
兄
弟
一
同
 

ハ
ラ
イ
ソ
 江
 。
二
朱
書
）
 此
 ハ
ラ
イ
ソ
は
天
上
の
極
楽
 と
 弔
事
の
由
申
し
 候
 ）
再
生
い
た
し
無
限
歓
楽
を
得
 候
 旨
 承
伝
右
様
 恵
 深
き
 事
 

敏
一
途
に
ハ
ン
タ
マ
ル
ヤ
を
念
じ
」
，
 

一
 
，
一
リ
と
い
う
こ
と
に
あ
 
る
 。
た
ぶ
ん
に
現
世
利
益
的
要
素
が
入
っ
て
き
て
い
る
 
が
 、
そ
れ
で
も
「
来
世
 

は
 パ
ラ
イ
ソ
 ヘ
 」
と
い
う
「
天
地
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
 確
実
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

現
在
、
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
子
孫
た
る
 
カ
ク
レ
 キ
リ
シ
 タ
ン
の
あ
 い
 だ
に
は
、
明
確
な
死
後
に
お
け
る
パ
ラ
 イ
 ソ
 へ
の
救
済
観
は
み
 

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
オ
ラ
シ
ョ
の
中
に
 

 
 

 
 

と
い
う
言
葉
の
意
味
す
ら
彼
ら
に
は
不
分
明
で
あ
る
。
 他
界
の
混
乱
あ
る
い
は
喪
失
と
い
う
現
象
は
、
ひ
と
り
 
カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
 

か
な
ら
ず
、
日
本
の
近
代
社
会
に
お
け
る
一
般
的
な
状
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-
 
付
記
 -
 
本
稿
は
平
成
七
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
に
 よる
一
般
研
究
 
C
 
 「
生
月
の
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
に
お
け
る
 
タ
 タ
リ
信
仰
の
調
査
研
究
」
 

の
 成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

 
 

-
 む
洗
礼
と
は
魂
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
印
を
印
す
こ
と
で
あ
る
。
 
二
 洗
礼
と
 
巴
 
カ
ラ
ク
テ
ル
 
と
い
ラ
 尊
き
証
を
押
し
給
ふ
も
の
 な
り
。
こ
の
証
一
度
バ
ウ
 

 
 

 
 

チ
ズ
 モ
 を
授
か
り
て
よ
り
、
か
つ
て
消
ゆ
る
こ
と
な
し
。
」
と
 

ぃ
 わ
れ
た
。
前
掲
「
サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
」
一
八
三
頁
。
 

-
 円
 -
 
任
（
は
 -
 で
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ン
チ
リ
サ
ン
の
オ
ラ
シ
ョ
  

 

 
 

 
 

で
は
な
い
が
、
「
天
地
」
に
お
い
て
は
明
確
で
は
な
 

-
 り
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
教
義
 書 
「
サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
」
の
 
中
で
、
「
こ
れ
 
-
 洗
礼
 -
 な
く
て
は
、
誰
も
後
生
を
扶
か
る
こ
と
 

叶
 は
ず
」
と
明
言
さ
れ
て
 

い
る
。
前
掲
「
キ
リ
シ
タ
ン
 

書
排
耶
圭
 ニ
一
八
二
頁
。
 

@
 
一
「
肥
前
 國
 浦
上
村
百
姓
 共
 異
宗
信
仰
い
た
し
 
候
 
一
件
御
位
 置
 奉
伺
候
書
付
」
（
前
掲
「
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
」
第
一
八
 

巻
 ）
八
三
三
頁
。
 

-
 刀
一
同
書
八
二
四
頁
。
 

-
 郎
一
同
書
八
二
二
頁
。
 

@
-
 

キ
リ
シ
タ
ン
時
代
よ
り
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
を
へ
て
、
現
代
 
の
カ
ク
レ
 
キ
リ
シ
タ
ン
に
い
た
る
他
界
観
 塞
 遷に
つ
い
て
は
、
   

界
 観
の
変
容
 ｜
 キ
リ
シ
タ
ン
時
代
よ
り
現
代
の
 

カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
 
ノ
 ま
で
 ｜
 」
三
絶
小
人
文
研
究
」
長
崎
細
心
大
学
紀
要
、
創
刊
 号 、
一
九
九
五
年
 -
 

一
 0
 
ニ
ー
 
一
二
一
頁
参
照
。
 



ど
か
ら
直
接
的
開
放
を
目
的
と
す
る
行
為
」
と
定
義
す
 

 
 

本
 小
論
を
進
め
る
に
あ
    

 

池
上
は
彼
の
「
現
代
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
威
 論
 」
の
中
で
「
「
癒
し
」
を
仮
に
「
精
神
的
・
肉
体
的
な
痛
 み
、
病
苦
、
障
害
な
の
 

  キっ 体を 「は 八講 

  

  
病、 「らの が 目ら 能体察るょ 力 験し 側 っと 」 
共 いの精がすた 面 てい   
  」 を体やの       

                    つ成マ   
                              論 文が 事と   
  

お で で 

宮 

イ一 一 一 一 口 

に 同 悪 徒   

心
の
 
「
や
ま
い
」
と
心
の
「
い
や
し
」
 

精
神
医
学
か
ら
み
た
「
癒
し
と
救
い
」
の
 一
 側
面
 



二
 

「
や
ま
 い
 」
と
「
 い
 や
し
」
 

本
 小
論
で
は
癒
し
を
病
気
と
対
置
さ
せ
て
考
え
て
い
き
 た
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
健
康
や
病
気
の
厳
密
な
概
念
 
や
定
義
に
立
ち
入
っ
 

て
 ふ
れ
る
こ
と
は
せ
ず
、
日
常
臨
床
の
実
践
面
に
お
け
 る
 理
解
に
立
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
 

周
知
の
如
く
 W
H
O
 
の
健
康
の
定
義
の
中
に
は
、
「
毛
の
 
コ
す
往
コ
の
 

」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
 
一
言
で
健
康
を
言
い
 

当
て
て
い
る
と
同
時
に
、
詮
索
す
れ
ば
き
り
な
く
形
容
 
詞
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
で
あ
る
。
た
だ
し
 
精
神
科
医
を
含
め
て
 臨
 

床
医
は
 、
日
常
感
覚
の
中
で
す
で
に
認
知
済
み
の
 、
病
 気
 と
い
う
言
葉
の
具
体
的
内
実
と
対
比
し
て
、
健
康
（
 
具
体
的
ゴ
ー
ル
と
し
て
 

は
 「
安
目
す
 
目
コ
の
 
」
 な
状
聾
 
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
 ス
 タ
ン
ス
を
、
あ
ら
か
じ
め
保
持
し
て
い
る
か
、
ま
た
は
 
治
療
実
践
の
中
で
作
っ
 

う
な
癒
し
は
現
代
宗
教
に
お
い
て
も
ま
た
重
要
な
活
動
 
の
 一
つ
で
あ
る
。
 

方
 新
屋
ら
は
、
「
癒
し
」
が
病
気
な
お
し
に
対
す
る
 ネ
 ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
点
か
ら
 
、
新
宗
教
で
は
む
し
 

ろ
 「
救
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
傾
向
を
指
摘
し
、
「
 
救
 い
 」
が
「
癒
し
」
よ
り
、
教
え
と
結
び
つ
い
た
知
的
背
 景
 を
も
っ
た
手
法
で
 悩
 

み
を
解
決
す
る
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
と
述
べ
 
て
い
る
。
確
か
に
彼
ら
が
い
う
よ
う
に
「
救
い
」
と
い
 う
言
葉
に
は
「
癒
し
」
 

よ
り
も
洗
練
さ
れ
た
「
奥
の
深
い
」
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
 
と
い
え
よ
う
。
 

本
 小
論
で
も
「
救
 い
 」
や
「
癒
し
」
を
こ
の
よ
う
な
 文
 脈
の
中
で
考
え
る
が
、
若
干
視
点
を
か
え
て
、
病
気
の
 
治
療
に
原
点
を
お
き
、
 

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
広
が
り
を
持
つ
癒
し
に
つ
い
て
次
に
 
ふ
れ
る
。
 

 
 

 
 

味
の
癒
し
が
西
欧
中
世
で
も
一
六
・
一
七
世
紀
の
日
本
 
の
 キ
リ
シ
タ
ン
の
間
で
も
教
会
の
中
心
的
活
動
で
あ
っ
 
た
と
す
る
が
、
こ
の
よ
 

 
  

 

た
っ
て
も
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
 彼
は
、
民
衆
レ
ベ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
い
て
は
 
、
上
述
し
た
よ
う
な
 意
 

 
 

 
 

 
 



      

て
い
 く
。
逆
に
そ
の
様
な
ゴ
ー
ル
に
ほ
 ほ
 到
達
す
れ
ば
 
「
治
っ
た
」
と
考
え
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
が
 健
康
と
の
対
比
で
見
た
 

癒
し
と
か
治
療
と
い
う
言
葉
の
実
践
的
実
体
で
あ
り
、
 
こ
れ
は
精
神
の
病
気
に
も
当
て
は
ま
る
。
 

別
 な
言
い
方
で
い
え
ば
、
日
常
的
に
暮
ら
し
て
い
る
人
 
間
が
 、
さ
ら
に
よ
り
高
き
を
目
指
す
方
向
は
、
病
気
を
 
扱
 う
 と
い
う
き
め
 ぬ
 

て
 狭
 い
 意
味
で
の
精
神
医
学
の
立
場
の
中
で
は
第
一
義
 的
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
精
神
医
学
は
、
と
り
あ
え
 
ず
 精
神
の
病
気
の
個
別
 

的
な
治
療
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
疾
病
や
 
治
療
を
中
核
に
す
え
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
が
精
神
科
の
実
際
の
臨
床
の
場
面
が
い
つ
も
こ
 
の
よ
う
に
あ
る
わ
け
に
は
も
ち
ろ
ん
い
か
な
い
。
す
で
 
に
 言
い
尽
く
さ
れ
て
 

い
る
こ
と
な
の
で
簡
潔
に
述
べ
て
お
く
。
脳
内
の
異
常
 な
 生
物
学
的
変
化
を
正
常
化
す
る
，
」
と
に
よ
っ
て
健
康
 状
態
に
戻
す
こ
と
を
 目
 

指
す
と
い
っ
た
、
い
わ
ぬ
る
医
学
モ
デ
ル
の
中
で
は
 
処
 理
し
き
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
神
経
症
や
人
格
 
障
害
で
は
、
場
合
に
よ
 

っ
て
は
、
前
述
し
た
意
味
の
治
療
と
い
う
よ
り
は
、
 心
 性
の
量
的
な
発
達
や
質
的
な
展
開
が
必
要
と
さ
れ
、
 
以
 前
の
心
的
状
態
に
戻
る
 

の
で
は
な
く
、
よ
り
パ
フ
ー
ア
ッ
プ
し
た
状
態
に
高
め
 
ら
れ
た
結
果
、
病
め
る
状
態
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
に
な
 
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
 

が
う
ま
く
い
け
ば
「
一
心
の
）
病
気
が
本
人
が
パ
ワ
ー
 ア
ッ
プ
す
る
た
め
の
踏
み
台
に
な
っ
た
」
と
い
う
位
置
 
づ
け
が
可
能
と
な
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
プ
ロ
セ
ス
、
つ
ま
り
病
気
が
心
性
の
新
屋
 開
 の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
あ
る
種
の
積
極
性
を
 
も
っ
て
位
置
づ
け
る
 

れ
る
よ
う
な
状
況
は
、
宗
教
や
信
仰
の
中
に
頻
繁
に
み
 ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
素
朴
に
は
一
見
病
理
的
な
現
象
と
 み
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
 

悟
り
や
救
い
の
境
地
に
至
る
た
め
の
必
須
過
程
と
も
 
考
 え
ら
れ
る
。
筆
者
は
こ
の
様
な
意
味
で
、
宗
教
に
お
け
 
る
 救
い
が
心
の
病
気
や
 

癒
し
と
も
関
連
し
て
い
る
と
考
え
る
。
 

以
上
述
べ
て
き
た
点
を
ふ
ま
え
て
、
本
小
論
で
は
病
気
 
に
 代
表
さ
れ
る
「
や
ま
れ
」
と
治
療
に
代
表
さ
れ
る
「
 
い
や
し
」
を
対
比
さ
 

せ
 、
精
神
医
学
の
臨
床
に
お
け
る
、
心
の
病
気
と
治
癒
 
・
治
療
と
い
う
側
面
か
ら
「
癒
し
と
救
い
」
と
い
う
 テ
 １
％
 に
 接
近
し
て
み
た
   



    

、
人
格
変
換
が
存
在
す
る
こ
と
。
 
忘
 ち
ろ
ん
人
格
変
換
 
0
 基
礎
に
は
変
性
意
識
が
存
在
し
、
不
可
分
に
結
び
っ
 

い
て
い
る
こ
と
は
 
確
 

か
で
あ
る
が
、
 
想
 依
の
理
念
型
、
純
粋
型
と
し
て
は
の
 
ち
に
も
述
べ
る
よ
う
な
人
格
変
換
が
重
要
で
あ
る
。
）
 

一
 
、
想
侠
者
は
現
実
存
在
で
は
な
く
、
 
伸
 、
悪
魔
、
特
別
 
な
 力
を
持
っ
た
動
物
な
ど
、
非
現
実
的
な
い
し
神
秘
的
 

な
 存
在
で
あ
る
。
 -
 
こ
 

こ
で
は
例
え
ば
艶
人
体
験
や
二
重
身
体
験
な
ど
と
の
 

区
 別
が
 念
頭
に
あ
る
。
 
一
 

    
と た と 。   る っ か 

。 二 た し 
： 想 

々 の を や 
        
を を 」   こ 持 と   

を 

  ぅ言葉 病気とような 

、 と て に 取 し こよ 関連意図 一 @   で し 病 
4 束 た 気 

  

用 負 の 
る こ ば る す の み 

筆 る 方 で 
都 向 な 

性を ムロ 上 
    病 

  と 「 ど ふ 
つ ち い を 

に や 原 
ひ し ，占 
ら 」 と 

を   
重 こ ら が   な 中 て 

視 で に 、 

  で 大 " そ " 病 

て し れ 苦 

き一 
か と に 
も は よ   「 逆 る   
」 正 人   
き 万 苦   に向 し性 難 、 
て を 家 
あ 含 族 
ら ま の 

で れ に わ せ 重 
す て 荷   こ 円 な 

  



    ま @  
 

 
       

図
式
的
に
い
え
ば
同
時
的
二
重
人
格
 ｜
 随
意
 ｜
 統
制
可
 

継
 特
約
二
重
人
格
 ｜
 不
随
意
 ｜
 統
制
不
能
と
整
理
 で
き
、
前
者
の
方
が
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

病
理
性
の
面
か
ら
は
軽
く
、
後
者
の
方
が
よ
り
重
い
と
 

精
神
科
臨
床
の
立
場
か
ら
は
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
 
た
だ
ち
に
 想
依
の
 「
 や
 

 
  

 

 
 

ま
い
」
の
面
、
「
い
や
し
」
の
面
の
指
標
に
な
る
わ
け
で
 
は
な
い
。
 

想
 体
状
態
の
中
で
開
 教
 し
た
教
祖
の
例
を
み
 て
も
、
ま
た
現
代
で
も
 

ま
い
、
 想
 低
人
格
に
支
配
さ
れ
る
状
態
一
で
あ
る
。
 

れ
に
代
わ
り
、
も
と
の
状
態
に
か
え
る
と
人
格
が
変
わ
 
っ
て
い
た
と
き
の
記
憶
悦
夫
を
き
た
す
。
つ
ま
り
本
来
 の
 自
分
が
消
失
し
て
し
 

の
中
に
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
伏
籠
じ
で
あ
り
、
 
い
ま
ひ
と
つ
が
 継
 特
約
二
重
人
格
（
自
己
の
人
格
が
消
 失
し
て
他
の
人
格
が
こ
 

ひ
と
つ
は
同
時
的
二
重
人
格
（
他
の
人
格
に
よ
っ
て
 支
 配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
病
者
自
身
意
識
し
て
い
る
。
 
っ
 ま
り
 想
 低
人
格
が
自
分
 

 
 

り
 様
で
あ
る
。
一
般
に
 エ
 ス
タ
ー
ラ
イ
ヒ
の
古
典
的
な
 考
え
方
に
そ
っ
て
、
 

糠
依
 時
の
人
格
変
化
は
し
ば
し
ば
 
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
 

土 土     
ま
ず
個
の
心
的
体
験
の
様
式
の
面
で
、
両
者
を
比
較
し
 
て
み
る
。
ご
く
一
般
的
な
精
神
科
臨
床
を
ふ
ま
え
れ
ば
 
、
 想
 依
を
体
験
し
て
 

る
 者
が
、
そ
の
 ょ
う
 な
心
的
体
験
を
自
覚
し
、
自
分
で
 統
制
し
て
い
け
る
こ
と
、
精
神
医
学
的
な
舌
口
 業
 で
言
い
 換
え
れ
ば
病
識
を
有
 

る
こ
と
は
 想
 依
の
性
質
や
方
向
を
決
定
す
る
一
つ
の
 要
 囚
 に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
精
神
医
学
の
立
場
か
ら
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
 
ね
 、
臨
床
的
 昔
 主
我
を
も
つ
と
さ
れ
る
の
は
、
外
面
に
あ
 ら
わ
れ
た
 妓
依
 の
 随
 

・
不
随
意
や
妓
 依
 状
態
の
統
制
の
可
能
・
不
可
能
と
と
 も
に
、
先
に
述
べ
た
第
一
の
要
件
、
す
な
わ
ち
 
想
依
の
 際
の
人
格
変
換
の
あ
 

咄
依
が
 、
一
方
で
は
精
神
の
病
気
の
体
験
と
し
て
、
 他
 方
で
は
宗
教
の
体
験
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
、
古
く
か
 
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
 

る
が
、
そ
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
 
 
 

三
 、
自
己
の
精
神
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
何
ら
か
の
形
で
 
周
囲
に
表
現
さ
れ
る
。
（
精
神
科
臨
床
で
は
不
眠
、
 不
 穏
 、
独
語
な
ど
か
ら
、
 時
 

に
は
意
識
障
害
に
類
似
し
た
錯
乱
を
き
た
す
も
の
ま
で
 
見
ら
れ
る
。
）
 



み
ら
れ
る
神
が
か
り
で
も
こ
の
両
者
は
混
在
し
て
い
る
 。
こ
の
よ
う
に
個
の
体
験
内
容
の
相
違
か
ら
、
「
や
ま
 
い
 」
と
し
て
の
 想
依
と
 

「
い
や
し
」
と
し
て
の
 想
依
 を
わ
け
る
こ
と
は
な
か
な
 か
 困
難
で
あ
る
。
 

猿
依
が
 個
人
的
な
病
気
と
い
う
「
や
ま
い
」
の
面
に
お
 わ
る
か
、
そ
れ
と
も
 想
依
 に
よ
る
個
人
の
信
仰
的
覚
醒
 か
ら
、
教
団
形
成
に
 

至
る
ま
で
の
「
い
や
し
」
「
す
く
い
」
の
側
面
に
至
る
か
 
は
 、
や
は
り
 想
 依
を
体
験
す
る
者
が
作
り
上
げ
る
も
の
 
の
 相
違
が
大
き
い
よ
う
 

に
恩
 ぅ
 。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
創
造
性
や
共
同
体
形
成
 能
力
に
帰
着
す
る
。
そ
こ
で
ま
す
創
造
性
の
方
面
か
ら
 
見
て
い
こ
う
 0
 

 
 

宣
や
作
品
の
中
に
輝
き
が
認
め
ら
れ
る
が
、
病
的
神
秘
 
家
は
 、
心
的
解
体
の
 

た
め
に
創
造
的
な
活
動
を
な
し
え
ず
、
非
実
践
性
と
夢
 想
の
中
に
埋
没
す
る
。
し
か
し
、
精
神
的
創
造
と
し
て
 の
 信
仰
体
験
の
表
現
が
 、
 

あ
る
「
輝
き
」
を
も
つ
と
き
、
た
と
え
病
的
な
条
件
に
 
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
こ
え
た
創
造
的
 
天
賦
の
働
き
を
み
る
こ
 

と
が
で
き
る
と
い
う
。
小
田
は
こ
の
よ
う
な
創
造
性
と
 

一
 
7
 一
 

し
て
、
第
一
に
神
か
ら
の
託
宣
を
詩
歌
あ
る
い
は
経
由
 @
 
の
形
で
定
着
さ
せ
る
舌
口
 

語
 能
力
、
第
二
に
宗
教
的
象
徴
を
心
像
と
し
て
定
着
す
 
る
 能
力
、
第
三
に
神
の
こ
と
ば
に
従
っ
て
行
動
す
る
 
案
 銭
刀
を
あ
げ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
創
造
性
の
う
ち
人
々
を
引
き
つ
け
る
も
の
 は
 第
三
の
実
践
力
で
あ
る
。
時
代
や
社
会
に
反
旗
を
ひ
 
る
が
え
し
、
人
々
の
 持
 

つ
 世
直
し
的
願
望
を
し
っ
か
り
と
つ
か
み
、
 想
 依
の
中
 で
 神
や
狐
の
姿
を
借
り
て
 代
 ム
才
し
て
い
く
能
力
は
宗
教
 
家
 と
し
て
の
要
件
と
な
 

る
 。
 

次
に
共
同
体
形
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
宗
教
教
 
団
 が
確
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
う
し
て
も
信
徒
同
 志
 、
信
者
と
教
祖
が
 

強
く
結
び
合
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
「
 結
 び
つ
け
る
」
寄
住
 0
 一
 と
い
う
性
質
こ
そ
宗
教
（
「
の
二
 

%
 巳
の
基
本
的
機
能
の
 
一
 

っ
 で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
単
に
語
源
的
な
こ
と
だ
け
で
は
 な
い
に
違
い
な
い
。
教
団
に
は
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
 
と
し
 て
の
機
能
が
必
要
で
あ
 

る
 。
 想
依
 に
よ
っ
て
閑
散
し
た
教
祖
に
つ
い
て
佳
日
 す
 れ
ば
、
他
者
の
苦
し
み
に
耳
を
傾
け
、
理
解
し
、
自
分
 
の
 苦
し
み
と
し
て
受
け
   



             
 

 
 

っ
て
は
自
然
の
病
気
で
な
く
、
修
行
に
よ
り
身
体
、
精
 神
に
苦
痛
や
試
練
を
与
え
て
自
己
を
病
気
と
類
似
の
状
 
態
 に
陥
れ
、
そ
れ
を
 通
 

を 一 

  
  
が 

  
（「ゃ 経験 

す ま 

る い       
が 契 
  機 

や - 
め が 
苦 一 
し ヌ 寸   
者 も   ら 
下郎 信頼 

と 不 
兵 難   
な も 

得 の 
る と 
    
契 て 
機 存 
と 在 
な し 
っ て 

て い 

い る る そ 
場 し 

ム 口 て 
に 救 
よ い 

  

周
知
の
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
マ
ン
の
 成
 巫
の
過
程
を
全
体
 と
し
て
な
が
め
て
み
る
と
、
細
か
い
と
こ
ろ
は
別
に
し
 
て
 、
い
ず
れ
も
 巫
病
 

の
よ
う
な
病
気
な
い
し
病
的
経
過
を
体
験
し
乗
り
越
え
 
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
音
と
な
る
と
い
う
図
式
が
見
て
取
 
れ
る
。
そ
こ
で
は
立
者
 

入
れ
る
と
い
う
教
祖
と
し
て
 

に
な
る
。
 

一
方
、
心
因
反
応
と
し
て
 

「
精
神
活
動
全
体
が
脆
弱
で
 

内
面
的
空
想
世
界
に
閉
じ
こ
 

応
や
処
理
が
と
れ
ず
、
反
応
 

こ
れ
は
心
因
反
応
に
共
通
 

や
す
い
点
で
あ
ろ
う
。
内
聞
 

ら
に
は
そ
れ
を
恨
む
と
い
う
 

し
て
も
西
村
の
舌
口
う
よ
う
に
 

を
も
つ
真
正
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
 

 
 

れ
る
。
 

0
 条
件
を
、
 想
 仏
体
験
と
関
連
さ
せ
て
位
置
づ
け
、
 と
 も
に
担
っ
て
い
く
と
い
う
「
愛
の
契
機
」
が
重
要
 

-
 
と
一
 

0
%
 依
 状
態
の
自
 験
側
 な
ら
び
に
文
献
例
か
ら
み
た
 臨
 床
 例
の
特
徴
は
 、
 次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 

、
自
己
の
内
面
を
統
制
す
る
力
に
欠
け
る
。
そ
の
結
果
 

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
中
に
は
、
人
々
を
一
致
さ
せ
、
 共
 同
体
形
成
へ
向
わ
し
め
る
よ
う
な
「
愛
の
契
機
」
 

、
現
実
吟
味
能
力
が
低
く
、
外
界
を
見
る
よ
り
も
 

も
り
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
家
族
間
の
争
い
に
代
表
さ
 
れ
る
よ
う
な
葛
藤
場
面
に
出
会
う
と
現
実
的
な
対
 

を
 起
こ
し
や
す
い
。
」
 

し
た
要
素
で
は
あ
る
が
、
 想
 低
に
特
徴
的
な
こ
と
を
あ
 え
て
あ
げ
れ
ば
、
内
的
空
想
世
界
に
閉
じ
こ
も
り
 

的
 傾
向
は
自
己
の
救
い
の
契
機
に
な
ら
ぬ
ば
か
り
か
、
 
む
し
ろ
自
ら
の
状
況
を
他
の
責
任
に
転
嫁
し
、
 さ
 

「
呪
い
の
契
機
」
と
な
り
や
す
い
。
一
方
的
に
決
め
つ
 け
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
 

ム
と
 、
反
対
に
「
呪
い
の
契
機
」
を
も
つ
呪
術
、
邪
術
 
的
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
区
別
で
き
る
よ
う
に
思
わ
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初 、 こら察を七 れの場合 歳現 ち 本 
精 を け 面 部 頃 病 男 百 師 四 

っ で     て は 「 
裂 回 に 緊 し 不   い 、 や 

病 と さ 張 て 目民     
歳 。 他からまい」 く過程 

考 え ててて 、 いおに 人 ち と ⅠⅠ ブレト Ⅰ 

ら 言十 る り 貸 な ル足 り す 型   
精神 

る 病 「   非 的 い   病 
が 退 て や 出 立     一精 と考えやし」 精 定型 

中ネ   分               へ 
歳 り と 内 も た 裂 
時 速 か 容 し       病 

と 

かし ら て っ たま家業 は 口 足 。 冴寺 

は い 被 と 族 つ 病   
、 る 嵩 ま の き   

誇 。 関 り 手 が 症 
大   
  乱暴 係妄カ / ，よ 負 に を 

な 一   想 い え で 
    な あ 

同一動 

わ 
み 幼 く 話 せ 

や と 聴 な す     
爽   つ   病 

夫 ト ら 存 、 容 混 
ム 

者 
な れ 在 精 は   
片 
ヌ田   棺 目性   
  。 て 科 害   ノ 、、 。 

な   テ 
ど 焼 る 院 で 病型     
  治 よ な ま   
明 療 う 受 と   
瞭 解 
な   釈 

こ り る に す と に 欠 る 

牒状態 に 日 至 け     
  な 分 つ 、 と 

  っ が た 急、   
  た 周 。 に よ 

者
を
区
別
し
て
み
て
い
く
こ
と
と
と
も
に
、
両
者
の
相
 
締
約
関
係
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

す ま じ 
む い て 
の 」 成 
と を 巫 
考 通 は 
え し 至 
て て る 
ょ で ぅ 

い な と   
で れ る 

は ば 仕 
な 待 網 
い ら ん 

か れ さ 

。 な え   
つ と る   
これ ぅ消 

れ月、 まを は 、   
述 の 者 
べ が を 

て た 動 
き っ か 

た て す 
よ お よ 

" に つ @ " " な っ 

想 そ 救   
に を や 
お 人 「   
る 的 や 
「 に し 

や 再 」 
ま 現 の 
い し 契 

」 よ 機 
と う @ 
「 と   

い す め 
や る る 

し こ 程 
」 と 度 
の を 「 
両 示 や 

  



        

始
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
か
ら
消
さ
れ
る
の
で
は
 
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
な
体
験
で
あ
っ
た
。
七
月
の
あ
 
る
晩
 、
空
に
星
が
無
数
 

  
「 次 @   

のよう 八｜一 

  
頃 
@@ し 

特別 

な 
里 
変 

  
起 
き 

た 

、又 ノ 

  
  
  
  
頼 
ま 

  
て   

申 子 屯 
様 
  
お 
  
与 @ 

土 
(;: 
埋 
  
た 
力す 

里 
変 

  
そ 

  
十寸 口 

  
ら 

  

自   
身 患 ． b 
と 者 に 四 治療をようなり、 う しか いし 歳の で、 声で ロ @ こ 艮 

患 ． は 信 
者 、 仰 

及 び二 四魔 
そ 歳 
の 時 時 態 
兄 に 弟 は 精 

教 との 古本 

治療 直接 

文才 戸斤 

設 を 

を 閑 な 状 
も 設   
@ 」   
  地 

徳 元   
イ " " 一 一 口 一 " Ⅱ .       
首 卍三 " 。 親 が   
0 話     て し る 歳 
を 敗 単 な 。 時   身 が こ に 

に 上 生 ら クフ タト   活 、 間 来 
を か 寝 受 べ り 
っ な た 診 る れ 
  

る 

  オ @ @ づ り き し を Ⅰ 「 的 に 彼   
の そ て 難 の の 

い な 母 を 

る 先 規 最   た 

と 事 。 活 を ヰ菱     
塞 内 況 護   の ， @  現 容 本的 、   

中 、 7 缶 
な お で 次 に 

  耐 に 至 
え 述 る る   

体 筆 て べ ま ピ 宇 の 伸 定 
験 者 お る で 、 - 一 こ 様 期 



に
 出
て
い
る
の
に
家
が
ぐ
ら
ぐ
ら
動
い
て
き
て
、
彼
は
 
そ
の
中
で
一
晩
生
か
な
し
ば
り
の
状
態
に
な
っ
て
一
睡
 
も
で
き
な
か
っ
た
。
 し
 

ば
ら
く
す
る
と
遠
く
か
ら
大
き
な
物
体
が
、
鼻
息
を
立
 
て
て
自
分
に
近
づ
い
て
き
た
。
必
死
に
見
よ
う
と
す
る
 
が
 何
も
見
え
な
い
。
 あ
 

た
り
は
真
っ
暗
で
あ
る
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
 
、
 足
か
ら
粧
に
か
け
て
、
そ
の
物
体
が
入
り
込
ん
で
き
 
て
 宙
に
浮
く
よ
う
な
 体
 

験
 を
し
た
。
魂
が
ま
る
で
ジ
ェ
ッ
ト
機
に
で
も
乗
っ
た
 
よ
う
な
感
じ
で
、
天
に
舞
い
上
が
り
、
あ
る
一
白
 
に
達
 す
る
と
、
そ
こ
は
真
っ
 

暗
な
世
界
で
、
血
の
地
獄
で
あ
っ
た
と
い
う
。
恐
ろ
し
 
く
て
、
帰
り
た
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
す
る
こ
と
も
 
で
き
ず
、
魂
が
天
に
登
 

っ
て
い
く
よ
う
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
途
中
で
な
に
 も
の
か
に
 ガ
ツ
ン
 と
ぶ
つ
か
り
、
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
 た
 。
そ
し
て
気
が
つ
く
 

と
 、
そ
こ
は
、
自
分
が
以
前
に
住
ん
で
 い
 た
世
界
で
あ
 っ
た
 。
」
彼
は
こ
の
よ
う
な
体
験
を
一
晩
に
三
回
し
た
が
 、
そ
れ
を
天
国
と
地
獄
 

の
姿
と
考
え
た
と
い
う
。
（
お
そ
ら
く
 本
 疾
患
が
始
ま
っ
 た
と
思
わ
れ
る
頃
の
体
験
の
記
述
で
、
妄
想
 様
 気
分
や
 世
界
没
落
体
験
に
類
似
 

の
 精
神
病
体
験
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
 
の
 最
初
の
体
験
が
一
八
Ⅰ
一
九
歳
頃
で
あ
っ
た
か
ど
う
 
か
は
わ
か
ら
な
い
。
 こ
 

れ
と
似
た
体
験
は
そ
れ
以
後
も
時
々
見
ら
れ
て
い
る
。
）
 

彼
は
こ
の
体
験
に
は
、
特
別
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
、
 
義
兄
の
紹
介
で
四
一
歳
頃
札
幌
の
某
霊
能
者
を
訪
ね
 
前
 述
の
体
験
を
話
し
た
 

と
こ
ろ
、
「
そ
れ
は
、
人
の
助
け
を
す
る
た
め
に
生
ま
 れ
つ
い
 た
の
だ
か
ら
、
人
助
け
を
し
な
さ
い
」
と
舌
口
 わ
 れ
た
と
い
う
。
そ
れ
ま
 

で
 半
信
半
疑
な
面
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
言
葉
に
力
を
得
 
て
、
 彼
は
地
元
で
信
仰
に
よ
る
病
気
治
療
を
始
め
た
。
 

そ
の
方
法
だ
が
、
病
状
を
聞
き
心
に
念
じ
る
と
、
彼
の
 
内
に
あ
る
「
超
脱
霊
力
」
が
、
両
腕
を
気
流
の
よ
う
に
 病
人
に
流
れ
伝
わ
り
、
 

患
部
を
溶
か
し
て
し
ま
い
、
病
人
は
太
陽
熱
に
で
も
さ
 
ら
さ
れ
た
よ
う
に
体
が
 執
 く
な
っ
て
、
い
い
気
持
ち
に
 な
り
、
そ
し
て
一
晩
 ぐ
 

っ
す
 り
と
眠
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
症
状
が
と
れ
る
と
 

っ
 こ
れ
は
一
種
の
身
体
感
覚
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
 
体
感
幻
覚
と
の
関
連
も
 

う
か
が
え
る
）
。
 

  



 
 心

チ
 

  Ⅱ
 

宇
 

 
 

 
  

   
な し 

-  のて ん 全病 裂囲遍 の 歴こ あ て 本 

病 だ 

  巷 

の 活 

と を 

は 午 十テ 

と さ 

    
言己 し 

す は 

  
で 論 

と 

  

  
あ そ例   

  

実
兄
と
義
兄
が
持
参
し
て
き
た
写
真
の
中
の
影
は
「
 
ヒ
 ト
ダ
マ
 」
で
「
神
秘
的
な
現
象
 

力
 を
証
明
す
る
と
い
う
。
兄
弟
、
家
族
も
、
患
者
の
神
 秘
 的
な
力
を
認
め
、
病
気
な
お
し
 

な
っ
て
い
る
。
 

こ
う
し
て
信
仰
治
療
を
は
じ
め
て
か
な
り
の
数
の
人
を
 
「
治
療
し
た
」
が
、
ク
ラ
イ
 ェ
 

自
ら
も
建
築
現
場
の
仕
事
を
し
て
い
る
。
ま
た
祭
壇
を
 
し
つ
ら
え
、
本
人
は
新
し
い
宗
教
 

の
 教
義
も
な
け
れ
ば
、
固
定
し
た
信
者
も
お
ら
ず
、
 
定
 期
 的
な
宗
教
的
祭
事
も
行
わ
れ
て
 な

う
 つ
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
患
者
の
超
能
 

と
い
う
仕
事
に
尊
敬
の
念
を
は
も
う
よ
 う
 に
 

ン
ト
 か
ら
の
謝
金
だ
け
で
は
生
活
で
き
ず
、
 

団
体
へ
の
志
向
を
有
し
て
は
い
る
が
、
特
定
 

い
な
い
 



象
は
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
こ
に
あ
げ
た
症
例
は
、
全
体
と
し
て
は
数
々
の
病
的
 体
験
を
宗
教
的
に
意
味
づ
け
て
、
自
ら
を
「
神
の
力
を
 
与
え
ら
れ
た
 い
 や
し
 

手
 」
、
「
聖
な
る
存
在
」
と
し
て
認
め
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
 

う
な
心
的
機
制
を
、
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
は
「
自
我
神
話
化
 （
～
の
 

ゴ
 ・
 
ノ
 ミ
 ぜ
 （
 
ゴ
 」
の
」
の
「
 

目
コ
 
N
-
 
」
 

 
 

と
 名
付
け
て
い
る
。
彼
の
事
例
 
-
 中
年
女
性
、
診
断
は
 心
因
 性
 妄
想
反
応
）
は
「
私
は
マ
リ
ア
 だ
 」
と
い
う
 妄
相
 ゅ
 を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
 

個
人
的
存
在
を
離
れ
て
、
集
合
的
神
話
的
存
在
と
な
り
 

の
 責
任
性
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 そ
 こ
に
は
個
人
的
な
負
い
 

目
や
罪
か
ら
自
ら
を
防
衛
し
、
免
罪
を
も
く
る
む
心
的
 
企
図
が
か
く
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
次
第
に
至
福
 
感
 に
満
た
さ
れ
た
誇
大
 

妄
想
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
 

小
論
で
あ
げ
た
症
例
は
、
免
罪
的
な
側
面
を
欠
く
に
し
 て
も
、
お
お
む
ね
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
ー
の
言
う
自
我
神
話
化
 の
心
的
機
制
が
働
き
、
 

そ
れ
が
本
人
を
し
て
信
仰
治
療
者
と
し
て
立
た
し
め
、
 
同
時
に
精
神
症
状
の
安
定
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
い
 
え
よ
う
。
ヴ
ィ
ン
ク
ラ
 

-
 
Ⅱ
 -
 

｜
 は
こ
の
自
我
神
話
化
の
機
制
を
提
唱
す
る
以
前
に
「
 自
我
収
縮
 一
 
～
の
 
ゴ
 。
 
p
 コ
 a
c
 
ゴ
 o
 「
の
の
の
）
」
と
い
う
機
制
を
あ
げ
 
て
い
る
。
こ
れ
は
不
安
、
 

幻
覚
な
ど
と
い
っ
た
 侵
襲
 的
な
体
験
に
対
し
て
、
自
我
 を
 縮
小
さ
せ
て
守
る
企
て
で
あ
り
、
そ
れ
が
対
応
し
き
 
れ
な
く
な
っ
た
と
き
に
 

自
我
神
話
化
の
機
制
が
生
ず
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
 
見
方
を
変
え
れ
ば
自
我
退
縮
が
一
種
守
り
の
姿
勢
で
あ
 
る
の
に
反
し
、
自
我
 神
 

話
 化
は
攻
め
の
姿
勢
、
つ
ま
り
病
者
が
周
囲
や
他
者
の
 
中
に
再
び
地
歩
を
得
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
防
衛
ス
タ
 
イ
ル
と
 取
る
こ
と
も
 可
 

能
 で
あ
ろ
う
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
自
己
の
体
験
が
、
た
と
え
手
前
勝
手
 な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
自
分
な
り
に
意
味
づ
け
ら
れ
、
 
一
つ
の
宗
教
的
物
語
 

と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
い
く
と
き
に
、
精
神
病
の
よ
う
 
な
 機
能
性
疾
患
で
す
ら
予
後
が
良
好
に
な
っ
て
い
く
と
 
い
う
現
象
は
、
ど
の
よ
 

う
に
考
え
て
い
っ
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

  



   
 

 
 

 
  

 

 
 

  

に 精 再 し る あ を   
る 現 物 く 病 っ に こ に は 病者 消息 との 再生 語が 、 ことは 気がた 本人 て 早く病 望 とは 

、 と が 識 ま の 

5 時 け   
に そ @ で は人っ のの る と っ 七 てさ れ 者 

な 、 の   た物 ら語ら え ある と、 殺 つ 

    
つ ,   

  

        
病   性 覚で奇態におはいうしカ 例 相関関 @ し - 、、 話 化の 

ま け 黒 麦 問 係 
で る と け 題 を 
も 異 居、 入 を め 
な 営 わ れ 見 く     
い な れ る て っ 

。 阪 る れ き て 
少 に よ る た 

な そ う か 。 前 
く の な と こ 節 
と 様 出 れ れ ま 

も な 来 う ら て、 
臨 も 事 側 に に 

床 の に 面 共 想 
的 と は で 通 依 
に 者 、 あ し に 
沿 え ご ろ て お 
療 た く 。 み け る削 の対 場合 日常 この られ 

家 で 的 点 る 造 

    共 そとされ 惟や も、 @ 口業 な につい ことの 

る れ と て 一 同 
場 が し 択 っ 体 

形成、 合は 、 すぐに 病 異 ての に若干 は 、 
あ 精 常 ふ 若 一 

る 神 と れ 個 非 

社屋いて人定 食 学 うおの型 
-. 的 レ き 持 精 
学 な ッ た つ 神 病者 校 、 疾病 j テレ 病理 



さ
 

数
 と
 

受
け
 

る
。
 

 
 

件
で
 

 
 

て
こ
の
よ
う
な
病
人
候
補
者
に
な
る
よ
う
な
事
例
性
 
と
 い
う
出
来
事
は
、
小
田
が
言
う
よ
う
に
、
社
会
と
本
人
 
の
間
の
一
つ
の
 関
 

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
囲
の
状
況
に
よ
っ
て
社
会
の
 中
に
と
け
込
ん
で
事
例
性
と
し
て
日
立
た
な
い
こ
と
も
 
あ
れ
ば
、
社
会
の
 

入
れ
る
度
合
い
に
よ
っ
て
病
理
性
、
ま
た
は
事
例
性
 
と
 し
て
析
出
し
て
き
た
り
す
る
わ
け
で
、
社
会
の
耐
用
度
 
と
も
関
連
し
て
く
 

従
っ
て
こ
の
よ
う
な
 
提
 か
ら
み
る
と
、
事
例
性
が
成
 立
 す
る
た
め
に
は
周
囲
、
社
会
の
許
容
度
が
大
き
な
 条
 件
 と
な
る
。
 

か
し
、
こ
の
 ょ
う
 な
周
囲
の
条
件
だ
け
で
病
気
な
い
し
 病
者
が
成
立
し
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
か
な
り
 
緩
や
か
な
周
囲
 条
 

も
な
お
許
容
し
き
れ
な
い
よ
う
な
様
態
を
示
す
 
、
 個
の
 側
の
要
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
精
神
病
理
 
学
の
規
定
し
て
き
 

例
え
ば
こ
こ
に
、
独
り
言
口
を
舌
口
 

ぅ
 者
が
 い
 る
と
し
ょ
う
 。
独
語
は
彼
の
癖
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
幻
聴
 
と
い
う
特
殊
な
体
験
 

を
 持
ち
、
幻
の
声
に
返
事
を
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
 
い
 。
一
 つ
は
 単
な
る
癖
で
あ
り
、
一
 つ
は
 精
神
医
学
的
 に
 規
定
さ
れ
る
病
理
 現
 

家
 で
あ
る
。
人
々
は
独
り
舌
口
を
た
と
え
奇
異
に
感
じ
て
 も
ち
ま
り
異
常
と
考
え
て
も
Ⅰ
 

彼
 ま
た
は
彼
女
を
す
 ぐ
 病
院
に
つ
れ
て
い
く
 

よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
 癖
 だ
と
人
々
に
理
解
さ
れ
れ
 ば
 、
放
置
さ
れ
る
か
、
せ
 い
ぜ
ぃ
 任
意
さ
れ
る
の
み
で
 あ
ろ
う
。
一
方
幻
聴
に
 

よ
る
独
語
が
次
第
に
強
く
な
り
、
や
が
て
周
囲
に
向
か
 
っ
て
罵
声
を
浴
び
せ
た
り
、
独
語
の
内
容
が
不
穏
当
な
 も
の
に
な
っ
て
く
れ
ば
、
 

人
々
は
そ
の
状
態
に
対
し
て
何
ら
か
の
手
を
打
た
 ざ
る
 を
 得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
 は
 精
神
医
学
的
に
 規
 定
 さ
れ
る
病
理
性
の
前
 

に
 、
ま
ず
そ
の
人
が
病
人
候
補
者
に
挙
が
る
と
い
う
 
操
 作
 が
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
 
ょ
う
 な
 状
況
を
こ
こ
で
は
事
例
 

性
行
男
 目
 2
%
 と
 呼
ん
で
お
き
た
い
。
こ
の
舌
口
 
業
は
既
 に
 加
藤
に
よ
っ
て
精
神
医
学
や
精
神
保
健
学
の
中
で
認
 
知
を
受
け
て
使
わ
れ
て
 

一
 
Ⅱ
 一
 

Ⅱ
い
る
舌
口
 

業
 で
あ
る
。
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心の 「やまい」と 心の 「 い やし」 

Ill (111) 

て が を ら も て て 
病 な 述 そ と の い き こ   し 癒 も 目 で る 従 精 で 八 
さ か の 的 筆 。 つ 平中 瓶 れ の で と ヤ旧 

れ 倍 あ し の 
ば り る て 理 
そ や と い 解   
れ 解 筆 る す 
に 訳 者 わ る 

越 を は け と 

し 待 肴 で こ   
た て え は ろ た あ 神 
こ " る な " 入 る ・ 病 
と 自 。 い 宗 聞 か 者 は 己 癒 よ 教 
な の し ぅ は 理 解、 らを と 

い 人 は に 結 は 様 り 

が 生 結 恵 果 無 々 あ 
原 な げ 
則 概   として 、たとの意味 果 であ 宗 う。 胸 倉 精 

え づ る 教 病 に や 神 
癒 け 。 は 気 一 撮 医 

さ が 徒 人 の 般 作 字 
れ 待 っ 間 治   
な ら て の 癒   
く れ た 苦 と る 気 み 
て る と し い こ を た 
も な え み っ 

、 ら そ に た 「や とは なお 病 こ 閑 具 で す ま 

気 そ で わ 体 き と い 
な れ 現 る 的 ず い 」 

受 が 実 何 な " " っ と 

容 救 の ら 癒 ム 一     
し い 癒 か   述 点 が 

て に し の を べ を や 
生 な が 世 も た 最 し 
き る 待 罪 た よ 総 」 

う 的 の   な な 問 
く で な さ も 件 目 頭 
力 あ く ら の づ 標 に 
な ろ て に の け に つ 

を 構 い   も 築 て 
ば 祝 木 酒 祝 っ さ 考 

、 っ 人 観 か た れ え 

事 本 当 の た 
何 心 か だ ょ 各 
性 論 ず と う 種 
が め れ い な の 

、 文 に う 個 病 
同 派 し の の 理 
囲 で て で 示 概 
社 い も は す 念 
会 え 本 な 様 で 

百冊 と個 @ ま "  Ⅱ " ム へく態 "  @, ある 

  
に や 依 り え で 
根 し や あ て は 
ざ 」   
て 面 疽 の と 有 
い 側 を 出 い 用 

る面有発う，吐 こをす， 点 、 点、 
と も る で を 妥 
に ち 者 あ 指 当 
習 得 が る 摘 ， 性 
意 る 、 か し と 

し 田 柄 ら て い 
て 能 者 で お う お 性 で あ き 国 
か は あ る た 難 
ね 、 る 。 い な 

@ 今 と 議 
な 述 と   三ム 

ら べ も   
な た に は ひ 
い よ 宗 そ と 

。 う 教   
な者 精 で が ぉ 
神 あ 正 き   し 
Ⅱ 皓 百 千尋 い 本 
床 る と Ⅱ へ 

に 可 か 論 

お 肯ヒ ヒ ょ が @ 
ける T 生 、 妥 そ 



宗
教
と
医
療
は
癒
し
と
救
い
と
い
う
占
で
確
か
に
共
通
 
点
な
い
し
共
通
の
土
俵
を
持
っ
が
、
医
療
が
最
終
目
的
 
と
し
て
癒
し
を
め
ざ
 

す
の
に
対
し
て
、
宗
教
は
結
果
と
し
て
の
癒
し
を
も
た
 
ら
す
の
で
あ
り
、
両
者
の
癒
し
へ
の
 
べ
 ク
ト
ル
の
方
向
 は
こ
と
な
る
と
考
え
 ろ
 

れ
る
。
従
っ
て
個
人
の
心
の
成
長
を
促
す
こ
と
に
よ
っ
 
て
 治
癒
を
も
く
る
む
精
神
療
法
な
ど
の
場
合
に
、
宗
教
 
0
 代
替
物
と
な
っ
て
 、
 

あ
た
か
も
医
者
が
宗
教
家
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
過
ち
 
を
 筆
者
は
い
っ
も
警
戒
す
る
の
だ
が
、
同
時
に
宗
教
家
 
が
 結
果
と
し
て
の
癒
し
 

に
の
み
と
ら
わ
れ
る
と
、
宗
教
本
来
の
救
い
の
側
面
を
 忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
今
は
や
り
の
 
宗
教
的
な
癒
し
は
そ
う
 

し
た
危
険
性
を
常
に
は
ら
む
。
特
に
い
わ
ゆ
る
 新
 ・
 新
 宗
教
に
人
々
が
求
め
る
こ
と
は
、
世
界
観
の
変
革
や
人
 
格
の
陶
冶
、
あ
る
い
は
 

人
生
の
究
極
的
な
意
味
づ
け
で
は
な
く
、
目
に
見
え
る
 
奇
跡
、
自
己
の
超
能
力
の
開
発
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
 
現
実
に
肉
眼
で
見
て
取
 

れ
る
意
味
で
の
癒
し
を
目
指
す
方
向
は
 、
 必
ず
し
も
 宗
 教
 固
有
の
方
向
で
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
も
し
宗
教
 
が
そ
の
様
な
も
の
だ
け
 

を
直
接
の
目
標
と
し
て
目
指
す
な
ら
ば
、
宗
教
の
医
療
 
化
と
な
り
、
本
来
の
領
域
を
逸
脱
す
る
も
の
と
し
て
 
危
 惧
 さ
れ
る
。
 

し
か
し
そ
う
は
舌
口
っ
て
も
、
も
と
も
と
宗
教
や
医
療
は
 
、
本
小
論
で
い
う
よ
う
な
「
い
や
し
」
の
面
で
相
互
に
 補
 い
あ
ぅ
 面
が
あ
る
。
 

現
代
医
療
は
人
間
と
い
う
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
身
体
を
 
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
臓
器
別
に
治
療
し
た
り
、
あ
る
い
 は
 老
人
、
成
人
、
小
児
 

と
い
っ
た
よ
う
に
世
代
別
に
分
類
し
て
、
自
然
科
学
に
 
則
っ
た
い
わ
ば
機
械
な
お
し
を
モ
デ
ル
と
し
て
発
達
し
 
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
 

の
方
法
に
よ
っ
て
 、
 我
々
は
急
性
感
染
症
な
ど
か
ら
 自
 由
 に
な
っ
て
生
活
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
 
っ
 た
の
で
あ
り
、
こ
の
 

恩
恵
は
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
 

宗
教
の
時
代
と
い
わ
れ
る
今
、
現
代
医
学
を
批
判
す
る
 
こ
と
を
も
っ
て
、
宗
教
が
単
純
な
先
祖
帰
り
を
目
指
す
 
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 大
 

き
な
時
代
錯
誤
で
あ
ろ
う
。
医
学
は
あ
く
ま
で
も
自
然
 
科
学
に
よ
っ
て
人
々
の
信
頼
を
得
て
い
る
。
し
か
し
こ
 
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
 

  

そ
れ
は
ひ
と
つ
の
救
い
と
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
 
そ
 の
 
様
な
救
い
や
癒
し
の
あ
り
方
は
、
医
療
を
越
え
て
い
 
る
 。
 

 
 

 
 



  
  
要 ア 教 
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鰭 瓦 
明 理 
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ら も 

現 今     
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に で   
戦 が   
て       
こ し 

と 両 

は 、 者 が ， 
木目 そ 
互 れ 
の ぞ   
長 の 
と 場 

完 を 

展 ふ 
の ま 

たえ め 、 
に 日 

も ， り 

  

 
 

精
神
医
療
の
領
域
に
お
い
て
我
々
が
な
し
得
な
 
い
 
面
を
宗
教
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
よ
う
に
比
重
 
を
 踏
 
Ⅸ
 T
 し
て
い
る
と
舌
口
え
る
。
 

 
 

 
 

Ⅱ
さ
れ
る
病
的
状
態
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
 
個
 別
 で
日
常
的
な
触
れ
あ
 い
 の
中
で
「
 い
 や
し
」
が
行
わ
 れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

し
て
な
が
な
が
な
し
得
な
い
面
で
あ
る
。
特
に
精
神
 
疾
 患
の
中
で
も
現
代
の
特
徴
的
な
病
気
で
あ
る
人
格
 
障
圭
 ロ
や
、
 心
の
成
長
が
期
待
 

的
な
触
れ
あ
い
の
中
で
「
い
や
し
」
が
行
わ
れ
て
い
く
 
こ
と
は
、
 ム
フ
 
も
な
お
宗
教
の
基
本
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
 
現
代
医
療
が
な
す
べ
く
 

体
 に
直
接
触
れ
る
病
気
治
し
や
、
あ
る
い
は
法
座
や
懇
 談
 会
の
よ
う
に
信
者
同
士
が
親
し
く
接
し
あ
う
例
に
見
 
て
 取
れ
る
如
く
、
日
常
 

え
て
も
な
お
、
医
療
は
 、
 病
を
持
っ
て
現
実
の
中
で
生
 き
る
人
問
に
 

舌
ロ
 
い
 古
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
一
昔
前
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
 
１
を
持
っ
 

の
手
が
患
者
の
体
に
じ
か
に
触
れ
る
行
為
は
、
ご
く
 少
 な
く
な
っ
た
 

神
 医
療
と
い
え
ど
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
我
々
は
 
患
 者
と
の
生
き
 

中
で
、
し
か
も
構
成
的
面
接
の
よ
う
に
メ
ニ
ュ
ー
化
さ
 
れ
た
問
診
に
 

 
 

様
々
な
垣
根
に
隔
て
ら
れ
て
直
接
に
触
れ
あ
 ぅ
 こ
と
は
  
 

こ
れ
に
対
し
て
宗
教
の
大
き
な
特
色
は
、
そ
の
様
な
 垣
 根
を
取
り
 

ろ
ん
大
教
団
に
な
れ
ば
教
祖
と
信
者
が
直
接
触
れ
あ
 
ぅ
 こ
と
は
極
め
 届

か
な
い
部
分
が
あ
る
。
 

て
い
た
「
手
当
て
」
と
い
う
舌
口
葉
の
起
源
と
も
い
え
る
 

。
診
断
は
機
械
や
器
具
を
通
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
 

た
、
日
常
的
な
生
活
を
共
に
す
る
よ
う
な
対
話
か
ら
、
 

す
ら
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
は
病
者
と
 

払
 い
 、
宗
教
者
と
信
者
が
直
接
に
触
れ
る
 ぅ
 こ
と
で
あ
 
あ
 

て
希
で
あ
ろ
う
が
、
例
え
ば
善
隣
 会
 に
み
ら
れ
る
よ
 う
 、

医
療
者
 

っ
た
。
 精
 

診
察
室
の
 

医
療
者
は
 

る
 。
も
ち
 

な
 教
祖
の
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-
 
せ
も
ち
ろ
ん
必
要
以
上
の
依
存
は
か
え
っ
て
友
治
療
的
な
事
 
も
あ
る
。
筆
者
は
一
方
で
は
治
療
の
場
に
お
け
る
つ
つ
し
み
を
 
大
事
に
し
て
い
る
。
 

宵
一
 

こ
の
よ
う
な
形
で
の
人
格
障
害
の
見
事
な
治
療
例
を
我
々
 
は
 次
の
論
文
で
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

森
 
省
二
「
正
常
と
異
常
の
は
ざ
ま
と
心
の
癒
し
」
（
新
屋
 

地
編
 著
、
前
掲
主
日
）
、
二
八
三
頁
。
 

  



  
あ 上 
る 登 
か 場   
連 る   
は と 

無 は 

  
で 知 
あ ら 

る れ 
  て 

痛 い 

  
障 癒 
圭三 口 し   
そ 「 

れ 癒 
@ よ 」 

そ は   
と m7 茜 
し 垂 
て 一 

  や 
，し、 、 ま 

楽 ぃ     
な ） 

る に       
安 L 、 快の ｜ 目 す １ 前 

る 一 
@ し l , し 、 

と か 

で 友 
あ に 
る あ る 
厳 か す 
こ 下 

  

癒 
す     
    
と は 

論文 くキ｜ 疑問 @ とま 実施 相手 る 。 を促 

は、 じ 

め 要旨Ⅴ ワード 性 沖 Ⅲ を呈し なじま 上、関 の環境 この タ 進 する   古来， @ 有 いい者中 チ めセ 

医 
療 ラピュ 癒し、 専 した る人も からで め コン で、 ェ 、エ @ よ 、着 に 

者、 右門いあ セ ネ ネ 護 l 

請暇るる 介へ 。 。 シ サ ルル ギギが 者テ ィ 

宗教 

者 
人のし 、 討 た者を場 由 ・ ス @ 場らク l 円 ッ 

  
  

ゴ上 

通 タッチ 。ラピュ 五 % つてセ イ ら、 ておく 一部分 相互佳 手 と内 

領 Ⅰ 

域 @ テ汀ピフ % ランこと となと m にを 秘看 

で ィ ッ 8 高 ュォ @ l が 時てえ つ考め護 ら介 
Z イⅠⅠ 一   
わ 
  
た 

耳目 玉 

土圭 日 毛す せ 
  
福 
zic. 
  
重日 

を 

  
も   
と 

  
  

癒 
  
  

場面 

が 道 咀 
優 
c 
百 
  
    
  

癒
し
の
手
の
内
 

看
護
の
試
金
石
と
し
て
の
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
 ッ
ク
 ・
 タ
ッ
チ
 



と
は
単
に
病
気
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
て
、
病
ん
 

だ
 心
身
、
す
な
わ
ち
病
ん
だ
人
を
対
象
と
す
る
。
病
気
 

日
 の
の
㏄
の
の
か
ら
日
の
七
 

包
 

取
り
去
れ
ば
、
安
心
の
明
の
で
あ
る
し
、
「
癒
す
」
と
い
 

う
 動
詞
 汀
日
に
 、
名
詞
を
作
る
語
尾
 臼
 を
つ
け
る
 と
ゴ
 の
 
p
-
 
手
健
康
、
安
 

寧
 で
あ
る
。
た
と
え
治
ら
な
く
て
も
、
心
安
ら
か
に
 

過
 ご
す
こ
と
、
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
、
た
と
え
障
害
を
持
 

っ
て
い
て
も
、
こ
こ
ろ
 

健
や
か
に
過
ご
す
こ
と
、
た
と
え
回
復
の
見
込
み
が
な
 

く
と
も
、
悲
し
み
を
癒
す
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
 

が
 根
本
に
あ
っ
て
 、
医
 

療
は
発
展
し
て
き
た
。
今
日
、
特
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
 

で
、
癒
し
が
見
直
さ
れ
る
の
え
ん
も
こ
こ
に
あ
る
。
 

ま
 た
、
プ
 
0
 
日
ぎ
往
 -
 
の
 
コ
 -
 や
 

ミ
プ
 
0
 汀
に
共
通
の
語
源
ギ
リ
シ
ア
語
 せ
 
。
 
ュ
 0
 「
（
 
木
 ロ
ス
 -
 は
 、
「
全
体
」
「
ト
ー
タ
ル
」
「
丸
ご
と
」
と
い
う
 

ニ
ュ
 ア
ン
ス
が
鮮
明
で
あ
り
、
 

部
分
的
で
な
く
人
間
全
体
が
癒
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
 

 
 

も
あ
る
。
し
か
も
、
 
こ
 

の
 「
癒
し
」
は
「
の
の
の
 

-
 
の
 
コ
 下
の
一
 

-
 魂
の
救
済
」
「
下
の
ぎ
 

巨
 
救
世
主
」
等
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
聖
な
る
 

も
の
」
「
宗
教
世
界
」
と
 

密
接
に
結
び
つ
く
「
安
ら
ぎ
」
を
も
志
向
す
る
も
の
で
 

あ
る
。
 

し
か
し
、
治
癒
の
見
込
み
の
極
め
て
薄
い
、
あ
る
い
は
 

ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
た
患
者
に
治
療
の
手
段
と
し
て
の
 

み
、
代
替
療
法
を
用
 

い
 る
な
ら
ば
、
期
待
と
成
果
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
、
病
め
る
 

者
を
さ
ら
に
苦
し
め
る
ば
か
り
か
、
奇
跡
的
恢
復
を
願
 

っ
て
、
無
駄
な
資
源
と
 

貴
重
な
時
間
を
投
資
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
れ
な
い
 

。
ま
た
、
他
に
有
効
な
手
段
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
 

徒
に
代
替
療
法
に
固
執
 

し
て
、
治
療
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
し
た
り
、
症
状
を
悪
 

化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
代
替
 

療
 法
は
癒
し
の
手
段
と
し
 

て
 、
そ
の
限
界
を
見
極
め
な
が
ら
、
副
作
用
に
注
意
し
 

て
 、
代
替
療
法
を
希
望
す
る
患
者
の
安
寧
を
図
る
べ
く
 

用
い
る
こ
と
が
肝
要
で
 

あ
り
、
癒
し
を
行
う
人
間
の
人
間
性
そ
の
も
の
の
陶
冶
 

が
 必
須
こ
な
る
。
ま
た
、
患
者
、
治
療
者
問
に
良
好
な
 

関
係
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
 

代
替
療
法
も
奏
効
す
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
、
医
療
の
 

日
常
、
現
場
で
時
間
を
か
け
て
、
な
じ
み
の
関
係
を
深
 

め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
 

る
 。
 

  



 
 
 
  
 

内
 

0
 片
の
 コ
 の
Ⅱ
 
m
 ぺ
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目
Ⅱ
Ⅱ
 
0
 ヒ
コ
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コ
 
ゆ
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の
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0
 コ
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コ
 m
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ゴ
二
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コ
 
Ⅱ
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Ⅱ
の
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ニ
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㏄
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 ヨ
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 コ
ペ
 
0
 片
ヨ
 -
 
コ
巨
ゅ
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 巨
の
で
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 呂
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汀
八
 診
断
基
準
 V
 
 

体
温
の
変
化
（
音
感
、
冷
 捧
 、 
見
た
目
で
の
変
化
（
イ
メ
ー
ジ
、
 色
 ）
 、
 
場
の
混
乱
（
 虚
脱
、
停
滞
、
ぴ
り
ぴ
り
し
 

 
 

 
 

 
 

れ
た
感
じ
、
膨
張
Ⅰ
動
き
 
一
 う
ね
り
、
ぴ
り
ぴ
り
 し
た
感
じ
、
凝
集
、
流
山
出
、
昔
釜
日
色
、
 

=
 
ニ
ロ
業
）
 

の 自 ① 
八る 定 。 三 % よッ タ A N りし カて看 火 身 万 本 
義 以 び チ D 国 急 、 護 如 が 入 稿 
V 下 そ に A 立 速 職 に 自 ） で   

っ 己 の は 
い の 青 侍   

私 を の し 巴 力 込   
    
  
ま 巨 ・ て ま   

扱 い 導 産 
@ 護 バ う な 入 婦 

ス い す 約 
タ こ る 二 

ン と に 万 

ス にお " 当人 た " 
つ よ っ 保 

  ぃ び て 健 
  て そ 、 婦   
巨一 そ 根 っ 六   

    
部 あ 懸   

      な る 念 看 
紹 看 さ 護 

o 片 
  
ア   

補助 介す 護倫 れる   
巨ト 

る 理 香 音 
。 教 護 約 

  
ま   盲 者 二 



八
 患
者
評
価
目
標
Ⅴ
調
子
が
良
 い
 感
じ
が
す
る
と
 口
 に
 出
し
て
言
う
。
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
感
じ
が
す
る
と
 
口
 に
 出
し
て
言
 う
 。
痛
み
 

が
 和
ら
い
だ
と
 ロ
 に
出
し
て
言
う
。
緊
張
が
解
け
た
と
 回
 に
出
し
て
言
う
。
身
体
的
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
 旦
 体
 的
な
兆
候
を
表
現
す
 

る
 
-
 
血
圧
、
脈
拍
、
呼
吸
 数
 、
筋
緊
張
の
正
常
化
等
）
。
 

八
 セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
ッ
チ
の
実
施
ス
テ
ッ
プ
 
 
 

一
、
 （
癒
し
手
は
）
現
在
の
瞬
間
瞬
間
に
意
識
を
集
中
す
 る
 。
肉
体
的
環
境
か
ら
自
己
自
身
の
中
心
に
意
識
の
佳
 
長
を
シ
フ
ト
さ
せ
る
。
 

そ
の
中
心
は
安
ら
ぎ
と
調
和
の
中
心
で
あ
り
、
看
護
者
 
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
と
患
者
が
分
け
ら
れ
な
 
い
 統
合
体
で
あ
る
こ
 

と
を
認
識
す
る
。
 

二
 、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
。
両
の
手
の
ひ
ら
を
患
者
の
身
体
 
か
ら
 二
 １
匹
イ
ン
チ
（
約
五
 ｜
一
 0
 セ
ン
チ
）
離
し
た
 状
態
で
、
頭
の
て
っ
ぺ
 

ん
か
ら
っ
 ま
 先
ま
で
動
か
し
て
 い
 く
。
 

三
 、
治
療
 -
 
乱
れ
を
正
す
）
。
両
手
を
使
 い
 エ
ネ
ル
ギ
ー
 の
 流
れ
を
払
っ
た
り
、
滑
ら
か
に
し
た
り
す
る
。
頭
の
 
て
っ
ぺ
ん
か
ら
つ
ま
 先
 

ま
で
、
手
を
か
ざ
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
場
の
外
側
方
向
に
 移
動
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
過
程
で
は
 つ
 き
り
捉
え
ら
れ
た
、
 

エ
ネ
ル
ギ
ー
場
の
乱
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
部
位
に
意
識
 を
 集
中
さ
せ
る
。
 

口
 、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
方
向
づ
け
と
調
整
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
 
0
 流
れ
が
滞
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
部
位
と
そ
の
 
周
 辺
 、
あ
る
い
は
エ
ネ
ル
 

ギ
 ー
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
他
の
部
位
の
付
近
に
手
を
 

ぅ
 促
す
。
 

置
く
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
部
位
へ
（
癒
し
の
）
エ
ネ
 
ル
ギ
ー
が
集
ま
る
 ょ
 

五
 、
手
技
の
終
了
。
手
が
か
り
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
 
た
り
、
患
者
が
そ
ろ
そ
ろ
お
し
ま
い
に
し
た
い
と
希
望
 
を
 述
べ
た
場
合
は
 、
終
 

わ
る
。
腹
腔
神
経
叢
（
腰
の
べ
ル
ト
の
位
置
の
真
上
）
 
の
上
に
両
手
を
置
く
。
そ
し
て
患
者
に
癒
し
の
エ
ネ
ル
 ギ
 ー
の
流
れ
が
注
が
   



内
 

医
学
が
健
康
上
の
間
 題
 そ
の
も
の
を
診
断
し
治
療
 す
る
の
と
一
線
を
画
す
意
図
が
込
め
ら
れ
た
定
義
で
あ
 る
 。
そ
れ
こ
そ
、
指
示
出
し
 

枕
 

 
 

 
 

手
 

・
指
示
受
け
関
係
、
病
院
カ
ー
ス
ト
 制
 、
医
師
君
 護
婦
 ゲ
ー
ム
、
等
の
看
護
職
の
独
立
を
阻
も
う
と
す
る
 圧
力
と
の
戦
い
に
「
傷
つ
い
 

 
 
 
 

 
 

 
 

た
 。
い
つ
の
時
代
で
も
医
療
の
実
践
者
と
し
て
活
躍
し
 
て
き
た
女
性
が
、
自
立
し
た
 

れ
る
よ
 う
 特
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
。
 

・
患
者
・
家
族
教
育
一
家
族
に
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
 ・
タ
ッ
チ
の
プ
ロ
セ
ス
を
教
育
す
る
。
 

・
患
者
に
誘
導
イ
メ
ー
ジ
法
を
指
導
す
る
こ
と
。
 

・
患
者
に
深
呼
吸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ラ
ツ
ク
ス
 す
 る
よ
う
指
導
す
る
。
次
に
、
患
者
に
対
し
、
自
分
の
病
 気
 、
病
気
 

臓
器
、
病
気
の
症
状
を
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
に
舌
口
 う
 。
 イ
メ
ー
ジ
が
し
っ
か
り
沸
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
イ
メ
ー
 
ジ
と
 対
話
 

た
さ
れ
ざ
る
ニ
ー
 ド
 の
意
味
に
つ
い
て
把
握
す
る
よ
う
 に
 舌
口
 
う
 。
 

と
こ
ろ
で
、
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
場
の
乱
れ
」
が
看
護
診
断
 0
 対
象
と
な
り
、
「
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
ッ
チ
」
 が
 看
護
 

看
護
介
入
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
看
護
 界
 で
公
式
に
 認
定
さ
れ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
同
様
 
の
 看
護
 介
 

マ
ッ
サ
ー
ジ
、
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
が
 

-
-
l
-
 

落
 痛
の
緩
和
、
不
 安
の
解
消
、
末
期
に
お
け
る
症
状
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
用
 
い
ら
れ
て
 

 
 

看
護
の
世
界
に
看
護
独
自
の
診
断
・
治
療
の
領
域
を
確
 保
し
、
看
護
本
来
の
役
割
を
推
進
す
る
目
的
で
、
看
護
 
診
断
・
 

看
護
治
療
を
普
及
さ
せ
よ
う
、
こ
れ
が
 
八
 0
 年
代
以
降
 0
 世
界
の
看
護
界
の
根
底
に
流
れ
る
ポ
リ
シ
ー
で
あ
る
 
。
 A
N
A
 

婦
 脇
ム
き
は
看
護
の
定
義
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
 
「
看
護
と
は
、
今
現
に
存
在
し
て
い
る
健
康
上
の
問
題
 、
あ
る
い
 

あ
り
、
い
ず
れ
顕
在
化
し
て
く
る
可
能
性
の
あ
る
健
康
 
上
 の
問
題
に
対
し
人
間
が
と
る
反
応
を
診
断
し
 
、
治
 療
す
る
こ
 

（
 
ト
 
白
目
Ⅱ
 

臼
コ
 
幅
杭
 ヰ
ゴ
 
の
 臼
燵
拍
コ
 

0
 の
吊
革
コ
ロ
 
片
 
Ⅱ
の
曲
ヰ
ヨ
の
コ
ヰ
。
 

ヰ
 ゴ
目
ヨ
 
㏄
 コ
 Ⅱ
の
の
 

つ
 0
 コ
 の
の
の
 
庁
 
0
 笘
の
庁
 

目
盤
 
-
0
 
バ
で
 0
 巨
の
 
コ
 ユ
 %
-
 
ゴ
の
 
の
拝
ゴ
つ
 
Ⅱ
 に

 冒
さ
れ
た
 

し
、
未
だ
清
 

治
療
の
 ツ
 １
 

人
と
し
て
、
 

い
る
。
 

看
護
介
入
・
 

（
米
国
看
護
 

は
潜
在
的
に
 

と
で
あ
る
。
 

っ
 
6
@
 ヨ
卯
二
 



ヒ
ル
デ
ガ
ル
ド
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ン
ゲ
ン
 
三
 
一
七
九
年
没
 一
 
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
病
院
を
建
て
た
一
一
二
二
 坐
 - 聖
  
 

年
 二
四
歳
で
急
 塑
 、
フ
ラ
ン
ス
中
部
 ト
 ネ
ル
に
病
院
を
建
 て
た
二
二
九
五
色
フ
ル
 グ
ン
ト
 の
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
 、
   

ス
 ・
 ダ
 
・
ラ
イ
ン
ハ
に
病
院
を
建
て
た
二
四
八
五
年
一
 -
 

 
 

ナ
イ
チ
ン
ゲ
 

ん
の
一
握
り
に
す
ぎ
な
い
。
ま
る
で
西
洋
哲
学
史
の
教
 科
 書
に
女
性
哲
学
者
の
記
述
が
稀
有
で
あ
る
の
と
同
様
 
、
歴
史
か
ら
 

れ
た
す
ぐ
れ
た
女
性
た
ち
が
 い
 た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
 想
   

医
療
現
場
の
最
大
多
数
の
看
護
職
が
、
そ
の
独
自
性
 
専
 間
性
を
確
立
す
る
営
み
は
ア
メ
リ
カ
で
 セ
 0
 年
代
か
ら
 始
ま
り
、
 

は
 国
際
看
護
婦
協
会
編
「
看
護
婦
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
が
 
刊
行
さ
れ
、
主
だ
っ
た
看
護
倫
理
の
教
科
書
も
 
セ
 0
 年
 代
 後
半
に
続
 

れ
る
 よ
う
 に
な
る
。
同
じ
頃
、
 

ク
ン
ツ
と
 ク
リ
ー
ガ
ー
 が
、
 自
ら
の
経
験
と
観
察
、
西
洋
哲
学
、
東
洋
思
想
の
 
背
景
を
基
盤
 

セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
ッ
チ
の
理
論
と
技
術
を
開
 発
し
、
一
九
 セ
 五
年
に
は
臨
床
看
護
に
導
入
し
、
論
文
 を
 発
表
す
る
 

た
の
で
あ
る
。
 

セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
ッ
チ
の
看
護
概
念
モ
デ
ル
 も
 、
 M
.
E
.
 

ロ
ジ
ヤ
ー
ス
の
 ユ
 ニ
タ
リ
ー
人
間
科
学
 モ
デ
ル
 
二
   ほ ほ 々 セ 、 「 お l の 一 
七 い し 出 セ   
  た て 版 年 
年 

主 筆 ル 三 
    、 さ に ら ほ ダ 一 

医
療
家
の
立
場
を
追
わ
れ
、
補
助
的
労
働
者
 
す
コ
 
の
 ヨ
帥
 ミ
毛
 。
吏
の
「
巴
の
地
位
に
下
落
し
終
る
の
は
一
九
 
セ
 0
 年
頃
ま
で
で
あ
り
、
 女
 

性
の
医
療
労
働
者
が
職
務
の
科
学
的
実
質
か
ら
遠
ざ
け
 
ら
れ
、
療
養
上
の
世
話
や
診
療
の
補
助
と
い
う
家
政
婦
 
ま
が
い
の
「
女
性
ら
し
 

い
 」
仕
事
に
甘
ん
じ
る
受
動
的
な
声
な
き
大
多
数
に
変
 
現
 さ
せ
ら
れ
た
女
性
医
療
家
の
復
権
を
め
ざ
し
た
 
ア
メ
 リ
カ
 の
女
性
解
放
運
動
 

 
 

が
 開
始
さ
れ
る
の
は
 セ
 0
 年
代
に
入
っ
て
間
も
な
く
の
 こ
と
で
あ
っ
た
。
医
療
専
門
職
の
地
位
を
女
性
が
男
性
 
に
 奪
い
取
ら
れ
た
か
ど
 

ぅ
か
、
 性
の
対
立
の
み
か
ら
割
り
切
れ
る
も
の
か
ど
う
 
か
 疑
問
の
余
地
も
多
い
が
、
看
護
職
の
側
に
、
独
立
と
 
復
権
を
求
め
る
気
持
ち
 

 
 

が
 根
強
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
確
か
に
、
男
性
に
よ
り
 
書
か
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
西
洋
医
学
史
に
登
場
 
す
る
女
性
は
、
著
名
な
   



 
 

 
 

 
 
 
 

ぬ
一
 2
 一
で
は
精
神
、
 

一
 
3
 ）
で
は
魂
を
含
む
人
間
全
体
 
が
 癒
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

ラ
リ
ー
・
ド
ッ
シ
ー
は
、
医
療
を
三
つ
に
時
代
 
区
分
し
た
。
第
一
期
の
唯
物
論
的
、
物
質
的
、
物
理
主
 義
 的
医
療
、
現
代
的
医
療
、
 

3
 

 
 

 
 舶

鎮
灸
 、
ホ
メ
 オ
パ
シ
 L
 
 
薬
草
療
法
を
含
む
。
 

第
 二
期
の
心
身
医
療
、
意
識
が
本
人
の
み
の
体
に
及
ぼ
す
 影
響
に
注
目
す
る
治
療
法
、
 

に
 負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
 
は
 、
エ
ネ
ル
ギ
ー
場
を
人
間
と
人
間
の
環
境
の
双
方
の
 基
本
単
位
と
み
な
す
。
 

看
護
婦
と
患
者
は
、
肉
体
的
な
身
体
を
超
え
て
、
お
 
互
 い
が
他
者
の
環
境
の
中
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
場
の
パ
タ
ー
ン
 と
な
っ
て
い
る
。
看
護
 

婦
は
意
識
を
集
中
さ
せ
、
セ
ン
タ
リ
ン
グ
と
い
う
瞑
想
 
を
 介
入
の
間
続
行
す
る
。
統
一
体
 
さ
目
絃
ミ
毛
ア
ユ
 ③
 と
し
て
の
患
者
を
認
識
 

し
 、
援
助
す
る
と
い
う
意
図
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
。
 手
を
体
の
方
に
伸
ば
し
な
が
ら
手
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
場
の
 

ぐ
 

/
  
  
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 

な
 感
触
を
つ
か
み
、
体
か
ら
約
五
 ｜
一
 ①
セ
ン
チ
離
れ
 た
と
こ
ろ
か
ら
優
し
く
撫
で
る
よ
 う
 に
手
を
動
か
し
、
 体
の
緊
張
や
う
っ
血
を
 

取
り
除
き
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
 な
が
ら
治
療
す
る
。
ロ
ジ
ャ
ー
 ス
 は
「
専
門
職
と
し
て
 の
 臨
床
看
護
で
求
め
ら
 

れ
て
い
る
、
人
問
と
環
境
場
の
結
ム
ロ
 
性
 と
完
全
性
の
強
 化
 、
お
よ
び
 目
聖
 
局
の
健
康
を
実
現
す
る
た
め
の
、
人
間
 と
 環
境
場
の
パ
タ
ー
ン
 

作
り
へ
の
参
画
」
と
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
ッ
チ
 
を
評
価
し
て
い
る
臼
 

東
洋
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
そ
の
ル
ー
ツ
は
後
述
す
る
 
が
、
 遠
く
イ
ン
ド
の
プ
ラ
ー
ナ
 6
 式
 屈
 ，
気
息
 一
 
、
中
国
 の
気
の
思
想
に
由
来
 

す
る
。
直
接
的
に
は
、
 R
.
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
モ
デ
ル
が
 

典
拠
と
さ
れ
る
。
す
な
 む
 ち
、
 一
 
1
 ）
身
体
的
 ｜
 感
覚
的
 モ
デ
ル
、
合
理
主
義
の
 

哲
学
、
自
然
科
学
の
考
え
方
に
合
致
、
「
直
接
接
触
す
る
 こ
と
」
を
特
徴
と
す
る
。
 一
 
2
 一
心
理
的
１
人
間
的
モ
デ
 

 
 

義
の
考
え
方
に
ム
ロ
 
致
 、
「
心
を
つ
か
み
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
 シ
ョ
ン
を
は
か
る
こ
と
」
を
特
徴
と
す
る
。
（
 3
 ）
場
の
 モ
デ
ル
、
東
洋
哲
学
と
 

そ
の
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
世
界
観
に
ム
ロ
 
致
 、
「
手
当
て
」
 
を
特
徴
と
す
る
 
-
3
-
0
 

１
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
で
や
り
と
 

り
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 

｜
 シ
ョ
ン
の
内
容
は
、
 一
 
1
 ）
物
理
的
な
肉
体
の
接
触
、
 （
 
2
 ）
心
の
交
流
、
一
 
3
 ）
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
交
流
で
あ
 り
、
 （
 
1
 ）
で
は
肉
体
、
 





 
  

 
 
 

 
 

 
  

 

し
か
し
、
ぉ
旦
示
を
異
に
す
る
わ
が
国
で
、
「
看
護
独
自
の
 

診
断
・
治
療
」
と
い
う
 嘔
い
 文
句
の
魅
力
か
ら
、
青
華
 ほ
の
前
提
と
な
る
哲
学
 

・
倫
理
の
確
立
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
単
に
技
術
面
 だ
 け
が
導
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
た
ま
た
患
者
無
視
 
/
 キ
 ュ
ア
 重
視
 /
 ケ
ア
軽
視
 

の
 過
剰
介
入
、
あ
る
い
は
逆
に
科
学
の
名
を
借
り
た
 
信
 仰
 治
療
ま
が
い
の
行
為
の
横
行
を
招
く
余
地
が
な
い
わ
 
け
で
は
な
い
。
看
護
 診
 

・
治
療
に
な
じ
ま
ぬ
患
者
は
こ
こ
ろ
の
中
で
無
視
す
 る
 、
あ
る
い
は
態
度
に
は
出
さ
ぬ
が
見
捨
て
る
、
す
べ
 
て
は
筆
者
の
杷
 憂
 に
す
 

ぎ
な
い
が
、
看
護
学
生
に
対
す
る
倫
理
教
育
は
、
医
学
 生
 に
対
す
る
倫
理
教
育
同
様
 い
 や
そ
れ
以
上
に
不
十
分
 で
あ
る
と
思
え
て
な
ら
 

な
い
。
倫
理
教
育
と
は
、
単
に
倫
理
思
想
史
を
教
え
る
 
こ
と
で
は
な
い
。
登
場
す
る
思
想
家
が
全
て
男
性
で
あ
 
る
よ
う
な
西
洋
倫
理
恵
 

想
の
教
科
書
を
学
ぶ
こ
と
自
体
奇
怪
な
話
し
で
は
あ
る
 
が
 、
生
命
倫
理
教
育
無
し
の
看
護
学
が
西
洋
に
は
存
在
 
し
な
い
こ
と
も
事
実
で
 

 
 

あ
る
。
わ
が
国
の
看
護
職
は
、
そ
の
専
門
性
を
確
保
し
 
、
自
立
す
る
た
め
に
、
ま
さ
に
各
人
の
倫
理
観
の
確
立
 
を
 迫
ら
れ
て
い
る
。
 

近
代
科
学
を
生
ん
だ
欧
米
で
は
、
科
学
研
究
に
従
事
す
 
る
こ
と
は
合
理
的
世
界
解
釈
、
実
証
主
義
的
方
法
論
に
 
則
っ
た
科
学
的
世
界
 

観
の
拡
張
と
い
う
哲
学
的
目
的
の
一
角
を
担
う
 
，
 
」
と
に
 
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
共
通
理
解
が
存
在
す
る
。
博
士
 
号
で
 デ
ロ
・
は
も
と
も
 

と
 ㌧
ァ
目
 

o
s
o
 

で
 巨
滞
口
 0
 の
（
 
0
 「
哲
学
博
士
で
あ
り
、
ど
ん
 な
分
野
で
も
自
己
の
哲
学
の
確
立
が
必
要
条
件
で
あ
る
 
。
自
然
科
学
者
は
す
べ
 

か
ら
く
哲
学
者
た
る
べ
し
、
こ
れ
が
社
会
常
識
で
あ
る
 。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
で
は
哲
学
の
衝
動
を
伴
わ
な
い
 科
学
が
輸
入
さ
れ
た
ま
 

ま
に
な
っ
て
い
る
。
医
学
も
看
護
学
も
そ
の
例
外
で
は
 な
い
。
も
と
よ
り
わ
が
国
の
科
学
技
術
専
門
職
に
根
本
 
的
に
欠
け
て
い
る
、
 自
 

巳
の
哲
学
を
深
め
、
倫
理
観
を
養
う
姿
勢
は
 、
 最
も
効
 率
 的
な
殺
人
兵
器
、
毒
ガ
ス
細
菌
兵
器
等
の
製
造
、
薬
 
物
 使
用
の
マ
イ
ン
ド
コ
 

ノ
 ト
ロ
ー
ル
に
荷
担
し
て
な
ん
ら
の
痛
痒
を
感
じ
な
い
 冷
血
科
学
者
、
医
師
、
看
護
婦
を
も
生
み
出
す
結
果
と
 
な
っ
た
こ
と
は
、
識
者
 

り
 指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。
 

囲
 -
 さ
て
、
そ
れ
で
は
、
 欧
 米
 に
お
け
る
代
替
療
法
の
現
状
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
 ろ
う
か
。
 

  

な
っ
た
も
 

山
 
リ
ナ
 

こ
と
は
舌
口
う
ま
ナ
二
も
な
し
。
。
 

二
 
あ
る
 
@
 

二
，
一
 

i
 
@
 。
 



  
た オ フ 療 に 人 九 回 

答
 者
の
内
訳
は
女
性
 セ
三
 二
人
（
四
八
 
%
 ）
、
男
性
 八
 0
 セ
人
 （
五
二
 
%
 ）
。
三
四
歳
以
下
 人
 0
 一
人
三
九
 %
 Ⅰ
 
三
五
 ｜
 四
九
歳
 四
 

八
二
一
七
 %
 Ⅰ
 
五
 0
 歳
 以
上
五
二
九
人
三
四
 %
 ）
。
 白
 太
一
二
六
四
人
（
八
二
 %
 Ⅰ
黒
人
一
四
 0
 人
 （
九
 
%
 Ⅰ
 
ヒ
ス
パ
ニ
ッ
ク
 九
 

六
九
）
、
ア
ジ
ア
系
一
六
人
二
 
%
 ）
、
そ
の
他
二
四
人
 二
 一
 
%
 ）
。
そ
の
他
に
、
学
歴
、
所
得
、
居
住
地
人
口
、
 地
域
、
愁
訴
の
数
 

分
類
さ
れ
て
い
る
。
代
替
療
法
の
内
訳
は
 、
 ①
リ
ラ
ク
 セ
ー
シ
ョ
ン
 、
 ②
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ク
 、
 ③
マ
ッ
サ
  

 

法
、
 ⑤
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ー
リ
ン
グ
、
⑥
減
量
、
 
⑦
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ダ
イ
エ
ッ
ト
（
マ
ク
ロ
バ
イ
オ
テ
 ノ
ッ
ク
等
Ⅰ
⑧
 ハ
 

、
 ⑨
メ
ガ
ヴ
ィ
タ
ミ
ン
、
 

、
 ⑪
エ
ネ
ル
ギ
ー
療
法
、
 

、
 ⑬
催
眠
、
⑭
 ホ
 

。
 
ハ
シ
日
 
⑮
鋼
条
、
⑯
民
間
 姦
以
法
 
、
⑰
体
操
、
⑱
祈
り
 で
あ
る
。
何
ら
か
の
不
調
の
あ
っ
た
回
答
者
の
中
で
、
 
医
師
の
み
に
か
か
 

者
 五
八
 %
 、
医
師
と
代
替
療
法
の
治
療
 師
 の
両
刀
に
か
 か
っ
た
者
七
 %
 、
医
師
に
は
か
か
ら
ず
代
替
療
法
の
み
 
三
 %
 、
ど
ち
ら
に
 

 
 

上
の
男
女
一
五
三
九
人
に
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
で
 
過
去
一
年
間
二
九
九
 0
 年
 一
の
代
替
療
法
利
用
に
っ
 い
て
行
わ
れ
た
。
 

る
 。
ま
た
、
し
か
る
べ
き
政
府
、
あ
る
い
は
公
的
機
関
 
が
 代
替
療
法
そ
の
も
の
の
科
学
的
研
究
に
様
々
の
形
で
 
関
与
し
て
お
り
、
代
替
 

-
 
四
一
 

療
法
研
究
グ
ル
ー
プ
に
研
究
助
成
を
行
っ
て
い
る
場
合
 
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
代
替
療
法
の
現
状
を
分
析
し
た
論
 
文
 著
書
も
多
い
。
な
ぜ
 

こ
の
よ
う
な
科
学
的
態
度
で
代
替
療
法
を
分
析
せ
ざ
る
 を
 得
な
い
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
般
市
民
の
根
 強
 ぃ
 信
頼
が
あ
る
か
ら
だ
。
 

ベ
 ス
イ
ス
ラ
エ
ル
病
院
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
医
学
部
、
 、
 
こ
 シ
ガ
ン
大
学
医
学
部
、
シ
カ
ゴ
大
学
医
学
部
等
一
六
 施
設
の
ス
タ
ッ
フ
が
 、
 

D
.
M
.
 
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
を
中
心
に
行
っ
た
調
査
は
 衝
撃
的
で
あ
っ
た
。
一
九
九
一
年
一
月
一
八
日
か
ら
 
三
 月
セ
日
 ま
で
一
八
歳
以
 

疑 
わ 
  
  
医 
療 
  
ら 

国 
民 
を 

守 
る 

O 目 

ゆ り 
打 

巾 

目 のけ 

    
  
  
ア 
メ 

  
  
  

ま 

た 
  
ギ 
  
  
f, し 

  
へ 
  
  
ウ 
  
チ 
  
目 

を 

光 
ら 

せ 
て 
  

(126)  
  

 

三
 

欧
米
の
代
替
医
療
 

 
 



も
か
か
ら
な
か
っ
た
者
三
二
 %
 で
あ
る
。
 

実
は
、
医
師
に
か
か
っ
て
い
る
者
の
二
八
 %
 が
、
同
時
 に
 代
替
療
法
の
治
療
 師
 に
も
見
て
も
ら
っ
て
お
り
、
 大
 部
分
の
者
 @
 
八
 %
 ）
 

は
そ
の
こ
と
を
主
治
医
に
隠
し
て
い
る
。
愁
訴
の
べ
 
ス
 ト
テ
ン
は
 、
 ①
背
中
の
痛
み
一
肩
こ
り
、
腰
痛
）
 、
 ②
 ア
レ
ル
ギ
ー
、
③
不
眠
、
 

④
関
節
痛
、
⑤
捻
挫
、
⑥
頭
痛
、
⑦
高
血
圧
、
⑧
消
化
 
器
の
不
調
、
⑨
不
安
、
⑩
欝
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
 
愁
訴
に
対
す
る
代
替
 療
 

法
 の
べ
ス
ト
ス
リ
ー
は
、
リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ
ン
、
マ
ッ
 サ
ー
ジ
、
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
こ
れ
ら
 
の
 愁
訴
の
中
で
、
治
療
 

師
の
治
療
を
受
け
て
い
る
割
合
が
高
い
の
は
、
背
中
の
 痛
み
、
不
眠
、
関
節
痛
、
捻
挫
で
あ
る
。
 

次
に
、
こ
れ
ら
の
調
査
か
ら
見
積
も
ら
れ
る
、
ア
メ
リ
 
力
 に
お
け
る
一
九
九
 0
 年
の
代
替
医
療
受
療
者
は
、
 四
 億
 二
五
 

0
0
 

万
人
で
 

あ
る
。
こ
の
数
字
は
同
年
に
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
医
師
を
 受
診
し
た
と
推
定
さ
れ
る
人
数
三
億
八
八
 0
0
 

万
人
を
 

軽
く
越
え
て
い
る
。
 患
 

者
 本
人
が
、
一
九
九
 0
 年
に
代
替
療
法
を
受
診
し
て
 支
 払
っ
た
金
額
は
お
よ
そ
 
一
 0
 三
億
ド
ル
と
推
定
さ
れ
、
 同
年
に
通
常
の
医
療
機
 

関
 に
支
払
っ
た
入
院
費
一
二
八
億
ド
ル
に
匹
敵
す
る
 額
 と
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
賢
二
三
五
 億
ド
ル
の
約
半
分
で
あ
 

る
 。
受
診
以
外
の
代
替
医
療
に
支
払
わ
れ
た
額
は
 
、
ビ
 タ
ミ
ン
 剤
 八
億
ド
ル
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
食
品
一
二
億
ド
ル
 等
 、
ト
ー
タ
ル
で
一
三
 

七
億
ド
ル
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、
代
替
療
法
を
利
 用
 す
る
の
は
、
低
所
得
者
、
低
学
歴
者
、
非
白
人
で
は
 
な
ノ
 
Ⅱ
 て
 、
む
し
ろ
、
吉
岡
 

学
歴
・
高
所
得
の
白
人
層
で
あ
っ
た
。
何
し
ろ
大
ざ
っ
 ぱ
に
舌
口
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
の
四
分
の
一
は
代
替
療
法
 の
 利
用
者
で
、
な
お
か
 

つ
 、
十
人
中
七
人
は
、
医
師
に
そ
の
こ
と
を
内
緒
に
し
 て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
 

こ
う
い
う
わ
け
で
、
ア
メ
リ
カ
議
会
直
属
の
技
術
評
価
 同
一
 

O
T
A
 
O
 

ヨ
 の
の
 

o
h
 
 

円
の
の
 

ゴ
コ
簗
っ
 

㎎
 ヒ
 レ
の
の
の
の
の
 

ョ
 の
 コ
 
こ
が
一
九
九
二
年
五
 

 
 

内
用
、
代
替
療
法
に
関
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
 
開
 き
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
、
 N
l
H
 
 一
 
米
国
立
保
健
所
 宛
所
）
に
同
年
 
一
 0
 月
代
替
 

れ
 
医
療
局
 一
 
O
A
M
 
 円
ゴ
の
 
0
 ヨ
 の
の
 c
 （
レ
目
の
「
 

コ
い
こ
 
く
の
絃
の
日
ヱ
 
コ
 ②
が
新
設
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
こ
の
 代
替
医
療
局
が
研
究
助
成
を
   



決
め
た
 三
 ①
件
の
テ
ー
マ
の
う
ち
主
な
も
の
は
、
 
エ
 イ
 ズ
の
 マ
ッ
サ
ー
ジ
療
法
、
喘
息
の
瞑
想
療
法
、
が
ん
と
 
エ
イ
ズ
の
精
神
免
疫
 療
 

法
 、
乳
が
ん
の
瞑
想
療
法
、
催
眠
瞑
想
法
の
乳
が
ん
 免
 疫
 誘
導
、
タ
ッ
チ
療
法
の
ス
ト
レ
ス
免
疫
反
応
、
エ
イ
 
ズ
 新
生
児
の
マ
ッ
サ
 ｜
 

ジ
 療
法
、
骨
髄
移
植
と
マ
ッ
サ
ー
ジ
療
法
、
パ
ー
キ
ン
 
ソ
ン
病
の
 ア
 ー
 ュ
 ル
ヴ
ェ
ー
ダ
療
法
、
脅
迫
神
経
症
の
 ヨ
 ガ
療
法
、
交
感
神
経
 

反
射
と
気
効
療
法
、
等
で
あ
る
。
エ
ン
ト
リ
ー
し
て
い
 
る
 機
関
も
ア
リ
ゾ
ナ
大
字
を
始
め
、
大
字
が
二
①
 
、
メ
 デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
が
 

五
 、
そ
の
他
病
院
が
四
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
が
一
と
な
っ
て
 い
る
。
そ
の
成
果
は
い
ず
れ
続
々
と
公
表
さ
れ
る
と
 思
 わ
れ
る
。
メ
デ
ィ
カ
ル
・
 

1
.
 
ン
紙
 卜
し
よ
 
ゼ
几
は
、
 

-
y
 

二
 N
I
H
 が
召
集
し
た
 専
 間
塞
委
員
会
が
「
行
動
療
法
お
よ
び
リ
ラ
ッ
ク
ス
療
法
 
が
 慢
性
 喀
痛
 と
不
眠
症
 

の
 軽
減
に
有
効
」
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。
こ
れ
に
よ
 
っ
て
、
こ
れ
ら
の
代
替
療
法
が
米
国
医
学
界
の
権
威
に
 よ
る
正
式
な
承
認
を
得
 

た
こ
と
に
な
る
。
代
替
療
法
の
有
効
性
を
示
す
デ
ー
タ
 
が
 知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
と
も
に
、
ヘ
ル
ス
 
ケ
ア
政
策
分
析
担
当
者
 

が
 、
医
療
費
低
減
法
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
が
重
な
っ
 
て
 、
代
替
療
法
が
任
目
を
集
め
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
 
専
門
委
員
は
代
替
療
法
 

が
 普
及
し
に
く
い
原
因
を
、
保
険
会
社
が
医
療
費
償
還
 
を
 拒
絶
す
る
、
医
師
の
勉
強
不
足
、
患
者
の
無
理
解
等
 
と
 考
え
て
お
り
、
専
門
 

委
員
会
の
勧
告
に
注
意
を
向
け
る
よ
 う
 医
師
に
忠
告
す
 る
と
し
て
い
る
。
従
来
の
療
法
に
比
較
し
て
、
安
価
で
 
有
効
性
が
期
待
で
き
る
 

代
替
療
法
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
再
評
価
さ
れ
て
ゆ
く
 
で
あ
ろ
う
。
先
の
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
の
論
文
に
対
す
る
 
反
響
も
す
さ
ま
じ
く
、
 

た
ち
ま
ち
に
し
て
一
一
件
の
投
書
が
編
集
部
に
寄
せ
ら
 
ね
 ね
。
 ヵ
 イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
の
研
究
こ
そ
大
事
と
 
い
っ
た
自
己
宣
伝
も
あ
 

る
が
、
鍍
の
よ
う
に
二
千
年
以
上
の
伝
統
の
あ
る
治
療
 
を
西
洋
医
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
あ
わ
な
い
と
や
み
く
も
 
に
ば
か
に
す
る
の
は
 早
 

計
 で
あ
る
と
い
っ
た
代
替
療
法
に
好
意
的
な
手
紙
、
偏
 見
を
持
た
ず
に
代
替
療
法
を
研
究
す
べ
し
と
の
論
調
が
 
多
い
 0
 

一
方
で
は
、
代
替
医
療
局
に
対
し
て
は
「
と
ん
で
も
な
 ぃ
 税
金
の
無
駄
遣
い
」
と
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
な
  
 

大
学
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
大
字
、
そ
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ア
 
大
 学
も
代
替
医
療
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
。
さ
ら
に
、
 
N
 C
I
 
 一
 
米
国
立
が
ん
 研
   



      
" 」 る 見 識 部 が 六 " は 二 を 一 

五 。 込 査 な ん 三           
                                          み 

が 者   
一 を 学 医 

0 対 症 療   ① 象 院 現 
を を去 名 に 等 場 
希 を 程 、 で に 

を ニ 、 お   
象 項 ん る 

  に 目 の 代 

、 五 瑞 替   三 四 床 療 
ど 忌景「二割 二 間 に 法   

の 調 か 実 

英 査 ゎ ，情 
文 票 る に 
調 を 医 関 

  し、 Ⅰ 査票 用い 自ノ 市 

を 、 八 日 

用 郵 二 本 
ず 五 

ぃ 遠 名 園 

  

は ・ 一 
  
送 万 田 ょ 

九、 白 犬 、 び   計 で 四 国 

現なコ 一 方 調 0 際 
式 査 0 調 

  牙 素手垢 ど ①     
で し 床 盃 

  調 た 以 を 
査 。 上 実 
を ま の 施 
実 た 大 し 

  施 、 規 た申 

し 世 模     た 界 病 因 内 院 

  

四 

が
ん
医
療
に
お
け
る
代
替
療
法
 

充
所
 一
も
 研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ろ
。
イ
ギ
リ
ス
で
も
 
一
九
九
三
年
 

6
0
5
 回
の
 
5
 目
（
 帥
 「
 ぜ
 ま
の
土
コ
 コ
 ③
学
部
が
誕
生
し
た
。
 
こ
こ
で
も
 ホ
 

一
五
の
無
作
為
化
比
較
試
験
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
 で
 い
ろ
。
 

一
 0
 月
 、
エ
ク
セ
 タ
｜
 大
学
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の
補
 
完
 医
療
 

メ
オ
 パ
シ
ー
、
 鉱
 、
ヨ
ガ
、
ハ
ー
フ
等
の
治
療
効
果
に
 
つ
い
て
、
 



が
 目
立
っ
た
。
 

積
極
的
治
療
か
ら
緩
和
ケ
ア
へ
の
転
換
は
、
患
者
・
 家
 族
の
希
望
と
担
当
医
の
状
況
判
断
に
よ
り
大
き
く
変
化
 
す
る
実
態
が
窺
え
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
緩
和
ケ
ア
へ
の
転
換
点
に
関
す
る
ガ
イ
 ド
ラ
イ
ン
、
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
な
 
ど
 、
よ
り
客
観
的
な
意
 

思
 決
定
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
判
断
支
援
ツ
ー
ル
の
 
開
 発
 が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
代
替
・
民
間
療
法
 
に
 対
す
る
経
済
分
析
が
 

今
後
必
要
不
可
欠
と
思
わ
れ
た
。
先
の
米
国
立
衛
生
研
 充
所
代
替
療
法
専
門
委
員
会
の
見
解
で
も
、
有
効
性
、
 
経
済
性
の
評
価
、
特
に
 

低
コ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
も
の
で
 
あ
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
、
セ
ラ
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
 

・
タ
ッ
チ
も
経
済
性
 

か
ら
は
ピ
カ
一
で
あ
る
。
有
効
性
も
着
々
と
明
ら
か
に
 さ
れ
っ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
ケ
ア
の
現
場
で
は
、
触
れ
 
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
余
 

間
 療
法
は
原
則
的
に
許
可
し
な
い
」
は
七
・
四
 

%
 で
あ
 っ
た
 。
 

一
 
2
 一
国
際
調
査
 

民
間
療
法
を
併
用
す
る
割
合
は
、
積
極
的
治
療
で
 

二
 0
 %
 強
、
緩
和
ケ
ア
で
は
約
一
 
C
%
 

増
加
す
る
。
民
間
 

療
 法
を
行
う
目
的
 ご
一
 

肢
 選
択
一
は
 、
 「
が
ん
治
療
」
五
七
・
四
 

%
 、
「
再
発
防
 
止
 」
一
九
・
五
 
%
 、
「
症
状
緩
和
」
三
三
，
 

0
 九
 、
「
精
神
 
的
 効
果
」
 四
 0
.
 
八
 %
 、
 

「
癒
し
」
三
七
・
 

C
 拷
 と
さ
ま
ざ
ま
に
別
れ
る
が
、
 
ョ
｜
 ロ
ッ
パ
諸
国
に
「
精
神
的
効
果
」
重
視
の
傾
向
が
み
ら
 

ね
 、
「
癒
し
」
は
地
域
 

を
 問
わ
ず
「
が
ん
そ
れ
自
体
の
治
療
」
と
拮
抗
す
る
 

場
 ム
ロ
が
多
い
 

0
 

民
間
療
法
の
内
容
は
、
「
食
品
」
「
ジ
ュ
ー
ス
」
「
ハ
ー
ブ
」
 

「
メ
ガ
ビ
タ
ミ
ン
」
「
ホ
メ
 

オ
 パ
シ
ー
」
「
宗
教
的
行
、
祈
 

り
 」
「
ワ
ク
チ
ン
」
等
 

多
 

形
 で
あ
り
、
台
湾
の
「
漢
方
」
、
イ
ン
ド
の
「
ア
ー
 

ュ
 ル
ヴ
ェ
ー
ダ
」
の
よ
う
に
伝
統
医
学
の
割
合
が
高
い
国
 

も
あ
る
。
「
ワ
ク
チ
ン
」
 

ほ
 つ
い
て
は
、
日
本
の
他
に
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ブ
ラ
ジ
 

 
 

気
が
あ
り
、
 ョ
 ー
ロ
ッ
 

パ
 で
は
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
目
立
つ
。
 

ま
 た
 、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
、
西
洋
宿
り
木
製
剤
「
 

イ
 

 
 

  



  
肩 の 専 

モ冗肚村芽枝ヤ旧 よう， 
が な 許 

備 杷 で 
え 憂 あ 

る な っ   
き く 「 
と 筆 診 

持 者 断 
え は ・ 

る 、 治 

。 む 療   
る る   
療 が 
の 看 

護者 方法 

  
し ・ 手 
て に 

で と   
な な 
く 焦 

  
ケ て 
ア は     
し え   
手 て 
段 そ   
し 専 
て 「 日   
替 を 

康 夫 
法 う 

を こ 

用 と   
る な 
力 る 

見思 
を こ 

  

      
  

イ ユ 護 研 テピ肩的                                                         
力 l の 究 最 い 評 は ォ に よ 当 
                                                    五 然 
な ィ 野 ま 端 と に あ ん べ に で   
  占 ク 、 ま 医 手 す の ・ と 米 
を ・ 看 だ 療 伝 る だ コ お の   療 

ぇ虫 

と 

  
0 合 着 て 

に導 @ し、 @ 護治 

    
  巳、 
識   さ     

こ の え   て 

と 看 は       
は 護 、 な 
西 学 エ   

よ ナジ 跣 洋 者、   
拝 看 l た 
の 護   

そ 教 フ 

  
先 着 ド 
れ 護   

な 者 デ 
い 自 ィ 

と 身 ス 

者 が タ     
る 替 バ   
ま 療 ス 
た に に 

、 大才 文才 

医 す す 
白雨 る る     



 
 
 
 
 
 

古
代
イ
ン
ド
で
は
今
日
の
「
が
ん
」
に
当
た
る
疾
患
に
 

つ
い
て
外
科
的
治
療
や
薬
物
療
法
が
も
ち
ろ
ん
行
わ
れ
 

た
が
、
そ
れ
ら
の
 積
ぃ
 

極
的
 治
療
が
必
ず
し
も
奏
効
し
な
い
悪
性
腫
瘍
の
患
者
 

に
 対
し
て
、
真
心
の
「
舌
口
 

業
 」
 や
、
 「
マ
ッ
サ
ー
ジ
」
「
 

タ
 ソ
 チ
」
等
を
用
い
て
の
 

ケ
ア
、
精
神
的
サ
ポ
ー
ト
、
苦
痛
の
緩
和
が
図
ら
れ
た
 

。
そ
の
伝
統
は
、
ア
ー
 ユ
 ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
師
の
み
な
ら
 
ず
 仏
教
徒
に
よ
り
今
日
 

 
 

ソ
 チ
の
は
る
 カ
 /
 る
ノ
 

 
 

が
 指
摘
す
 

る
 、
古
代
イ
ン
ド
の
医
学
・
哲
学
の
伝
統
に
具
体
的
に
 

踏
み
込
ん
で
み
た
い
。
 

 
 

紀
元
後
五
①
①
 年
 以
前
に
は
す
で
に
現
形
が
整
え
ら
れ
 
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
医
学
書
「
ス
シ
ュ
ル
 

タ
 サ
ン
 ヒ
 タ
ー
」
「
悪
性
腫
瘍
の
 

病
理
」
 一
 
病
因
論
篇
ニ
。
江
馬
 0
 
一
に
よ
っ
て
悪
性
腫
 
瘍
 が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
先
ず
見
て
み
 

よ
う
。
「
そ
れ
こ
そ
い
か
 

な
る
身
体
の
部
位
で
あ
っ
て
も
、
ド
ー
シ
ャ
 
一
 
病
気
の
 泰
一
 が
 溜
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
筋
肉
を
侵
し
て
、
円
形
 

の
、
 硬
い
、
軽
い
痛
み
 

を
 伴
う
 、
 大
き
な
 、
 多
く
の
根
を
張
っ
た
、
ゆ
っ
く
り
 
増
大
す
る
、
化
膿
し
な
い
、
肉
腫
を
形
成
す
る
。
そ
の
 

腫
瘍
を
ア
ル
ブ
 
ダ
と
権
 

こ
の
肉
腫
は
治
療
不
能
で
あ
る
。
 
た
 と
え
治
療
が
可
能
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
も
の
は
 

、
治
療
を
諦
め
る
べ
き
 

で
あ
る
。
急
所
（
 
ョ
ミ
ョ
 巴
に
発
生
す
る
も
の
や
、
 リ
 ン
パ
管
に
発
生
す
る
も
の
で
、
除
去
で
き
な
い
も
の
。
 

ま
た
原
発
 G
 ヨ
イ
ド
 
瓦
甜
 

の
 腫
瘍
）
に
加
え
て
、
さ
ら
に
別
の
も
の
が
発
生
す
る
 

タ
イ
プ
は
、
オ
ン
コ
ロ
ジ
ス
ト
 
ざ
 よ
白
山
平
田
 

已
 に
よ
っ
 て
 、
続
発
腫
瘍
 ざ
藍
せ
 

㏄
「
 
ヴ
廷
巨
む
 

転
移
 癌
 ）
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
が
治
 

療
 不
能
 一
 
。
ま
た
、
二
つ
の
腫
瘍
が
、
同
時
的
あ
る
い
 

は
 交
互
に
発
生
（
増
大
）
 

す
る
タ
イ
プ
は
、
二
重
腫
瘍
⑤
 
丘
 「
。
 

p
 き
目
口
㏄
多
重
 
癌
 ）
 
で
、
治
療
不
能
で
あ
る
。
」
 

口
 た
と
え
手
術
に
よ
っ
て
 
切
 除
し
た
よ
 う
 に
見
え
て
 

も
 ）
腫
瘍
患
者
に
、
病
気
の
素
が
残
っ
て
い
る
場
合
 
-
 
の
む
 
い
 
の
の
 
注
 0
 
ゅ
 
已
に
は
、
間
も
な
く
再
発
す
る
。
し
た
が
 
っ
て
 、
 余
す
 前
 な
く
 根
 

Ⅰ 
/ Ⅹ 

古
代
イ
ン
ド
仏
教
看
護
の
手
当
て
 

  



絶
 す
べ
き
で
あ
る
。
 

一
 
腫
瘍
の
 一
 採
り
残
し
は
（
そ
の
 患
者
を
）
殺
す
。
ま
る
で
 火
す
単
邑
 
の
よ
う
に
。
 
一
 
回
書
治
療
篇
）
の
。
 
驚
 

よ
ど
」
こ
の
 ょ
う
 に
、
悪
性
腫
瘍
の
病
態
把
握
が
な
さ
 れ
て
い
た
こ
と
は
 医
 史
学
的
に
見
て
興
味
深
い
が
、
 積
 極
 的
な
治
療
の
限
界
を
 

見
極
め
た
「
治
療
放
棄
」
こ
そ
が
、
医
師
と
し
て
採
る
 
べ
き
最
良
の
道
で
あ
っ
た
。
 

さ
て
、
最
初
期
の
仏
教
資
料
に
よ
る
と
、
仏
陀
は
偉
大
 な
 医
師
（
大
医
王
）
と
尊
称
さ
れ
た
。
ま
た
、
仏
陀
 
自
 ら
が
病
気
の
僧
の
介
 

護
 に
あ
た
っ
た
記
録
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
。
 

「
律
蔵
」
 

芭
，
 

-
 に
よ
る
と
、
あ
る
修
行
僧
が
消
 仏

器
の
病
気
を
患
い
、
大
小
便
に
ま
み
れ
て
臥
し
て
い
 
た
 。
「
役
立
た
ず
」
と
 

仲
間
に
無
視
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
仏
陀
は
 、
 自
ら
 入
浴
さ
せ
、
介
護
し
、
激
励
し
た
。
そ
し
て
 僧
 た
ち
に
 、
「
修
行
者
諸
君
、
私
に
 

一
団
一
 

仕
え
よ
う
と
思
う
な
ら
、
病
者
を
看
護
し
 給
え
 。
」
と
 ョ
 
刑
 し
た
。
「
 増
壱
 阿
含
経
」
も
、
王
舎
城
の
カ
ラ
ン
ダ
 竹
 林
園
 で
釈
迦
が
親
し
く
 

病
 僧
を
看
護
し
て
、
「
設
え
 
我
 お
よ
び
過
去
の
諸
 佛
 に
侠
 養
す
る
こ
と
あ
ら
ん
と
も
、
我
に
施
す
と
こ
ろ
の
福
徳
 
と
、
病
 （
 
火
 ）
を
 皓
 （
 
み
 ）
 

る
丁
 看
護
す
る
一
と
は
、
異
な
る
こ
と
な
し
。
」
と
 陳
 べ
て
、
病
人
を
看
病
す
る
こ
と
こ
そ
、
仏
陀
に
奉
仕
す
 
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
 

宜
 @
%
 病
者
 皓
我
無
畢
と
 強
調
し
た
。
 

サ
ー
ヴ
ァ
 
ッ
 テ
ィ
ー
市
で
も
、
 
汚
微
 に
ま
み
れ
た
身
体
 の
 テ
ィ
ッ
 サ
 長
老
を
釈
尊
が
看
護
し
た
が
残
念
な
が
ら
 亡
く
な
ら
れ
て
し
ま
 

 
 

っ
 た
と
い
う
。
祇
園
精
舎
で
は
帝
釈
天
が
水
を
濯
ぎ
 
、
 釈
迦
が
手
ず
か
ら
洗
い
、
医
薬
を
施
し
軽
快
さ
せ
た
「
 
仏
説
比
丘
疾
病
 経
 」
と
 

い
，
っ
 

玄
 英
三
蔵
入
り
十
六
六
四
缶
 
は
 、
釈
迦
が
 舐
 園
 精
舎
で
病
気
の
僧
を
看
護
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
 
、
現
 地
祇
園
精
舎
を
訪
ね
た
際
に
 、
 

 
 

圧
 

感
激
を
こ
め
て
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
 

「
給
孤
独
園
の
北
東
に
塔
が
あ
る
。
釈
迦
如
来
 が
 病
気
の
修
行
僧
を
洗
浄
な
さ
れ
た
処
で
あ
る
。
昔
、
 如
 来
 が
在
世
さ
れ
た
当
時
、
病
   



位
 し
ょ
う
と
願
 う
 者
が
あ
れ
ば
、
先
ず
病
人
に
奉
仕
 せ
 よ
 。
」
と
訓
戒
さ
れ
た
。
そ
の
 
訓
 え
を
拉
薩
 羅
一
 コ
ー
 サ
 三
国
で
実
践
 し
、
 

気
の
僧
を
介
護
し
看
取
っ
た
修
行
 憎
が
 、
祇
園
精
舎
の
 釈
迦
の
許
へ
遺
品
を
持
参
し
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
 
有
 様
を
具
に
報
告
し
た
 

釈
迦
は
非
常
に
喜
ん
で
誉
め
 讃
え
 、
「
膿
病
比
丘
（
 せ
ん
 び
ょ
う
び
く
 け
 看
病
 僧
一
 と
な
り
、
看
取
り
を
終
え
た
 修
行
者
に
、
遺
品
の
 

鉢
を
分
け
与
え
て
は
ど
う
か
。
」
と
提
案
し
、
一
同
工
 示
 し
た
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
修
行
者
の
中
に
病
人
が
出
た
場
合
 
の
 、
看
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
一
膳
病
人
法
、
看
病
人
法
）
が
 
定
め
ら
れ
た
。
 
時
 

の
 要
請
と
地
域
的
特
性
に
応
じ
て
、
そ
の
後
仏
教
は
さ
 
ま
ざ
ま
に
分
派
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
派
の
戒
律
は
 
、
共
通
に
看
護
の
 

 
 

そ
れ
こ
そ
乳
房
を
「
温
存
す
る
」
し
か
術
の
な
か
っ
た
 
古
代
イ
ン
ド
の
乳
が
ん
患
者
へ
の
対
応
が
、
五
世
紀
 
中
頃
の
仏
教
の
資
 

 
 

「
清
浄
 道
ぬ
 哩
に
見
出
さ
れ
る
。
「
マ
ハ
ー
ミ
ッ
タ
・
 
テ
 ｜
ぅ
 の
母
親
に
、
悪
性
腫
瘍
と
思
わ
れ
る
病
気
 
す
デ
 丼
 ・
 
幅
丼
コ
 
口
口
ヰ
 
丼
 。
Ⅱ
 

0
 拍
 丼
 ）
     衣 。 病 

け
で
、
今
病
気
に
 罹
 っ
て
も
、
看
護
し
て
く
れ
る
人
が
 い
な
い
の
で
す
。
」
と
い
う
。
如
来
は
、
こ
の
瞬
間
 哀
 れ
に
思
わ
れ
、
「
い
い
と
 

も
 。
今
か
ら
私
が
君
を
看
護
し
ょ
う
。
」
と
告
げ
ら
れ
、
 手
で
擦
る
と
病
苦
は
す
っ
か
り
癒
さ
れ
た
（
 
以
手
附
 摩
 病
苦
智
康
）
。
手
を
貸
 

し
て
戸
外
に
連
れ
出
し
て
、
敷
布
団
を
取
り
替
え
、
 自
 ら
 親
し
く
洗
浄
を
し
、
新
し
い
衣
に
着
替
え
さ
せ
た
。
 
仏
陀
は
修
行
僧
に
「
 自
 

ら
 勤
め
励
み
な
さ
い
。
」
と
語
ら
れ
た
。
僧
は
そ
の
 訓
 え
を
聞
き
、
情
け
に
感
動
し
 、
 身
も
心
も
悦
び
で
い
っ
 ぱ
い
に
な
っ
た
。
」
こ
の
 

 
 

「
大
唐
西
域
記
」
は
我
が
国
に
も
す
で
に
奈
良
時
代
に
伝
 来
し
、
大
評
判
と
な
っ
た
。
 

一
 
%
 一
 

「
四
分
律
」
も
、
吉
衛
 
国
 で
、
病
気
の
僧
を
介
護
さ
れ
た
 仏
陀
が
、
弟
子
を
召
集
し
て
、
看
護
の
大
切
さ
を
 
カ
 謝
 し
、
「
も
し
私
に
奉
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ぃ 気   
  
ご 苦   
みなが 問われ 

る ら 
と た   
「私 た一 

で 根 大 は 

ヵ っ、 住ん 

ら - む   
も た   
< 。 Ⅰ 且 

さ 草 
で が 

日 

  
君 看病 、「   
ど む 

っ ぜ 

し 苦 
て し   
で で   

き れ 

か る 
ね   

ま 君   
た ど 

  
そ し 

う て 
し '  - 一 
う 人 
わ で 

  



  
族 や   
思い 触 「 
れ を 
合 込     

て 

が 触   
よ る 

り ， し   
癒 

  

し な 

と 看 

護 なる 者 と 
居 、 介 

護者 われ 

る が 実 
践 
  
て 
  
  
  
き 

で 

あ 
  

在 
宅 
  
看 
取 
  
  
お 
  
て 

  
文 
字 
通 

り家 

  

発
生
し
た
 
一
 注
釈
 書
よ
鑓
 ま
ぬ
 ヰ
ヰ
ぎ
ま
 
Ⅰ
 さ
雰
 め
に
よ
れ
 ば
 、
こ
の
肉
腫
は
 、
臼
 リ
コ
リ
オ
リ
 
妻
団
白
撞
 Ⅱ
乳
房
に
 
腫
瘍
が
で
き
る
病
気
で
 

あ
り
、
で
 ゅ
 で
㏄
「
 
0
 浬
 Ⅱ
悪
性
疾
患
と
さ
れ
る
）
。
そ
の
方
 の
 娘
も
、
比
丘
尼
と
な
っ
て
出
家
し
て
い
た
。
母
親
は
 、
 娘
に
舌
口
っ
た
。
「
お
前
 

様
 、
出
掛
け
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
兄
の
御
許
へ
行
っ
て
 、
 私
の
不
快
な
症
状
を
報
告
し
、
お
薬
を
戴
い
て
き
て
 下
さ
い
。
」
娘
は
、
出
掛
 

け
 
一
見
 に
 母
親
の
病
状
を
一
報
告
し
た
。
テ
ー
ラ
 
丁
 兄
 ）
は
応
え
た
。
「
私
は
、
薬
草
の
根
等
を
蒐
集
し
て
お
 薬
を
調
合
す
る
術
を
知
 

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
貴
女
に
、
お
薬
を
お
話
す
る
こ
 
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
私
は
出
家
し
て
以
来
、
欲
情
を
伴
 
っ
た
 心
に
感
覚
器
官
が
 

絆
さ
れ
て
異
性
の
肉
体
を
な
が
め
た
こ
と
な
ど
た
だ
の
 
一
度
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
真
心
の
舌
口
 

業
 に
よ
っ
 て
、
 我
が
母
上
に
快
気
 

あ
ら
ん
こ
と
を
。
帰
ら
れ
よ
。
こ
の
事
を
お
伝
え
し
て
、
 優
婆
夷
 
一
 母
上
）
様
の
お
体
を
擦
っ
て
さ
し
あ
げ
な
 さ
い
。
」
娘
は
二
戻
っ
て
 
、
 

一
 母
に
）
こ
の
事
を
報
告
し
 、
 教
え
ら
れ
た
通
り
に
一
 ％
 ッ
 サ
ー
ジ
を
）
 
行
 な
っ
た
。
す
る
と
、
そ
れ
こ
そ
あ
 つ
 と
い
う
間
に
、
優
 姿
 

東
下
目
）
の
腫
瘍
は
ま
る
で
泡
の
塊
の
よ
う
に
、
 

溶
 け
て
 皿
 く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
 

こ
の
記
述
は
、
真
心
の
「
舌
口
業
」
に
よ
る
癒
し
、
お
よ
 
び
 
「
マ
ッ
サ
ー
ジ
」
に
よ
っ
て
、
苦
痛
が
緩
和
さ
れ
る
 様
子
を
伝
え
た
も
の
 

で
あ
ろ
う
。
積
極
的
な
治
療
が
も
は
や
望
め
な
い
状
況
 干
 に
お
い
て
も
、
看
護
者
、
家
族
、
親
し
い
人
々
が
な
 
お
 行
い
得
る
こ
と
と
し
 

て
 、
イ
ン
ド
医
学
は
、
ユ
ー
モ
ア
、
立
日
 

楽
 、
物
語
、
良
 い
 香
り
、
生
け
花
、
等
を
薦
め
る
。
ま
た
、
古
来
伝
え
 
ら
れ
る
仏
教
の
看
護
者
 

 
 

の
 鉄
則
は
、
「
適
切
な
時
に
、
面
白
い
話
を
し
、
法
を
説
 い
 て
、
病
人
を
喜
ば
せ
、
楽
し
ま
せ
、
元
気
づ
け
、
 感
 動
 さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
 

っ
た
 。
が
ん
患
者
看
護
の
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
 ム
 「
 こ
 そ
 、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
基
本
に
立
ち
返
っ
て
、
「
真
心
 
の
 舌
口
 
業
 を
か
け
る
 @
 
Ⅰ
と
」
 



「
手
を
焼
く
」
「
手
を
尺
、
く
す
」
「
手
塩
に
か
け
る
」
 

古
 来
旨
 ロ
ぃ
 
習
わ
さ
れ
て
き
た
「
 手
 」
と
は
「
世
話
」
 一
 
サ
ン
 ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
 

の
の
 
せ
巴
 Ⅱ
サ
ー
ビ
ス
Ⅱ
ケ
ア
の
関
わ
り
の
親
密
さ
深
さ
 の
こ
と
で
あ
る
。
手
当
て
は
文
字
通
り
看
護
の
基
本
で
 あ
り
本
体
で
あ
る
。
 ハ
 

ド
 ・
ハ
ン
ド
の
三
つ
の
 H
 ど
れ
ひ
と
つ
 欠
 け
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
触
れ
る
こ
と
、
タ
ッ
チ
 
す
 る
こ
と
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
 

-
 
百
一
 
 
 

す
る
こ
と
の
 柊
痛
 緩
和
、
不
安
軽
減
の
効
用
は
、
と
り
 わ
け
が
ん
患
者
 看
確
は
 
、
エ
イ
ズ
患
者
看
護
の
な
か
で
 見
 直
さ
れ
て
き
た
。
触
れ
 

る
こ
と
は
、
血
流
を
促
進
さ
せ
、
こ
わ
ば
り
を
ほ
ぐ
し
 
て
 、
肉
体
的
な
安
楽
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
触
れ
 
ム
口
 
ぅ
 こ
と
で
舌
口
語
以
上
 

の
 親
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
 
の
や
り
と
り
が
可
能
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
触
れ
る
者
 触
れ
ら
れ
る
者
の
間
に
 

生
命
力
 
一
 
漢
方
で
は
「
 気
 」
、
ヨ
ー
ガ
で
は
「
プ
ラ
ー
 ナ
 」
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
で
は
「
オ
ー
ラ
」
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
 エ
ナ
ジ
ー
」
等
と
よ
ば
 

れ
る
も
の
）
の
交
流
が
行
わ
れ
て
、
「
生
命
エ
ネ
ル
ギ
 １
 の
場
」
の
ひ
ず
み
・
ゆ
が
み
が
解
消
し
バ
ラ
ン
ス
を
 
取
り
戻
す
こ
と
で
病
め
 

る
 者
は
癒
さ
れ
る
と
い
う
場
の
モ
デ
ル
で
説
明
さ
れ
る
 
。
こ
の
よ
う
な
癒
し
の
構
造
は
、
奇
跡
の
治
療
法
と
し
 
て
 で
は
な
く
、
癒
し
を
 

切
実
に
求
め
る
者
の
間
で
、
日
常
の
場
で
行
い
得
る
も
 
の
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
レ
ベ
ル
を
志
向
し
 
て
 触
れ
る
か
は
別
と
し
 

て
、
 癒
し
癒
さ
れ
る
関
係
は
「
手
当
て
」
抜
き
に
は
 
考
 え
ら
れ
な
い
。
 

今
日
、
医
療
に
お
け
る
イ
ン
フ
オ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
 
ト
の
 実
践
が
熱
心
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
医
療
提
供
者
 
の
 十
分
な
説
明
を
受
 

け
 納
得
し
た
上
で
の
意
思
決
定
、
患
者
の
理
解
に
基
づ
 
く
 納
得
し
た
上
で
の
自
己
決
定
、
自
己
選
択
が
そ
の
眼
 
目
で
あ
る
。
看
護
に
っ
 

い
て
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
立
て
、
 患
者
に
提
示
し
、
分
か
り
や
す
く
説
明
し
、
理
解
を
得
 
て
 、
同
意
の
上
で
、
 プ
 

ラ
ン
を
実
行
に
移
す
。
こ
の
過
程
こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 ｜
 シ
ョ
ン
に
よ
る
癒
し
の
過
程
と
も
な
る
。
も
し
癒
し
 
の
手
段
と
し
て
、
セ
ラ
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品田坂 一 、     
も出   
晦 八巻 ぬ 0 セ さ 二 % 独自 「   
  

よ
け
い
な
お
世
話
、
御
節
介
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
 ム
ロ
理
 
/
 義
 的
理
解
を
超
え
た
、
生
命
場
の
乱
れ
と
修
復
 

エ
ナ
ジ
ー
・
フ
ィ
 

ル
ド
・
デ
ィ
ス
タ
ー
バ
ン
ス
に
つ
い
て
、
説
明
し
、
 理
 解
を
得
る
こ
と
は
大
い
に
工
夫
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
 
 
 

医
療
の
プ
ロ
と
し
て
そ
の
専
門
性
を
確
立
す
る
た
め
に
 

 
 

 
 

ら
 問
い
直
す
戦
略
上
、
「
癒
し
」
は
橋
頭
屋
で
あ
り
、
「
 
タ
ッ
チ
」
は
ま
さ
し
く
試
金
石
 
律
 o
u
c
 

ゴ
の
 
（
 
0
 コ
 ③
で
あ
 る
 。
医
療
現
場
の
癒
 

を
 担
う
最
大
多
数
、
看
護
職
が
歴
史
あ
る
「
タ
ッ
チ
」
 を
 洗
練
さ
せ
て
、
看
護
独
自
の
癒
し
の
手
の
内
と
し
て
 位
置
づ
け
よ
 う
と
す
 

欧
米
の
営
み
を
本
稿
で
は
瞥
見
し
た
。
わ
が
国
の
看
護
 職
は
、
い
 か
な
る
決
断
を
す
る
か
、
固
唾
を
呑
ん
で
 見
 守
っ
て
行
き
た
い
と
 

え
る
。
 

考 る し か   

ピ
ュ
ー
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
ッ
チ
を
行
う
場
合
で
も
、
そ
れ
 

を
 患
者
が
理
解
し
、
納
得
し
た
上
で
、
施
術
す
る
の
で
 

な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
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一
 
0
 ，
 
@
 
 
「
不
眠
症
と
慢
性
 喀
痛
に
 リ
ラ
ッ
ク
ス
療
法
が
有
効
１
代
 替
 療
法
、
正
式
な
承
認
得
る
」
 

窯
 メ
デ
ィ
カ
ル
・
ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
 

」
、
一
九
九
六
年
二
月
八
 

日
 Ⅰ
二
五
頁
。
 



に
は
関
連
の
書
籍
が
数
多
く
並
び
、
雑
誌
で
も
同
様
の
 特
集
が
な
さ
れ
、
ま
た
 ヒ
 ー
リ
ン
ク
に
関
す
る
ワ
ー
ク
 シ
ョ
ッ
プ
 や
 セ
ミ
ナ
ー
 

近 1 
    

年 、 本 キ 一関しにの 成 ら 論 

日 稿 一 l ワ に係て至 しか 九る 特にこ 徴はの 文 要 
本 の @ て ら 0 まが ニブ旨   
目的問題 におい 

て の 

所 F 
  

さ     況崩九 今 、 て は 

ま 在     へ壊 七や医の近 
ざ 

ま 

な 
分 

  

野 
で 
  
癒 
    

ま 

た   
イ @@ ひ @ ・   
  
  

  で ブ タ 域 宗元 り 

      き l l の 教 四 を 
    6 ム 力 みの 年 ヒ 

  
ン 干 、 
グ 

医め ほか、 リン @ , ょ、ぃ ルチャ ならず 三つが 後半か ｜ 

  
と 

  
つ ,   
用 は 生八食 関 た と 

ミ 五 口口 

自 ず 0 般ね こ し 

が 
然る年に り と て 

や 身代 拡 は き と 

頻 
繁 
@ らえ、 社会と 確認す 体の間 中期の 大しつ は脱遁 

み 
弓 

ら 

れ 
@@ イ ひ @ ・ 

    諸稀ジ こ 調 ンデ 
動薄 の う 和バ l 

達 娃 
め 
た 

重目   
店 を問 そ ム つ 領か 

  

日
本
に
お
け
る
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ブ
ー
ム
 の
 展
開
 



-
3
-
 

訴
え
か
け
る
「
感
じ
る
」
「
実
感
す
る
」
働
き
と
す
る
こ
 と
も
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
、
こ
の
二
つ
の
 働
き
は
は
っ
き
り
と
 わ
 

救
済
と
す
る
の
に
対
し
て
、
狭
い
意
味
で
の
 
ヒ
 ー
リ
ン
 グ
は
 、
病
気
治
し
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
身
体
や
感
性
 
に
 直
接
か
つ
具
体
的
に
 

け
 、
換
言
す
れ
ば
倫
理
的
あ
る
い
は
思
想
的
な
背
景
を
 
も
っ
た
 教
説
 に
従
っ
て
苦
難
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
 働
き
を
狭
義
の
宗
教
的
 

の
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
も
し
あ
え
て
宗
教
的
救
済
と
 
ヒ
 ー
リ
ン
ク
と
を
わ
け
る
な
ら
ば
、
教
義
に
基
づ
い
た
 
知
的
な
救
い
の
働
き
か
 

「
合
理
的
な
」
意
味
を
与
え
て
き
た
。
だ
が
、
人
が
癒
さ
 れ
る
現
場
で
は
、
「
頭
で
わ
か
る
」
合
理
的
・
知
的
な
 説
明
だ
け
で
 

き
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
儀
礼
や
他
者
と
の
 
相
 夏
作
用
を
通
し
て
、
身
体
や
感
性
に
直
接
的
か
っ
具
体
 
的
に
訴
え
か
 

も
 重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
 
広
 い
 意
味
で
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
は
身
心
を
含
め
て
人
間
の
全
 
人
格
に
働
き
 は

 理
解
で
 

け
る
こ
と
 

 
 

手
が
か
り
に
、
②
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
み
る
ヒ
ー
リ
ン
グ
 
・
 ブ
｜
 

で
 確
認
す
る
。
③
そ
し
て
、
ヒ
ー
リ
ン
ク
に
関
わ
る
 
領
 域
 と
そ
 

グ
 
・
ブ
ー
ム
の
拡
が
り
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
 て
い
き
 

と
こ
ろ
で
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
問
題
は
宗
教
学
の
み
な
ら
 ず
、
 

る
 。
そ
の
た
め
そ
の
概
念
規
定
は
容
易
で
は
な
い
が
、
 
そ
れ
ゆ
 

つ
い
て
、
宗
教
的
救
済
や
治
療
と
の
関
係
に
触
れ
つ
つ
 述
べ
る
 

 
 

そ
も
そ
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
 
 
 

ム
の
 始
ま
り
と
諸
相
を
王
更
新
聞
の
過
去
 
一
 0 年
間
の
 デ
ー
タ
ベ
ー
ス
 

こ
で
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
志
向
性
に
つ
い
て
論
じ
、
④
 最
 後
に
 ヒ
 ー
リ
ン
 

た
 い
と
 思
 う
 。
 

医
学
、
心
理
学
、
（
医
療
）
人
類
学
を
横
断
す
る
学
際
的
 な
課
題
で
も
あ
 

え
に
、
本
論
に
先
立
ち
、
本
稿
の
立
場
と
し
て
 
ヒ
 ー
 リ
 ン
ク
 の
性
格
に
 

-
1
-
 

こ
と
と
す
る
。
 

業
 思
想
を
は
じ
め
、
宗
教
は
い
わ
れ
な
き
苦
し
み
に
も
 
 
 

も
 開
催
 

思
想
に
 

的
と
す
 さ

れ
る
よ
う
 

つ
い
て
の
 関
 

る
 。
そ
の
た
 に

な
っ
た
。
欧
米
先
進
国
で
も
 ヒ
 

心
の
高
ま
り
を
「
ヒ
ー
リ
ン
ク
・
 

め
 本
稿
で
は
、
①
筆
者
が
行
っ
た
 ｜

 リ
ン
グ
 ヘ
 

ブ
ー
ム
」
と
 

青
年
層
へ
の
 の

 関
心
は
高
い
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
ヒ
ー
リ
ン
グ
 

し
て
と
ら
え
、
そ
の
内
実
、
拡
が
り
、
背
景
を
論
じ
る
 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
み
た
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
青
年
層
 
へ
 の こ の 

浸 と 技 
透 を 法 
を 目 や 

  



  おけら ヒ一 リンク・             
傷
 付
い
た
山
肌
は
何
百
年
か
か
け
て
再
生
す
る
こ
と
や
 、
 星
が
爆
発
し
て
強
大
な
破
片
を
宇
宙
空
間
に
散
乱
さ
 
せ
て
も
、
や
が
て
安
定
 

む
 

 
 

一
 
6
 一
 

と
 均
衡
を
取
り
戻
し
、
物
質
を
融
合
さ
せ
て
 
ェ
 ネ
ル
ギ
 ｜
に
 変
え
る
と
い
う
営
み
を
続
け
る
こ
と
も
 ヒ
 ー
リ
ン
 グ
と
 呼
ん
で
い
る
。
 

け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
 

医
療
の
現
場
で
も
ヒ
ー
リ
ン
グ
は
江
口
さ
れ
始
め
て
い
 
る
 。
そ
れ
は
身
体
を
機
械
と
し
て
と
ら
え
、
病
原
を
 
メ
 力
 ニ
力
 ル
 に
取
り
除
 

こ
う
と
す
る
近
代
医
療
の
人
間
観
に
対
す
る
反
省
、
お
 ょ
び
 後
述
す
る
 よ
う
 に
、
人
間
を
一
つ
の
全
体
と
し
て
 と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
 

る
 ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
の
ム
ロ
 
頭
と
 軌
を
一
に
し
て
い
 る
 。
と
い
う
の
も
ヒ
ー
リ
ン
グ
 
ぎ
 の
 ゅ
ニ
コ
 
⑧
と
い
う
語
 は
 健
康
ぎ
の
 田
 （
 
已
 、
 神
 

聖
 な
ぎ
。
 巨
 、
健
全
な
ぎ
日
の
 一
 と
い
う
語
と
関
連
を
 も
ち
、
ま
た
全
体
一
ミ
 ゴ
 0
-
 

の
）
と
も
語
源
（
 

ア
 0
-
0
 

も
 を
 同
じ
く
す
る
。
そ
の
音
 ゅ
 

味
 で
、
広
義
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
と
は
単
な
る
肉
体
の
治
療
 
に
 限
定
で
き
な
い
、
一
つ
の
全
体
と
し
て
の
人
間
に
対
 
す
る
働
き
か
け
と
 看
倣
 

す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 他
 ℡
四
次
郎
の
い
 う
 
「
ま
る
ご
 と
健
康
」
 

一
 
，
 -
 は
、
こ
う
し
た
心
も
体
も
全
て
含
め
た
人
間
 
の
 全
体
性
回
復
を
端
的
 

に
 示
す
用
語
と
 い
 え
る
。
だ
が
、
狭
義
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
 は
 肉
体
の
治
療
に
対
し
て
、
精
神
医
学
な
ど
で
い
 
う
心
 の
 回
復
と
い
う
意
味
に
 

な
ろ
う
。
 

こ
 う
 す
る
と
狭
い
意
味
で
、
宗
教
的
な
ヒ
ー
リ
ン
グ
は
 身
体
の
救
い
、
医
療
で
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
は
心
の
回
復
と
 
い
う
異
な
る
志
向
性
 

を
 示
す
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
広
義
の
 
ヒ
｜
 リ
ン
グ
は
、
宗
教
に
お
い
て
も
医
療
に
お
い
て
も
、
 
人
 間
を
精
神
も
肉
体
も
含
 

め
て
一
つ
の
全
体
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
を
回
復
す
る
 働
き
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
意
味
で
宗
教
的
救
済
や
治
 
療
を
包
括
す
る
も
の
と
 

い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
と
 き
、
人
間
を
と
り
ま
く
環
境
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
 
ず
 、
人
間
の
癒
し
は
 社
 

会
や
自
然
と
の
調
和
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
 
る
と
社
会
や
自
然
に
全
体
性
を
回
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
 ギ
和
 活
動
や
 ェ
 コ
ロ
ジ
 

 
 

一
 と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ア
ン
ド
ル
ー
・
 

か
 は
、
人
間
の
開
発
で
 

  



｜
 リ
ン
グ
に
関
す
る
書
籍
を
読
む
こ
と
が
一
件
と
な
っ
 
て
い
る
。
 

プ
 」
は
チ
ャ
ネ
リ
ン
グ
、
 霊
 視
、
ピ
ア
ノ
を
聴
い
て
 カ
 ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
各
一
件
。
「
そ
の
他
」
は
イ
ン
ナ
ー
・
 チ
ャ
イ
ル
ド
な
ど
の
 ヒ
 

2
 
 主
日
午
層
に
お
け
る
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
浸
透
 

さ
て
、
こ
こ
で
現
代
日
本
に
お
け
る
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
 
浸
 透
を
青
年
層
に
限
っ
て
み
て
み
よ
う
。
図
 
1
 、
 2
 は
 一
 九
九
五
年
四
月
か
ら
 

-
j
@
-
 

五
月
に
か
け
て
筆
者
が
青
年
層
一
大
学
生
、
専
門
学
校
 
生
 、
高
校
生
）
 三
 二
三
名
か
ら
収
集
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
 結
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

「
あ
な
た
は
次
の
「
癒
し
」
 一
 
ヒ
ー
リ
ン
ガ
し
と
呼
ば
れ
 る
も
の
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
（
複
数
回
答
 可
 ）
」
と
い
う
問
い
に
 

対
し
て
「
瞑
想
」
「
ヨ
ー
ガ
」
「
呼
吸
法
ラ
リ
ー
ジ
ン
 
グ
 ）
」
「
気
功
 
法
 」
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ツ
 ク
 の
 C
D
 、
テ
ー
プ
を
聞
く
」
 

「
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
 -
 
植
物
か
ら
抽
出
し
た
エ
ッ
セ
ン
 

 
 

ン
ス
ト
ー
ン
、
水
日
明
な
 

ど
の
鉱
石
に
よ
る
癒
し
」
「
宗
教
団
体
の
病
気
治
し
」
「
 民
間
健
康
法
」
「
心
理
学
的
な
セ
ラ
ピ
ー
」
「
セ
ミ
ナ
ー
 
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
 

「
そ
の
他
」
の
選
択
肢
を
用
意
し
、
「
宗
教
団
体
の
病
気
 
治
し
」
以
下
は
具
体
例
の
記
入
欄
を
設
け
た
。
ヒ
ー
 リ
 ン
グ
経
験
者
は
全
体
の
 

二
 0
.
 七
 %
 。
 而
柁
 上
 
二
 0
.
 六
 %
 一
 か
ら
大
学
生
（
 一
 一
九
二
 %
-
 に
向
か
う
に
 つ
 れ
て
体
験
率
が
ア
ッ
プ
 し
 、
そ
の
内
容
も
多
様
化
 

し
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
高
校
生
で
は
「
ラ
ピ
ス
 
、
 

 
 

を
あ
げ
て
い
る
者
が
一
 

番
 多
く
、
専
門
学
校
生
で
は
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ミ
ュ
ー
 
ジ
ッ
ク
の
 C
D
 、
テ
ー
プ
を
聞
く
」
が
日
に
つ
く
。
 両
 万
 と
も
、
身
体
技
法
を
 

用
い
た
も
の
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
比
べ
る
と
 
安
 価
 で
簡
便
な
方
法
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
「
宗
教
団
体
 の
 病
気
治
し
」
で
は
一
二
 

作
中
、
十
字
 式
 健
康
法
の
一
件
を
除
い
て
、
残
り
全
て
 は
神
 慈
 秀
明
会
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
街
頭
で
の
手
 
か
ざ
し
を
あ
げ
て
い
る
。
 

「
民
間
健
康
法
」
は
青
竹
踏
み
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
 @
 
」
と
一
原
文
の
ま
ま
 -
 
、
生
体
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
向
上
、
 ア
 ト
ピ
ー
対
策
の
 シ
ソ
 製
 

品
 が
各
一
件
ず
つ
。
「
心
理
学
的
な
セ
ラ
ピ
ー
」
は
 ビ
 ジ
ョ
ン
心
理
学
が
一
件
、
内
観
が
二
件
で
あ
る
。
「
 セ
，
 ト
ナ
 Ⅰ
ワ
ー
ク
シ
ョ
 
ツ
   



日本におけるヒーリンバ・ブームの 展開 

20 40 60 80 100(%) 
                    

全体     
79 ぶ %(256 人 ) 20.7% 

(67 人 ) 

高校生 l     
89.4%()l8 人 )     

    
専門 学校生   

73.9%(65 人 )     
大学生 l     

体験なし 70.9%,(73 人 ) 体験あ り   
図 1  青年層のヒーリンバ 体験率 

図 2  ヒーリンバ体験の 件数 ( 選択肢 別 ) 
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み も さと 」 うじ 。 めへ グ で 「の ム 青 1 年層に れるが l ヒ て、ヒ の件数 しかし とする の関心 ヒ ーり 始まり 

      まり ま 、 事で 件、 べ l ミな ア ノ く 浸透 

ス ど 、 ド 図 を 

  

    
あ 々 も 、 ゆ う   

つ め えで、 ま一 五件、 程度 る ソ ・コ レ 新聞 だ その件 三大 る 

て 一 『 の ミ け 数 所 こ 

0 元 請 傾 ュ で を 聞 の 
何 % 検 羊 一 章 

記入 事 八所 売 がケ討年朝で   
多 -     
  ら 

の 『 件 と 討 ぃ 。 0 れ 
。 も 年 る 

する心 読売新件数が ヒ l である 思う。 りし ちろ 間の   
し 三 み あ レ ヒ タ グ   

ほ ろ ビ l べ ・ 

什一 はじ 新 だ な り l ブ 
の に 聞 ろ は ン ス l 

ヒ @  -"  ュ "" " 

    

  
  
  わ て l 
り か い り 

グ ン る 。 るン 。 グ 

  そ 士 @ じ、 

ブ   
う 向 

  
す が 

る ， っ 

ム と か 
  が 

般 え 

生 る 
下ヨ   
し '  " 一 

  と 
 
 

-
 
ド
 -
 

 
 

 
 

同
時
期
・
同
世
代
 四
 0
 

五
八
名
（
被
調
査
者
は
一
部
 重
 複
 ）
の
宗
教
意
識
を
扱
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
の
「
現
在
 
信
仰
を
も
つ
て
い
る
」
 

 
  

 

こ
れ
ら
の
数
値
を
も
っ
て
青
年
層
に
お
け
る
 ヒ
 ー
 リ
 ン
 グ
の
 浸
透
率
の
高
低
を
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
 
か
も
し
れ
な
い
。
が
 、
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そ
の
名
称
が
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
潜
在
的
に
し
か
 
す
ぎ
な
か
っ
 

図
 

-
 件
数
 - 

3  三大新聞における「ヒーリンバ」「癒し」関連記事の 件数 ( 半年毎 ) 

l 一 6 月 7 一 12 月                                                                                           
事
 が
年
間
 一
 00
 件
を
越
え
 

一
九
九
六
年
に
入
っ
て
か
ら
 

の
 記
事
が
み
ら
れ
、
一
月
 あ
 

る
 。
 

な
お
、
大
宅
壮
一
文
庫
の
 

年
以
降
）
で
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
 

事
 が
で
て
く
る
が
、
一
九
九
 

半
 が
三
件
、
一
九
九
五
年
前
 

つ
 と
も
、
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
」
と
 

タ
ベ
ー
ス
で
検
索
で
き
な
く
 

力
 」
「
見
え
な
い
 カ
 」
と
い
う
 

が
 組
ま
れ
る
よ
 う
 に
も
な
っ
 

た
だ
し
、
こ
う
し
た
動
向
 

高
ま
っ
た
結
果
生
ま
れ
た
こ
 

の
 プ
ー
ム
形
成
の
戦
略
な
の
 雑

誌
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
二
九
八
八
 

」
を
検
索
す
る
と
、
一
セ
件
の
雑
誌
 記
 

四
年
二
月
に
初
出
が
み
ら
れ
、
同
午
後
 

半
 が
九
件
、
後
半
が
四
件
で
あ
る
。
も
 

い
 う
 用
語
が
使
わ
れ
な
い
た
め
に
 デ
｜
 

て
も
、
一
九
九
四
年
か
ら
「
不
思
議
な
 

キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
特
集
 

-
 
回
 -
 

て
い
る
。
 

が
 社
会
成
員
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
 関
 、
心
が
 

と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
 

か
は
容
易
に
判
断
で
き
な
い
。
一
部
で
 

、
毎
月
平
均
八
・
五
件
と
な
っ
て
い
る
。
 

も
 二
月
二
四
日
現
在
、
す
で
に
 
一
セ
件
 

た
り
の
件
数
は
前
年
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
 

-
9
-
 

る
の
は
一
九
九
四
年
、
し
か
も
後
半
か
ら
で
あ
る
。
 
翌
 年
は
関
連
記
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 ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ブ
ー
ム
の
推
移
と
そ
の
諸
相
 

次
に
先
の
「
朝
日
新
聞
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
、
 
一
 
九
九
六
年
二
月
二
四
日
現
在
ま
で
の
 
全
 

月
日
、
朝
刊
 / 夕
刊
の
別
、
掲
載
面
を
ま
と
め
一
表
 

1
 一
 
、
こ
こ
か
ら
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ブ
ー
ム
の
 
推
 

多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
特
に
一
九
九
三
年
ま
で
は
そ
 

の
 傾
向
が
強
い
。
だ
が
、
記
事
が
多
く
な
 

か
 め
 ヒ
ー
リ
ン
グ
を
め
ぐ
る
ト
ピ
ッ
ク
ス
が
指
摘
で
き
 

る
 。
例
え
ば
映
画
「
超
能
力
者
未
知
 へ
 

光
一
四
・
㌶
・
別
記
事
番
号
を
示
す
。
以
下
同
じ
 ）
 や
 、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
の
授
賞
式
で
人
 

た
 大
江
健
三
郎
元
・
㏄
・
匹
が
「
ヒ
ー
リ
ン
。
 
ク
 」
「
 
癒
し
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
報
道
さ
れ
て
い
 

ア
が
 求
め
ら
れ
て
い
る
阪
神
大
震
災
 
品
 ・
 耶
 ・
㎎
・
 
引
 ・
 め
 ・
㏄
・
㏄
・
 
ツ
 ・
㏄
・
㏄
・
㎝
）
 

、
 

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
 
お
 ・
㎝
 ・
色
に
関
す
る
記
事
も
、
ヒ
ー
リ
ン
ク
 

と
は
他
社
新
聞
で
も
同
様
で
あ
る
。
 

分
野
別
に
み
た
ば
あ
い
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
系
の
音
楽
、
 

グ
ッ
ズ
、
セ
ミ
ナ
ー
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
 

ヒ
ー
リ
ン
グ
と
音
楽
に
関
す
る
記
事
一
 
2
.
3
.
6
.
 初
 ・
 璃
 ・
㎎
・
 引
 ・
㏄
・
㏄
・
 
研
 ・
㏄
・
 

て
の
関
連
記
事
の
見
出
し
と
掲
載
 年
 

移
と
 諸
相
を
み
て
み
よ
う
。
記
事
は
 

る
 一
九
九
四
年
に
な
る
と
、
い
く
つ
 

の
旅
人
」
の
モ
デ
ル
で
も
あ
る
高
塚
 

類
の
癒
し
と
和
解
に
つ
い
て
講
演
し
 

る
 。
そ
し
て
罹
災
者
の
精
神
的
な
 ケ
 

信
者
が
精
神
的
な
も
の
に
魅
せ
ら
れ
 

の
 文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
 

プ
 と
の
関
わ
り
が
み
ら
れ
る
。
特
に
 

簗
 ）
が
多
 い
 の
が
わ
か
る
。
す
で
に
 

た
 ヒ
ー
リ
ン
グ
に
対
す
る
希
求
 一
 
多
く
の
ば
あ
い
、
「
 
ヒ
 ｜
 リ
ン
グ
」
と
い
う
用
語
に
も
結
実
し
な
い
よ
う
な
）
 

を
 、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
 や
 

健
康
産
業
な
ど
が
着
目
し
、
こ
れ
を
「
ヒ
ー
リ
ン
。
 

ク
 」
「
 
癒
し
」
と
い
う
名
称
の
も
と
に
吸
い
上
げ
、
ヒ
ー
リ
ン
 

ク
 ・
ブ
ー
ム
を
形
成
し
 

て
い
っ
た
と
い
う
指
摘
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
 

、
以
上
の
こ
と
か
ら
新
聞
・
雑
誌
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
 

限
っ
て
い
え
ば
、
 ヒ
｜
 

リ
ン
グ
・
ブ
ー
ム
は
一
九
九
 
0
 年
前
後
か
ら
そ
の
徴
候
 
が
み
ら
れ
、
一
九
九
四
年
後
半
に
入
っ
て
本
格
化
し
た
 

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
   



                                        ブーム   

活一 は 3 ） 2 
字     
デ 療 
ィ と 

ア 宗 
に 教 

み る - 8       
ン な 
ク 。 ど     
フ 。 テ   
ム マ   
始 み 
ま ろ   と 
諸 ヒ 

十目 l 
な り   
て グ 
き め 
た 字 
が 教   
こ 面   
よ 見 
"  つ 局 Ⅰ 里 

@@ し @ し     

一 す 

九 こ 

九 と   
でき 年前 

後 む   ら 
女ム 口 " 」 
ま の 

つ 土 早 " 
た で 

   
 

教
団
に
限
定
し
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
 
オ
ウ
 ム
 
真
理
教
事
件
の
他
に
も
、
宗
教
と
音
楽
 
打
 ・
 

笹
 、 
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
 

 
  

 

音
楽
の
分
野
で
ほ
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
 
、
 ま
た
は
 
ヒ
 ー
 リ
 

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や
瞑
想
、
 ま
 た
 オ
フ
ィ
ス
 や
 

さ
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
を
ア
レ
ン
 
ジ
 し
た
も
の
や
 

ャ
 ー
し
た
も
の
な
ど
も
あ
る
。
こ
の
他
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
 
の
た
め
の
鉱
石
 

 
 

 
 

 
 

次
に
医
療
分
野
に
お
け
る
 
ヒ
 ー
リ
ン
ク
に
つ
い
て
の
 
記
事
一
 8
 
.
 

m
.
 ハ
 ・
㏄
 一
 を
み
て
み
よ
う
。
ヒ
ー
リ
ン
グ
を
中
心
 
に
し
て
医
療
 分
 

と
 精
神
的
な
ケ
ア
の
必
要
性
を
訴
え
か
け
る
論
調
が
日
 
立
つ
。
特
に
 デ
 

理
性
の
問
題
、
心
の
病
い
と
い
っ
た
近
代
医
療
が
直
面
 
す
る
諸
問
題
を
 

も
の
で
あ
る
。
ま
た
病
院
環
境
を
め
ぐ
る
報
道
も
み
ら
 
れ
る
。
こ
の
 他
 

の
 医
療
分
野
に
入
れ
ら
れ
よ
 う
 。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
ニ
ュ
ー
 エ
 イ
 ジ
と
 医
療
の
分
 野
 が
目
立
っ
 

メ
デ
ィ
ア
の
性
格
上
、
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
と
い
う
 特
 異
な
事
例
を
除
 ン

グ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
分
類
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
 確
 立
 さ
れ
 

病
院
な
ど
ス
ト
レ
ス
フ
ル
 な
 空
間
を
な
ご
ま
せ
る
た
め
 に
 作
曲
 

イ
ル
カ
の
鳴
き
声
、
子
供
の
戯
れ
る
 声
 、
波
の
音
を
 ヒ
 ユ
 ー
 チ
 

、
オ
イ
ル
、
ハ
ー
フ
、
ビ
デ
オ
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
 
ヒ
  
 

を
目
的
と
す
る
セ
ミ
ナ
ー
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
 
て
の
 報
 

巧
 ・
㎎
・
 紐
 ・
㏄
・
 細
 ・
 甜
 ・
㏄
・
 即
 ・
 蛇
 ・
㎎
・
 兄
 ◆
 0
 
7
 
◆
 

野
 で
の
言
及
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
近
代
医
療
に
対
す
 
る
 反
省
 

ス
 ・
三
丁
 ュ
 ケ
ー
シ
ョ
ン
、
安
楽
死
や
人
口
妊
娠
中
絶
 で
の
 倫
 

精
神
の
回
復
一
ヒ
ー
リ
ン
グ
一
の
文
脈
で
捉
え
返
そ
う
 
と
い
う
 

、
阪
神
大
震
災
罹
災
者
の
メ
ン
タ
ル
・
ヘ
ル
ス
の
問
題
 
も
、
こ
 

が
 、
宗
教
的
な
側
面
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
 

マ
ス
・
 

い
て
は
、
特
定
教
団
の
報
道
が
難
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
 、
特
定
 



表 1 朝日新聞記事データベースイ「ヒーリンバ」「癒し」 (1996 年 2 月 24 日現在 ) 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
ロ 野原重明 著 rr いやし」の枝のパフォーマンス J ( よみもの ) 前衛音楽家 寓 ・ F 市売主 さ ん あ 年 j 
七い やす音楽 l. かが 島の鳴き舟・せせらざなど 店に専門コーナー 

ストレス解消ビデオ 好評 ( ビデオ仏双 甘 ) 
聖書によ れ 厳しの心 力トリック司祭・ 井 L 洋治 

下田長久さん ジーベックホ   ルの音響演出 ( インタビュー ) 
カ プチヤク、 クラウチャー 著 [ ヒーリンバ・アーツ・ l ( よ みもの ) 
注目されています r 癒し」の知恵 大阪・高槻のシンボジ             
白鳥のお話 : l 河合隼雄 ( おはなし・おはなし ) 
いやしのための 道具、 ヒーリンババッズが 人気 やけど・アレ ;1@ ギ一も 

環境にとけ込む 感覚 ( 奥野卓司の新・ 人類学講座 ) 
大阪からころ 会 ( 世紀末・扮し 日記 ) 

「 庭 ( いや ) しの子育てを 味わい分かちあ ぅ 」 集 1,1 ( ランダム通信 ) 
生活押えるカレンダー r いのちと 食 」作成 

病院杉 る 桧で出者明るく 壁や病室に太陽・ 動物， 花       
@%l こ伸 われた人生 J 押しんだ主婦の 半生を聞く ( きょういく 94) 
アイソレーション・ノンク ( 世紀末・癒し 日 ． @ 巾 

演出家・パフォーマ 一の宮城聴さん ( クリエータⅡ 

エイズ 死 追悼 キルトに縫い 込む 横浜で 碑 ボ夫 

" 坤忙 力者 " が内朝 へ ( 映画を見て健康になる ? : 上 ) 
奇抽 なブーム ( 牡 ・論説委員室から ) 
高塚 光 氏に安斎育郎氏と 聞く ( 映画を見て健康になる ? : 下 ) 

金杉 忠出 アソシエーツの 新作は自己救済の 物語 

r 超能力者 @ 高塚光比 按斎 育郎が斬る幻視の 世外 ) 

ストレス解消ビデオ リラックス双面に ( 映像双線 ) 

「 鬼平 @ プーム 「表意識」の 希薄な点が魅力 ( 単眼複眼 ) 

科学論争 ( 安斎育郎が斬る 幻視の世界 ) 

大江健三郎著 [ 人生の親戚 . ( 文庫 ) 

体 張って書く かくしてどたばた 捌の席が : 5 l ザ ・新聞社 ) 
白人中心の米国央の 欺 欄 暴く 井孝之 ( ウオッチ文芸 ) 

心 もいやす病院 @ こ 医師らが「癒しの 環境研究会」を 発足 

世界宗教者平和会議イクリア 大会から 外 村民度 

オランダの「安楽死実況 @ ごう見た TBS に反響 500 件 

高柳和江さん 日本医科大学医療管理学 倣室 助教授 ( ひと ) 

r 八市の癒しを @ 大江健二郎さん、 ノーベル文字貫の 受賞記念講演 

    じめには大人からこぞ @ シグナル @ を ( 声 ) 
人口妊娠中絶 中野東 神 さんと読者が モえる 

インドの指導者 3 人の遺品や肯 料 3in 点 展示 仙台で特別展 

血液内科医長の 伊 芹 真美さん 今年にかける ( 気になるこの 人 ) 
病気と闘 う 笑顔の ハ クラム 珂 眼を越えて - 平成 ?. な 力学 

素粒子・ 7 Ⅱ 

患者に歌でやすら ず ボランチ ィア が病院コンサート 川口 

色 花 心いやす 効柴 ・さぐり 活押 にも ( 五感探検Ⅱ 2) 

流行 する 「いやし @ の音楽 芸術的評価は 別との議論も @ 眼 複眼 ) 

広がる @ 捉害 症候 肝 」 r 心のケ ア @ に試みさまざま な神人 宙夫 

七の傷 ケアの方法専門家に 聞く ( 地震その街… 而 何 % かァカ 

年月日 %, タ 掲執面 

89. は． 27 期読書 
90.l2. Ⅱ 朝 奈良 坂 

㎝． 2. 2 朝家庭 
9l 8. 2 タ 娯楽 

fg1. 9. 2 朝 こころ 

91. は． 22 胡兵庫版 
92. 2. 9 朗読書 
92.10 ． 7 朝家庭 
9.2.l2.l3 朝家庭 
93. ⅠⅡ 靭 @ 家庭 

          6 タ大阪 版 ううんじ 

93.10 ． 5 タ 大阪 版窩自 

94. 4. 4 朝牧沖 
94. 4. 5 朝床 巨 

94. 4. 9 朝床 虹 

94. 4.25 朝 拙作 

94. 5.ln 夕 大 仮版籠件 

94. 6.13 タ芸 @ 
94. 6.223 朝沖何 ll 版 

M4. 7. 6 タ六円板 紺什 

94. 7. 6 タ沖佳 
g)4. 7. 7 タ 大阪板粕 台 

          8 9 芸能 

94. 7.l<) タ 大阪 版籠自 

94. 9. @ 文芸能 
          7 タ 文化 

94. 9. リタ大阪 版緯た 

94. 9. は 朝 読書 

94.l0.l2 タ 大阪 版 ㈱ 廿 

㎝． 騰 ． わ タ文化 
f94. は． 7 タ 社会 

94. Ⅱ． 巧タ こ _ ろ 

94. Ⅱ． l7 朝 社会 

94. Ⅱ． M4 朝総今 
94.l2. 8 夕 組合 

94.l2.l0 朝 オビ二す ン 

94.l2.20 タ こころ 

94. は エ 3 朝宮城 版 

95. l. J タ ら うんじ 

fg5. @. 5 斬 新午特設面 

95. l. 7 タ % 台 

95. l. Ⅱ 朝埼 石版 

g).,;. l.2l 朝家庭 
95. @.25 タ文化 
95. @.26 タ社会 
gR. l.m8 朝家庭 

(150)  150 
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A . N . ウィルソン 著 『愛の癒し J ( 新刊抄録 ) 
今月の l0 枚・ポピュラー・ 海外編 

ポランティア ( 大井 災 の校訓 : ㊤ 

ヒ一ぅ 一のパーバラ・プレナンさん 元は科学者 ( 気になるこの 人 ) 
現代美術作家がコンサート 阪神大震災非難所で 癒しの祈り 

わがままな自分を 逝してくれろのだ 村上知 彦 ( 漫画のヵル テ ) 
ハービ一山口 写真家の視点で DI ( 立ち話 ) 
人間らしさを 柳田邦男きんと 光石出敬さんに 聞く 日本医学会総会 

阪神大豆 災 の被災 児 ・ 健棚 月を 息 長く援助しょう 門 貞一郎 ( 論壇 ) 
美少年もの、 相人れぬ二つの 地平 村上知 音 ( 漫画のヵル テ ) 
大江健三郎 苦 @ あ い 圭，， ¥ なロ木の私 J ( ベストセラー 診断 ) 
科学と結ぷヵルト 初 山口女 憲 ( 本に言う ) 
心の異変 被災の神戸・ 鷹匠 中 養護教諭の試み ( きょういく 95) 

伊丹十二監督が 大江健三郎氏の「静かな 生活 l を映画に 
いい香りは幸せ 誘う ハープやアロマテラビー 福岡 

生の意味、 見つけるケア モ r 腱災 とこころの性典 @ Ⅱ 佐 シンポ 

秋田光彦さん ( オウムの間 インタピュー 特集 : り 

@ オウム @ 的なもの 事件の中心的要素を 素描 蓮實重彦 ( 文芸時評 ) 
ミュージック・セラピスト 宮下 宙 実大さん ( 大きの う きょう ) 
障害者に歌声を 緊張とけ・能が b アップ ( 音楽と癒し : り 

奈良巾の試み 「歌の 力 」市長を動かす ( 音楽と癒し : 中 ) 
安らぎを求めて 念仏・指圧に 通じる CD ( 音楽と癒し : 下 ) 
本来の r 神秘」誠実に 探求を 宗教だから起さ た オウム事件 高尾 利数 

中 Jl@ 造 ・小林邑 廣著 Ⅰ「医の知 @ の対話 d ( 冊 i 刊 抄録 ) 
性的 鹿 時のつ㍉ い 押韻、 昨門 家に訴え 横浜で集い 

夫婦の一瞬、 伴明に切り取る アトリエ‥ ンマダ 「白い地図」 ( 演劇 ) 
コスモロ ジ 一 中井古在 ( 曲用 医 の 印 
若手 5 川 m が最新作を披露 青山演劇フュスティバル 

r 病は伍から l を 再話 櫛 ( ラジオ交差点 ) 

遊 ・ : 坤 ℡． / ， 辛 自動シアター「洩りの 国のアリス」 ( 演劇 ) 
障害者も地域で 生活を 社会復帰の施設作り、 市民バループが 奮闘 

真の リゾート追求 人の山で : 2 ( 明日を 拓く ) 
伊藤 悟 さん : 2 予備校教師 ( 元気人間健康日録 ) 
マンション ヰ ス ー バー 冊 円に、 いやし ポ め井村別 ( 街角 ) 
セミナー「生活という 揃し 」 ( 情報クリップ ) 
血友病 H@V 柁化 Ⅱに正克を 堀田一陽 ( 論壇 ) 
G . プルーフー 著 @K 一 パック ス @ ぽ庫 ) 
イメージトレーニンバ 顔を緩め深く 呼吸 ( レジ十一・すく ， ん 上る ) 
ひたむとさ よ り 持ひり さ 山田祥次 ( 論壇 これからの生き 方 ) 
グッズ、 斤楽 … 様 しは続く ( いろいろ不安 : ln) 
まちは障害者に 優しいか 復興施策に r 支援」申し入れ 

花を贈り続け、 阪神大震災被災地の 力 に 和田町の辻さん 

癒し 母のようにほめる ( 震災・ 越え 尽きる人たち : 中 ) 
マルセ ィュ とべ ルン の芸術 末 、 神戸で共演 阪神大震 拶 の 同擦枚投 円る 

坂口安吾も家庭があ り、 日神があ った 秋山 酸 ( ウォッチ文芸 ) 
二木康弘さん 神戸新聞論説 亜 Ⅱ 長 ( ひと ) 
X 古米喜さん 作半 ( ひと ) 

r 最期に聞く音楽」編集しては 小 l@l 博司 ( サンデーコンサート ) 
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た 肉 作 ム と れ 健 マ   
医 第 体 で 』 い る 康 イ 第 ヒ さ 1 
康 二 的 知 や っ 。 の ケ 一 l て 

ヒ
ー
リ
ン
グ
の
 関
 わ
る
領
域
 

、
前
章
の
「
朝
日
新
聞
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
の
分
析
 
を
 受
け
、
こ
こ
で
は
ニ
ュ
ー
 エ
 イ
 ジ
と
 医
療
と
宗
教
の
 三
つ
の
領
域
で
 

リ
ン
グ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
説
明
し
、
そ
こ
で
の
共
通
 

 
 

の
 ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
領
域
に
お
い
て
ヒ
ー
リ
ン
グ
が
 重
 要
 な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
る
い
う
  
 

 
 

ロ
ー
バ
ル
な
拡
が
り
を
持
つ
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
 な
 主
題
よ
   

ほ
う
に
よ
り
注
意
が
向
け
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
特
に
 
個
人
の
意
識
変
容
と
自
己
実
現
の
過
程
そ
の
も
の
が
 
ヒ
   

も
ち
ろ
ん
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
 
が
 、
個
人
の
意
識
変
容
を
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
核
と
す
る
 
理
解
は
一
般
的
 

て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
代
表
的
な
 

 
 

オ
ン
・
 ア
 ・
 リ
 

 
 

シ
ェ
ー
ム
ズ
・
レ
ッ
ド
フ
ィ
ー
ル
ド
目
玉
な
る
千
言
 旦
 
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
系
の
セ
ミ
ナ
ー
 
の
 指
導
者
や
著
 

ら
れ
る
 
シ
 ヤ
ク
テ
ィ
・
 

を
霊
的
 デ
 田
ユ
（
 
u
 如
 こ
、
精
神
的
ま
の
 コ
 （
㏄
 
こ
 、
情
緒
的
 
（
の
 
目
り
 
0
 （
 
-
0
 
コ
巴
 ）
 、
 

 
 

a
 こ
石
写
生
の
四
つ
の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
つ
つ
、
基
調
 
は
 意
識
変
容
に
置
い
て
い
る
。
 

の
 医
療
の
領
域
で
は
、
特
に
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
運
 
動
 を
あ
げ
た
い
。
 
，
 
」
の
運
動
は
一
九
七
 
0
 年
代
の
 ア
メ
 リ
カ
 で
起
こ
っ
 

現
状
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
自
然
療
法
の
見
直
し
 
を
 特
徴
と
す
る
草
の
根
運
動
で
あ
る
 ホ
リ
 ス
テ
ィ
ッ
ク
 ・
ヘ
ル
ス
・
 

と ヒ   
確 り 

  "% 高 い " ノ   で ク       
き へ 

  
の ヒ る。 関 
ノ ・ 

  
  

ン 
  
同 

グ ま 

の関 

  
@@@. 巳 よ @ 

わ 
る 

大 
き 

。 下、 真   
土或 わ 

と   
そ て   
の 

  
  

士 l1;@" 
向 

  
ニ % 

， l 生   

/ @@ ト   

医 
療 

  

示教 

  
領 E 
  
c 
ま 

た 
  
る 

拡 
  
  

を有 

  
て 
  
る     

  



Ⅱ本におけるヒーリンバ・ブーム   
で
あ
っ
た
。
が
ち
ん
、
こ
う
し
た
新
宗
教
は
霊
 術
 の
み
 を
 頼
り
に
 教
 勢
を
伸
ば
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
 
一
九
七
 0
 年
代
以
降
の
代
表
的
 

在 
を 
  
証 

明   

 
 

し
た
り
、
病
気
治
し
な
ど
の
除
災
 招
福
 を
は
か
っ
た
り
 す
る
反
復
的
な
 霊
術
を
 、
救
済
や
布
教
の
武
器
と
す
る
 新
宗
教
」
 

   
 

た
 
「
金
元
Ⅱ
 
術
 ）
 
系
 新
宗
教
」
「
術
の
宗
教
」
は
、
「
神
幸
 
並
 ・
人
間
 霊
 ・
動
物
 霊
 と
そ
の
構
成
要
素
・
作
用
な
ど
を
 操
作
し
、
そ
れ
ら
の
 実
 

 
 

@
 

昇
志
郎
の
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
 

｜
 リ
ン
グ
の
結
果
は
ど
う
で
あ
れ
、
 ヒ
 

目
 「
の
）
と
プ
ロ
セ
ス
（
 癒
 Ⅱ
 オ
 の
田
 ヨ
 し
 

も
の
の
、
あ
え
て
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
 

に
お
け
る
病
気
治
し
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
 と
 

第
三
の
宗
教
的
領
域
で
ヒ
ー
リ
ン
グ
 

教
義
に
基
づ
い
た
救
い
に
限
定
さ
れ
る
 ヒ

ー
リ
ン
グ
と
の
違
い
を
強
調
す
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
 え
て
か
几
に
 

ト
 
よ
か
 
几
ド
は
ニ
ュ
 

1
 
。
 エ
 フ
 
Ⅲ
 い
ノ
 
で
は
 ヒ
 

｜
 リ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
の
み
を
重
ん
じ
る
が
、
ホ
リ
ス
 テ
ィ
ッ
ク
医
学
運
動
で
は
結
果
（
 治
 Ⅱ
 

を
あ
わ
せ
た
ヒ
ー
リ
ン
グ
を
目
指
す
と
い
う
。
こ
の
 
運
 動
 で
は
、
語
源
的
に
は
同
義
反
復
す
る
 

-
 
円
 -
 

グ
 」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
 る
が
、
こ
れ
は
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 や
 宗
教
 

区
別
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
 

が
 重
ん
じ
ら
れ
る
こ
と
は
多
言
口
を
要
し
な
い
。
前
述
の
 
通
り
、
狭
い
意
味
で
の
宗
教
的
救
済
は
 

傾
向
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
西
山
茂
が
指
摘
す
る
 
よ
う
 に
 
一
九
七
 0
 年
代
以
降
に
ム
ロ
 
顕
 し
て
き
 

な
 健
康
観
に
立
脚
す
る
。
②
自
然
治
癒
力
を
癒
し
の
 
原
 点
 に
お
く
。
③
患
者
が
自
ら
癒
し
、
治
療
者
 

 
 
一
 
㌧
  
 
一
 

療
法
を
総
ム
ロ
的
に
組
み
合
わ
せ
る
。
⑤
 

痛
 い
へ
の
 気
づ
 き
か
ら
自
己
実
現
へ
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
 

力
 」
、
「
と
も
に
癒
す
」
と
い
う
共
存
・
協
力
関
係
、
 

自
己
実
現
」
、
そ
し
て
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
 

 
 

｜
 エ
イ
ジ
と
の
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
 る
 。
確
か
に
こ
の
種
の
領
域
で
必
ず
紹
介
さ
 

ホ
メ
オ
 パ
シ
ー
、
オ
ス
 テ
オ
 パ
シ
ー
、
ア
ロ
マ
テ
ラ
 ピ
 Ⅰ
ナ
チ
ュ
 ロ
 パ
シ
ー
な
ど
の
具
体
的
な
 ヒ
 

一
 
Ⅳ
 -
 

イ
ジ
 の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
も
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
 も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
ホ
リ
ス
テ
ィ
 は

 援
助
す
る
。
④
さ
ま
ざ
ま
な
 治
 

丸
山
 敏
秋
は
 、
こ
の
「
自
然
治
癒
 

と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
に
 
ニ
ュ
 

れ
る
カ
イ
ロ
プ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
 、
 

｜
 リ
ン
グ
の
技
法
は
、
ニ
ュ
ー
 エ
 

ッ
ク
 医
学
運
動
の
立
場
か
ら
大
塚
 

｜
フ
 
メ
ン
ト
に
瑞
を
発
す
る
。
 

O
-
 

。
 
-
@
 
 

日
本
木
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
 医
学
協
会
は
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
の
概
念
を
「
①
 

ホ
 リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
 一
 
全
的
）
 



一 ル ホ を 識 所 に づ l ロ 

田 テ リ 阻 変 第 以 2 究 そ く り l 

（のⅠ コ シ ス む 容 一 七 ン チ す の相のみ 「修 グ   
セの ク臼ッ と 程 れ っ り 

な 補 責 め る 

  ら 性 的 機 働 
に ク し と は の ン ず や 癒 能 き 

な よ 医 て い 広 韻 グ   、 共 し に が 

完 存 」 往 相 の 志向 位置を れば ホ 学 運動 カトリ 文脈 う い意味 域 にお 

教 を と 目 @% 
の 論 敵 す っ 

と り で ッ で で け 性 ， む じ 済 る て 

る ス も ク ヒ の る 身 ょ 儀 動 広 
の テ 強 教 l 脱 ヒ   
か ィ 頭 金 り 近 l   疾患 とやが す超 み味 昔 ，じ、 
ぃ ク 差 政 グ 的 ン へ る 自 ら で   
う 医 は 府 が な グ   
ニ 字 あ 機 語 志 に 好 は 拘 る ヒ 

ュ は る 関 ら 同 @ よ 乾 、 な ょ l 
ア 近 が が れ 性 ぃ め そ カ ラ リ 

ン 代 返 登 る で く 臨 の に に ン 

ス 屋 代 場 。 あ っ 床 伏 よ な グ 
の 療 医 す 光 る か 伊 U  表 る つ と 

違 に 漬 る の 。 の た 口乎 

ぃ 対 と が 『 ニ 共 であ から 「呪   
は し の ブ 聖 ュ 通   

や 。 的 え う 

は ま 癒 は 。 
も 亡 ぎ り た し 、 ま 

凸 不 、 」 

我精を井 水た 、 
、 S の の 神 と 美 近 

ヒ 医 も 紀 年 
l 学 に 子 の 
リ の 「 が 宗 
ン 側 癒 宗 教 
グ か し 数 所 
の ら 」 に 究 
機 も と み で   

首邑 、 い ら も 

へ こ う ね 、 う 佳 こ れま言葉の る倫 

目 で で 理 し   
ら な 音   

式         オ は見 代替 る 0  手 ， 鼠   

霊魂 裏付 

け 観   
な 認、 
つ め 

て る 

信 れ 
想 る   
構 こ 

"@ 丑 迫 "  " つ 

な し 

な た 
し 世 
て 界 
い 観 
る に   
で っ 

あ て 
る 毒 並     
つ 「 

し ム 口 

た 理   
理 」 

ィ 生 な 
や 説 

居、 明 
想 が   
と さ   そ 
し ま 

て た 

霊術 身体   
感 「 
性 証 

に 明 

目 一 」   
約 せ 
に 界 

ア 観 
プ の 

  

な
へ
 霊
 Ⅱ
 
術
 ）
 
系
 新
宗
教
で
あ
る
 G
L
A
 

系
諸
教
団
、
 
真
光
系
諸
教
団
、
阿
舎
 宗
 も
霊
術
の
背
景
に
は
、
独
自
 の
 
輪
廻
観
や
他
界
観
 や
 

 
 

 
 



                            一 リング， フ一   
て
 取
れ
る
だ
ろ
う
。
宗
教
的
領
域
で
も
、
近
代
化
の
開
 
始
期
や
推
進
 期
 に
伸
び
た
「
信
の
宗
教
」
の
教
義
経
由
 

  

 
 

。
は
近
代
宗
教
と
し
て
の
側
面
の
強
調
に
対
す
る
揺
り
返
 し
と
し
て
（
 霊
 Ⅱ
 術
 ）
 系
 新
宗
教
の
登
場
が
確
認
さ
れ
 よ
う
。
 

第
二
の
共
 涌
苫
 と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
調
和
志
向
で
 あ
る
。
ニ
ュ
ー
 エ
 イ
 ジ
 の
重
要
な
一
角
を
な
す
ニ
ュ
ー
 サ
イ
エ
ン
ス
 
ニ
ュ
 

ン
 ・
サ
イ
エ
ン
ス
）
に
は
、
要
素
分
解
志
向
の
 還
元
主
義
を
越
え
た
 木
 コ
ン
概
念
（
ア
ー
サ
ー
・
 

ケ
ス
 ト
ラ
ー
）
 
や
 、
地
球
を
 

一
個
の
生
命
体
と
み
な
す
ガ
イ
ア
仮
説
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
 ・
ラ
ザ
ロ
ッ
ク
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
部
分
 の
 有
機
的
な
調
和
に
よ
 

る
 包
括
的
な
世
界
観
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
 
ろ
 ん
こ
う
し
た
科
学
的
理
論
体
系
の
み
な
ら
ず
、
ニ
ュ
ー
 
エ
 イ
 ジ
 に
は
人
間
関
係
 

の
 調
和
や
人
聞
と
自
然
と
の
調
和
が
重
要
な
テ
ー
マ
 
と
 な
っ
て
い
る
。
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
医
学
運
動
で
も
、
 
こ
 の
 調
和
志
向
は
確
認
で
 

き
る
。
ア
ン
ド
ル
ー
・
ワ
イ
ル
は
ヒ
ー
リ
ン
グ
を
「
 
ひ
 と
つ
の
全
体
に
な
る
こ
と
」
と
し
、
特
に
自
分
の
か
ら
 
だ
に
本
来
備
わ
っ
て
 い
 

る
 
「
健
康
を
維
持
し
、
病
気
を
治
そ
う
と
す
る
自
然
の
 力
 」
で
あ
る
自
発
的
治
癒
（
 運
 0
 コ
ミ
 コ
 の
 
0
 伝
プ
 0
%
 コ
 ⑧
 
を
 強
調
す
る
。
そ
し
て
 

こ
の
治
癒
系
一
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
）
は
、
身
体
 的
な
全
体
性
の
回
復
が
不
可
能
な
時
で
も
「
心
の
内
部
 
で
 全
体
・
完
全
・
平
衡
・
 

平
安
を
感
じ
る
」
こ
と
に
よ
り
機
能
し
 、
 人
を
癒
す
と
 い
う
 。
そ
の
ば
あ
い
「
自
分
の
が
ん
を
愛
さ
な
け
れ
。
は
 な
ら
な
い
」
態
度
や
病
 

 
 

気
で
あ
る
自
分
を
受
容
す
る
態
度
へ
の
転
換
が
「
治
癒
 
の
 扉
を
あ
け
る
マ
ス
タ
ー
キ
ー
」
で
あ
る
と
い
う
。
 
こ
 こ
で
も
自
己
と
の
和
解
 

宅
 あ
る
べ
き
自
己
」
で
は
な
く
「
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
 」
の
受
容
）
や
り
身
の
調
和
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
 &
 
ホ
 教
内
領
域
で
も
同
じ
こ
 

と
が
い
え
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
 
へ
 雲
上
 術
 ）
 系
 新
宗
教
の
霊
 術
 の
 技
 、
 
伝
 や
そ
の
背
景
に
あ
る
世
界
観
 も
 、
自
己
や
他
者
と
の
 

心
と
身
体
、
人
と
神
、
現
果
 と
 霊
界
と
の
調
和
 
を
 基
本
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
何
も
（
幸
一
正
 
け
術
 ）
 系
 新
宗
教
に
限
っ
た
 

こ
と
で
は
な
く
、
生
命
主
義
的
救
済
観
を
基
調
と
す
る
 日
本
の
新
宗
教
、
さ
ら
に
広
く
日
本
の
宗
教
的
世
界
観
 
全
体
に
も
み
ら
れ
る
こ
 

と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
宗
教
的
領
域
で
の
 
ヒ
｜
 リ
ン
グ
の
調
和
志
向
は
、
葛
西
賢
人
が
指
摘
す
る
一
九
 
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
 匿
 め
 
子
   



0 東 映 ッ み 
名 北 画 ク た 
以 地 を ・ い 

上 方 み て   
と で て イ こ 

い の 感 ョ の   
し り 受 ら 万包 

か ッ け の 設 

し ク た 活 は 
、 の 観 勒 映 

こ 教 客 と 画   
は の ま に イ 

紹介 特別 ア ・ 彼って た 
な 采 女 さ シ 
療 訪 が れ ン 

法 音 力 た フ 

や が ト こ ォ 

ワ は リ と ニ       
  に 教 l 一 

  
い 験 同 ポ で   
な を 窓 ッ ダ 
い 持 合 ト ラ 

。 つ 長 と イ 

森 人 を し   

の は し て う 
イ 三 て 知 マ 

ス 0 い ら 一 
キ 年 る れ 四 
ア 聞 こ て 世 
は で と れ や 

、 亡 か る ジ 

彼 O ら     

生
活
内
で
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
に
関
し
て
は
佐
藤
初
友
一
一
九
 

三
一
年
 
@
 が
青
森
県
岩
木
山
麓
で
主
宰
す
る
「
森
の
 

ィ
 ス
 キ
ア
」
を
あ
 

-
 
リ
 
一
，
 

@
 
 
@
 
ヂ
 て
 

四
 

ヒ
ー
リ
ン
グ
の
拡
が
り
と
背
景
 

1
 
 ヒ
ー
リ
ン
グ
の
拡
が
り
 

前
章
で
ヒ
ー
リ
ン
グ
は
 脱
 近
代
的
そ
し
て
調
和
志
向
を
 特
徴
と
す
る
こ
と
を
み
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
 
ヒ
 ー
 リ
 ン
グ
 は
何
も
ニ
ュ
ー
 

エ
 イ
 ジ
 、
医
療
、
宗
教
の
領
域
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
 
は
な
い
。
経
済
や
余
暇
や
教
育
の
領
域
や
、
む
し
ろ
 生
 活
 全
般
に
お
い
て
も
 ヒ
 

｜
 リ
ン
グ
は
 任
 目
さ
れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
経
済
 活
動
の
領
域
で
は
、
企
業
内
で
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
研
修
 
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
 

り
 、
ま
た
、
こ
う
し
た
研
修
を
指
導
す
る
財
団
や
協
会
 も
で
き
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
は
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
ア
ニ
マ
 
か
 や
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
 

プ
ラ
ン
ツ
な
ど
、
職
場
の
雰
囲
気
を
和
ま
せ
る
た
め
の
 
ペ
ッ
ト
や
観
葉
植
物
を
一
定
期
間
貸
し
出
す
業
者
も
で
 
て
き
て
い
る
。
い
ず
れ
 

に
 せ
 よ
 、
ス
ト
レ
ス
フ
ル
 な
 空
間
に
な
り
が
ち
な
職
場
 に
 ヒ
ー
リ
ン
グ
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
 

て 居、 
相伴 心 

る と   

  
体 居、 
存 想 
在 に 
と ま   
て が 
め る 

人間 「時 
ヘ 7 代 

の 精 
癒 神     

  
め て 

樹 の 
き 調 

で 和 

思想もあ元一 

る 」 

と @ こ   
え 通 
ょ ず 

  
  
で 

あ 
  

井 
形 Ⅰ - 丁 

白石工 

力申 

  

  

  

示教 

  
本 
来 
も 

  

  



れ
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
物
質
的
豊
か
さ
 

よ
り
も
精
神
的
安
ら
ぎ
を
求
め
る
志
向
性
や
各
種
健
康
 法
の
再
評
価
の
機
運
が
生
ま
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
れ
が
「
ヒ
ー
リ
ン
グ
」
「
癒
し
」
と
い
う
 

タ
 
１
ム
 に
 
結
実
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
バ
ブ
ル
経
済
 の
 崩
壊
は
 ヒ
 
ー
リ
ン
ク
の
 拡
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

時 男 の さ り 作 文 
@ と る の 

つ - ま そ 通 癒 

l み っ 

  ネ   

    見 れ れ 

め 年 の よ 拡 ク     
る 代 一 う 大 の 民 

が め が ュ 。 観 康 

反 バ ヒ l 一 は 法 

か れ そ こ キ じ 
る の と ア っ 

ョ ヒ フ     を は く 

    候 い ふ 勢 
て ブ が る れ と た 

目 し 

常 は   生 し 

は 間 と る ア 活 は 
一 短 は 一   0 束 
挙 縮 疑 般 リ 中 訪 
に 」   で 者   
  間 一 

余 の そ 相 緒   互 に 

グ む こ な   
に ど れ す 紹 そ た 繁 っ 
対 の を も 介   が て 



2
 
 ヒ
 ー
Ⅱ
リ
ン
グ
・
ブ
ー
ム
の
 
北
 
月
旦
 
宗
 

で
は
、
な
ぜ
今
日
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
が
注
目
さ
れ
る
の
で
 
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
個
人
、
対
 
人
 、
社
 ム
ム
 
の
三
つ
の
 

レ
ベ
ル
に
分
け
て
考
察
し
て
 い
 こ
 う
 。
 

個
人
レ
ベ
ル
と
し
て
、
ま
ず
心
と
体
の
問
題
が
あ
げ
ら
 
れ
る
。
近
代
医
療
に
お
け
る
身
体
Ⅱ
機
械
の
人
間
観
・
 
身
体
 観
や
、
 逆
に
身
 

体
性
の
欠
落
し
た
知
識
偏
重
の
学
校
教
育
な
ど
、
現
代
 
社
会
は
心
身
隔
離
と
も
い
う
べ
き
心
と
体
を
切
り
離
し
 
た
 状
況
を
個
人
に
強
い
 

る
 。
身
体
が
捨
象
さ
れ
、
生
き
生
き
と
し
た
感
覚
が
抜
 
け
 落
ち
た
身
体
の
閉
塞
状
況
に
抗
す
る
形
で
、
心
と
体
 
の
 関
係
を
強
調
す
る
 思
 

想
や
技
法
が
注
日
を
集
め
て
き
た
。
同
じ
よ
う
に
 
ボ
デ
 ィ
 ワ
ー
ク
を
用
い
て
心
身
の
相
互
関
係
や
、
身
体
を
通
 
し
て
の
他
者
、
社
会
、
 

自
然
と
の
調
和
を
目
指
す
ヒ
ー
リ
ン
グ
に
対
す
る
関
心
 
の
 高
さ
も
、
こ
の
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
宗
教
の
現
 
場
 で
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
に
 

は
 、
教
義
に
基
づ
い
た
救
 い
 だ
け
で
な
く
、
身
体
や
感
 性
で
 
「
感
じ
る
」
「
実
感
す
る
」
働
き
が
重
要
で
あ
る
，
 
」
と
は
先
に
も
述
べ
た
。
 

こ
の
体
感
や
実
 悠
 に
関
す
る
強
い
希
求
が
ヒ
ー
リ
ン
グ
 
・
ブ
ー
ム
を
支
え
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
一
九
 セ
 0
 年
代
以
降
に
伸
び
た
 

新
宗
教
の
多
く
が
、
例
え
ば
真
如
苑
の
接
心
や
世
界
 
宣
 尭
 文
明
教
団
・
宗
教
真
光
の
手
か
ざ
し
の
よ
う
に
、
 
垂
 立
 と
の
直
接
交
流
や
操
幸
一
五
 

の
 パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
な
か
に
「
感
じ
る
」
部
分
を
強
 
謝
 し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
 

対
人
レ
ベ
ル
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
競
争
社
会
や
 
情
報
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
人
間
関
係
は
ま
す
ま
す
 
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
 

る
 。
だ
が
、
濃
密
な
人
間
関
係
か
ら
脱
し
て
獲
得
し
た
 
自
由
は
 、
 常
に
孤
独
と
コ
イ
ン
の
表
裏
を
な
す
も
の
で
 
あ
る
。
個
人
主
義
は
他
 

者
に
対
す
る
無
関
心
や
利
己
的
態
度
を
生
み
た
す
危
険
 
性
を
有
し
て
い
る
。
地
域
社
会
の
解
体
が
叫
ば
れ
て
 
久
 し
く
、
一
九
 セ
 0
 年
代
 

後
半
か
ら
の
「
家
庭
内
暴
力
」
、
一
九
八
 0
 年
代
半
ば
か
 ら
は
「
家
庭
内
離
婚
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
現
実
 を
 雅
ム
 
ガ
 に
物
語
っ
て
 い
 

る
 。
共
同
性
の
危
機
は
、
家
族
と
い
っ
た
社
会
集
団
の
 
も
っ
と
も
基
礎
的
な
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
 
こ
 の
よ
う
な
な
か
で
、
 ヒ
   



｜
 リ
ン
グ
は
他
者
と
の
和
解
と
結
び
付
け
ら
れ
て
語
ら
 
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
効
果
に
は
 
人
 間
 関
係
に
お
け
る
調
和
 

と
 、
そ
こ
で
の
安
ら
ぎ
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
ニ
ュ
ー
 
エ
イ
ジ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
も
、
心
理
療
法
を
用
い
 て
 他
者
の
赦
し
や
受
け
 

入
れ
の
態
度
を
養
お
 う
 と
す
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
 み
 ら
れ
る
。
他
者
と
の
有
機
的
な
交
わ
り
に
気
づ
き
、
 こ
 れ
を
分
か
ち
あ
 ぅ
 と
き
、
 

そ
れ
ま
で
分
断
さ
れ
萎
縮
し
て
い
た
自
我
は
解
き
放
た
 
ね
 、
真
の
自
由
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
対
人
レ
ベ
ル
で
 
み
る
な
ら
ば
、
ヒ
ー
 リ
 

ン
グ
 は
希
薄
化
す
る
人
間
関
係
が
も
た
ら
す
疎
外
状
況
 
に
 対
す
る
揺
り
返
し
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
っ
て
  
 

 
 

関
係
の
な
か
だ
け
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
仕
ム
 

  

グ
を
 考
え
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
社
会
や
自
然
に
全
 体
性
を
取
り
戻
そ
う
と
い
う
動
き
も
ヒ
ー
リ
ン
グ
 
と
呼
 ぶ
こ
と
が
で
き
、
人
間
 

の
 癒
し
は
社
会
や
自
然
と
の
調
和
と
不
可
分
で
あ
る
こ
 
と
は
最
初
に
も
説
明
し
た
。
日
本
で
は
一
九
七
 0
 年
代
 か
ら
本
格
化
し
た
環
境
 

保
護
の
動
き
は
、
現
在
広
範
な
草
の
根
運
動
と
し
て
 
展
 閲
 さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
酸
性
雨
や
オ
ゾ
ン
層
破
壊
な
 
ど
が
大
き
く
問
題
と
さ
 

れ
る
な
か
、
そ
れ
ま
で
の
地
域
環
境
レ
ベ
ル
の
枠
を
越
 え
て
、
地
球
的
規
模
で
の
視
座
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
。
 ヒ
ー
リ
ン
グ
の
問
題
は
 、
 

離
 

こ
う
し
た
「
エ
コ
ロ
ジ
ー
ブ
ー
ム
」
と
結
び
付
け
 
て
も
説
明
で
き
る
。
ま
た
、
東
西
冷
戦
終
結
後
、
は
か
 
ら
ず
も
噴
出
し
た
各
地
で
の
 

 
 

目
 

民
族
対
立
の
終
結
に
向
け
て
の
懸
命
な
努
力
も
 、
 社
会
的
な
ヒ
ー
リ
ン
グ
 と
い
 え
よ
 う
 。
 

 
 

こ
う
考
え
る
と
癒
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
実
に
広
く
 、
か
 っ
 そ
れ
ぞ
れ
に
深
刻
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
、
 
あ
 る
 意
味
で
無
限
定
な
 

 
 

ル
 

範
囲
が
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
性
格
付
け
を
あ
い
ま
い
 
に
し
、
そ
の
概
念
規
定
を
困
難
に
し
て
い
る
。
し
か
 
も
 、
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
体
験
は
 

 
 

狂
 

「
 今
 こ
こ
で
」
の
救
い
の
働
き
と
い
う
意
味
に
お
 い
て
、
個
別
的
で
、
極
め
て
多
様
性
に
満
ち
て
い
る
。
 し
 か
し
な
が
ら
ヒ
ー
リ
ン
グ
の
 

 
 
 
 

お
 
「
あ
い
ま
い
さ
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
癒
さ
れ
る
べ
き
，
 
数
々
の
諸
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
、
ヒ
ー
リ
ン
グ
 
へ
の
関
心
は
一
局
ま
る
こ
と
は
 

 
 

琳
 

あ
っ
て
も
、
弱
ま
る
こ
と
ほ
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
 
。
本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
関
心
の
高
ま
り
の
量
 的
 把
握
か
ら
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
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圭
一
 調
 、
日
本
教
父
社
、
一
九
九
三
年
 -
 
ト
コ
ロ
「
の
 

毒
 毛
由
 Ⅰ
「
。
 
由
 Q
Q
 
こ
 寸
口
 き
 ㌔
 

走
き
 -
@
 

お
ぬ
，
ト
田
巴
一
 

0
0
 ｜
一
 0
 
一
頁
参
照
。
 

一
 
7
@
 
 
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
状
況
、
調
査
対
象
や
他
の
項
目
の
 
デ
｜
 タ
は
 拙
稿
「
青
年
層
に
お
け
る
宗
教
情
報
の
伝
達
に
つ
い
て
」
 
-
 
池
上
長
 正
 ・
 中
牧
 弘
光
 編
 

「
情
報
時
代
は
宗
教
を
変
え
る
か
 ｜
 伝統
宗
教
か
ら
オ
ウ
ム
 真
 現
数
ま
で
」
弘
文
室
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。
 

一
 
8
-
 「
宗
教
と
社
会
」
学
会
・
宗
教
意
識
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 「
 
第
 1
 回
 ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
」
一
九
九
五
年
。
 

-
9
 
）
一
九
九
四
年
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
 
つ
い
 
し
 し
 ヒ
 の
 べ
 こ
 ま
 Ⅰ
ぺ
下
目
下
，
く
の
「
 

冠
 （
ガ
リ
 
0
 ～
二
の
の
 

ヱ
コ
 
の
 @
 
コ
㌧
「
③
の
 

コ
 （
 円
レ
の
ヒ
 

Ⅰ
の
で
の
 

コ
 =
 Ⅱ
も
ま
さ
 

億
 
何
心
 

ト
ロ
 

-
-
 

き
ミ
 ミ
安
 -
 
む
 @
n
U
 

め
鮫
 ミ
キ
Ⅱ
七
お
 -
4
-
 

）
 
き
ぃ
 参
照
。
 

而
 ）
例
え
ば
、
週
刊
 
F
 コ
の
コ
 

」
四
月
二
二
ロ
 与
 
-
 
特
集
Ⅰ
 b
 つ
 

 
 

と
 現
象
の
こ
と
 -
 
、
週
刊
 

「
 
0
 テ
う
 」
九
月
三
ロ
 与
 
-
 
特
集
Ⅰ
見
え
な
い
世
界
不
思
議
パ
ワ
 
 
 

ヒ ブ       
ン に 

グ ，鳥 
の 倣 
技 図 
を 去 を 

や 吾 
居 、 え 
木目 ，ロ、 る 

のこ 淵と 源 @ 
や っ 

影 と 

響 め 

、そ 関係 

  

  
い て 
  み 

た 

  
  
  
ン 

  
が 

  
身 

に与 

え 

る 
  

六体 

的 
影 
型日 、 
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                                                                            そぶ のれ諸尊 l ま r オ 

  

  

  

      
          

  
    
  

  
  医学 問       界 助 にて     

      
        

樹 

  水井は おけら 主日什 加 借 けを   社、                 
  



  
" 口 一 一 モ士   

本
稿
は
平
成
犬
・
 セ
 年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
所
 
突
具
奨
励
費
 -
 に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

九
五
年
一
を
参
照
。
 

 
  

 
 
 

一
 
㌶
 -
 
エ
 0
 コ
「
 
モ
 Ⅱ
山
名
ぃ
「
山
中
Ⅰ
 
円
 Ⅱ
三
市
円
刃
 

Q
,
 

迂
ミ
蛍
苛
ミ
 も
ぎ
・
 お
や
Ⅰ
い
で
 り
コ
 ㌧
 仁
ヴ
コ
 
い
り
 
ヱ
 c
 コ
 
夕
ト
 

9
9
 

ダ
 
ロ
 ・
ひ
い
 

 
 
 
  
 

万
一
西
山
、
前
掲
、
 
セ
 
一
頁
参
照
。
 

 
 
 
 

 
 

治
癒
 力
 と
は
な
に
か
口
上
野
圭
一
 
訳
 、
角
川
書
店
、
一
九
九
五
 与
一
ト
コ
 
年
 「
の
ミ
目
 @
 
口
 -
 
Ⅰ
 

欺
 o
n
t
Q
 

お
 き
 u
s
 Ⅰ
 e
a
 
～
～
 

ぉ
 
9
.
 

）
き
 

と
一
 0
 五
｜
 
一
八
一
頁
参
照
。
 

元
一
和
解
と
し
て
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
に
関
し
て
は
、
新
屋
重
彦
「
 物
語
と
し
て
の
「
ほ
ん
 
ぶ
 し
ん
 ロ
 の
癒
し
」
（
新
屋
地
編
著
、
 
前
 掲
 、
三
四
 ｜
三
セ
頁
 ）
 参
 

照
 

万
 -
 
葛
西
賢
人
「
調
和
思
想
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
科
 学へ
 

し
の
思
想
と
技
法
を
め
ぐ
っ
て
」
三
東
京
大
字
宗
教
学
年
報
 
口
一
 
三
 、
一
九
九
一
年
 -
 四
 

｜
 五
頁
参
照
。
 

元
 -
 
井
桁
 碧
 
「
癒
し
の
構
造
新
宗
教
に
お
け
る
病
気
治
し
 
」
 害
 研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
宗
教
と
癒
し
の
現
代
的
状
況
」
記
録
 
集
目
財
団
法
人
庭
野
平
和
 

財
団
、
一
九
八
九
年
一
九
頁
参
照
。
 

-
 ど
 
一
九
九
五
年
一
一
月
二
九
日
に
森
の
イ
ス
キ
 

ア
 で
行
っ
た
 イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
。
佐
藤
初
土
 と 森
の
イ
ス
キ
 
ア
 に
つ
い
 て
は
「
 東
奥
 新
聞
」
一
九
 

九
五
年
八
月
二
三
日
、
一
一
月
二
五
日
参
照
。
 

⑭
）
一
九
 セ
 0
 年
代
の
 ヵ
 ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
に
関
し
て
は
 高
田
昭
彦
「
対
抗
文
化
論
序
説
１
対
抗
文
化
の
世
界
と
社
会
 学
の
接
点
」
 
宅
 成
蹊
大
学
 

文
字
部
紀
要
目
一
四
 -
 参
照
。
こ
こ
で
は
一
九
六
 0 年
代
の
文
化
 状
況
と
の
連
続
よ
り
も
断
絶
・
克
服
を
強
調
し
て
 

初
 -
 
明
治
前
期
の
殖
産
興
業
・
富
国
強
兵
、
そ
し
て
戦
後
の
高
 
産
経
済
成
長
が
そ
れ
ぞ
れ
一
段
落
し
た
直
後
の
明
治
末
か
ら
 
大
 正
期
、
そ
し
て
一
九
 
セ
 0
 

年
代
後
半
に
神
秘
・
呪
術
ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
る
と
西
山
茂
 エ
刊
 掲
、
セ
 0
 直
一
 
は
 指
摘
す
る
。
ヒ
ー
リ
ン
グ
，
ブ
ー
ム
も
 
、
こ
，
 

 
 

的
 性
格
を
有
し
て
お
り
、
こ
 う
 考
え
る
と
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
に
 ヒ
ー
リ
ン
グ
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
強
引
な
 
経
済
成
長
の
後
に
は
 

神
秘
，
呪
術
が
く
る
と
い
う
西
山
仮
説
の
裏
付
け
に
な
る
と
い
え
 
る
 。
 



    
に 概は本 と の 善 る な散事 ト 究道 
お要 性質す   旺 は場 つめ 円教若人 
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博 そ こ 本 る 代 ．立の代 ま 所思 ま教 

  
交錯」 道大字 

  
由 主日 

四 丁子平 凹 

          ム ム 

  
利 一 
二九 
三九 
四 三 
頁 年 

九 
一 月 
四 二 
① 五 
① H 
月刊 

書
評
と
紹
介
 

は
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教
学
の
成
立
過
程
を
た
ど
り
つ
つ
 
、
現
代
 

に
お
け
る
宗
教
学
の
可
能
性
を
説
い
た
示
唆
深
い
論
文
で
あ
る
。
 

ヨ
ー
ロ
 

ツ
パ
 
に
お
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
強
い
影
響
下
で
、
宗
教
学
 
に
は
 諸
 

学
問
の
は
ざ
ま
を
ぬ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
保
す
る
と
い
 
ぅ
 宿
命
 

が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
研
究
者
の
信
へ
の
か
か
わ
 
 
 

う
 
「
主
観
的
」
研
究
と
記
述
的
な
「
客
観
的
」
研
究
と
の
双
方
を
 

足
場
と
 

す
る
と
い
う
方
法
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
も
 
周
 到
に
指
 

捕
 さ
れ
て
い
る
。
宗
教
現
象
の
最
大
公
約
数
的
な
概
念
と
し
て
 
神
 抑
 
朋
ム
芯
で
 

は
な
く
、
里
俗
概
念
が
も
っ
と
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
 
確
 誌
 さ
れ
 

て
 、
現
代
的
な
状
況
を
解
明
す
る
糸
口
に
な
る
可
能
性
が
示
さ
れ
 

て
い
る
。
 

著
者
は
、
万
法
論
上
の
危
う
さ
と
と
も
に
研
究
対
象
で
あ
る
宗
教
 
現
象
 じ
 

た
い
の
不
透
明
さ
を
背
負
う
宗
教
学
の
宿
命
に
、
脆
弱
さ
よ
り
も
 
、
現
代
 

の
 学
問
と
し
て
の
可
能
性
を
積
極
的
に
見
よ
う
と
す
る
 
提
 舌
口
を
お
 こ
 な
っ
 

て
い
る
。
 

つ
ぎ
の
大
道
敏
子
「
歴
史
意
識
と
宗
教
」
は
、
西
洋
に
お
け
る
 
歴
 史
意
 

識
の
段
階
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
で
は
、
典
型
的
に
循
環
 
輪
竹
 時
 

間
 意
識
が
支
配
し
て
い
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
終
末
論
の
出
現
は
 
、
 
そ
う
し
 

た
 古
代
的
な
循
環
論
的
時
間
意
識
か
ら
脱
し
て
直
線
的
な
時
間
系
 
 
 

か
で
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
歴
史
意
識
の
覚
醒
で
あ
っ
た
。
 

中
世
キ
 

リ
ス
ト
教
で
は
終
末
に
興
味
が
示
さ
れ
な
く
な
り
、
終
末
論
到
来
 
の
 ニ
布
 
叩
胡
王
 

に
か
わ
っ
て
、
教
会
に
よ
る
礼
典
や
こ
の
世
の
秩
序
が
重
ん
じ
 
ろ
 れ
る
 ょ
 

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
教
会
の
救
済
シ
ス
テ
ム
に
満
足
で
き
な
い
 
者
の
な
 

 
 
 
 

か
か
ら
、
一
方
で
千
年
王
国
運
動
や
黙
示
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
生
ま
 

 
 

方
で
十
二
世
紀
以
降
の
叙
事
詩
の
男
女
の
愛
が
、
も
う
一
つ
の
 
救
 清
史
 と
 

㏄
 

 
 

し
て
存
在
し
、
「
愛
の
救
済
 
史
 」
が
誕
生
す
る
。
近
代
に
な
る
と
 

 
 



努
力
に
よ
っ
て
歴
史
は
展
開
す
る
と
い
う
進
歩
史
観
に
変
容
す
る
 
が
、
進
 

歩
へ
の
懐
疑
も
同
時
に
共
存
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
進
歩
史
観
は
 一
段
と
 

進
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
論
文
は
 、
 限
ら
れ
た
枚
数
の
な
 か
に
 長
 

大
な
デ
ー
 
マ
 を
盛
り
込
み
す
ぎ
て
い
る
。
「
愛
の
放
清
里
」
と
現
代
 

の
 恋
愛
 

を
 比
較
す
る
と
い
う
叙
述
の
方
法
を
採
っ
た
方
が
、
「
愛
の
聖
化
 

」
と
い
う
 

著
者
の
主
張
が
よ
り
ス
マ
ー
ト
に
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
た
の
で
 
 
 

か
 、
と
い
う
印
象
を
評
者
は
も
っ
た
。
 

宇
都
宮
輝
夫
「
社
会
思
想
と
宗
教
」
は
、
社
会
思
想
史
の
な
か
で
 
宗
教
 

が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
と
い
う
問
題
 
設
 （
疋
の
も
と
に
 
 
 

シ
モ
ン
 と
デ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 の
宗
教
論
に
焦
点
を
あ
て
た
論
文
で
あ
 る 。
 単
 

な
る
平
板
な
紹
介
で
は
な
く
、
著
者
が
知
的
巨
人
た
ち
の
思
想
の
 
核
心
部
 

を
 独
力
で
 珪
卍
 深
く
探
り
あ
て
た
と
い
う
点
で
、
読
み
ご
た
え
の
 あ
る
 力
 

作
 と
い
え
る
。
と
り
わ
け
 
サ
 ン
 "
 シ
モ
ン
を
取
り
上
げ
、
そ
の
 
思
  
 

一
 像
を
説
明
し
て
み
せ
た
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
 

ョ
 ー
 ロ
 

の
 

産
業
体
制
の
研
五
期
に
社
会
発
展
三
段
階
説
や
実
証
科
学
を
提
唱
 
 
 

ン
 "
 シ
モ
ン
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
功
利
正
義
者
と
は
対
極
的
に
 
エ
ゴ
 

イ
ズ
ム
や
個
別
主
義
を
克
服
し
社
会
統
合
を
も
た
ら
す
も
の
を
 
要
 圭
 
卸
し
、
 

「
博
愛
主
義
」
や
「
 新
 キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
 
言
朋
で
 表
現
し
た
  
 

。
シ
モ
ン
の
あ
と
を
受
け
て
、
社
会
統
合
を
再
建
し
 

ぅ
 6
 社
会
の
  
 

連
帯
を
探
究
し
た
の
が
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 ム
 で
あ
っ
た
。
彼
に
と
っ
 
て
 宗
教
 

は
 、
集
合
意
識
を
持
続
化
さ
れ
て
社
会
統
合
を
表
現
し
形
成
す
る
 
 
 

あ
っ
た
が
、
近
代
社
会
で
は
、
宗
教
の
事
実
判
断
の
側
面
は
科
学
 
に
と
っ
 

て
か
わ
ら
れ
、
宗
教
の
道
徳
の
側
面
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
。
 

デ
  
 

１
ム
 は
 、
社
会
は
本
性
的
に
理
想
形
成
体
と
い
う
命
題
と
近
代
社
 会
は
分
 

化
し
た
社
会
だ
と
い
う
命
題
と
の
ア
ポ
リ
ア
を
市
民
宗
教
論
で
解
 こ
う
と
 

し
た
が
、
著
者
は
ア
ポ
リ
ア
の
直
前
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
っ
た
 
と
 指
摘
す
 

る
 。
知
的
巨
人
た
ち
が
提
出
し
た
解
答
で
は
な
く
、
直
面
し
た
 
問
 16
4
 

に
 、
宗
教
学
が
問
う
べ
き
課
題
が
あ
る
と
す
る
著
者
の
問
題
の
 立
て
方
 

 
 
 
 

は
 、
現
代
宗
教
学
の
道
行
き
を
知
る
上
で
正
当
な
学
問
的
態
度
で
 ある
と
 

思
わ
れ
た
。
 

ム
 「
弁
道
夫
「
科
学
思
想
と
宗
教
」
は
、
西
洋
に
お
け
る
科
学
 

思
相
 心
と
山
下
 

教
 と
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
争
・
議
論
、
と
り
わ
け
十
九
世
紀
末
か
 
ら
 
二
十
 

世
紀
初
頭
ま
で
の
 
へ
ッ
 
ケ
ル
、
ド
イ
ル
、
フ
ロ
イ
ト
な
ど
の
思
想
 
家
 た
ち
 

の
 議
論
の
要
占
を
紹
介
し
、
科
学
に
内
在
す
る
思
想
性
に
着
眼
 
し
 

そ
の
 

上
 で
こ
う
し
た
思
想
性
に
 
、
 実
は
宗
教
伝
統
が
か
か
わ
っ
て
い
た
   

な
い
か
と
予
想
す
る
。
十
九
世
紀
末
の
心
霊
主
義
や
 
&
 宙
 ぬ
の
科
学
 

と
し
て
 

の
 精
神
分
析
 学
は
 つ
い
て
の
叙
述
は
、
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
 

 
 

し
 結
論
部
で
、
利
根
川
進
の
見
解
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
 

評
 者
に
は
 

や
や
唐
突
の
感
を
否
め
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
 
初
頭
と
 

い
う
限
定
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
の
が
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
現
代
に
 
シ
ヤ
ン
 

プ
 
し
た
こ
と
に
、
評
者
は
戸
惑
い
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
十
九
 
世
紀
末
 

と
 今
日
と
の
あ
い
だ
で
は
、
同
じ
よ
う
に
「
科
学
」
や
「
科
学
者
 
」
と
い
 

，
 
ョ
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
範
囲
や
内
実
に
は
 

違
  
 

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
あ
る
。
ま
た
「
科
学
と
宗
教
」
 

 
 

テ
ー
マ
で
あ
る
な
ら
ば
、
近
年
流
行
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 
や
 ト
ラ
ン
  
 

ソ
ナ
ル
心
理
学
に
対
し
て
十
九
世
紀
末
の
心
霊
研
究
と
の
比
較
の
 
上
 の
 議
 

論
 が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

佐
々
木
 啓
 
「
言
葉
と
宗
教
」
は
 、
 @
=
 

ロ
ま
 
由
 哲
学
二
 @
 
ロ
ま
巾
が
子
の
成
果
を
 ふ
ま
 

え
 て
宗
教
の
言
葉
一
般
を
論
じ
る
地
平
を
設
け
な
が
ら
、
具
体
的
 
に
は
 福
 

音
書
の
言
葉
を
考
察
す
る
。
福
音
書
研
究
史
の
主
流
だ
っ
た
歴
史
 
 
 



卍
味
 

喜
を
 

  

  判
 的
方
法
に
代
表
さ
れ
る
発
展
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
チ
ャ
ッ
ト
マ
 ンの
提
 

実
 し
た
物
語
テ
キ
ス
ト
・
モ
デ
ル
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
る
。
前
者
 
で
は
、
 

原
初
的
テ
キ
ス
ト
や
言
葉
の
意
味
内
容
が
解
読
対
象
と
さ
れ
、
 

現
 英
世
界
 

と
の
 閲
沖
 づ
け
で
解
釈
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
 後
の
後
 

者
で
は
、
テ
キ
ス
ト
世
界
の
自
律
性
が
尊
重
さ
れ
言
葉
の
表
現
形
 
式
 が
重
 

祝
 さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
宗
教
の
言
葉
に
お
い
て
は
 
壬
一
 

ロ
 葉
の
外
 

部
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
、
別
様
の
理
論
化
の
必
要
性
も
説
 

 
 

こ
の
論
文
で
は
、
発
展
モ
デ
ル
と
物
語
テ
キ
ス
ト
・
モ
デ
ル
と
が
 
二
者
択
 

一
の
関
係
に
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
物
語
テ
キ
ス
ト
・
モ
デ
 

ル
の
精
 

級
 化
と
言
葉
の
外
部
の
理
論
化
が
ど
の
よ
う
に
関
係
（
あ
る
い
は
 

無
関
係
）
 

な
の
か
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
い
な
い
占
が
気
に
な
 った
 。
 

櫻
井
 義
秀
 
「
世
俗
社
会
と
宗
教
」
は
、
世
俗
化
論
や
市
民
宗
教
 

%
 珊
 の
 展
 

開
 を
た
ど
り
つ
つ
、
二
十
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
「
宗
教
の
復
活
 
」
 や
現
 

代
の
高
度
情
報
化
社
会
の
宗
教
意
識
ま
で
を
幅
広
く
論
及
し
た
 
折
 新
 な
論
 

文
 で
あ
る
。
議
論
の
対
象
は
広
く
、
著
者
は
駆
け
抜
け
る
よ
う
に
 つ ぎ
 っ
 

ぎ
と
多
く
の
論
点
を
つ
な
げ
て
い
く
が
、
読
者
は
論
旨
の
展
開
の
 スピ
ー
 

ド
は
 つ
い
て
 い
 け
な
く
な
る
危
険
も
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
の
歴
 
史
 で
は
 

「
権
力
の
正
当
性
を
宗
教
に
求
め
る
必
要
性
も
な
か
っ
た
」
と
 

ぃ
，
 
っ
 著
者
 

の
 断
定
は
、
黒
田
俊
雄
氏
の
顕
密
体
制
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
修
正
さ
 
れ
ね
ば
 

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
第
二
節
「
世
俗
化
論
の
再
聖
化
」
で
 
市
 氏
 宗
教
 

論
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
市
民
宗
教
論
に
お
い
て
世
俗
道
徳
の
聖
 
 
 

る
こ
と
は
青
首
で
き
て
も
、
「
世
俗
化
論
の
再
聖
化
」
が
適
切
な
表
 

現
 か
ど
 

か
 疑
問
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
の
触
れ
た
論
白
は
よ
り
一
層
 
 
 

を
 要
す
る
が
、
全
体
と
し
て
は
流
動
的
な
現
代
の
宗
教
の
多
様
な
 
形
仙
 

厘
論
 的
に
対
象
化
す
る
た
め
の
基
礎
づ
け
に
か
な
り
成
功
し
て
い
 る
と
 

い
 え
る
 -
 特
に
第
四
節
 -
 。
ま
た
今
日
の
宗
教
・
民
族
紛
争
を
「
 政
  
 

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
り
国
民
国
家
と
し
て
形
成
さ
れ
た
社
会
の
政
治
 シ
 

ス
 ー
 
ア
 

ム
 か
ら
、
文
化
シ
ス
テ
ム
に
冥
王
化
と
経
済
的
向
上
の
期
待
を
 
シ
  
 

た
 結
果
」
と
い
う
観
察
は
、
著
者
の
卓
見
で
あ
ろ
う
。
 

澤
田
愛
子
「
医
療
と
宗
教
」
で
は
、
看
護
学
の
現
場
か
ら
タ
ー
、
 

、
 
.
   

ケ
ア
、
ホ
ス
ピ
ス
を
論
じ
た
も
の
だ
が
、
宗
教
伝
統
の
な
か
に
あ
 
る
 癒
し
 

0
 機
能
を
た
ど
り
、
宗
教
的
な
癒
し
の
も
つ
全
体
性
の
回
復
や
他
 
者
を
気
 

遣
う
心
の
存
在
を
確
認
し
、
今
後
の
現
代
医
療
に
お
い
て
そ
う
し
 
た
々
小
ヰ
㌍
 

的
な
価
値
を
導
入
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
西
洋
医
学
に
 おい
て
 

も
 、
ま
た
そ
れ
を
受
容
し
た
日
本
の
医
療
に
お
い
て
も
、
白
状
 
科
 学
へ
の
 

傾
斜
の
あ
ま
り
、
精
神
的
な
側
面
を
置
き
忘
れ
て
き
た
の
が
、
 

生
 命
 倫
理
 

や
 タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
へ
の
関
心
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
生
命
や
 
 
 

尊
厳
が
間
 ぃ
 直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
、
説
明
さ
れ
て
い
 
る
 。
 実
 

践
 的
な
現
場
に
身
を
置
い
て
い
る
著
者
な
ら
で
は
の
提
言
は
 
、
傾
 聴
 に
値
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
西
洋
思
想
史
に
関
し
 
て
概
 

調
書
以
上
の
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
評
者
に
と
っ
て
は
 学
ぶ
べ
 

き
 占
が
多
々
あ
っ
た
が
、
個
別
的
な
疑
問
占
も
上
に
述
べ
た
よ
 
う
 に
あ
っ
 

た
 。
し
か
し
本
書
は
個
別
論
文
の
集
成
で
あ
り
な
が
ら
も
、
全
体
 とし
て
 

は
 
「
里
俗
二
分
法
と
い
う
仕
掛
け
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
 

い
 て
、
多
 

く
の
論
文
が
そ
れ
を
意
識
し
て
取
り
組
み
、
共
通
の
議
論
の
場
を
 
与
え
よ
 

う
と
し
て
い
る
占
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
「
思
い
が
 

 
 

 
 
 
 

と
こ
ろ
に
ゆ
ら
め
く
聖
な
る
も
の
の
 

影
 」
 一
 土
屋
論
文
）
、
「
聖
の
芳
 香
 を
か
 

い
だ
埴
生
の
記
 
佗
丑
 よ
み
が
え
ら
せ
る
」
 
-
 
櫻
井
論
文
一
、
「
 
聖
と
俗
 が
 

交
錯
㏄
 

 
 

し
 合
う
地
平
」
 
-
 津
田
論
文
 -
 と
い
っ
た
 、
 綾
の
あ
る
表
現
が
論
文
 の
 末
尾
 



を
 修
辞
的
に
飾
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
一
端
を
う
 
ふ
 が
 ぅ
 こ
と
が
 

で
き
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
論
文
を
美
し
く
飾
り
た
て
る
た
め
 
に
 使
わ
 

れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
宗
教
学
が
取
り
組
む
べ
き
、
あ
ら
た
な
 
研
究
極
 

域
を
提
示
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
「
 

里
 俗
二
分
法
と
い
う
 
仕
 掛
け
」
と
 

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
て
が
か
り
に
す
る
こ
と
で
、
 

聖
と
 何
と
の
 交
 錯
 領
域
 

を
 自
覚
的
に
対
象
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
学
の
依
拠
す
べ
き
 
座
標
軸
 

を
 探
ろ
 う
 と
す
る
、
新
鮮
な
戦
略
で
あ
り
、
評
者
は
本
書
の
序
 
曲
 を
 読
ん
 

だ
と
き
、
「
あ
ら
た
な
宗
教
学
 
め
 
星
 @
 だ
 」
と
思
わ
ず
眩
い
た
。
こ
う
 
し
た
 話
 

み
に
対
し
て
、
 
聖
 概
念
の
定
義
と
か
方
法
的
な
デ
ィ
レ
ン
マ
の
点
 
 
 

ら
 批
判
的
に
貴
め
た
て
て
も
、
議
論
は
生
産
的
な
万
両
に
向
く
こ
 
と
は
な
 

い
 と
思
 う
 。
「
あ
と
が
き
」
を
見
る
か
ぎ
り
、
著
者
た
ち
は
、
別
な
 

機
 ム
ム
に
 

-
 
体
系
的
な
構
想
」
を
予
定
し
て
い
る
ら
し
く
、
そ
の
「
宗
教
学
士
 

日
三
 
@
 
口
 」
 

の
圭
 睨
 は
ま
だ
露
に
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
え
て
 
本
 書
 の
 全
 

般
 に
関
し
て
評
者
が
感
じ
た
疑
問
占
を
提
示
す
る
と
、
つ
ぎ
の
 
二
 白
 で
あ
 

る
 。
第
一
に
、
「
 聖
と
 俗
の
交
錯
」
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
宗
教
の
 

周
辺
に
 

存
在
す
る
現
象
な
の
か
、
そ
れ
と
も
現
代
の
宗
教
の
特
徴
と
し
て
 
抽
出
さ
 

れ
た
概
念
な
の
か
。
土
屋
論
文
を
読
む
か
ぎ
り
、
前
者
の
よ
う
に
 
理
解
司
 

能
 だ
が
、
後
考
の
解
釈
の
可
能
性
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
 
あ
る
。
 

第
二
に
、
土
屋
論
文
、
櫻
井
論
文
、
澤
田
論
文
で
わ
ず
か
に
論
じ
 
 
 

い
る
箇
所
が
あ
っ
た
も
の
の
、
西
洋
以
外
の
社
会
の
宗
教
に
つ
い
 

て
 舌
口
 
及
 

が
 極
端
に
少
な
い
点
に
、
評
者
は
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
た
。
も
 
ち
ろ
ん
 

著
者
た
ち
の
専
門
が
西
洋
思
想
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
 て
い
る
 

が
 、
キ
リ
ス
ト
教
を
典
型
と
す
る
宗
教
観
を
脱
す
る
た
め
に
「
 
聖
 裕
二
分
 

法
 と
い
う
仕
掛
け
」
が
用
意
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
著
者
た
ち
は
 
西
  
 

0
 社
会
の
宗
教
を
も
っ
と
議
論
の
蛆
上
に
あ
げ
、
広
く
「
 
聖
 裕
二
 公
法
」
 

の
 有
効
性
を
確
か
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
 

 
 

北
海
道
大
学
に
宗
教
学
の
講
座
が
設
置
さ
れ
た
の
は
一
九
四
七
年
 
の
こ
 

比
 

と
で
、
哲
学
科
の
社
会
学
宗
教
学
専
修
 科 と
し
て
発
足
し
た
こ
と
 
 
 

 
 
 
 

一
九
五
 0
 
年
に
は
宗
教
学
専
修
 科
と
 し
て
 独
 

立
 す
る
が
、
初
代
講
座
担
当
者
が
西
洋
片
字
・
キ
リ
ス
ト
教
神
学
 
の
 専
門
 

の
中
川
秀
 恭
氏
 で
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
の
が
イ
ス
ラ
 ェ ル
山
下
 

利
休
 

朗
 

史
の
専
門
の
宇
野
光
雄
氏
で
あ
っ
た
。
中
川
・
宇
野
両
氏
の
影
型
 

@
 が
、
そ
 

の
後
の
北
海
道
大
学
の
宗
教
学
の
学
風
を
決
定
づ
け
た
と
見
て
よ
 
 
 

ろ
う
。
西
洋
思
想
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
素
養
を
培
い
な
が
ら
 社
会
の
 

面
か
ら
宗
教
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
本
書
に
は
じ
ま
る
わ
け
 
で
は
な
 

く
、
 
長
く
確
か
な
学
問
的
な
蓄
積
の
上
に
実
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
 

北
海
道
 

大
字
の
宗
教
学
の
流
儀
は
、
テ
キ
ス
ト
を
丹
念
に
読
み
解
く
と
い
 
 
 

を
 重
視
す
る
字
凧
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
、
屹
立
し
て
き
た
。
目
ホ
 
教
ブ
｜
 

ム
 」
の
騒
音
と
は
遮
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
静
か
に
訓
練
を
重
ね
 
て
き
た
 

デ
ス
ク
ワ
ー
ク
派
の
著
者
た
ち
が
、
宗
教
学
の
革
新
を
企
図
し
た
 
真
摯
 さ
 

は
 、
ゆ
っ
く
り
と
日
本
の
宗
教
学
界
に
波
紋
を
お
 よ
ぼ
 す
に
ち
 が
い
な
 

 
  

 



 
 

評
 

 
 

圭
 

  
  

一
九
八
九
年
か
ら
 九
 0
 年
に
か
け
て
宗
教
史
研
究
所
で
は
目
玉
な
 る
 加
工
 

間
 」
を
テ
ー
マ
に
研
究
会
が
実
施
さ
れ
た
。
本
書
は
そ
の
折
に
発
 
表
さ
れ
 

た
 諸
氏
の
論
考
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
 

九
 篇
か
ら
な
る
。
 

吉
田
泰
「
旧
約
聖
書
に
お
け
る
マ
ー
コ
ー
ム
・
 ヒ
 エ
ロ
フ
ァ
ニ
  
 

渡
辺
和
子
「
聖
な
る
空
間
の
表
象
１
１
百
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
 
生
命
の
 

木
 」
」
、
森
雅
子
「
英
雄
叙
事
詩
の
系
 

妻
丁
 ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
 
の
末
育
 

た
ち
」
、
小
川
英
雄
「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
の
ア
ジ
ー
ル
」
、
 鶴
 同
質
 雄
 

「
魂
の
空
間
性
 ｜
 アビ
ラ
の
 聖
 テ
レ
ジ
ア
「
魂
の
城
 口
 に
お
け
る
 

」
 

高
島
津
「
シ
ヴ
ァ
教
の
宇
宙
論
」
、
松
村
一
男
「
日
本
神
話
に
お
 
け
る
 鳥
 

と
 空
空
間
」
、
高
木
き
よ
子
「
西
行
に
と
っ
て
の
山
里
」
、
宮
家
 

準
 
「
龍
一
軒
 

景
奈
 羅
の
世
界
熊
野
修
験
伝
来
本
を
中
心
に
」
。
 

吉
田
氏
は
、
ま
ず
宗
教
学
説
 更
 に
お
け
る
「
 聖
 」
理
解
の
問
題
を
 
 
 

上
げ
、
 

R
.
 

オ
ッ
ト
ー
の
「
 

聖
 」
を
検
討
す
る
。
次
に
エ
リ
ア
ー
 デ
 0
 者
 

察
 し
た
 カ
 テ
コ
リ
ー
「
 
ヒ
 エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
を
取
り
上
げ
、
オ
ッ
 

 
 

「
 聖
 」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
違
っ
て
「
聖
な
る
現
象
を
そ
の
多
様
な
 
諸
相
合
 

体
 に
お
い
て
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
」
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
 
 
 

宮
家
 準
 ・
小
川
英
雄
編
 

目
玉
な
る
空
間
」
 

リ
ト
ン
一
九
九
三
年
一
一
月
一
五
日
刊
 

A
5
 判
 

三
 二
八
頁
五
八
 0
0
 円
 

加
藤
智
見
 

て
そ
の
立
場
に
立
ち
、
氏
は
旧
約
聖
書
に
お
け
る
「
聖
な
る
空
間
 
」
 マ
｜
 

コ
 ー
 ム
 の
意
味
論
的
理
解
を
、
「
神
殿
、
至
聖
 
所
 、
臨
在
の
幕
屋
な
 
卜
 
@
 し
目
ヒ
六
体
 

的
な
聖
域
を
直
接
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
旧
約
聖
書
に
 おけ
る
 

「
聖
な
る
空
間
」
を
一
般
的
に
論
じ
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
 
あ
 る
 意
味
 

で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
思
想
に
お
け
る
 

聖
 空
間
の
基
層
を
示
す
」
 
ヘ
ブ
ラ
 

イ
話
マ
ー
コ
ー
 
ム
 を
王
に
取
り
上
げ
、
そ
の
特
色
の
あ
る
用
法
の
 
検
討
を
 

通
じ
、
旧
約
宗
教
特
有
の
「
聖
な
る
空
間
」
思
想
を
明
ら
か
に
し
 よう
と
 

ぃ
，
 
ユ
 %
 図
の
下
、
第
一
に
宇
宙
論
的
な
秩
序
空
間
と
し
て
の
 マ｜
 
 
 

を
話
例
を
引
き
合
い
に
出
し
検
討
す
る
。
ま
た
第
二
に
祭
司
文
室
 

目
 に
お
け
 

る
 
マ
ー
コ
ー
ム
、
続
い
て
第
三
に
神
と
の
出
会
い
の
場
と
し
て
の
 

マ
ー
コ
 

１
ム
・
 ヒ
エ
 
ロ
フ
ァ
ニ
ー
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
。
「
イ
ス
ラ
エ
ル
 

め
ホ
教
で
 

 
 

は
あ
る
特
定
の
土
地
と
結
び
付
い
た
と
こ
ろ
の
「
土
地
神
」
崇
拝
 
に
ま
で
 

は
 移
行
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
 

い
 か
な
る
土
地
を
も
神
と
し
な
い
 

イ
ス
ラ
 

エ
 ル
宗
教
特
有
の
否
定
の
理
念
が
働
い
て
い
る
」
な
ど
と
非
常
に
 
興
味
を
 

引
く
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
第
四
に
祭
壇
マ
ー
コ
 
 
 

ヒ
 
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、
「
「
神
の
箱
」
そ
の
も
の
 
 
 

次
第
に
そ
れ
を
安
置
す
る
マ
ー
コ
ー
 ム の
方
に
 、
 人
々
の
崇
拝
 
関
 七
が
 移
 

っ
て
い
っ
た
」
こ
と
も
指
摘
さ
れ
、
第
五
に
 

申
命
記
 お
よ
び
 申
命
 記
 史
家
 

文
書
に
お
け
る
マ
ー
コ
ー
ム
思
想
が
究
明
さ
れ
、
新
し
い
マ
ー
コ
 
１
ム
 
理
 

念
の
形
成
の
事
実
等
に
触
れ
ら
れ
る
。
第
六
に
、
預
言
文
字
と
 
詩
 文
学
に
 

お
け
る
マ
ー
コ
ー
ム
・
 
ヒ
 
エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
が
言
及
さ
れ
る
が
、
 

以
 上
 を
通
 

し
て
論
者
は
祭
儀
を
執
行
す
る
 場
 ・
神
の
顕
現
す
る
場
を
意
味
す
 

る
マ
｜
 

 
 

コ
 ー
 ム
 が
、
や
が
て
神
の
名
が
唱
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
場
に
拡
大
 
さ
れ
、
 

俗
 な
る
空
間
が
次
々
と
聖
化
さ
れ
て
い
く
変
遷
に
つ
い
て
、
や
や
 

 
 

文
体
で
は
あ
る
が
、
実
に
厳
密
に
た
ど
ら
れ
て
 い
 く
。
 



渡
辺
氏
は
、
一
般
に
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
あ
る
い
は
古
代
メ
ソ
 
ポ
 
タ
ミ
 

ア
に
 由
来
し
、
少
し
ず
 
つ
 形
を
変
え
な
が
ら
世
界
中
に
伝
え
ら
れ
 た
と
 考
 

ぇ
 ら
れ
て
い
る
「
生
命
の
木
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
、
「
古
代
 

メ
ソ
ポ
 

タ
ミ
ア
 の
「
生
命
の
木
」
に
関
す
る
研
究
の
現
状
と
そ
の
問
題
 
占
 を
ふ
ま
 

え
て
解
釈
の
可
能
性
を
探
」
ろ
う
と
す
る
。
ま
ず
古
代
メ
ソ
 
ポ
タ
 ミ
ア
 に
 

つ
い
て
述
べ
、
「
生
命
の
木
」
研
究
史
を
概
観
し
、
現
代
の
 

イ
 
コ
 ソ
 。
ク
ラ
フ
 

イ
ー
 研
究
を
紹
介
し
な
が
ら
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
 
イ
 
コ
 ソ
ロ
 
 
 

0
 機
は
「
ま
だ
十
分
に
熟
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
 
指
 摘
し
、
 

さ
ら
に
文
献
学
的
検
証
に
入
り
、
旧
約
聖
書
の
い
わ
ゆ
る
失
楽
園
 
の
 切
妻
 叫
 

に
 言
及
し
 、
 「
と
も
あ
れ
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
お
い
て
、
伝
統
的
 

 
 

両
側
に
動
物
が
配
さ
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
を
「
生
命
の
木
」
と
よ
ん
 
 
 

は
 全
く
な
い
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
本
論
の
主
題
「
 
古
代
 メ
 

ソ
ポ
タ
ミ
ア
 
の
生
命
の
木
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
の
変
遷
を
 
D
.
 

コ
ロ
 

 
 

つ
の
時
代
区
分
に
従
い
、
多
数
の
図
像
の
事
例
を
駆
使
し
て
た
ど
 

る
 。
 血
一
 

味
 深
い
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
の
解
釈
の
検
証
に
移
り
、
 

古
  
 

ポ
タ
ミ
ア
 
の
「
生
命
の
木
」
は
「
創
世
記
 ヒ
の
 
「
生
命
の
木
」
と
  
 

意
味
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
木
の
両
側
の
動
物
は
木
を
人
間
 

 
 

ら
 守
っ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
」
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
 
二
点
が
 

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
氏
は
、
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
「
 
生
命
の
 

木
 」
は
、
「
生
命
の
木
」
そ
の
も
の
を
表
す
の
で
は
な
く
、
楽
園
を
 

象
徴
し
 

て
い
る
と
す
る
。
「
聖
な
る
空
間
、
す
な
わ
ち
楽
園
の
シ
ン
ボ
ル
 

 
 

ま
た
楽
園
願
望
の
現
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
 
る
  
 

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
生
命
の
木
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
な
か
 
 
 

「
楽
園
の
木
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
 

当
時
の
 

人
々
に
と
っ
て
は
俗
の
空
間
と
異
な
る
聖
な
る
空
間
で
あ
っ
た
 
と
 指
摘
し
 

ち をⅠにて ス方しく類 " 似 叙氏 事は見の が物 ルラ ガ 余そたな 「 っせ ギガえぐ「に ルメ " る 楚も森 を 期 労 作 て れ 

  
  



書評   

各
地
に
相
似
し
た
神
話
世
界
 ｜
 聖
な
る
空
間
を
構
築
し
続
け
た
  
 

る
 」
と
結
ぶ
。
以
上
、
英
雄
が
聖
の
空
間
と
俗
の
空
間
に
ま
た
が
 って
 活
 

勒
 す
る
模
様
を
的
確
に
把
握
し
た
論
考
で
あ
る
と
思
え
る
が
、
 

神
 話
 世
界
 

が
な
に
ゆ
え
に
、
ま
た
い
か
に
し
て
聖
な
る
空
間
で
あ
る
と
言
い
 
得
る
か
 

 
 

小
川
氏
は
、
ア
ジ
ー
ル
 

-
 不
可
侵
の
避
難
所
）
が
旧
約
聖
書
に
「
 避
け
 

所
 」
「
逃
れ
の
町
」
と
し
て
出
て
く
る
が
、
「
古
代
の
地
中
海
世
界
 

 
 

エ
ン
ト
の
ア
ジ
ー
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
事
例
と
宗
教
史
的
発
展
の
 

実
態
を
 

明
ら
か
に
」
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
、
ま
ず
吉
田
泰
氏
の
論
文
「
 
古
 八
イ
 

@
 

ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ア
ジ
ュ
ー
ル
 

法
 」
二
九
八
五
一
が
提
起
し
た
 
諸
問
題
 

を
 検
討
し
、
「
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ア
ジ
ー
ル
の
古
代
オ
リ
 ェン
 ト
 宗
教
 

史
上
に
お
け
る
位
置
を
考
察
」
し
た
上
で
「
記
録
に
残
る
 オリ
ェ
  
 

ア
ジ
ー
ル
は
青
銅
器
時
代
に
文
明
開
花
し
た
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 、
 ェ
 ジ
 ブ
 

ト
 、
ア
ナ
ト
リ
ア
で
は
そ
の
伝
統
が
欠
除
し
て
い
る
。
多
分
、
金
 
石
 併
用
 

期
辰
は
前
 四
千
年
紀
後
半
 
-
 以
前
に
は
存
在
し
た
も
の
が
古
代
 国
家
の
 

形
成
と
共
に
失
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
 
周
辺
部
 

や
 地
中
海
世
界
で
は
、
鉄
器
時
代
に
な
っ
て
小
型
国
家
が
出
現
し
 
、
記
録
 

が
 残
る
よ
う
に
な
る
と
、
ア
ジ
ー
ル
の
事
例
が
姿
を
現
わ
す
。
 

多
分
 

こ
れ
ら
は
青
銅
器
時
代
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
」
 

 
 

フ
 ュ
ニ
 キ
ア
 を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。
具
体
的
に
は
「
メ
ル
カ
 
 
 

澱
め
 ア
ジ
ー
ル
権
の
思
想
的
背
景
は
何
で
あ
っ
た
の
か
」
と
問
い
 
 
 

カ
ル
ト
神
は
「
死
に
よ
っ
て
人
類
救
済
の
功
業
を
完
成
し
た
の
で
 
あ
る
。
 

メ
ル
ヵ
 ル
ト
神
殿
の
ア
ジ
ー
ル
権
は
こ
の
 

ょ
う
 な
祭
神
の
功
業
、
 
す
な
わ
 

ち
 人
垣
へ
の
恩
恵
を
基
に
し
て
い
た
」
と
す
る
。
氏
は
さ
ら
に
 
メ
  
 

ト
 崇
拝
の
ア
ジ
ー
ル
が
キ
リ
ス
ト
教
の
構
造
に
も
影
響
を
与
え
て
 い
る
こ
 

と
を
指
摘
す
る
。
「
旧
約
聖
書
の
ア
ジ
ー
ル
は
基
本
的
に
は
儀
式
 
に
 基
づ
 

く
 民
俗
宗
教
的
ア
ジ
ー
ル
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
 
救
済
 思
 

想
の
背
景
と
す
る
よ
り
も
、
ガ
リ
ラ
ヤ
に
流
布
し
て
い
た
英
雄
 
神
  
 

ル
ト
 の
救
済
物
語
と
ア
ジ
ー
ル
を
重
視
す
る
方
が
キ
リ
ス
ト
の
 
蹟
 罪
 死
を
 

説
明
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
」
と
き
わ
め
て
興
味
深
い
結
論
が
導
 
き
 出
さ
れ
 

る
 。
と
同
時
に
現
代
人
は
と
か
く
不
可
侵
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
、
 

観
念
的
 

に
 考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
「
フ
エ
 
ニ
 キ
ア
人
が
ロ
ー
マ
、
 
ガ
 テ
ス
、
  
 

な
ど
に
入
植
し
、
そ
の
地
に
神
聖
不
可
侵
の
祭
壇
を
築
い
た
の
も
 
、
 実
は
 

公
益
上
の
特
権
 一
 
免
税
等
 -
 を
現
地
の
王
に
保
証
さ
せ
る
た
め
で
 あ
っ
た
」
 

と
 記
さ
れ
て
い
る
よ
 
う
 に
、
日
常
的
な
空
間
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
 

動
機
で
 

聖
な
る
空
間
が
形
成
さ
れ
る
、
い
わ
ば
空
空
間
の
多
様
性
も
知
ら
 
さ
れ
る
 

の
で
あ
る
。
 

右
の
四
氏
は
古
代
中
近
東
を
問
題
に
し
た
が
、
次
に
鶴
岡
氏
は
 
西
 欧
を
 

問
題
に
す
る
。
 

氏
は
 
「
 一
 
「
比
倫
」
と
し
て
の
 -
 神
聖
空
間
設
定
の
な
か
で
も
、
 

人
  
 

思
考
に
ひ
と
き
わ
強
靱
に
纏
わ
り
つ
く
よ
う
に
見
え
る
「
 
内
 」
と
 
「
 
外
ヒ
 

の
 対
比
、
と
り
わ
け
、
そ
の
と
く
に
「
近
代
西
欧
的
 
L
 な
 把
握
 方
 式
 と
も
 

思
わ
れ
る
「
内
面
・
内
向
」
と
「
外
面
・
外
向
ヒ
と
い
う
対
比
 
が
  
 

値
 づ
け
に
つ
い
て
 
旺
 目
し
」
、
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
の
神
秘
思
想
 

 
 

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
か
を
考
察
の
王
 
題
 と
す
る
。
 具
体
的
 

に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
 
神
 探
求
の
 、
外
  
 

上
の
図
式
が
、
テ
レ
ジ
ア
 
最
 晩
年
の
王
 著
 
「
魂
の
城
」
の
 教
説
に
 お
い
て
 

「
い
か
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
」
が
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ま
ず
 テ
 

レ
ジ
ア
の
い
 う
 
「
 
城
 」
の
見
取
り
図
が
示
さ
れ
、
「
 
魂
 
一
の
内
面
 -
 

 
 

柿
を
「
 城
 
（
の
内
部
二
で
の
出
来
事
と
し
て
語
る
と
，
」
ろ
に
新
た
 
な
 神
秘
 



正
義
的
言
説
を
創
出
す
る
一
つ
の
機
能
を
氏
は
見
出
だ
し
、
「
こ
の
 

魂
 の
 内
 

 
 

 
 

面
 が
転
じ
ら
れ
た
先
の
姿
、
つ
ま
り
城
の
内
部
構
造
の
意
義
」
に
 

つ
い
て
 

 
 

 
 

憩
う
ま
で
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
 

一
 

T
 レ
 ，
 
、
 
ソ
 

ア
 に
お
い
て
魂
の
内
部
空
間
が
も
つ
構
造
な
い
し
特
性
に
移
さ
れ
 

て
 把
握
 

さ
れ
語
ら
れ
て
い
く
姿
が
 

、
 図
な
ど
を
通
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
し
 

て
さ
ら
 

に
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
「
私
の
上
で
、
汝
の
内
で
」
 

見
 出
だ
 さ
 れ
る
と
 

い
っ
た
神
は
テ
レ
ジ
ア
の
場
合
に
は
ど
う
な
の
か
、
魂
は
「
内
向
 

」
か
ら
 

い
か
に
し
て
 
-
 
「
 
上
 」
と
し
て
の
 
-
 
外
に
転
ず
る
か
が
問
わ
れ
て
い
 

く
 。
 第
 

魂
の
内
奥
 
り
 中
小
に
い
る
 
神
 」
と
い
う
だ
け
の
把
握
で
な
く
、
 

そ
  
 

 
 

び
 、
あ
る
い
は
重
な
り
「
逆
に
私
が
神
の
中
に
い
る
と
い
う
空
間
 

的
 図
式
 

で
 語
ら
れ
る
場
面
が
出
て
く
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
 

氏
 は
さ
ら
 

に
 重
要
な
城
の
第
 
セ
 住
居
の
性
格
に
注
目
す
る
。
「
 

第
セ
 住
居
に
 
あ
る
 魂
 

に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
、
そ
れ
ま
で
の
「
坂
口
内
部
で
の
根
本
志
 

向
 で
あ
 

っ
た
 「
も
つ
と
内
へ
」
と
い
う
、
本
質
的
に
比
較
級
的
な
動
勢
を
 

も
つ
 精
 

神
約
非
充
足
感
が
消
滅
」
 

し
、
 
「
そ
の
 
最
 内
典
で
神
と
不
可
分
に
結
 

 
 

と
に
よ
っ
て
神
の
似
 

姿
 ・
神
の
場
所
と
な
し
て
い
く
べ
き
、
魂
が
 

に
 至
っ
て
、
外
的
 

生
 、
肉
体
に
よ
っ
て
行
為
す
る
生
に
そ
の
志
向
 

を
転
 」
 

そ
れ
に
 

じ
、
 
「
か
つ
て
は
暗
か
っ
た
魂
の
外
郭
に
ま
で
輝
き
通
り
、
 

城
 全
体
 
 
 

の
玲
確
 
た
る
発
光
体
と
な
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
 

内
 」
な
る
「
 
魂
 の
 城
 」
 

は
か
く
て
、
「
魂
で
あ
る
空
間
で
あ
る
と
と
も
に
、
魂
が
そ
の
中
に
 

い
る
 
空
 

間
で
も
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
神
が
そ
こ
に
住
ま
い
、
顕
現
 

す
る
こ
 

対
し
て
、
そ
こ
に
向
け
て
働
く
べ
き
、
最
も
宗
教
的
な
空
間
で
も
 

あ
る
」
 

と
 結
び
、
「
聖
な
る
空
間
」
の
典
型
の
一
つ
を
精
妙
に
描
き
だ
す
 

 
 

次
に
高
島
氏
は
イ
ン
ド
を
問
題
に
す
る
。
 

氏
は
、
 シ
ヴ
ァ
教
の
宇
宙
論
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
と
し
、
「
 
 
 

ア
 ッ
チ
ヤ
ン
グ
・
タ
ン
ト
三
を
資
料
に
用
い
、
ま
ず
は
「
 梵
卵
   

 
 

界
 」
、
「
 
梵
卵
 外
の
世
界
」
の
順
に
詳
細
に
そ
の
宇
宙
論
を
紹
介
す
 る 。
 そ
 

Ⅱ
 

の
後
、
こ
の
宇
宙
論
と
救
済
の
関
係
が
「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
一
般
に
 
共
通
す
 

る
 側
面
と
シ
ヴ
ァ
 
教
 独
自
の
あ
り
方
と
の
二
つ
の
面
に
分
け
て
 考 え
 」
 ら
 

れ
る
。
ま
ず
前
者
の
場
合
で
あ
る
が
、
「
シ
ヴ
ァ
教
の
救
済
論
の
最
 

も
 重
視
 

す
る
と
こ
ろ
は
、
個
人
の
努
力
・
修
行
に
よ
る
解
脱
 一
 シ
ヴ
ァ
 と
 の
 ム
コ
一
 
-
 

で
あ
る
が
、
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
教
え
に
加
え
て
、
一
般
 
大
衆
の
 

た
め
の
救
済
装
置
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
多
数
 
の
 聖
地
 

で
あ
る
」
と
し
、
こ
の
聖
地
も
二
種
あ
っ
て
「
一
つ
は
通
常
の
聖
 
地
 で
あ
 

る
が
、
も
う
一
つ
は
、
シ
ヴ
ァ
の
 

低
 次
の
現
れ
で
あ
る
神
々
が
 
そ
 の
ま
ま
 

救
済
の
た
め
に
化
身
し
て
「
自
生
の
リ
ン
ガ
ロ
と
な
っ
て
い
る
 
場
 所
で
あ
 

る
 」
と
指
摘
す
る
。
次
に
後
者
の
場
合
で
あ
る
が
、
「
シ
ヴ
ァ
教
は
 

も
つ
と
 

直
接
的
な
救
済
の
手
段
を
持
っ
て
い
る
」
と
し
、
「
そ
の
中
で
最
も
 

基
本
的
 

な
も
の
が
デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
儀
礼
で
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ニ
シ
ェ
イ
 
シ
ョ
ン
 

と
 訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
単
な
る
入
信
 式 で
は
な
く
、
そ
れ
 
だ
け
で
 

弟
子
の
救
済
を
保
証
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
シ
ヴ
ァ
 
教
 の
 教
 

え
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
存
在
は
本
質
的
に
シ
ヴ
ァ
と
異
な
ら
な
 
@
@
@
 

し
カ
  
 

傲
れ
の
た
め
に
そ
の
本
質
を
見
失
う
。
そ
れ
を
滅
す
る
こ
と
に
よ
 
 
 

は
 死
後
シ
ヴ
ァ
と
合
一
す
る
。
そ
の
手
段
が
デ
ィ
ー
ク
シ
ヤ
ー
で
 
 
 

こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
ム
 
%
 
す
る
た
め
に
は
傲
れ
だ
 
 
 

な
く
、
業
を
も
滅
す
る
必
要
が
あ
る
。
業
は
無
始
以
来
続
い
て
い
 

る
か
ら
、
 

無
限
の
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
 ょ
う
 な
発
想
に
基
づ
く
が
 
ゆ
 @
 え
 @
 
こ
 ,
 

巨
大
な
宇
宙
が
必
要
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
も
 

示
 さ
れ
る
。
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こ
の
他
に
も
宇
宙
論
の
特
色
が
示
さ
れ
、
「
シ
ヴ
ァ
教
が
口
取
緒
的
に
 
目
 指
す
 

境
地
と
は
、
善
悪
や
浄
不
浄
の
二
元
論
を
越
え
た
地
点
に
あ
り
、
 

シ
 ヴ
ァ
 

と
の
合
一
を
経
験
し
た
行
者
に
と
っ
て
は
、
宇
宙
全
体
が
シ
ヴ
ァ
 
の
 現
れ
 

と
し
て
聖
な
る
宇
宙
に
と
変
貌
す
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
 

こ
  
 

な
 論
究
は
仏
教
的
な
聖
な
る
空
間
観
の
探
求
に
も
側
面
的
に
深
い
 
示
唆
を
 

与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

以
下
三
論
文
は
日
本
を
問
題
に
す
る
。
 

松
村
氏
は
、
日
本
の
古
典
神
話
に
見
ら
れ
る
鳥
の
姿
か
ら
、
聖
宝
 
間
観
 

念
を
探
り
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
考
古
学
、
民
族
学
、
民
俗
 
学
 の
 成
 

果
 と
突
き
合
わ
せ
、
断
片
的
に
残
っ
て
い
る
、
動
物
に
日
本
人
が
 
投
影
し
 

て
き
た
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
「
日
本
神
話
 
に
 登
場
 

す
る
鳥
の
中
で
、
最
も
馴
染
み
深
い
の
は
」
神
武
の
「
軍
勢
を
能
 
野
 に
お
 

い
て
導
く
八
 腿
烏
 で
あ
ろ
う
」
と
し
、
〒
古
事
記
 
し
 と
「
日
本
書
紀
 目
で
Ⅰ
 
@
@
 

ハ
 

梱
時
 が
偶
 軍
 誘
導
者
お
よ
び
軍
使
の
役
で
現
れ
、
「
日
本
書
紀
」
で
 

 
 

他
 に
金
釦
 が
 戦
闘
助
力
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、
 

こ
の
 烏
 

が
 三
つ
の
形
態
で
関
与
し
て
い
る
占
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
氏
は
 

て
 、
む
し
ろ
そ
れ
が
 
鴨
氏
 に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
自
分
た
ち
に
 

利
 世

界
の
 

益
 と
な
 

諸
地
方
の
建
国
神
話
に
見
ら
れ
る
鳥
の
役
割
を
考
察
し
、
再
度
 
八
 爬
烏
の
 

問
題
に
立
ち
戻
り
、
こ
れ
と
 鴨
氏
 と
の
関
係
を
追
究
し
て
「
六
 
%
 烏
 な
 い
 

し
は
霊
鳥
の
助
力
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
類
例
が
見
ら
れ
る
伝
承
 
で
あ
っ
 

る
 よ
 う
 世
変
と
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ら
つ
か
」
と
 
考
 え
る
。
 

で
は
な
ぜ
島
が
重
要
視
さ
れ
た
の
か
。
氏
は
、
「
王
権
が
稲
作
と
結
 

 
 

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
烏
が
稲
作
儀
礼
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
 
の
 二
目
 

が
 作
用
し
て
い
た
」
と
考
え
、
「
朝
鮮
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
た
 

可
  
 

高
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
日
本
神
話
に
見
ら
 
れ
る
 鳥
 

の
例
と
し
て
、
八
 
%
 烏
 、
 金
 鳴
の
他
に
倭
建
命
が
死
後
に
化
し
た
 白
鳥
が
 

有
名
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
。
古
代
日
本
で
は
白
鳥
 
は
 霊
魂
 

の
 与
え
 手
 、
霊
魂
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
宗
教
的
な
側
面
を
指
 
摘
し
、
 

さ
ら
に
 稲
と
係
 わ
り
、
穀
霊
で
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
、
鷺
舞
の
 よう
な
 

民
間
行
事
と
の
関
係
を
論
じ
て
「
 ，
 
」
う
し
た
占
は
、
鷺
舞
神
事
と
 
日
本
 神
 

話
の
白
鳥
の
間
に
存
在
す
る
、
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
繋
り
を
垣
間
 
見
さ
せ
 

て
く
れ
る
」
と
述
べ
る
。
以
上
の
内
容
を
総
括
し
 
、
 聖
な
る
空
間
 
 
 

て
の
興
味
深
い
図
が
作
成
さ
れ
、
さ
ら
に
「
日
本
神
話
に
お
い
て
 
天
皇
を
 

中
心
と
し
、
鳥
を
象
徴
に
用
い
て
描
か
れ
た
空
空
間
の
図
で
は
、
 

黒
と
白
 

の
鳥
の
対
比
、
火
（
太
陽
、
明
り
一
と
水
の
対
比
、
稲
と
い
っ
た
 
要
素
が
 

認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が
日
本
人
の
宗
教
世
界
の
王
 
要
 な
構
成
 要
 素
 で
あ
 

り
 、
外
来
の
仏
教
儀
礼
の
中
で
も
活
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
せ
る
 
 
 

在
す
る
」
と
し
、
最
後
に
東
大
寺
の
修
二
会
、
お
水
取
り
が
舌
口
 

及
 さ
れ
る
 

が
 、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
 

高
木
氏
は
、
「
果
し
て
西
行
は
山
里
を
魂
の
安
ら
ぎ
の
場
所
と
し
 

え
 た
で
 

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
満
足
し
き
っ
て
そ
の
隠
遁
生
活
を
送
っ
た
の
 
で
あ
ろ
 

う
か
」
と
問
い
、
ま
ず
山
里
で
え
た
プ
ラ
ス
の
価
値
に
つ
い
て
 
月
 と
 桜
を
 

王
 と
し
て
取
り
上
げ
、
「
山
里
の
優
」
の
面
を
掘
り
下
げ
る
。
 

そ
 し
て
「
 西
 

行
の
山
里
生
活
を
も
っ
と
も
よ
く
生
か
し
て
い
た
の
は
桜
で
あ
っ
 
た
 。
 こ
 

れ
に
比
べ
る
と
月
は
山
辺
の
友
で
あ
り
、
西
行
に
生
き
る
上
で
の
 
勇
気
や
 

意
義
を
あ
た
え
る
面
が
あ
っ
た
反
面
、
山
里
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
 
苦
 悩
を
触
 

発
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

月
 以
外
に
も
、
 
自
殊
環
 境
は
西
 

 
 

行
 に
さ
ま
ざ
ま
な
マ
イ
ナ
ス
志
向
を
も
た
ら
し
て
い
る
」
と
分
析
 

 
 

里
 の
 哀
 」
と
題
し
て
こ
の
面
を
追
究
し
 
、
 「
こ
の
山
里
の
哀
感
を
「
 
 
 

身
 」
と
し
て
と
ら
え
な
が
ら
、
実
は
そ
の
逆
を
表
現
し
よ
う
と
し
 たと
こ
 



ろ
に
、
西
行
の
苦
悩
が
見
え
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
こ
 
の
 山
里
 

は
 、
さ
ら
に
深
い
時
点
で
彼
に
大
き
な
意
味
を
も
た
ら
す
場
所
に
 

も
な
る
。
 

こ
れ
を
氏
は
「
山
里
の
寂
」
の
面
か
ら
見
据
え
よ
う
と
す
る
。
 

た
 と
え
ば
 

雪
の
中
の
孤
独
に
打
ち
沈
む
西
行
の
寂
し
さ
の
極
ま
り
が
、
「
 
跡
  
 

な
い
雪
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
神
聖
な
る
べ
き
空
間
は
 
、
 こ
こ
で
 

俗
世
間
的
な
感
情
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
て
し
ま
う
」
。
す
る
と
こ
の
 
寂
寛
は
 

「
人
間
を
包
容
す
る
自
然
よ
り
も
、
人
間
を
閉
め
出
す
自
然
」
を
 

見
さ
せ
 

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
西
行
の
態
度
の
中
に
 
、
 氏
は
「
 寂
 し
さ
に
 

耐
え
ら
れ
な
い
弱
者
西
行
の
姿
」
を
見
る
。
そ
し
て
「
山
里
で
は
 
寂
し
さ
 

平
和
・
静
穏
を
あ
た
え
、
現
世
を
超
越
し
た
時
間
を
西
行
に
あ
た
 

が
 
正
体
で
あ
り
、
こ
の
寂
し
さ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
と
こ
 

え
た
と
 

ろ
に
、
 

逆
説
的
な
が
ら
西
行
自
身
の
内
面
吐
露
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
 
ぃ
 う
 。
 そ
 

し
て
最
後
に
「
吉
野
山
」
と
題
し
て
、
執
着
す
る
弱
者
で
あ
っ
た
 
 
 

に
 執
着
す
る
心
を
持
ち
続
け
て
来
た
か
ら
こ
そ
、
 

ム
 フ
悟
り
の
境
地
 に
 近
づ
 

く
こ
と
が
で
き
た
、
す
な
わ
ち
迷
い
か
ら
悟
り
へ
の
階
梯
が
桜
に
 特
に
 

吉
野
の
桜
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
独
自
な
結
論
に
至
ら
せ
た
 こ
と
を
 

指
摘
す
る
。
氏
は
吉
野
の
桜
が
迷
え
る
僧
に
「
心
を
揺
ら
し
、
 

魂
 を
 抜
け
 

出
さ
せ
、
す
べ
て
を
そ
こ
に
身
を
お
く
こ
と
で
限
り
な
い
安
ら
ぎ
 
 
 

い
う
占
で
、
宗
教
的
な
空
間
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
 

し
な
や
 

か
な
論
の
進
め
と
と
も
に
、
日
本
人
の
独
自
な
聖
な
る
空
間
が
よ
 
く
 指
摘
 

さ
れ
て
い
る
。
 

宮
家
 氏
は
 、
熊
野
景
 
奈
羅
 の
う
ち
、
主
と
し
て
聖
護
院
に
伝
来
す
 

る
熊
 

野
 修
験
の
も
の
を
取
り
上
げ
、
修
験
道
の
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
 
。
ま
ず
 

熊
野
十
二
所
権
現
の
名
称
・
神
名
・
本
地
・
 

垂
跡
 神
の
俗
体
が
表
 化
さ
れ
、
 

熊
野
修
験
に
お
け
る
熊
野
十
二
所
権
現
の
本
地
の
図
像
が
倉
敷
市
 
の
 五
流
 

修
験
に
伝
わ
る
絵
符
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
十
二
所
権
現
の
中
核
 をな
す
 

 
  

 

証
誠
殿
の
本
縁
が
説
明
さ
れ
、
そ
の
本
縁
譚
の
絵
巻
に
さ
れ
た
も
 
 
 

 
 

 
 

後
に
熊
野
と
く
に
 
那
 沖
山
勘
音
信
仰
を
唱
導
す
る
手
だ
て
と
な
っ
 

た
こ
と
 

 
 
 
 
 
  
 

な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
次
に
長
昌
幸
旧
蔵
の
熊
野
宮
 
尋
奈
羅
 を
も
  
 

南
北
朝
期
の
熊
野
三
山
の
状
景
や
熊
野
修
験
系
の
宮
 量 茶
経
の
 持
 徴
 が
紹
 

介
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
も
っ
と
も
一
般
的
な
熊
野
景
 
奈
羅
は
 館
野
 本
地
景
 

奈
羅
で
 」
あ
り
、
こ
こ
で
聖
護
院
所
蔵
の
南
北
朝
時
代
の
絹
本
 
着
  
 

栗
形
熊
野
本
地
 
最
 奈
緒
二
幅
 -
 が
取
り
上
げ
ら
れ
、
詳
細
に
検
 記
 さ
れ
 

る
 。
次
に
熊
野
垂
 
跡
最
奈
羅
 
、
熊
野
本
師
 尋
 茶
経
 に
 言
及
さ
れ
、
 

熊
野
部
 

智
 参
詣
 量
茶
薙
 が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
際
「
那
智
参
詣
 最奈
 確
説
 胡
国
」
 

を
 使
っ
た
解
釈
に
は
興
味
を
引
か
れ
る
が
、
氏
は
「
絵
解
き
を
 
聞
  
 

こ
の
亡
者
を
死
後
の
自
己
の
姿
あ
る
い
は
最
近
に
世
を
去
っ
た
 
肉
 親
 と
重
 

ね
 あ
わ
せ
て
画
面
を
凝
視
す
る
。
彼
ら
は
冥
土
の
み
や
げ
に
 
補
陀
 洛
 山
寺
 

の
 高
僧
が
観
音
の
浄
土
に
お
も
む
く
 補
陀
洛
 渡
海
を
見
、
那
智
の
 
大
滝
を
 

拝
し
、
一
山
の
葬
式
 守
に
 詣
で
た
上
で
上
皇
の
祈
禧
の
座
に
連
な
 る 。
 そ
 

の
上
で
妙
法
上
に
鎮
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
最
後
に
能
 

野
 曇
 奈
 緒
 

の
 構
図
と
思
想
に
触
れ
、
「
熊
野
景
 
茶
 羅
の
中
核
を
な
す
本
地
 尋
 奈
緒
 や
 

垂
跡
呈
奈
羅
は
 
、
舘
野
山
伏
が
王
子
に
導
か
れ
て
舘
野
語
な
し
て
 
 
 

の
 他
界
に
い
ま
す
熊
野
十
二
所
権
現
を
始
め
と
す
る
館
野
三
山
の
 諸
仏
詣
 

神
を
拝
し
、
さ
ら
に
胎
蔵
界
、
金
剛
界
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
大
峰
 
山
系
を
 

大
峰
八
大
金
剛
童
子
に
導
か
れ
て
 

順
峰
 修
行
し
て
、
金
峰
山
に
お
 

い
て
 役
 

行
者
と
同
様
に
金
剛
蔵
王
権
現
に
ま
み
え
る
こ
と
を
修
行
の
理
 
相
 ル
 と
す
る
 

舘
野
修
験
の
思
想
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
 
解
  
 

結
ぶ
。
 

本
書
は
「
聖
な
る
空
間
」
の
理
論
的
総
轄
と
い
う
よ
り
、
さ
ま
ざ
 
ま
な
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宗
教
的
な
場
か
ら
の
問
題
提
起
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
、
 

そ
れ
ゆ
 

ぇ
安
易
な
理
論
的
独
走
に
陥
る
こ
と
な
く
、
資
料
に
密
着
し
、
 

し
 か
も
 鋭
 

利
 な
発
想
と
提
舌
口
に
基
づ
い
た
読
み
応
え
の
あ
る
も
の
で
あ
る
 
。
同
時
 

に
 、
雪
空
間
の
解
明
に
向
け
て
の
ひ
た
む
き
な
 九 氏
の
姿
勢
は
 
、
 旺
 
訳
者
に
 

改
め
て
研
究
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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に
 、
本
書
の
基
と
な
っ
た
論
文
は
い
ず
れ
も
一
九
八
六
年
か
ら
 一
 
 
 

年
 に
か
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
 

本
吉
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
九
四
年
に
は
、
青
森
 市で
 縄
文
前
期
か
 
ら
中
 

明
 
-
 
紀
元
前
二
五
 
0
0
@
 

二
 0
0
0
 
の
一
五
 0
0
 
年
間
 -
 の
長
期
  
 

ぶ
 ，
二
六
丸
山
遺
跡
が
 俺
 拙
さ
れ
、
そ
の
壮
大
な
規
模
は
人
々
を
 
琉
 か
せ
た
。
 

ま
た
 ク
リ
や
ヒ
エ
 
な
ど
血
切
 朋
 培
の
可
能
性
も
相
生
 正
 さ
れ
、
 従
化
 ）
 
・
・
 

り
 
@
4
 

-
@
 

Ⅱ
，
 

」
 
ヰ
 
亡
升
 

 
 

と
し
て
 

Ⅲ
目
さ
れ
て
い
る
。
土
偶
も
三
二
セ
ン
チ
も
あ
る
大
型
の
十
字
架
 
板
状
 土
 

冊
 を
は
じ
め
、
数
多
く
出
上
し
て
い
る
一
四
五
 
0
 体
 ㍉
し
か
し
そ
   

弔
理
 は
ま
だ
継
続
中
で
あ
り
、
縄
文
時
代
の
宗
教
は
 
ム
 「
 後
 さ
ら
に
  
 

進
め
ら
れ
る
べ
き
有
力
な
領
域
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

に
 書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
本
書
が
対
象
 
と
す
る
 

時
期
は
縄
文
後
期
・
晩
期
 -
 
紀
元
前
二
 0
0
0
@
 

二
 0
0
 
羊
一
で
  
 

刊
期
 ・
中
期
で
あ
る
か
ら
、
本
書
が
と
く
に
 

め
珊
 
 
 

偶
に
関
し
て
も
、
二
内
丸
山
で
の
発
掘
結
果
が
本
書
の
論
旨
に
大
 
き
な
 変
 

 
 

著
者
も
説
く
よ
う
に
、
 
漢
舛
 と
し
た
 
一
 
縄
文
社
会
」
と
い
う
も
の
 
は
存
 

 
 

で
 具
体
 

的
に
考
察
さ
れ
る
」
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
 
王
 た
る
 

対
象
を
多
様
な
文
化
遺
物
の
残
る
後
期
・
晩
期
の
東
北
地
方
、
 

と
 く
に
 亀
 

ケ
岡
 文
化
に
限
定
し
て
い
る
二
頁
 -
 。
 亀
ケ
 岡
は
青
森
県
西
津
軽
 
郡
 木
造
 

町
 に
あ
り
、
縄
文
俊
期
中
葉
以
降
、
晩
期
に
わ
た
る
 

集
苦
 Ⅵ
跨
が
  
 

 
 

縄
文
考
古
学
は
土
器
の
編
年
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
著
者
も
い
 
 
 

う
に
、
「
土
器
形
式
は
そ
の
時
空
に
お
け
る
普
遍
性
、
質
量
に
わ
た
 

る
車
畢
吊
 

 
 

さ
か
ら
、
縄
文
時
代
の
時
空
座
標
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
ま
た
 当
時
の
Ⅳ
 

共
同
体
の
動
態
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
」
。
 

し
   

 
 

時
に
、
「
土
器
以
外
の
形
式
の
資
料
、
特
に
そ
れ
が
共
同
体
論
に
組
 

み
 込
ま
 

 
 

、
抜
本
 

的
 進
展
が
な
い
ま
ま
に
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
」
 

-
 
九
 0
 頁
 ㍉
 
そ
  
 

枠
組
み
の
呪
縛
を
解
き
放
ち
、
縄
文
時
代
の
精
神
生
活
を
解
明
す
 
 
 

の
 資
料
と
し
て
著
者
は
土
偶
と
仮
面
を
選
ぶ
。
た
し
か
に
土
偶
 
と
 仮
面
は
 

縄
文
考
古
学
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
経
済
活
動
と
 
密
接
に
 

結
び
つ
い
た
土
器
と
異
な
り
、
土
偶
も
仮
面
も
精
神
面
に
関
わ
る
 

 
 

実
証
的
・
科
学
的
な
考
古
学
の
潮
流
か
ら
外
れ
て
 

る
 だ
 る
 

ぅ
が
 、
そ
れ
と
並
ん
で
、
出
土
品
の
数
が
土
器
に
比
し
て
圧
倒
的
 
 
 

か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
は
な
い
か
 

-
 少
な
く
と
も
三
内
丸
山
遺
跡
 0
 発
掘
 

ま
で
は
㍉
た
と
え
ば
土
偶
は
明
治
時
代
初
期
の
エ
ド
ワ
ー
ド
 

モ
ー
ス
 

の
 大
森
貝
塚
発
掘
以
来
百
十
余
年
で
、
全
国
で
三
十
万
以
上
と
い
 
 
 

遺
跡
か
ら
で
も
、
出
土
し
て
い
る
の
は
約
一
万
五
千
住
に
過
ぎ
な
 
い
 
（
 
原
 

田
 昌
幸
「
土
偶
」
主
文
学
、
一
九
九
五
年
、
一
七
頁
 -
 。
仮
面
に
 
 
 

て
は
、
 磯
 前
氏
に
よ
れ
ば
、
後
期
の
一
六
遺
跡
か
ら
 三
 0
 占
 、
 晩
 斯
 の
 二
 

0
 遺
跡
か
ら
二
八
占
、
あ
わ
せ
て
三
六
遺
跡
か
ら
の
わ
ず
か
五
八
 
点
 に
過
 

ぎ
な
い
二
五
頁
Ⅱ
た
だ
し
仮
面
に
つ
い
て
は
、
著
者
も
い
う
よ
 う
に
 発
 

掘
 さ
れ
た
土
製
・
 
貝
 製
品
以
外
の
素
材
で
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
 

た
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
 
ホ
 ・
 タ
 
・
布
製
品
の
仮
面
で
あ
る
。
朽
ち
や
す
い
 

素
  
 

面
は
残
ら
な
い
（
一
八
百
 ご
 。
ま
た
、
仮
面
を
用
 い
 ず
に
、
 草
 ・
 藁
  
 

着
装
で
霊
的
存
在
を
表
現
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
し
な
 
 
 

な
ら
な
い
三
五
百
 ご
 。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
可
能
性
が
あ
る
に
 せ
よ
、
 



書評と紹介 

資
料
と
し
て
活
用
で
き
る
仮
面
出
土
品
が
極
め
て
少
数
で
あ
る
 
@
 
@
 と
に
 変
 

い
 。
 

個
別
論
文
の
す
べ
て
に
つ
い
て
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
 
 
 

で
、
第
一
部
 @
 第
三
部
に
つ
い
て
の
み
、
と
く
に
興
味
を
ひ
か
れ
 
 
 

に
 舌
口
 
反
 す
る
こ
と
に
し
た
 

第
一
部
「
仮
面
論
」
で
は
仮
面
の
定
地
、
研
究
 史 、
形
式
、
個
別
 
 
 

面
の
検
討
、
分
布
と
地
域
的
特
色
、
出
土
状
態
、
仮
面
の
性
格
、
 

亀
ケ
岡
 

式
 土
偶
と
の
関
連
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
仮
面
の
 
 
 

な
さ
の
も
つ
意
味
の
解
釈
と
、
仮
面
と
土
偶
の
関
係
に
つ
い
て
の
 
二
つ
の
 

論
 が
説
得
的
な
解
釈
と
し
て
印
象
に
残
っ
た
。
 

丁
 者
は
、
仮
面
の
数
の
少
な
さ
に
は
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
 る
と
 

い
う
。
「
一
つ
は
仮
面
祭
祀
が
盛
ん
で
な
か
っ
た
こ
と
：
…
・
も
う
 

 
 
一
つ
寸
み
 

l
@
 

仮
面
祭
祀
自
体
は
必
要
と
さ
れ
た
が
、
多
く
の
故
を
作
 り だ
す
 必
 妻
 が
な
 

か
っ
た
こ
と
」
 
-
 
七
三
頁
一
で
あ
る
。
「
縄
文
社
会
」
と
一
括
し
て
 

払
珊
 
じ
る
 

こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
著
者
は
両
方
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
 

「
 
点
的
 

な
分
布
を
示
す
わ
り
に
は
、
九
州
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
 
広
 稲
田
 で
、
、
 
後
 

期
滴
 葉
か
ら
晩
期
中
葉
頃
に
か
け
て
比
較
的
短
く
な
い
 期川
 に
存
 在
し
て
 

い
ろ
」
こ
と
か
ら
、
仮
面
を
多
量
に
作
ら
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
 
要
 求
 さ
れ
 

て
い
た
と
考
え
る
 
-
 
同
 頁
 ㍉
つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
な
土
偶
 と
仮
 面
 の
 数
 

の
相
近
に
 、
「
仮
面
は
土
偶
の
よ
う
に
 個
 有
人
に
保
有
さ
れ
る
も
の
 
で
は
な
 

く
 、
共
同
体
自
体
あ
る
い
は
そ
の
体
現
者
た
る
族
長
、
ま
た
は
 
土
 
 
 

特
定
 巾
 Ⅱ
の
も
と
に
管
轄
さ
れ
て
い
た
」
一
同
 

耳
 可
能
性
が
高
い
 
と
す
る
 

の
で
あ
る
。
 

仮
面
と
土
偶
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
形
式
や
分
布
の
検
討
を
踏
ま
 

え
て
、
 

「
仮
面
と
土
偶
が
共
存
す
る
地
域
も
あ
れ
ば
、
土
偶
あ
る
い
は
 

仮
 面
 の
 一
 

方
 の
み
が
存
在
す
る
地
域
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
仮
面
と
土
偶
の
双
 
万
 と
も
 

 
 

三
つ
の
 

種
類
が
あ
る
。
…
・
・
・
仮
面
と
土
偶
の
顔
部
が
同
じ
表
現
を
基
本
と
 
す
る
も
 

複
数
形
式
が
併
存
す
る
土
偶
形
式
の
う
ち
の
特
定
形
式
と
 
 
 

仮
面
の
顔
部
が
共
通
性
を
有
す
る
も
の
 

表
現
を
 

も
つ
も
の
で
あ
る
」
一
四
四
頁
 
一
 と
指
摘
す
る
。
 
亀
ケ
 岡
を
例
に
 と
れ
ば
、
 

遮
光
詰
旦
、
鼻
曲
り
型
、
中
沢
口
 型
 と
い
う
 二
 形
式
の
土
面
が
あ
 る
が
、
 

そ
の
う
ち
で
 
亀
ケ
 阿
武
土
偶
と
共
通
し
た
特
徴
を
強
く
も
つ
の
は
 
遮
光
 器
 

型
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
両
者
は
「
完
全
な
等
式
で
結
び
 
 
 

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
 
亀
ケ
岡
式
 
土
偶
は
複
数
形
式
の
土
偶
か
ら
 構
成
さ
 

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
遮
光
 
器
型
 土
面
は
そ
の
な
か
の
一
部
の
土
 
 
 

の
み
と
そ
の
特
徴
を
共
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
 

-
 
七
八
頁
 涌
 
こ
う
 し
た
 事
 

実
は
、
明
治
時
代
の
坪
井
正
五
郎
に
は
じ
ま
り
現
在
の
代
表
的
 
土
 偶
 研
究
 

者
で
あ
る
江
坂
 輝
弥
 ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
土
偶
Ⅱ
仮
面
」
 

説
 に
再
 

検
討
を
迫
る
も
の
だ
と
著
者
は
説
く
の
で
あ
る
一
同
 
頁
 ㍉
 

第
二
部
「
土
偶
象
徴
論
」
は
ユ
ン
グ
派
の
元
型
心
理
学
に
よ
っ
て
 
土
偶
 

の
 意
味
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
展
人
の
特
徴
が
あ
る
。
 

著
者
は
 

土
偶
を
「
心
理
的
な
意
味
で
母
性
性
が
優
位
に
表
現
さ
れ
た
象
徴
 
物
 」
と
 

す
る
一
一
 

0
0
 

頁
 ㍉
こ
う
し
た
母
性
世
の
象
徴
の
土
偶
に
対
し
て
 、
男
性
 

性
の
象
徴
が
石
棒
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
土
偶
が
基
本
的
に
顔
と
体
 

を
 有
し
 

石
棒
は
生
殖
器
 
り
 男
根
と
し
て
表
現
 さ
せ
る
 

に
す
ぎ
ず
、
そ
の
顔
や
身
体
ま
で
が
造
形
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」
 

-
 一
 O
 二
 

 
 
 
 

頁
 Ⅰ
こ
う
し
た
相
違
を
著
者
は
ユ
ン
グ
派
の
 
ェ
 リ
ッ
ヒ
 

 
 

自
我
意
識
の
発
達
史
の
図
式
を
用
い
て
、
「
こ
の
段
階
で
は
母
性
 

 
 

位
で
あ
り
、
男
性
性
は
母
性
性
に
と
っ
て
生
殖
器
的
役
割
と
し
て
 
存
在
し
 



た
 」
（
国
貞
一
と
理
解
す
る
。
解
釈
は
と
も
か
く
、
土
偶
を
石
棒
 

と
 対
 で
考
 

え
る
視
点
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
 

土
偶
の
特
徴
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
意
図
的
に
破
壊
さ
れ
た
後
に
や
 
 
 

意
図
的
に
散
逸
し
た
状
態
で
埋
め
ら
れ
る
こ
と
 宅
 廃
棄
・
 埋
納
 」
 @
 
 
に
あ
 

る
 。
著
者
は
こ
れ
を
供
犠
と
見
て
、
そ
こ
に
「
 死
 と
再
生
」
の
 観
 念
 を
認
 

め
る
。
こ
れ
は
土
偶
に
関
心
を
も
つ
研
究
者
の
多
く
が
最
近
支
持
 
 
 

る
 考
え
方
で
あ
る
。
著
者
は
ま
た
、
土
偶
が
仮
面
に
比
し
て
か
な
 
り
 多
く
 

出
土
す
る
こ
と
か
ら
、
土
偶
祭
祀
は
「
共
同
体
の
な
か
の
特
定
の
 
集
団
に
 

独
占
的
に
掌
握
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
共
同
体
の
多
く
の
成
員
 
が
 主
体
 

的
に
関
与
し
た
」
一
一
 0
 六
頁
 一
 と
す
る
。
 

土
偶
が
廃
棄
・
 
埋
細
 さ
れ
る
場
所
に
は
 
い
く
っ
か
 の
タ
イ
プ
が
 
あ
 る
こ
 

と
を
指
摘
 
三
 
一
八
 ｜
 
一
二
 0
 真
一
し
た
後
、
土
偶
祭
祀
に
っ
 

い
 -
@
-
 

次
の
 

よ
う
な
結
論
が
示
さ
れ
る
。
「
土
偶
の
廃
棄
・
 

埋
網
 に
は
 己
 れ
目
 打
 の
 死
 

と
 再
生
、
お
よ
び
遺
物
・
遺
構
へ
の
働
き
か
け
と
い
う
二
つ
の
 
側
  
 

り
 、
場
合
に
応
じ
て
そ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
廃
棄
・
 

埋
納
 の
か
  
 

選
ば
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
土
偶
は
生
命
の
循
環
を
司
る
も
の
と
し
 
 
 

さ
ま
ざ
ま
な
災
い
が
起
こ
っ
た
と
き
・
・
・
・
・
・
災
い
の
象
徴
と
し
て
 
故
 意
 に
破
 

壊
さ
れ
、
廃
棄
・
 
埋
細
 さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ふ
た
た
び
生
命
が
 

甦
 っ
た
証
 

と
し
て
、
新
た
な
土
偶
が
完
全
な
姿
で
作
ら
れ
る
。
そ
れ
は
母
性
 
性
 に
満
 

ち
た
状
態
の
象
徴
と
し
て
、
次
の
破
壊
の
と
き
が
訪
れ
る
ま
で
そ
 
の
ま
ま
 

の
か
た
ち
で
安
置
さ
れ
祀
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
二
三
 0
 頁
 ㍉
 

第
三
部
「
屈
折
 像
 土
偶
論
」
は
東
北
地
方
の
縄
文
後
期
か
ら
晩
期
 
中
葉
 

に
か
け
て
盛
行
し
た
、
四
肢
を
屈
折
さ
せ
た
特
異
な
形
態
の
土
偶
 
を
 取
り
 

ヒ
 げ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
土
偶
の
研
究
は
ま
だ
ご
く
 
僅
か
で
 

あ
り
 -
 一
二
四
頁
Ⅰ
し
た
が
っ
て
第
一
章
で
ま
ず
具
体
的
な
土
偶
 を
 写
真
 

と
と
も
に
紹
介
し
つ
つ
、
研
究
史
の
検
討
、
形
式
分
類
、
分
布
な
 
ど
の
 話
 

 
 

側
面
を
論
じ
、
最
後
に
そ
の
特
異
性
の
意
味
を
考
察
し
て
い
る
。
 

著
者
に
Ⅳ
 

よ
れ
ば
、
こ
の
体
を
こ
ご
め
た
姿
は
胎
児
や
屈
葬
に
似
て
お
り
、
 

再
生
観
 

 
 
 
 
 
 

0
 表
現
と
推
測
さ
れ
る
 

-
 一
六
 0
 頁
 ㍉
 

こ
の
よ
う
に
第
一
章
は
そ
れ
自
体
で
ま
と
ま
り
を
有
し
、
完
結
し
 
て
い
 

る
 。
し
か
し
第
二
章
は
複
牧
の
異
な
る
問
題
が
並
列
さ
れ
て
お
り
 
、
や
や
 

ま
と
ま
り
を
欠
く
。
第
一
節
は
第
一
章
の
デ
ー
タ
の
補
足
で
あ
る
 
。
 つ
 

で
 第
二
節
で
関
東
以
西
の
屈
折
 像
 土
偶
の
紹
介
が
あ
り
、
最
後
に
 「
 
亀
ケ
 

固
文
化
に
お
け
る
宗
教
遺
物
の
構
造
」
と
題
さ
れ
た
第
三
節
が
く
 
る
 。
 と
 

く
に
第
三
節
は
屈
折
 像
 土
偶
に
関
わ
ら
な
い
 
亀
ケ
 周
文
化
の
地
域
 
性
 を
論
 

じ
た
も
の
で
、
異
質
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
が
「
は
し
が
き
」
に
 
 
 

て
い
る
よ
う
に
、
筆
舌
 即
が
 本
来
は
第
一
部
の
仮
面
論
の
一
節
 と し
て
主
日
 

か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
三
部
構
成
の
 
バ
ラ
 
シ
 ス
を
 

と
る
意
味
か
ら
こ
の
部
分
は
第
三
部
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
 
、
内
容
 

 
 

以
下
で
は
、
全
体
を
通
し
て
の
感
想
を
構
成
、
用
語
、
注
の
三
白
 
に
介
 

け
て
い
く
つ
か
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
 
肌
 山
山
上
で
は
、
考
古
 字
 に
詳
 

し
く
な
い
読
者
に
は
や
や
不
親
切
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
 
。
縄
文
 

後
期
・
晩
期
と
い
う
が
、
縄
文
時
代
の
年
代
的
区
分
の
説
明
 や
 国
 は
な
 

ま
た
 亀
ケ
 周
文
化
と
い
う
が
、
 
亀
ケ
 岡
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
 
0
 本
書
 

中
に
は
一
言
も
な
い
。
い
ず
れ
も
専
門
家
に
は
当
然
す
ぎ
る
こ
と
 
 
 

書
い
て
い
な
い
の
た
ろ
 
う
 が
、
考
古
学
で
は
な
く
宗
教
学
の
立
場
 
ふ
 
m
@
6
%
-
m
 

む
 者
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
辛
い
ご
の
専
門
書
の
読
者
な
ら
 
調
 べ
 @
@
 
Ⅰ
 
旺
 
-
m
 

む
の
が
当
然
な
の
だ
 
る
 向
か
て
 

ま
た
も
う
一
日
構
成
の
 
ヒ
 で
は
、
「
仮
面
論
」
が
「
土
偶
象
徴
論
」
 
 
 



 
 

評
と
恋
 

@
 
主
日
 始
 

も
 前
に
お
か
れ
て
い
る
の
も
不
親
切
と
感
じ
た
。
資
料
の
絶
対
数
 
 
 

い
 仮
面
の
解
釈
は
、
「
土
偶
象
徴
論
」
で
示
さ
れ
て
い
る
土
偶
の
儀
 

礼
的
廃
 

棄
 
・
 埋
納
 と
そ
の
背
後
に
あ
る
「
 死
 と
再
生
」
の
観
念
の
指
摘
 
と
  
 

し
て
お
り
、
土
偶
と
類
似
し
た
儀
礼
や
観
念
が
仮
面
に
も
認
め
ら
 
れ
る
と
 

さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
考
古
学
に
素
人
で
あ
る
読
み
手
と
す
れ
ば
 

「
土
偶
 

象
徴
論
」
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
後
で
「
仮
面
論
」
を
読
む
方
が
 
、
は
る
 

か
に
理
解
し
や
す
い
と
思
う
。
「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
「
土
偶
 

象
徴
論
」
 

に
は
先
行
論
文
が
あ
り
、
「
土
偶
象
徴
論
」
は
先
行
論
文
の
訂
正
 
 
 

書
か
れ
た
と
い
う
。
こ
の
先
行
論
文
は
一
般
読
者
向
け
の
論
集
の
 
 
 

書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
の
多
く
が
残
る
「
土
偶
象
徴
論
」
の
 
方
が
考
 

古
学
の
専
門
誌
で
あ
る
「
考
古
学
研
究
」
の
た
め
に
書
か
れ
た
「
 

仮
面
論
」
 

よ
り
も
、
宗
教
字
の
者
に
は
分
か
り
や
す
い
の
は
 
当
肌
 で
あ
ろ
う
 

こ
，
つ
 

し
た
内
容
的
に
不
自
 殊
と
 感
じ
ら
れ
る
配
置
に
な
っ
て
い
る
の
は
 、
「
仮
面
 

論
 」
を
除
け
ば
本
書
の
他
の
論
考
が
二
つ
の
行
論
を
含
め
て
す
べ
 て
 土
偶
 

を
 論
じ
た
も
の
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
第
一
部
 
 
 

「
仮
面
論
」
を
お
く
な
ら
ば
、
行
論
の
あ
と
に
本
論
が
き
て
し
ま
 

，
 
 
 

あ
る
い
は
土
偶
論
の
中
に
仮
面
論
が
割
っ
て
入
る
 -
 
」
と
に
な
り
、
 体
裁
上
 

望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

肯
定
的
に
で
あ
れ
否
定
的
に
で
あ
れ
、
縄
文
社
会
を
特
徴
づ
け
る
   

原
始
と
か
未
聞
と
か
に
類
す
る
表
現
が
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
 
非
 常
に
仁
風
 

に
な
っ
た
。
こ
の
種
の
表
現
を
使
用
さ
れ
て
い
る
回
数
と
と
も
に
 
列
挙
す
 

る
と
次
の
よ
う
に
な
る
 

-
 初
出
順
㍉
原
始
社
会
 
T
 一
回
 
一
 、
原
始
 

未
聞
 

@
 
会
 
（
五
回
。
う
ち
一
回
は
未
聞
・
原
始
 
社
ふ
 き
、
未
聞
八
三
回
 -
 、
野
 

-
 社
会
二
回
 一
 、
未
開
社
会
三
回
 -
 、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
二
回
 
）
 、
原
 

@
 
社
 八
三
一
回
㍉
「
縄
文
社
会
も
他
の
原
始
・
未
開
社
会
と
同
様
に
 

 
 

一
九
一
頁
 一
 と
い
う
場
合
に
は
縄
文
社
会
は
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
し
 
、
「
 一
縄
 

支
社
会
は
 -
 け
っ
し
て
単
純
な
野
蛮
社
会
で
な
か
っ
た
・
・
・
・
・
・
」
 

一
 八
九
頁
 一
 

と
い
う
場
合
に
は
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
 

古
代
と
か
中
世
と
い
う
歴
史
的
・
時
代
的
な
区
分
に
も
当
然
価
値
 
 
 

は
 入
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
個
別
文
化
の
枠
を
越
え
て
複
数
の
里
 

一
な
る
 社
 

会
 に
同
一
の
歴
史
区
分
を
導
入
す
る
こ
と
自
体
が
価
値
判
断
だ
か
 
ら
だ
。
 

し
か
し
そ
れ
は
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
価
値
中
立
的
で
あ
ろ
う
 と
し
て
 

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
原
始
、
未
開
な
ど
は
、
歴
史
的
・
 

な
 区
分
 

で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
文
明
人
」
が
よ
り
文
化
的
に
劣
っ
た
と
 
見
 な
す
 社
 

会
 に
付
す
る
、
あ
か
ら
さ
ま
に
価
値
判
断
を
含
ん
だ
西
洋
植
民
地
 正
義
 や
 

人
種
主
義
を
色
濃
く
反
映
す
る
区
分
で
あ
る
。
 

軒
旧
 は
よ
り
価
値
判
断
を
含
ま
な
い
表
現
も
用
い
て
い
る
。
た
と
，
 

え
ま
、
 

@
 

伝
統
的
社
会
二
回
）
、
先
史
時
代
二
回
 
一
 、
先
史
社
会
二
回
 -
 で
あ
 

る
 。
で
は
、
強
 い
 価
値
判
断
を
含
む
用
語
の
方
が
本
書
で
は
な
ぜ
 よ
り
 多
 

く
 用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
著
者
が
縄
文
の
考
古
 
学
的
 デ
 

｜
タ
を
 解
釈
す
る
際
に
、
参
照
枠
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
論
 
史
観
、
 

フ
レ
イ
ザ
ー
に
代
表
さ
れ
る
進
化
論
的
人
類
字
、
ユ
ン
グ
派
の
精
 
神
 発
達
 

史
観
を
活
用
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
思
 う 。
こ
れ
ら
は
 
人
 類
 に
共
 

通
 ・
普
遍
の
尺
度
を
認
め
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
グ
ラ
ン
ド
 

セ
オ
リ
 

｜
 」
で
あ
り
、
そ
の
源
泉
を
十
九
世
紀
の
進
化
論
的
精
神
に
有
す
 
る
 。
 縄
 

文
の
 デ
ー
タ
を
よ
り
普
遍
的
な
枠
組
み
で
捉
え
直
そ
う
と
す
る
と
 き
に
こ
 

う
し
た
 
-
 グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
」
に
依
拠
す
る
こ
と
が
、
価
値
 判断
を
 

 
 

 
 
 
 

含
む
用
語
が
本
書
に
散
見
す
る
理
由
と
考
え
る
。
 

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
」
に
依
拠
す
る
こ
 
と
は
 

抑
 

 
 

著
者
の
狙
い
と
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
著
者
は
「
 
 
 



き
 」
で
縄
文
時
代
と
い
う
「
 
漠
殊
 と
し
た
次
元
」
で
は
な
く
、
「
 
文
  
 

の
 単
位
、
す
な
む
ち
地
域
と
時
期
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
単
位
の
な
 
か
で
 具
 

体
 的
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
「
む
す
び
に
 

か
 え
て
」
で
 

も
 、
「
解
釈
の
窓
前
Ⅲ
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
各
形
式
・
形
式
 

一
 マ
マ
 -
 
 
 

に
 研
究
す
る
だ
け
で
ほ
な
く
、
時
期
・
地
域
的
に
限
定
さ
れ
た
ひ
 
 
 

文
化
に
属
す
る
 
廿
 卸
の
総
体
と
し
て
の
組
成
の
把
握
、
す
な
 む
 ち
  
 

構
造
的
な
理
解
を
お
こ
な
 う
 -
 
」
と
が
必
要
で
あ
る
」
三
一
一
三
頁
 -
 と
 述
べ
 

て
い
る
。
そ
れ
は
原
始
社
会
と
か
未
開
社
会
と
い
う
ま
っ
た
く
 
目
一
 

,
 
体
性
を
 

欠
き
、
そ
の
代
わ
り
に
価
値
判
断
だ
け
は
し
っ
か
り
含
ん
だ
 
範
晴
 に
 縄
文
 

社
会
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
評
者
に
 
は
人
 ぃ
 

に
 疑
問
で
あ
る
。
 

任
の
表
記
で
も
気
に
な
る
占
が
あ
る
。
考
古
学
で
の
慣
例
で
あ
 ろ
う
 

か
、
 注
の
文
献
に
該
当
個
所
の
頁
 数
 が
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
が
 
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
典
拠
と
な
っ
て
い
る
の
が
本
や
論
文
の
ど
の
 
部
分
な
 

典
拠
と
な
っ
て
い
る
個
所
の
内
容
説
明
が
本
 文中
で
 

行
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
ま
だ
よ
い
。
し
か
し
、
典
拠
文
献
の
内
容
 
は
ほ
と
 

ん
ど
の
場
 ム
 a
 書
か
れ
て
れ
な
い
。
こ
れ
で
は
、
著
者
の
王
 張
 が
曲
 一
処
に
裏
 

打
ち
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
た
 い
 場
合
に
は
、
そ
の
典
拠
に
立
ち
 返
ら
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
典
拠
が
折
口
、
柳
田
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
、
フ
レ
 

 
 

 
 

 
 

｜
ス
 な
ど
で
あ
っ
て
も
、
該
当
個
所
を
探
索
す
る
の
は
容
易
で
な
 
 
 

典
拠
が
考
古
学
の
雑
誌
で
あ
れ
ば
、
手
近
に
備
え
て
い
な
い
宗
教
 
学
者
は
 

図
書
館
に
で
も
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
一
図
書
館
に
あ
る
場
合
で
も
 
だ
 
。
 0
 な
 

け
れ
ば
確
認
の
仕
様
は
な
 

い
一
 。
 

た
と
え
ば
、
土
偶
の
廃
棄
・
 

埋
 納
の
意
義
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
 一
一
 

八
頁
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
著
者
は
、
土
偶
の
廃
棄
・
 

埋
納
が
 三
種
に
 

分
類
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
一
つ
の
、
「
 

貝
層
 ・
泥
炭
層
・
遺
構
内
 覆
土
層
Ⅳ
 
8
 

な
ど
一
般
的
な
廃
棄
・
 
埋
 納
の
場
所
へ
廃
棄
・
 
埋
細
 さ
れ
る
」
 タ
 イ
 ブ
 を
 

 
 

A
 類
 と
す
る
。
「
そ
こ
で
は
土
偶
が
土
器
・
石
器
・
白
骨
・
 

獣
骨
 
貝
殻
な
 

ど
さ
ま
ざ
ま
な
遺
物
に
混
じ
っ
て
出
土
す
る
。
」
そ
し
て
そ
れ
に
 

続
い
て
、
 

「
 A
 傾
の
場
所
で
あ
る
遺
物
包
含
・
遺
構
内
覆
土
層
は
、
か
つ
て
 
河
野
広
 

道
 が
述
べ
た
よ
う
な
「
 
物
 送
り
の
場
」
と
さ
れ
、
そ
こ
へ
の
廃
棄
 行為
は
 

単
な
る
不
要
物
の
処
分
と
し
て
で
は
な
く
、
再
生
の
願
い
が
込
め
 
ら
れ
た
 

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
河
野
一
九
三
五
 

-
 。
そ
の
意
味
で
も
、
 
A
 類
の
 

廃
棄
・
 埋
 納
は
土
偶
の
も
つ
 
豊
 龍
佳
自
体
の
再
生
を
願
う
も
の
で
 あ
っ
た
 

と
 考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
個
所
は
、
本
書
の
眼
目
の
 一
 っ
 で
あ
 

る
 土
偶
の
廃
棄
・
 
埋
 納
の
宗
教
学
的
解
釈
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
 要 な
も
 

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
貝
塚
人
骨
の
謎
と
ア
イ
ヌ
の
イ
オ
 

マ
 ン
テ
」
と
 

い
う
「
人
類
学
雑
誌
」
 五
 0
 １
匹
掲
載
の
論
文
に
お
い
て
、
「
再
生
 
 
 

が
 込
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
し
て
導
き
出
 
さ
れ
て
 

い
る
の
か
を
本
書
は
ま
っ
た
く
紹
介
し
て
い
な
い
。
著
者
は
そ
れ
 
を
 受
け
 

入
れ
て
い
る
が
、
読
者
が
果
し
て
そ
れ
が
妥
当
か
ど
う
か
を
確
認
 
 
 

れ
ば
、
元
の
論
文
を
探
し
て
読
む
し
か
な
 い
 の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
土
偶
の
廃
棄
・
 

埋
納
に
 
「
再
生
へ
の
願
い
」
が
あ
る
 
 
 

う
 解
釈
自
体
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
言
葉
は
悪
 い
 が
 誰
で
 

も
 考
え
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
な
ぜ
こ
の
題
名
か
 
ら
し
て
 

土
偶
の
廃
棄
・
 
埋
納
 と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
河
野
 
論
文
が
 

典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
疑
問
に
感
じ
て
し
ま
う
。
 

同
 じ
 解
釈
 

な
し
て
い
る
研
究
者
は
他
に
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
河
野
論
文
 
 
 

し
た
解
釈
を
最
初
に
提
示
し
た
か
ら
、
参
考
文
献
と
し
て
掲
げ
て
 
 
 



書評と紹介 

だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
念
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
書
き
方
は
 
、
あ
 ま
り
 科
 

学
的
と
は
い
え
ま
い
。
 

・
評
者
は
神
話
学
と
い
う
範
囲
で
記
紀
神
話
の
解
明
へ
の
一
助
と
し
 

 
 

縄
文
考
古
学
の
成
果
に
関
心
を
払
っ
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
 
が
っ
て
 

縄
文
考
古
字
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
考
古
字
一
般
 は
 つ
い
て
も
 素
 大
 で
あ
 

8
 
%
 宗
教
研
究
」
の
読
者
の
ほ
と
ん
ど
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
㍉
 考
古
学
 

の
 専
門
的
議
論
に
つ
い
て
は
批
評
で
き
る
任
に
は
な
い
。
し
た
が
 っ
て
 考
 

古
学
的
デ
ー
タ
の
部
分
は
ほ
と
ん
ど
割
愛
し
て
、
宗
教
学
的
解
釈
 
 
 

ほ
 つ
い
て
の
み
 批
 ・
評
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
著
者
が
心
血
を
任
 
い
 だ
 で
あ
 

ろ
う
出
土
物
の
考
古
学
的
デ
ー
タ
の
収
集
・
形
式
分
類
・
分
析
 
き
ら
に
 

は
こ
れ
ま
た
大
変
な
労
力
を
要
し
た
と
思
わ
れ
る
研
究
史
の
回
顧
 
 
 

て
も
言
及
し
な
い
の
は
、
本
書
の
最
良
の
部
分
を
評
価
し
な
い
こ
 
と
に
な
 

る
が
、
畑
違
い
の
評
者
の
専
門
と
掲
載
誌
の
性
格
と
を
考
え
合
わ
 
せ
、
著
 

者
の
御
寛
容
を
請
い
た
い
。
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で
 読
者
が
紙
背
に
読
み
取
る
べ
き
基
本
的
関
心
が
 、
 「
ま
え
が
き
」
 
 
 

よ
う
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
「
日
ホ
人
が
（
あ
ち
ら
 側
 ）
 と
吏
 

歩
 す
る
と
き
の
回
路
に
は
大
き
く
三
通
り
の
も
の
が
あ
っ
た
」
と
 
し
て
、
 

三
 
-
 稲
作
共
同
体
の
組
織
原
理
に
密
着
し
た
儀
礼
に
お
い
て
 
は
 
（
 用
 ）
 

が
 、
二
一
一
祖
先
祭
祀
や
仏
事
に
お
い
て
は
 

A
q
W
 
）
が
、
二
三
生
 身
 の
 人
 

間
 に
た
く
 ゎ
 
え
ら
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
か
か
わ
る
儀
礼
に
お
 
 
 

（
 性
 ）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
（
あ
ち
ら
 
側
 ）
と
交
渉
す
る
回
路
と
な
っ
た
 、と
 

う
 。
も
ち
ろ
ん
、
長
年
に
わ
た
っ
て
重
層
的
に
構
築
さ
れ
伝
承
さ
 
れ
て
き
 

た
 億
社
と
い
う
も
の
の
 
複
 ム
ロ
 
的
 
・
多
義
的
な
性
格
か
ら
、
こ
れ
ら
 
 
 

ち
が
た
く
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
 

著
 者
の
関
 

心
は
 、
 目
 稲
の
祀
り
」
の
さ
ら
に
向
こ
う
に
隠
さ
れ
た
 王 
（
天
皇
  
 

割
 に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
見
方
は
大
き
く
二
つ
に
 
分
  
 

い
る
。
一
方
は
そ
れ
を
（
幸
一
正
）
に
関
係
づ
け
て
考
え
、
他
方
は
 

そ
れ
を
 

ム
件
）
に
関
係
づ
け
て
考
え
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
公
稲
）
 

と
 
い
う
 
そ
 

チ
ー
フ
と
い
う
よ
り
は
、
 

令
廿
と
 （
 性
 ）
と
い
う
「
儀
礼
上
交
換
 
可
能
な
 

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
ほ
た
ら
く
」
モ
チ
ー
フ
の
ほ
う
に
向
い
て
い
 
る
 。
 セ
ヨ
 

妖
 な
が
ら
、
テ
ー
マ
設
定
は
、
柳
田
民
俗
学
の
系
譜
よ
り
は
、
 

折
 国
民
俗
 

学
の
系
譜
を
読
み
込
む
こ
と
で
行
な
わ
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
回
路
の
検
討
を
通
じ
て
著
者
が
最
終
的
に
明
 
 
 

に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
の
は
、
（
神
と
王
権
）
の
問
題
、
 

つ
ま
り
 

「
支
配
と
服
従
と
い
う
人
類
典
を
つ
ら
ぬ
 
く
 
（
 
こ
 与
ら
 訓
 ）
の
 関
  
 

そ
の
背
後
に
神
と
い
う
（
あ
ち
ら
 側
 ）
の
力
を
前
提
に
し
て
成
り
 立
っ
て
 

き
た
…
・
・
・
き
わ
め
て
普
遍
的
か
つ
今
日
的
」
 

な
 問
題
で
あ
る
。
 
そ
 の
 具
体
 

的
な
作
業
が
 
、
 「
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
日
本
と
い
う
固
有
の
歴
史
 

 
 

に
 投
げ
込
ん
で
み
る
と
き
、
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
偏
光
作
用
が
生
 
じ
て
い
 

二
 

構
成
と
内
容
 

前
著
 
「
日
本
の
神
と
王
権
」
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
大
体
 

I
l
 

部
 に
は
神
の
発
生
を
へ
 
霊
 ）
と
へ
 性
 ）
の
回
路
を
通
じ
て
考
察
し
 た 論
文
 

が
、
 Ⅱ
部
に
は
天
皇
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
文
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
 
る
 。
 理
 

論
 的
な
骨
子
を
な
す
の
は
、
 
I
 部
の
最
初
の
二
論
文
、
す
な
わ
ち
 「
日
本
 

 
 

 
 

と
 祀
り
の
発
生
と
制
度
」
で
あ
る
。
 

I
 部
の
そ
の
他
の
論
文
、
お
 

ょ
び
 Ⅱ
 

部
の
天
皇
関
係
の
諸
論
文
は
、
そ
の
よ
う
な
へ
 
酸
 ）
と
へ
 性
 ）
 の
 回
路
に
 

よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
王
権
と
い
う
原
理
を
前
提
と
し
た
各
論
な
の
 
 
 

こ
で
は
冒
頭
の
二
論
文
の
内
容
の
み
を
検
討
す
る
。
 

「
日
本
の
神
の
発
生
古
代
の
 タ
マ
と
 カ
ラ
」
は
、
「
出
来
合
い
の
 
 
 

の
姿
が
登
場
す
る
以
前
の
 
、
 生
な
ま
し
い
神
々
の
息
吹
き
」
「
日
本
 
 
 

だ
い
た
も
っ
と
も
本
源
的
な
「
い
の
ち
の
感
覚
」
と
で
も
舌
口
う
べ
 

き
も
の
」
 

を
 再
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
、
「
身
体
 

-
 
カ
 
こ
 

は
 霊
魂
一
夕
マ
一
の
 
容
物
 」
と
い
う
折
口
信
夫
の
実
感
的
理
解
が
 し
ば
し
 

ぱ
 引
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
益
田
勝
美
氏
の
「
 
タ
マ
 が
 

る
か
」
を
問
 
う
 手
続
き
に
な
る
わ
け
で
あ
 
モ
 。
こ
れ
を
一
言
で
ま
 と
め
る
 

 
  

 

と
 、
日
本
の
王
権
儀
礼
の
な
か
の
（
 

紬
 ）
と
（
性
）
と
い
う
回
路
の
 解
明
、
 

 
 

 
 

と
い
う
テ
ー
マ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

近
著
「
折
口
信
夫
の
戦
後
天
皇
め
冊
」
は
、
初
出
の
時
期
は
前
著
 

の
 
後
半
 

と
 重
な
り
つ
つ
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
前
著
で
も
し
ば
し
ば
舌
口
 

及
 さ
れ
て
 

い
る
折
口
信
夫
に
 
佳
 
点
を
絞
り
、
そ
の
王
権
論
を
検
討
し
た
も
の
 

で
あ
る
。
 

「
戦
後
の
」
天
皇
論
は
、
当
然
「
戦
前
の
」
天
皇
論
と
の
対
比
で
一
 

小
さ
れ
 

る
の
で
、
折
口
信
夫
の
王
権
論
全
体
が
テ
ー
マ
と
い
え
る
。
 



 
 

 
 評

と
 

@
 
至
日
 
キ
 

カ
ラ
 に
宿
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
生
命
の
通
っ
て
い
る
カ
ラ
 全
 体
を
 、
、
 

.
 

一
身
一
と
い
う
」
と
す
る
説
を
高
く
評
価
し
、
こ
れ
は
「
古
代
日
本
 

 
 

ず
か
ら
の
身
体
の
な
り
た
ち
の
内
側
に
ひ
そ
か
に
感
じ
と
っ
て
 
い
 た
 始
原
 

の
 身
体
感
覚
」
を
正
確
に
指
摘
し
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
 
 
 

て
 、
折
口
の
「
た
ま
し
い
」
論
は
、
タ
マ
の
去
来
に
の
み
佳
日
 

す
 る
 結
果
、
 

天
 た
ま
し
い
）
を
附
着
さ
せ
る
容
器
と
し
て
の
身
体
へ
の
関
心
は
 低下
せ
 

ざ
る
を
え
な
い
」
の
で
、
益
田
 

説
 が
問
い
つ
め
よ
う
と
し
た
古
代
 日
本
人
 

の
 ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
身
体
感
覚
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
る
、
と
す
 
る
 O
 と
 

こ
ろ
が
こ
う
指
摘
し
た
あ
と
、
「
 
ミ
 」
説
に
よ
っ
て
折
口
説
を
修
正
 
す
る
の
 

は
 至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
著
者
は
た
だ
ち
に
、
 

「
タ
マ
」
 

が
 善
良
な
る
「
カ
ミ
」
（
守
り
神
 
一
と
 邪
悪
な
「
モ
ノ
」
石
下
り
 
伸
 一
に
分
 

化
す
る
と
い
う
折
口
説
の
再
検
討
に
移
っ
て
い
る
。
し
か
し
最
後
 に
ま
た
 

神
の
発
生
の
前
提
と
な
る
身
体
感
覚
の
問
題
に
も
ど
り
、
古
代
 
信
  
 

究
 に
お
い
て
（
身
体
）
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
 
か
を
 強
 

諭
 し
て
い
る
。
 

（
身
体
Ⅴ
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
当
地
（
 

性
 ）
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
 直
結
 

す
る
。
「
 崇
り
 神
と
始
祖
神
神
と
祀
り
の
発
生
と
 制
肚
 」
 論
 文
は
 

佐
藤
正
英
説
を
援
用
し
つ
つ
、
ま
ず
神
は
も
と
も
と
す
べ
て
 
崇
り
 神
 で
あ
 

っ
 た
と
い
う
指
摘
を
引
い
て
、
神
の
出
現
は
突
発
的
で
あ
り
、
 

そ
 の
 突
発
 

的
な
出
現
こ
そ
「
 
崇
り
 」
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
，
 
っ
な
 時
、
 

崇
り
 神
の
側
か
ら
一
方
的
に
命
じ
ら
れ
て
行
な
わ
れ
る
祭
祀
を
（
 発
生
 と
 

し
て
の
祀
り
）
、
そ
の
祭
祀
が
固
定
化
し
た
も
の
を
（
制
度
と
し
 
 
 

ヰ
ヒ
 し
て
、
新
た
に
呼
び
わ
け
て
い
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
 （
発
生
 

-
 し
て
の
祀
り
）
か
ら
（
制
度
と
し
て
の
祀
り
）
へ
の
移
行
が
 
、
出
 不
 0
%
 
耕
ド
 

@
 性
的
に
饗
応
す
る
「
神
の
女
」
と
い
う
（
性
）
の
回
路
、
神
人
 通婚
の
 

回
路
を
通
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
神
の
女
」
は
神
の
妻
 

 
 

伸
一
神
の
子
孫
、
神
の
祭
祀
者
一
の
母
で
も
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
 

、
、
つ
 

カ
 

て
の
 票
り
 神
が
血
縁
関
係
を
も
っ
た
守
り
神
に
な
り
、
（
制
度
と
 
 
 

祀
り
）
で
祀
ら
れ
る
神
に
な
る
。
こ
こ
に
王
権
の
発
生
基
盤
が
あ
 る
が
、
 

著
者
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
（
制
度
と
し
て
の
祀
り
）
を
掌
握
し
 て
 権
力
 

0
 座
に
君
臨
し
た
 ヒ
コ
 に
と
っ
て
、
「
予
測
を
許
さ
ぬ
 
崇
り
 神
の
 
窓
意
性
 

を
 内
包
」
し
た
「
 ヒ
メ
 の
 霊
 能
力
」
は
今
や
厄
介
な
代
物
と
し
て
   

除
さ
れ
る
に
い
た
り
、
（
神
の
妻
）
た
る
 

ヒ
メ
 は
必
然
的
に
没
落
  
 

く
他
 な
い
こ
と
を
、
ど
こ
か
し
ら
惜
し
げ
に
指
摘
し
て
い
る
。
 ，
 」
れ
は
、
 

ハ
 
%
 主
 と
し
て
 
方
 祀
り
）
に
見
ら
れ
た
 
へ
 あ
ち
ら
 
側
 ）
と
（
 こ
  
 

の
 突
発
的
な
 
、
へ
五
 
）
と
（
性
）
の
回
路
を
通
し
た
、
し
た
が
っ
て
 

生
々
 し
 

い
 交
渉
が
 、
 （
制
度
と
し
て
の
祀
り
）
に
押
さ
え
こ
ま
れ
る
こ
と
 

に
よ
っ
 

て
 、
権
力
構
造
へ
と
転
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
、
痛
切
な
思
い
 か
ら
き
 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

近
著
「
折
口
信
夫
の
戦
後
天
皇
ス
型
に
お
い
て
も
、
折
口
の
天
皇
 
 
 

検
討
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
こ
の
「
 霊
 」
と
「
性
」
お
よ
び
「
 王
 権
 」
 の
 

モ
チ
ー
フ
を
さ
ら
に
追
求
し
、
突
き
詰
め
て
い
る
。
自
説
を
組
み
 
立
て
る
 

部
品
と
し
て
、
折
口
説
を
敷
桁
し
て
採
用
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
 
 
 

ら
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
要
旨
に
な
 

壬
 。
 

「
女
帝
」
「
由
里
 命
 」
は
臨
時
的
・
補
助
的
な
存
在
で
は
な
く
、
 

む
 し
ろ
 

神
の
言
を
取
り
継
ぐ
者
と
し
て
、
「
中
重
合
単
独
の
制
度
が
本
来
 

」
の
形
で
 

あ
る
が
、
そ
れ
が
天
皇
の
血
に
よ
る
継
承
が
制
度
化
さ
れ
て
以
来
 
没
落
し
 

 
 

た
 
（
「
「
女
帝
号
」
は
な
ぜ
書
か
れ
た
か
 ヒ
 。
系
図
に
連
な
る
祖
先
 神
の
崇
 

拝
 が
神
道
の
宗
教
性
を
阻
害
し
て
き
た
が
、
「
宗
教
上
の
神
」
は
系
 

諸
 
に
連
打
 

 
 

な
ら
な
い
「
む
す
び
」
の
神
以
外
に
な
い
 

字
 日
本
神
道
の
（
対
抗
 
宗
教
 改
 



三
 
深
層
文
化
論
と
し
て
の
評
価
 

両
書
は
 、
課
題
発
想
、
分
析
視
点
、
概
念
設
定
の
す
べ
て
に
わ
た
 

っ
て
 、
 

標
準
的
な
深
層
文
化
論
に
属
し
て
い
る
の
で
、
評
者
の
関
心
に
引
 
き
つ
け
 

す
ぎ
る
と
い
う
お
叱
り
を
覚
悟
の
上
で
、
最
後
に
そ
の
観
点
か
ら
 
評
価
し
 

て
み
る
。
 

ま
ず
、
「
日
本
の
神
と
王
権
口
を
み
る
と
、
「
本
源
」
「
始
原
」
「
 
発
 生
一
 
」
 

「
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
」
「
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
「
 原
像
 」
な
ど
の
キ
ー
ワ
 
 
 

示
唆
す
る
よ
う
に
、
深
層
文
化
論
の
モ
チ
ー
フ
が
随
所
に
見
ら
れ
 
る
 。
 そ
 

こ
で
追
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
日
本
人
の
い
だ
い
て
い
た
も
っ
と
 

0
 本
源
 

的
な
「
い
の
ち
の
感
覚
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
、
さ
ら
に
は
そ
 
の
 始
原
 

の
 感
覚
の
背
後
に
ひ
そ
れ
で
 

い
 た
（
た
ま
し
い
）
 
-
 
タ
マ
一
の
は
 
た
ら
き
」
 

-
 
五
頁
一
で
あ
り
、
「
古
代
日
本
人
が
み
ず
か
ら
の
身
体
の
な
り
た
 

 
 

側
に
ひ
そ
か
に
感
じ
と
っ
て
い
た
始
原
の
芽
体
感
覚
」
一
九
 

｜
一
 0
 貞
一
で
 

あ
り
、
「
神
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
「
 
崇
り
 神
の
原
 像
 」
一
四
四
 ｜
 四
五
 貞
一
な
 

革
 ）
の
プ
ラ
ン
 
ヒ
 。
海
の
神
と
山
の
神
を
め
ぐ
る
歴
史
的
な
系
統
 払冊
 

-
-
@
@
@
 

Y
 
寸
ひ
、
 

伸
 
-
 マ
レ
 ビ
 ト
一
と
精
霊
（
マ
レ
 
ビ
ト
 の
呪
言
に
圧
服
さ
れ
る
 
土
  
 

幸
一
皿
一
の
対
立
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
よ
っ
て
構
造
的
に
と
ら
え
な
 
お
す
 こ
 

と
が
で
き
、
こ
の
構
造
は
文
芸
、
芸
能
、
国
家
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
 
る
一
 「
 
神
 

と
 精
霊
の
対
立
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
㍉
一
方
ま
た
「
神
と
精
霊
 

の
 対
立
」
 

と
い
う
パ
ラ
タ
イ
ム
は
、
精
霊
が
 

へ
性
 Ⅴ
を
変
数
に
し
て
分
化
す
 る
と
、
 

神
と
神
の
嫁
の
ぺ
 
ア
 関
係
に
も
対
応
す
る
 一
 
「
（
 
神
 ）
観
念
と
（
性
 
 
 

タ
フ
ァ
ー
」
Ⅰ
な
ど
で
あ
る
。
王
権
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
前
著
 
で
は
 暗
 

示
 的
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
近
著
で
は
折
口
説
を
 
 
 

る
か
た
ち
で
、
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
 

の
で
あ
る
。
 

近
著
「
折
口
信
夫
の
戦
後
天
皇
 仏
 型
で
は
、
こ
の
 視
占
 は
さ
ら
に
 1
8
2
 

か
に
な
り
、
「
神
の
系
統
を
何
ら
か
の
歴
史
的
経
過
に
も
と
づ
い
 

て
 説
明
 

 
 

し
よ
う
と
す
る
方
法
は
舌
口
外
の
う
ち
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
…
…
 

そ
   

日
本
の
神
の
系
統
論
を
償
う
か
の
よ
う
に
…
…
構
造
論
的
視
点
か
 
ら
と
ら
 

え
る
」
一
八
九
頁
 -
 と
か
、
「
折
口
 宇
 に
と
っ
て
の
通
奏
低
音
的
 
役
 割
 を
に
 

な
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
が
（
 

性
 ）
を
め
ぐ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
 り
 」
一
一
 

0
 八
頁
 -
 な
ど
と
述
べ
ら
れ
、
折
口
学
を
「
通
奏
低
音
」
と
い
う
 
深
層
 文
 

化
論
 特
有
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
お
い
て
、
ま
た
構
造
分
析
と
い
う
 
深
 属
文
化
 

論
 愛
用
の
方
法
に
お
い
て
、
と
ら
え
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
 

わ
か
る
。
 

こ
れ
は
、
実
証
史
学
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
作
業
で
は
有
効
に
 
扱
え
 

な
 い
 モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
著
者
白
身
は
 

、
 白
ら
の
課
題
発
想
 一
深
 
属
文
化
 

論
 に
属
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
 

-
 の
有
効
性
を
、
そ
れ
ら
の
 
ア
  
 

チ
の
 非
生
産
性
と
対
 
暗
 さ
せ
る
こ
と
で
、
玉
帳
し
て
い
る
。
具
体
 
 
 

「
日
本
の
神
と
王
権
  

に
お
い
て
は
、
岡
田
荘
司
氏
に
よ
る
実
証
 
史
学
的
 

な
 「
天
皇
霊
の
秘
儀
」
論
批
判
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
折
口
信
夫
の
 

戦
後
天
 

白
 義
理
に
お
い
て
は
、
諏
訪
春
雄
氏
に
よ
る
折
口
信
夫
の
全
体
現
 払
珊
血
り
実
 

証
 主
義
的
な
批
判
と
、
村
井
 紀
 氏
に
よ
る
折
口
学
説
の
イ
デ
オ
ロ
 

 
 

 
 

 
 

「
大
嘗
祭
 

"
 
真
床
積
金
 "
 論
と
寝
 座
の
意
味
」
と
題
す
る
岡
田
 
論
文
 

は
 、
折
口
の
大
嘗
祭
輪
の
中
核
を
な
す
「
マ
ド
 コ
 オ
フ
ス
マ
儀
礼
 
」
論
を
 

姐
 上
に
あ
げ
て
、
そ
の
 
ょ
う
 な
秘
儀
は
文
献
に
は
一
切
見
ら
れ
な
 い
、
 

た
が
つ
て
な
か
っ
た
の
だ
と
し
て
、
折
口
説
全
体
を
否
定
し
去
っ
 
て
 評
判
 

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
著
者
は
、
神
と
神
を
祀
 
る
 者
と
 

の
 交
渉
が
一
般
に
「
性
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
」
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
 

「
文
化
 



題
 の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
宗
教
文
化
の
深
層
研
究
の
好
例
と
し
 
て
、
任
 

人
類
学
や
宗
教
学
に
も
と
づ
く
象
徴
論
・
権
力
論
の
教
え
る
と
こ
 
ろ
で
は
 

な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
到
達
度
と
、
「
実
証
史
学
の
 

到
達
度
」
目
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
 

と
の
、
「
如
何
と
も
し
が
た
い
落
差
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
諏
訪
 

春
 雄
 氏
に
 

つ
い
て
も
同
様
な
批
判
で
あ
る
。
村
井
 

紀
 氏
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 
批
 判
 に
つ
 

い
て
は
、
折
口
の
戦
争
責
任
を
問
う
こ
と
や
、
戦
後
の
「
時
流
に
 

乗
っ
た
」
 

発
言
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
政
治
の
人
で
は
な
か
っ
た
「
折
口
 
批
  
 

ど
こ
ろ
」
を
は
ず
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
 

生
産
的
 

な
 折
口
批
判
は
、
実
証
史
学
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
レ
ベ
ル
で
 

 
 

折
口
説
に
対
抗
で
き
る
「
大
胆
で
創
造
的
な
説
明
モ
デ
ル
」
を
 口
 
王
 示
す
る
 

構
造
論
の
レ
ベ
ル
、
つ
ま
り
深
層
文
化
論
の
レ
ベ
ル
で
し
か
行
え
 
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
深
層
構
造
論
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
折
口
 
説
を
 

乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
 
 
 

口
 自
身
に
お
け
る
実
証
学
へ
の
傾
向
に
対
す
る
批
判
と
な
っ
て
も
 いる
。
 

つ
主
ヴ
、
 「
か
つ
て
神
と
精
霊
の
対
立
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
も
 
と
に
 置
 

か
れ
、
実
体
概
念
か
ら
方
法
概
念
へ
の
飛
躍
を
と
げ
た
か
に
見
え
 
 
 

0
%
 

）
や
（
ま
れ
 

び
と
 ）
と
い
う
折
口
名
彙
」
が
、
晩
年
の
折
口
 に
よ
っ
 

て
 
「
再
び
歴
史
的
事
実
の
側
に
揺
り
戻
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
 

る
 」
 こ
 

と
を
指
摘
し
、
そ
の
原
因
を
「
当
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
文
学
と
芸
能
 
の
 発
生
 

論
 に
限
定
さ
れ
、
つ
い
に
国
家
あ
る
い
は
権
力
の
発
生
論
に
ま
で
 
深
め
ら
 

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
も
の
」
と
解
釈
 
 
 

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
折
口
の
「
神
道
宗
教
化
」
論
が
流
産
し
た
 こ
と
と
 

 
 

 
 

 
 

者
の
今
後
の
課
 

  



本
書
は
「
日
本
宗
教
民
俗
学
研
究
会
」
に
よ
る
「
日
本
宗
教
民
俗
 字
義
 

書
 @
 」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
内
容
は
五
部
編
成
で
、
著
者
は
「
 序
 に
が
 

え
て
」
に
お
い
て
、
「
第
一
編
で
は
、
稲
荷
山
の
上
に
対
す
る
民
間
 

信
仰
は
 、
 

屋
敷
神
や
地
主
神
の
大
部
分
が
稲
荷
 神
 で
あ
る
宗
教
現
象
と
同
質
 の
も
の
 

で
あ
る
こ
と
と
、
屋
敷
神
稲
荷
や
城
鎮
守
稲
荷
の
祭
祀
過
程
を
と
 
お
し
て
、
 

祖
霊
信
仰
と
穀
霊
信
仰
が
一
体
化
し
て
、
屋
敷
神
稲
荷
の
信
仰
が
 形
成
さ
 

れ
た
状
況
を
記
述
。
第
二
編
で
は
、
水
神
稲
荷
や
御
霊
稲
荷
、
 
砥
 国
里
 稲
 

荷
 、
医
薬
の
神
稲
荷
、
 庖
 宿
神
稲
荷
、
勝
利
 伸
 稲
荷
、
 蚕
神
 稲
荷
  
 

諸
相
を
略
述
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
相
観
念
を
民
間
に
流
 
而
 し
て
 

い
っ
た
の
が
、
修
験
や
陰
陽
師
な
ど
の
宗
教
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
 
追
求
し
 

た
 」
。
そ
し
て
「
第
三
編
で
は
、
弘
法
大
師
伝
承
を
付
随
す
る
稲
荷
 

 
 

東
寺
系
聖
の
関
与
、
奈
 
吉
尼
天
 稲
荷
の
信
仰
が
民
間
に
伝
播
さ
れ
 た
 過
程
、
 

伏
見
稲
荷
本
願
所
の
愛
染
寺
住
持
天
河
上
人
と
 茶
吉
尼
 元
信
仰
 の
関
わ
 

り
 、
修
験
の
宗
教
活
動
と
弁
財
天
稲
荷
信
仰
、
火
の
神
稲
荷
の
成
 
-
 
エ
 過
程
、
 

海
の
修
験
と
稲
荷
信
仰
な
ど
に
つ
い
て
考
証
し
た
。
第
四
編
で
は
 
、
稲
荷
 

信
仰
を
と
お
し
て
 狐
 伝
承
や
狸
伝
承
が
示
す
宗
教
的
要
因
を
分
析
 
 
 渉

 

高
橋
 

岩
田
書
院
一
九
九
四
年
一
二
月
刊
 

A
5
 判
六
四
八
頁
一
五
、
二
四
四
円
 

大
森
恵
子
 著
 

「
稲
荷
信
仰
と
宗
教
民
俗
」
 

や
 狸
が
暗
示
す
る
宗
教
的
特
質
を
中
心
に
」
検
討
、
最
後
に
第
五
 

編
で
 「
 愛
 

 
 

染
寺
よ
り
勧
請
し
た
稲
荷
の
事
例
を
摘
出
し
、
文
献
・
水
孔
 

神
体
・
 

比
 

勧
請
証
書
・
 
社
伝
 の
う
え
か
ら
、
愛
染
寺
が
実
施
し
た
稲
荷
信
仰
 
流
布
 活
 

 
 

動
の
実
態
に
つ
い
て
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
伏
見
稲
荷
の
祠
官
家
が
 
 
 

う
 な
宗
教
活
動
を
展
開
し
た
の
か
、
伏
見
稲
荷
の
祈
 
席
と
 神
霊
 授
 与
 の
 面
 

を
文
献
や
記
録
か
ら
記
述
し
た
」
と
、
自
ら
内
容
を
要
約
し
て
い
 
る
 。
 

一
方
「
あ
と
が
き
」
で
著
者
は
、
か
つ
て
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
 

五
来
 

氏
か
ら
、
女
性
言
葉
は
使
 う
な
 、
女
性
言
葉
で
発
表
す
る
と
研
究
 成
果
が
 

半
減
す
る
、
自
分
を
女
性
と
感
じ
る
な
、
な
ど
と
指
示
さ
れ
、
 

稲
 荷
 に
関
 

す
る
原
稿
の
執
筆
依
頼
を
受
け
て
五
来
氏
を
訪
れ
た
と
き
に
は
、
 

先
生
の
 

目
は
急
に
鋭
く
な
り
、
激
し
い
ロ
調
で
、
あ
な
た
は
稲
荷
の
研
究
 
者
で
は
 

な
れ
、
あ
な
た
の
現
状
で
は
 

奈
吉
尼
 元
信
仰
を
中
心
に
論
文
を
圭
 
日
 乙
 
{
 Ⅰ
こ
と
 

は
で
き
な
い
、
す
ぐ
に
断
り
状
を
書
き
な
き
い
、
 

禾
執
な
 論
文
を
 掲
載
し
 

て
 恥
を
か
く
く
ら
い
な
ら
断
っ
た
方
が
あ
な
た
の
た
め
で
す
よ
と
 
言
わ
れ
 

た
、
 等
々
の
次
第
を
経
て
、
稲
荷
研
究
を
進
め
て
来
た
と
記
し
て
 
 
 

こ
の
五
来
 氏
 に
は
、
例
え
ば
「
山
岳
宗
教
史
研
究
叢
書
は
口
所
収
 
 
 

の
論
 稿
に
、
「
私
が
庶
民
信
仰
と
よ
ん
で
い
る
の
は
、
原
始
宗
教
と
 

ょ
ん
で
 

も
 民
族
宗
教
あ
る
い
は
民
俗
信
仰
、
俗
信
と
よ
ん
で
も
よ
い
の
 
で
あ
る
 

が
 、
民
族
宗
教
や
原
始
宗
教
 一
 
固
有
信
仰
 一
 と
い
う
も
の
は
主
と
 
し
て
 庶
 

民
 の
あ
 い
 だ
に
伝
承
さ
れ
て
残
存
し
て
い
る
の
で
、
庶
民
信
仰
 と よ
ぶ
こ
 

と
に
し
て
い
る
」
 
-
 傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
様
 -
 と
記
述
さ
れ
 
る
よ
う
 

に
 、
用
語
に
対
す
る
か
な
り
ル
ー
ス
な
対
応
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
 よう
な
 

姿
勢
は
、
上
記
引
用
文
中
の
 -
 原
始
宗
教
（
固
有
信
仰
こ
の
如
く
 、
意
味
 

の
 異
な
る
用
語
を
説
明
無
し
に
た
だ
括
弧
に
入
れ
て
記
述
す
る
 
方
 式
 を
含
 

め
 、
本
書
の
著
者
に
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
 い
 る
 。
 



書評と紹介 

一
般
に
 、
 神
々
や
精
霊
、
信
仰
、
表
象
、
観
念
な
ど
の
術
語
で
表
 わ
さ
 

れ
る
（
体
験
的
事
象
）
を
対
象
に
含
む
研
究
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
 
 
 

億
が
 、
自
然
科
学
の
場
合
と
異
な
っ
て
 "
 
物
質
的
 "
 客
観
性
を
も
 
た
な
い
 

が
 故
に
、
概
念
を
い
っ
そ
う
明
確
に
規
定
し
て
使
用
す
べ
き
こ
と
 
は
 自
明
 

で
あ
ろ
う
。
と
く
に
へ
宗
 
孜
 ）
 と
亡
 信
仰
）
に
つ
い
て
は
、
世
に
 「
山
ホ
 

皓
別
弘
 

音
楽
」
を
「
信
仰
音
楽
」
と
称
す
る
例
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
「
 
哲
 学
的
 信
 

仰
 」
を
「
哲
学
的
宗
教
」
に
換
え
る
用
語
法
も
な
い
と
い
 三
 =
 
皐
 叫
 慣
用
の
 

他
に
、
 
王
と
し
て
欧
米
の
学
界
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
呪
術
と
め
 

示
教
 

7
 
0
 

問
題
に
関
し
、
所
論
に
お
い
て
両
者
を
明
確
に
区
別
し
た
、
例
え
 
ば
 マ
リ
 

ノ
 ウ
ス
キ
ー
が
 、
へ
 呪
術
的
信
仰
）
と
（
 ぁ
 
ホ
教
師
信
仰
）
の
語
を
別
 
様
に
使
 

用
 し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
了
知
す
れ
ば
、
宗
教
と
信
仰
の
二
話
 
を
 そ
れ
ら
 

の
 論
考
に
言
及
す
る
こ
と
も
な
く
、
 

窓
意
 的
に
置
き
換
え
、
あ
る
 

ぃ
は
混
 

用
 す
る
用
語
法
は
、
そ
の
分
析
レ
ベ
ル
を
お
の
ず
か
ら
低
き
に
 
止
 め
る
で
 

あ
ろ
う
。
術
語
は
西
欧
語
と
の
対
応
に
も
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
 
る
 。
 

以
下
で
は
攻
の
三
項
目
を
（
但
書
き
）
と
し
て
、
本
書
に
見
ら
れ
 
る
主
 

な
 問
題
点
を
あ
げ
て
見
よ
う
。
即
ち
 、
 Ⅲ
「
問
題
点
」
は
、
字
数
 か
 
り
都
ム
 
口
 

か
ら
、
長
い
引
用
な
し
に
も
そ
の
問
題
性
が
比
較
的
理
解
さ
れ
や
 
す
い
と
 

思
わ
れ
る
事
項
を
選
ぶ
 
、
 ㈲
「
 彗
 @
 
ロ
 」
に
つ
い
て
は
、
概
念
規
定
 な
ど
を
 

含
め
、
す
で
に
発
表
し
た
評
者
自
身
の
研
究
や
仮
説
を
基
底
に
お
 
き
、
 記
 

述
 す
る
、
㈹
「
引
用
」
に
際
し
て
は
、
引
用
事
項
に
対
応
す
る
 
本
 書
の
中
 

の
 主
な
 頁
 だ
け
を
選
び
、
括
弧
内
の
数
字
で
表
示
す
る
、
以
上
で
 
あ
る
。
 

ま
ず
、
用
語
の
問
題
と
論
理
の
運
び
を
見
よ
う
。
例
え
ば
著
者
は
 「
①
 

キ
ツ
ネ
 
一
狐
 ）
の
名
称
が
食
物
の
根
元
 霊
 を
あ
ら
れ
す
こ
と
は
 

 
 

不
の
古
語
が
「
 
ケ
ツ
 ネ
ロ
と
い
う
方
言
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
こ
 

と
を
 見
 

て
も
明
ら
か
」
 
宜
ま
 、
番
号
は
引
用
者
、
以
下
同
様
 -
 だ
と
舌
口
 
ぅ
 。
 -
@
 

論
は
バ
 
狐
の
古
語
が
あ
っ
た
、
そ
れ
は
 

ケ
ツ
ネ
 
と
い
う
地
域
 
語
に
 な
っ
た
 
、
 

富
 
ず
畿
れ
 

そ
 
は
 
こ
 

 
 

が
 「
 
ケ
ツ
ネ
 
」
と
い
う
万
言
に
な
っ
た
と
い
う
断
定
は
挙
証
を
欠
 

 
 

か
ら
「
②
」
は
 

、
 実
は
 -
 
動
物
の
狐
を
 
ケ
ッ
ネ
と
 
発
音
す
る
地
域
が
 

存
在
す
 

る
 -
 旨
の
設
定
に
し
か
な
ら
な
い
。
日
本
語
学
は
近
年
八
万
言
）
 

の
 語
を
 

避
け
る
傾
向
に
あ
る
が
、
仮
に
「
万
 

@
-
 

ロ
 
」
を
語
る
な
ら
、
 

"
 
古
語
が
 
キ
ツ
 
不
 

 
 で

は
な
く
 
ケ
ツ
ネ
 
に
な
っ
た
 
"
 と
し
て
、
「
 

ケ
ツ
ネ
 
」
に
殊
更
意
味
 

を
も
た
 

せ
よ
う
と
す
る
前
に
、
ま
ず
 

F
 ニ
と
ヨ
 匹
の
誰
 昔
等
 、
万
言
 
Ⅰ
 
ハ
 
り
土
日
 

韻
 

論
 的
問
題
が
質
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
但
し
 

、
 何
に
せ
よ
、
 
，
 
@
 
の
 「
②
」
 

に
 、
動
物
の
 "
 
狐
 "
 と
 "
 
根
元
 霊
 と
し
て
の
 
ケ
 ツ
ネ
 宜
 ㏄
し
な
る
 
 
 

を
 結
び
つ
け
る
契
機
は
 

、
 何
も
示
さ
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
例
え
 

-
 
 
 

ツ
ネ
と
 
発
目
引
引
地
域
 

-
 が
 其
処
此
処
に
在
っ
た
と
し
て
も
、
 

こ
  
 

域
の
存
在
）
自
体
が
、
上
記
、
キ
ツ
ネ
な
る
語
は
食
物
の
根
元
義
 

を
 表
す
 、
 

 
 

 
 

樹
 -
 
ネ
こ
と
分
解
し
て
み
て
も
、
そ
の
 

ケ
ツ
ネ
 
が
「
 
狐
 」
に
な
る
 
 
 

 
 

 
 

は
な
い
。
流
説
な
ら
、
狐
の
古
語
は
 

キ
ツ
 だ
っ
た
と
か
、
 

キ
は
臭
 
で
ネ
 は
 

 
 

 
 

 
 

大
 だ
と
も
言
 
う
 。
そ
れ
に
し
て
も
、
狐
は
 

"
 
食
物
の
根
元
 
霊
 Ⅱ
 ケ
  
 

の
 化
身
と
し
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
動
物
 

宜
 ㏄
と
だ
、
な
ど
と
 

 
 

何
を
根
拠
に
そ
う
断
定
す
る
の
か
。
 



ま
た
、
氏
は
「
日
本
書
紀
」
が
「
食
物
神
は
保
食
神
 -
 
稲
荷
伸
一
 
 
 

て
い
る
」
 
官
 ㏄
と
と
ミ
ロ
 う
 。
し
か
し
室
日
 紀
 」
に
「
稲
荷
 神
 」
 の
 詰
 は
 無
 

い
 。
ま
た
後
か
ら
稲
荷
に
当
て
ら
れ
た
神
名
に
は
多
く
の
異
説
が
 
立
て
 も
 

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
考
量
す
れ
 
ば
、
 氏
が
 
@
 
保
食
神
 
-
 
稲
荷
 

神
 こ
と
書
い
て
、
星
目
細
」
が
あ
た
か
も
稲
荷
を
保
食
神
だ
と
 
規
 定
 し
て
 

い
る
か
の
よ
う
に
示
す
筆
法
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
東
京
 
何
 の
「
 於
 咲
 稲
荷
」
 

ほ
 つ
い
て
は
、
氏
は
そ
の
呼
称
が
、
近
世
こ
の
地
に
住
ん
だ
 

於
咲
  
 

老
婆
に
由
来
す
る
と
の
伝
承
を
記
し
、
次
い
で
「
老
婆
の
御
霊
を
 稲
荷
 神
 

 
 

み
さ
き
 

一
 
御
前
 こ
 と
称
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
出
て
く
る
」
 

C
 の
 o
-
 と
 舌
口
，
 

っ
 。
 氏
 

に
お
け
る
こ
の
「
可
能
性
」
の
出
処
は
、
ど
う
や
ら
 "
 
御
霊
と
 こ
 サ
キ
 "
 

に
関
す
る
氏
の
勝
手
な
（
観
念
 

沖
た
 ）
の
如
き
も
の
、
の
よ
う
で
 

あ
る
。
 

つ
ま
り
「
ミ
サ
キ
」
な
る
舌
口
 藤
 に
付
会
さ
せ
よ
う
と
す
る
 
皿
笠
刊
提
 
の
 
"
 五
皿
 

目
合
わ
せ
 "
 で
し
か
な
い
。
こ
九
は
 
、
 氏
の
言
 う
 
「
語
呂
合
わ
せ
 信
仰
」
 

宙
 「
③
の
、
今
日
に
お
け
る
生
き
た
具
体
何
で
も
示
す
心
算
 か 。
 

著
者
は
「
猪
の
上
に
狐
が
乗
っ
て
い
る
像
は
 、
 ①
猪
が
山
の
神
の
 
化
身
 

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
②
山
の
神
は
田
の
神
で
も
あ
る
と
、
 

信
 

で
、
一
万
の
狐
は
田
の
神
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
観
念
か
 

 
 

 
 

た
 結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
」
（
 
N
g
 

）
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
②
」
 

に
あ
る
 

所
謂
 
"
 山
の
神
、
田
の
神
交
替
 説
 "
 は
 、
 （
信
仰
者
の
観
念
内
容
）
 
を
そ
の
 

ま
ま
 皿
 批
判
的
に
（
概
念
）
に
移
そ
う
と
い
う
事
例
だ
が
、
信
仰
 者
の
観
 

念
 な
い
し
信
仰
内
容
は
そ
う
で
あ
れ
、
例
え
ば
 "
 第
三
の
神
 "
 が
  
 

を
 往
き
来
す
る
と
見
る
の
か
、
或
い
は
帯
に
同
じ
神
の
呼
称
の
変
 
化
と
解
 

す
る
の
か
な
ど
、
本
来
学
術
用
語
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
へ
概
念
Ⅴ
 

と
し
て
 

の
 要
件
を
追
求
す
る
姿
勢
は
こ
こ
で
も
全
く
見
ら
れ
な
い
。
上
の
 
引
用
文
 

は
 著
者
の
解
釈
を
提
示
し
た
も
の
で
、
そ
の
限
り
で
内
容
の
整
 
ム
 ロ
 性
を
求
 

め
ら
れ
よ
う
が
、
こ
の
「
①
」
「
②
」
を
合
わ
せ
る
と
、
（
猪
は
狐
 

 
 

 
 

る
 ）
な
ど
と
い
う
、
何
や
ら
意
味
不
明
な
命
題
が
生
ま
れ
る
の
だ
 
 
 

 
 
 
 

冒
頭
で
一
部
示
し
た
よ
 
ヮ
 に
、
著
者
は
「
海
神
稲
荷
」
云
々
と
数
 多
く
け
 

の
 稲
荷
神
を
作
り
出
す
。
そ
の
制
作
過
程
は
、
ま
ず
「
 
龍
燈
 
・
 狐
 火
 ・
 稲
 

妻
 ・
太
陽
・
 
月
 」
な
ど
を
「
光
源
」
と
総
称
す
る
と
決
め
、
次
に
 
は
 
「
 こ
 

れ
ら
の
光
源
を
稲
荷
神
と
し
て
祭
祀
す
る
事
例
」
を
幾
つ
か
挙
げ
 
て
 当
の
 

稲
荷
の
神
々
に
「
光
源
 神
 稲
荷
」
の
名
を
付
与
す
る
三
り
 
巴
 
と
か
 、
ま
た
 

 
 

稲
荷
 神
が
 
「
井
戸
や
清
水
，
 

池
 ，
 滝
 ・
 川
 ・
海
の
そ
ば
に
、
 

 
 

の
神
・
海
の
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
る
場
合
」
が
あ
る
と
し
て
「
 

 
 

荷
 」
を
創
出
す
る
（
 N
 ）
と
、
な
ど
の
よ
う
な
 
"
 手
法
 "
 で
あ
る
。
後
 者
の
場
 

合
 に
は
、
東
京
早
稲
田
の
「
水
稲
荷
神
社
」
の
伝
承
が
援
用
さ
れ
 
 
 

る
コ
 0
%
 。
多
様
な
稲
荷
神
は
 
、
 氏
が
「
分
類
」
と
称
す
る
作
業
に
 
お
い
て
 

も
 現
れ
る
。
例
え
ば
、
「
火
防
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
稲
荷
 

神
が
 祭
祀
 さ
れ
た
 

動
機
に
則
し
て
分
類
す
る
と
、
火
防
を
願
っ
て
勧
請
祭
祀
さ
れ
た
 
稲
荷
、
 

焼
け
残
っ
た
稲
荷
、
犬
伏
霊
験
 譚
が
 付
随
す
る
稲
荷
、
と
三
種
に
 
 
 

 
 れ

る
。
次
に
火
防
に
霊
験
あ
ら
た
か
な
稲
荷
神
を
宗
教
的
要
因
に
 
基
づ
い
 

て
 分
類
す
る
と
、
 
崇
り
神
 稲
荷
，
託
宣
稲
荷
・
 
夢
告
 稲
荷
・
 

稲
荷
・
 

狸
神
 

稲
荷
・
水
神
稲
荷
，
・
鍛
冶
 
神
 稲
荷
な
 

ど
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
 

ざ
 ㌧
ご
と
い
う
 
旦
 人
ロ
で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
う
し
て
多
様
な
稲
荷
神
を
羅
列
す
る
一
万
で
、
氏
は
 
、
 稲
荷
 

神
は
、
民
俗
的
稲
荷
、
神
道
的
稲
荷
、
仏
教
的
稲
荷
の
三
種
に
大
 
別
 で
き
 

る
 
-
&
 

い
ご
と
舌
口
 

う
 。
但
し
氏
の
 
"
 分
類
 "
 は
、
「
仏
教
的
稲
荷
伸
 
-
 奈
吉
尼
 

さ
に
寄
せ
ら
れ
た
信
仰
が
、
現
在
も
民
俗
的
稲
荷
神
の
信
仰
の
 な
か
に
 

生
き
続
け
て
い
る
場
面
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
」
 

さ
い
コ
 
と
か
 、
或
い
 



書評と紹介 

は
 
「
祖
霊
稲
荷
は
 、
 Ⅰ
面
で
 
川
 御
霊
稲
荷
に
も
分
類
で
き
る
宗
教
 的
 要
因
 

引
引
引
」
 
一
 
2
2
 
ど
な
ど
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
区
分
自
体
さ
え
 暖
 味
 な
持
 

 
 

 
 

ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
 
ル
 の
 
へ
 
プ
レ
ロ
ジ
ッ
ク
）
の
世
界
が
、
あ
た
か
 も 現
に
 

存
在
す
る
か
の
よ
う
な
絵
図
を
呈
示
す
る
。
上
記
の
引
用
で
は
、
 

二
 箇
所
 

に
 
「
大
別
」
と
あ
り
、
ど
れ
が
上
位
の
分
類
 

項
 な
の
か
、
そ
れ
さ
 
え
 定
か
 

で
は
な
い
。
仮
に
、
民
俗
的
、
神
道
的
、
お
よ
び
仏
教
的
、
 

と
ぃ
  
 

に
よ
 る
 
"
 稲
荷
三
種
。
を
上
位
の
区
分
肢
だ
と
し
て
も
、
次
に
は
 
多
種
多
 

様
な
稲
荷
 伸
群
が
 
、
そ
の
区
分
肢
に
何
を
基
準
に
ど
う
類
別
さ
  
 

 
 

 
 

｜
ス
が
 
（
パ
ン
セ
・
 ソ
 ヴ
ァ
ー
ジ
ュ
）
に
も
認
め
ら
れ
る
と
説
い
 

た
、
分
 

類
の
論
理
性
、
体
系
性
が
全
く
見
当
た
ら
な
い
の
だ
。
氏
は
「
 
仏
 教
内
 稲
 

荷
 信
仰
の
根
源
」
を
、
「
太
古
に
遡
る
祖
霊
信
仰
に
端
を
」
発
し
 
た
 
「
 
仏
 

舎
利
一
釈
迦
の
垂
 已
 
に
対
す
る
信
仰
」
 
宜
 ㌧
 
巳
 
だ
と
言
う
。
し
か
 
 
 

断
定
に
つ
い
て
も
、
仏
舎
利
が
何
故
「
釈
迦
の
霊
」
と
な
る
の
目
 

、
 

"
 
 １
 

 
 

の
 
「
仏
舎
利
信
仰
」
は
印
度
に
お
け
る
信
仰
 

現
巾
か
 、
な
ど
、
 不
 明
 な
事
 

柄
 が
次
々
に
湧
出
す
る
。
そ
し
て
こ
の
重
大
な
断
定
に
間
し
て
も
 
、
 氏
は
 

そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
や
論
証
の
提
示
を
等
閑
に
付
し
た
ま
ま
、
 

已
む
。
 

神
 で
あ
る
と
い
え
よ
 
う
 。
 ｜
 
一
路
 一
｜
 ま
す
ま
す
稲
荷
信
仰
の
本
 

う
の
だ
。
氏
は
、
「
本
質
」
と
い
う
舌
口
葉
を
好
む
よ
う
で
、
「
稲
荷
 

は
 」
な
い
か
と
舌
口
 ぅ
 。
霊
で
あ
れ
。
は
変
質
が
可
能
に
な
ろ
 
う
 
C
 ㏄
 

た
り
し
な
が
ら
、
氏
は
「
稲
荷
神
の
宗
教
的
本
質
は
峯
 己
 
そ
の
 

多
様
な
稲
荷
神
を
羅
列
し
、
一
方
で
は
稲
荷
神
の
 "
 三
分
類
 "
 を
 

巴
と
言
 

 
 

 
 

質
 に
接
 

示
し
 

近
し
た
思
い
で
あ
る
」
⑬
 
巴
と
 書
き
、
「
伏
見
人
形
に
寄
せ
る
民
間
 
信
仰
は
 

稲
荷
信
仰
の
本
質
を
顕
示
し
て
い
る
」
㊧
 

巳
 と
か
、
稲
荷
神
は
「
 
血
炭
神
ふ
Ⅲ
 

 
 

ら
 福
神
に
」
変
化
し
一
）
の
の
 
一
 、
「
御
霊
神
に
も
」
 一
 
2
2
 
の
 -
 「
変
質
自
在
 と
す
る
 

宗
教
的
本
質
を
有
す
る
こ
と
は
明
確
」
 

宙
 N
 巴
 
だ
と
、
ま
た
断
定
 す
る
。
 

だ
が
、
 "
 
変
質
自
在
な
本
質
 
"
 な
ど
と
い
う
形
容
矛
盾
の
典
型
の
如
 き
 言
辞
 

を
 以
て
 、
 氏
は
何
を
規
定
し
た
い
の
だ
ろ
う
か
。
通
常
（
変
質
）
 

と
 舌
口
 
え
 

ば
 、
従
前
と
の
同
質
性
を
失
 う
 こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
レ
 

ダ
  
 

リ
ュ
ー
 
ル
 が
言
う
（
所
論
理
）
の
世
界
で
も
な
け
れ
ば
へ
変
質
  
 

荷
 ）
と
い
う
表
現
が
も
つ
 

年
 e
 コ
 o
 （
 
ぃ
 （
 
@
0
 
コ
は
 
（
稲
荷
で
は
な
い
 伸
 

帰
納
さ
れ
た
概
念
で
は
な
い
。
逆
に
 、
 氏
の
羅
列
す
る
多
様
な
 稲
 

言
う
。
氏
に
お
け
る
稲
荷
神
の
（
木
竹
）
は
 
、
 巷
の
多
様
な
稲
荷
 

様
な
稲
荷
神
を
繋
ぐ
契
機
は
、
稲
荷
信
仰
の
史
的
展
開
過
程
で
 
求
 

市
神
の
（
木
竹
）
か
ら
 
演
縄
 さ
れ
る
神
々
で
も
な
い
。
そ
し
て
 

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
氏
は
、
稲
荷
は
変
質
し
て
な
お
稲
荷
に
 

が
 当
て
ら
れ
る
だ
け
な
の
だ
。
本
書
で
は
（
本
質
 
せ
 が
繰
り
返
し
 

 
 

本
質
と
多
１
 

っ
 （
 店
ぞ
 

）
に
 な
 

 
 

荷
は
稲
 

な
る
と
 

 
 

て
 語
ら
 

れ
る
の
に
、
（
本
質
の
の
の
 
e
 コ
 （
 
田
 ）
概
念
の
本
来
の
意
味
は
除
棄
 さ
 ね
 、
本
質
 

の
 語
は
た
だ
虚
辞
の
如
く
頁
を
埋
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

祇
 園
 型
 稲
荷
の
説
の
箇
所
で
は
、
氏
は
「
牛
頭
天
王
は
疫
病
を
流
 
け
さ
 

せ
る
御
霊
神
で
あ
る
」
 
一
ミ
コ
と
 断
定
す
る
。
し
か
し
「
三
代
実
録
 
」
な
ど
 

が
 示
す
平
安
初
期
の
（
実
在
し
た
 白
 王
族
ら
の
怨
霊
）
と
い
う
 
御
 霊
 観
念
 

が
 、
「
備
後
国
風
土
記
」
や
「
祇
園
牛
頭
天
王
縁
起
」
の
説
く
牛
頭
 

天
王
の
 

-
 

円
形
 柑
臼
 &
0
 
も
に
照
応
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
初
期
の
 
御
霊
 観
 

念
は
（
入
電
天
神
）
の
出
来
後
変
化
す
る
。
今
日
の
鎌
倉
や
大
阪
 
御
堂
筋
 

 
 

の
 御
霊
神
社
は
中
世
以
降
の
御
霊
観
念
に
由
る
祭
神
を
祀
る
が
、
 

 
 

御
霊
観
念
は
近
世
へ
展
開
し
散
荷
さ
れ
た
。
し
か
し
、
氏
は
か
か
 
る
 御
霊
Ⅲ
 

観
念
の
史
的
展
開
を
視
野
に
入
れ
ず
、
上
掲
の
文
を
書
く
。
ま
た
 
伺
 
伸
幸
正
ム
 

ム
 



0
 時
代
に
従
っ
て
性
格
を
変
え
、
 

疫
 祓
い
の
祭
り
、
祇
園
御
霊
 ム
 ム
を
 興
し
 

た
 。
そ
の
 始
行
 に
は
諸
説
あ
る
が
、
天
禄
，
天
延
の
頃
で
あ
り
、
 

牛
頭
 天
 

王
 は
こ
こ
で
祇
園
御
霊
会
に
参
入
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
氏
の
指
摘
 
 
 

が
 、
稲
荷
神
に
は
そ
の
御
霊
的
性
格
を
見
せ
る
歴
史
的
契
機
が
あ
 った
 。
 

ま
ず
、
稲
荷
 神
 が
天
長
日
午
一
八
二
 
セ
 ）
に
初
め
て
の
神
位
「
 
従
 五
位
下
」
 

を
 受
け
る
契
機
と
な
っ
た
空
海
の
、
東
寺
造
塔
に
係
る
神
木
伐
採
 
の
 
"
 
出
不
 

り
 "
 、
不
予
が
あ
る
。
稲
荷
神
は
へ
 
呉
 る
 神
 ）
と
し
て
歴
史
に
登
場
   

で
あ
る
。
ま
た
寛
治
八
年
（
嘉
保
元
年
、
一
 

0
 
九
四
に
は
一
度
   

記
録
を
残
し
た
 
人
 稲
荷
御
霊
会
）
が
あ
る
。
平
安
時
代
、
稲
荷
 神 自
体
が
 

御
霊
的
性
格
を
呈
し
た
情
景
は
・
 

か
よ
う
 に
望
見
き
れ
る
。
但
し
 
こ
の
事
 

は
、
 氏
の
唱
え
る
「
御
霊
稲
荷
」
に
関
与
し
な
い
。
氏
は
「
御
幸
 

正
価
 

M
 肺
 一
一
何
」
 

の
場
 合
は
 、
信
長
な
ど
実
在
し
た
人
物
の
怨
霊
 G
 の
じ
を
御
霊
 と
  
 

怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
祀
っ
た
の
が
御
霊
稲
荷
 だ
 
C
-
 ご
と
言
う
 。
但
し
 

「
信
長
の
霊
と
稲
荷
大
明
神
を
 と
｜
 

-
 
祀
る
」
 

-
2
 
の
）
 
一
 と
書
い
て
御
霊
 

稲
荷
 神
 

が
 
"
 
別
の
神
格
 "
 で
あ
る
よ
う
に
表
現
し
、
先
の
（
稲
荷
 
神
 自
体
 が
 御
霊
 

的
 性
格
を
呈
し
た
）
出
来
事
を
持
外
に
置
く
の
で
あ
る
。
と
こ
 ろ
が
 氏
 

は
、
 別
に
「
 光
 秀
の
霊
も
稲
荷
神
と
し
て
祭
祀
き
れ
た
の
で
あ
 
ろ
う
」
 

お
の
Ⅱ
 
一
 と
述
べ
て
、
 
"
 御
霊
，
稲
荷
伸
一
体
 "
 の
図
柄
も
描
く
。
 
 
 

て
 氏
の
謂
う
「
御
霊
稲
荷
」
の
神
格
は
、
不
明
瞭
の
ま
ま
と
な
る
 
 
 

人
々
に
信
じ
ら
れ
た
 

へ
 事
実
）
を
根
拠
に
お
け
ば
、
稲
荷
信
仰
も
 多様
 

な
形
態
に
お
い
て
把
握
き
れ
よ
う
。
但
し
、
信
仰
内
容
の
事
実
性
 
と
 信
仰
 

の
事
実
性
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
仰
内
容
 
は
 
（
 
観
 

念
 ）
で
あ
り
、
信
仰
自
体
は
客
観
的
な
（
事
実
）
と
し
て
存
立
す
 
る
 。
 さ
 

て
、
 氏
は
 
"
 稲
荷
神
と
牛
頭
天
王
の
本
地
仏
は
共
に
十
一
面
観
音
 だ "
 と
 

の
 前
提
を
立
て
て
「
祇
園
型
稲
荷
」
を
説
く
 

C
 臼
ど
 。
だ
が
 
八
 信
じ
 ら
れ
た
 

事
実
）
を
文
献
に
探
せ
ば
、
稲
荷
神
は
 、
 初
め
は
「
稲
荷
 神
 」
と
 だ
け
 記
 

載
 さ
れ
、
の
ち
に
「
 
上
 ，
 中
 ・
了
三
名
神
」
と
な
る
時
代
を
経
て
 
 
 

の
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
 
よ
う
 に
な
り
、
そ
の
 
祭
神
に
当
て
る
 

丘
 

坤
 ヰ
 -
 
Ⅵ
 辿
 「
 
-
 

 
 

 
 

て
 諸
説
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
史
実
に
際
会
す
る
。
だ
か
ら
八
冊
 
市
神
の
 

本
地
仏
）
も
、
 
祭
神
を
立
て
た
時
代
は
当
然
な
が
ら
五
座
の
神
 

五
 

 
 

露
呈
す
る
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、
論
拠
も
事
由
も
提
示
せ
ず
、
た
だ
 

阿
弥
陀
如
来
等
に
な
る
。
か
か
る
実
態
に
 

賭
 ら
せ
ば
、
「
稲
荷
神
の
 

本
地
仏
と
し
て
説
か
れ
た
諸
尊
を
列
挙
す
る
と
、
虚
空
蔵
菩
薩
、
 

種
の
本
地
仏
を
当
て
る
説
が
提
唱
さ
れ
た
。
こ
こ
で
歴
史
上
、
稲
 

面
 観
音
」
に
限
定
す
る
記
述
は
、
牽
強
に
 よ る
独
断
に
過
ぎ
な
い
 

が
 同
体
と
説
か
れ
た
」
と
か
「
「
大
日
経
」
や
「
大
日
経
疏
」
の
 

経
 

そ
れ
を
踏
石
に
 
、
 臆
す
る
こ
と
な
く
ま
た
自
説
を
拡
げ
る
の
で
あ
 

王
 、
千
手
観
音
、
十
一
面
観
音
、
文
殊
菩
薩
、
如
意
輪
観
音
、
地
 

で
あ
る
十
一
面
観
音
 
像
 」
 G
 錦
 -
 な
ど
と
、
稲
荷
神
の
本
地
仏
を
 

氏
は
ヨ
大
日
経
口
な
ど
に
 
奈
 苦
厄
天
一
稲
荷
伸
一
と
大
黒
天
一
大
 

｜
 

断
定
し
 、
 

蔵
 菩
薩
 

興
で
 説
 

本
地
仏
 

 
 不

動
明
 

る
 。
 

こ
と
を
 

黒
柿
）
 

「
十
一
 

か
れ
る
 茶
吉
 月
天
 は
 つ
い
て
述
べ
る
と
、
こ
れ
は
夜
叉
大
自
在
天
 

 
 

 
 て

も
よ
い
し
、
 
摩
詞
迦
羅
天
 
、
別
称
大
黒
天
と
も
い
っ
て
よ
い
と
 ある
」
 

G
 の
 巴
と
 書
く
。
し
か
し
氏
が
引
く
漢
訳
「
大
ロ
経
」
は
 茶吉
尼
 真
言
や
 

 
 

印
を
記
し
、
「
大
所
臼
の
方
は
奈
 吉
尼
が
 
（
佳
詞
伽
羅
に
属
す
る
 
@
 
」
と
、
 所
 

謂
 大
黒
 神
 

奈
吉
尼
｜
 

な
る
こ
と
、
云
々
）
を
述
べ
る
が
、
そ
こ
に
（
 

天
 

-
 
稲
 

 
 市

神
こ
な
ど
の
記
載
は
、
当
然
な
が
ら
無
い
。
「
い
っ
て
も
よ
い
 
」
な
ど
 

と
い
う
記
述
も
な
い
。
 
奈
吉
尼
が
 稲
荷
と
な
る
事
情
は
、
 
奈
吉
尼
 天
 と
ま
 日
 

い
た
後
に
稲
荷
神
を
断
り
な
く
括
弧
に
入
れ
て
繋
ぐ
ほ
ど
単
純
 で
は
な
 

 
 

、
 氏
が
 

茶
吉
尼
像
の
 
"
 原
型
 "
 と
見
倣
 す
ら
し
い
 
"
 稲
束
を
担
ぎ
鎌
を
持
 ち
 白
狐
 



書評と紹介 

奈
 苦
厄
 と
狐
と
 稲
荷
信
仰
に
関
す
る
事
項
 や
 、
そ
う
し
た
問
題
に
 
関
わ
 

る
 評
者
の
見
解
は
雑
誌
等
に
既
に
公
表
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
 
 
 

詳
細
に
言
及
は
し
な
い
。
稲
荷
信
仰
の
史
的
展
開
 や
 、
稲
荷
神
の
 
羽
虫
三
ロ
 

間
 

  

    
評
者
は
通
読
し
た
後
、
首
肯
で
き
る
箇
所
を
探
す
再
読
を
試
み
た
 
。
 結
 

局
各
頁
に
 
指
摘
す
べ
き
問
題
の
数
々
を
見
る
に
終
わ
っ
た
。
収
載
 
資
料
も
 

著
者
の
臆
度
が
結
綿
 し
 、
労
力
を
思
い
つ
つ
も
整
理
作
業
を
多
 と
 す
る
こ
 

と
を
 跨
賭
 さ
せ
た
。
総
じ
て
は
、
資
料
の
類
が
も
つ
時
代
性
に
 
殆
 ど
 顧
慮
 

せ
ず
、
自
説
に
充
用
す
る
手
法
の
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
概
念
 
レ
  
 

観
念
を
直
裁
載
せ
る
用
語
法
の
難
点
。
そ
の
た
め
記
述
の
現
場
は
 
冶
も
乱
 

鴉
の
様
を
呈
す
る
。
一
方
で
本
書
を
評
価
す
る
人
は
あ
ろ
う
。
 

世
 に
は
 衆
 

を
侍
 み
、
世
上
の
権
勢
を
頼
り
に
説
の
称
揚
を
画
 り 、
ま
た
 セ
め
 よ
う
と
 

す
る
拉
が
あ
る
。
但
し
本
書
に
つ
い
て
は
上
掲
の
諸
 
頃
 に
ど
う
 応
 え
る
の
 

か
 。
評
者
の
本
誌
掲
載
書
評
は
、
田
丸
徒
書
幅
「
講
座
宗
教
学
」
 

第
一
巻
 

0
 席
二
三
九
号
以
来
二
度
目
で
あ
る
。
 

今
 
（
編
集
委
員
は
書
評
を
 書
く
べ
 

し
 ）
と
の
債
務
を
遅
れ
て
果
た
す
次
第
だ
が
、
進
取
の
作
業
で
は
 
 
 

題
 、
飯
 縄
 信
仰
、
御
霊
信
仰
、
山
岳
信
仰
・
庶
民
信
仰
の
概
念
等
 
 
 

て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
稲
荷
大
社
の
「
 
朱
 」
二
九
号
 迄
 に
 転
載
 

さ
れ
、
三
十
号
に
は
寛
治
八
年
の
「
稲
荷
御
霊
会
」
の
こ
と
を
 
載
 せ
た
。
 

  



玄
 

青
山
 

本
書
は
 、
 「
あ
と
が
き
」
に
も
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 
第
 I
 部
 研
究
 

篇
の
既
発
表
論
文
十
一
篇
と
、
 

第
 Ⅱ
 部
 史
料
篇
 
-
 
翻
訳
）
二
編
と
 
か
ら
 構
 

成
さ
れ
て
い
る
。
 
第
 l
 部
は
、
一
九
六
六
年
か
ら
九
三
年
と
、
 

発
 天
時
期
 

も
 執
筆
の
動
機
や
目
的
も
相
異
な
る
諸
論
文
を
、
関
連
し
た
 テ
｜
 マ
 ご
と
 

に
 多
少
整
理
し
て
収
録
し
た
も
の
で
、
 

当
撰
 そ
れ
ら
の
初
出
論
文
 
 
 

は
 、
内
容
の
部
分
的
重
複
や
叙
述
形
式
の
不
統
一
な
ど
が
見
ら
れ
 
る
 。
 で
 

き
る
こ
と
な
ら
そ
の
後
の
内
外
に
お
け
る
研
究
成
果
を
加
味
し
て
 大
き
 

く
 増
補
・
補
訂
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
は
、
諸
般
の
事
情
 
か
 ら
 字
句
 

の
 修
正
や
引
用
史
料
の
一
部
改
訳
だ
け
に
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
 たこ
と
 

を
 詫
び
、
読
者
に
寛
恕
を
願
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
少
の
 
不
備
を
 

了
承
し
っ
 
っ
 、
三
十
年
間
近
い
著
者
の
研
究
業
績
を
改
め
て
総
括
 的に
 吐
 
-
m
 

み
 直
し
て
見
る
と
、
そ
の
間
の
著
者
の
研
究
の
め
ざ
ま
し
い
進
展
 
と
、
学
 

界
の
動
き
な
ど
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
て
、
既
発
表
論
文
を
そ
 
の
ま
ま
 

こ
の
よ
う
に
編
集
す
る
こ
と
の
価
値
に
眼
を
開
か
れ
た
思
い
が
し
 
 
 

井
手
勝
美
 著
 

「
キ
リ
シ
タ
ン
思
想
史
研
究
序
説
 

日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
 

ぺ
り
か
ん
 社
 

一
九
九
五
年
二
 且
 

B
5
 判
五
九
五
頁
八
一
  

 一
四
 
0
 円
 

 
 

全
世
界
的
規
模
の
「
西
洋
化
」
目
の
の
（
の
「
 

コ
一
 

z
a
 

エ
 o
 
コ
の
 
試
み
は
、
 
十
 
正
也
 

 
 

細
 末
に
始
ま
り
二
十
世
紀
に
至
っ
て
絶
頂
に
達
し
た
と
言
っ
て
 

良
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

の
 内
的
調
和
に
よ
っ
て
見
事
に
整
合
さ
れ
て
い
る
」
 

二
 
二
二
二
頁
 

-
 
 
 

特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
、
十
八
世
紀
の
「
 

解
 体
期
 
」
 

を
 経
て
出
現
す
る
、
世
俗
的
「
技
術
が
宗
教
に
代
わ
っ
て
西
欧
的
 

 
 

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
上
に
座
る
」
 

-
 
同
真
 -
 西
洋
文
明
で
ば
な
か
っ
 

-
@
 

+
 
八
 
。
 

著
者
は
、
十
九
世
紀
の
明
治
開
国
朝
に
渡
来
し
た
西
洋
化
の
第
一
 

一
波
 
と
 

異
な
り
、
「
キ
リ
ス
ト
教
を
社
会
的
文
化
的
構
成
要
素
の
核
と
し
、
 

一
つ
の
 

不
可
分
の
全
体
と
し
て
統
合
さ
れ
」
一
一
頁
）
て
い
る
、
十
六
、
 

セ
 
 
 

そ
の
西
洋
文
明
が
、
外
的
、
内
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
伝
 

え
ら
れ
 

た
の
か
、
ま
た
当
時
の
日
本
人
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
 

、
そ
れ
 

に
 対
し
て
ど
の
よ
う
に
受
容
ま
た
は
拒
絶
し
た
の
か
と
い
う
問
題
 

に
、
 
&
 
ホ
 

教
内
思
想
的
側
面
か
ら
特
別
の
関
山
を
寄
せ
て
い
る
。
実
際
キ
リ
 

 
 

史
の
場
合
は
、
大
和
朝
廷
が
中
国
文
明
を
受
容
し
た
時
と
は
異
な
 

り
 、
「
 

未
 

開
 と
文
明
と
の
出
会
い
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
周
辺
文
明
と
し
 

て
 誕
生
 

し
て
か
ら
九
世
紀
を
経
過
し
、
す
で
に
平
安
時
代
の
中
期
ご
ろ
か
 

ら
 -
 
中
 



書評     

一
 一
 

序
に
 続
く
本
書
の
第
 @
 部
 研
究
篇
の
諸
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
 
旦
 豆
占
 
@
 
田
 

な
 後
 詰
と
 共
に
 、
 次
の
順
序
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
 表題
と
 

ご
く
簡
単
な
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
表
題
の
後
の
括
弧
内
の
 
年
次
は
 

発
表
年
次
、
負
数
は
本
書
の
頁
 数
 で
あ
る
。
 

l
 キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
お
け
る
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
 

 
 

ト
 教
書
籍
を
中
心
と
し
て
一
一
九
六
六
年
、
三
ー
八
九
頁
 
-
 

A
.
 ヴ
ァ
リ
ニ
ア
ー
ノ
の
一
五
八
三
年
と
一
五
九
二
年
の
二
つ
の
   

本
 巡
察
報
告
書
と
、
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
書
籍
を
日
本
に
導
入
す
る
 
方
針
 

を
 採
択
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
こ
う
し
て
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
 
室
 臼
籍
と
 

そ
の
内
容
、
日
本
司
教
セ
ル
ケ
イ
 ラ
 の
教
育
方
針
と
刊
行
書
籍
 

日
本
 

人
の
ラ
テ
ン
語
理
解
力
に
つ
い
て
。
著
者
は
既
に
こ
の
論
文
 

 
 

で
、
後
述
す
る
ハ
ビ
ア
ン
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
西
洋
人
と
日
本
 
 
 

の
 信
仰
理
解
の
違
い
や
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
用
語
の
「
 
原
語
 

正
義
」
と
中
国
天
王
敦
史
に
お
け
る
「
訳
語
主
義
」
と
の
違
い
、
 

お
よ
 

 
 

び
 宣
教
師
た
ち
が
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中
心
テ
ー
マ
と
も
吾
一
 

口
 う
べ
 

き
 キ
リ
ス
ト
論
や
三
位
一
体
論
な
ど
は
殆
ど
日
本
に
導
入
せ
ず
に
 
、
実
 

践
的
 倫
理
神
学
と
、
日
本
人
の
宗
教
的
誤
謬
の
論
破
を
主
目
的
と
 する
 

昭
 -
 中
国
文
明
と
は
異
質
の
（
基
本
文
明
）
と
し
て
の
独
自
性
を
 
強
め
た
 

日
本
文
明
が
、
近
代
初
期
の
西
欧
文
明
を
受
容
し
た
」
 

二
 二
二
 0
 貞
 -
 こ
と
 

に
 起
因
す
る
、
比
較
文
明
学
上
の
も
っ
と
大
き
な
問
題
が
、
キ
リ
 シ
タ
ン
 

史
の
基
層
部
に
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
 え
 著
者
 

は
 、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
度
宗
教
論
ま
で
も
援
用
し
て
、
こ
の
問
題
 
に
 取
り
 

組
も
う
と
す
る
意
欲
的
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
 

「
準
備
福
音
宣
教
」
と
に
、
最
大
の
努
力
を
払
っ
て
い
た
こ
と
に
 

佳
日
 

 
 

2
 東
イ
ン
ド
巡
察
 師
 A
.
 ヴ
ァ
リ
ニ
ア
ー
ノ
の
日
本
人
観
二
九
 -
 
八
七
年
、
 

九
 0
 ｜
 
一
五
三
頁
 一
 

ヴ
ァ
り
 
ニ
ア
ー
ノ
 と
 日
本
布
教
具
 
F
.
 

カ
ブ
ラ
ル
と
の
対
立
、
 

ヴ
  
 

リ
ニ
ア
ー
ノ
の
教
会
統
治
方
針
と
日
本
人
観
な
ど
に
つ
い
て
。
 

 
 

ァ
 リ
ニ
ア
ー
ノ
の
細
か
く
手
堅
い
日
本
人
観
 と
、
 彼
の
指
導
に
基
 
 
 

日
本
と
中
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
適
応
政
策
の
違
い
は
仏
教
と
 
儒
教
 

と
の
違
い
に
起
因
す
る
こ
と
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
 

観
 

文
明
と
文
化
の
違
い
、
一
元
的
汎
神
論
と
キ
リ
ス
ト
教
的
神
秘
主
 
義
と
 

の
 違
い
な
ど
、
種
々
の
興
味
深
い
考
察
も
読
ま
れ
る
。
 

3
 十
六
世
紀
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
一
一
九
八
四
年
 
一
五
 

四
｜
 
一
七
 0
 真
一
 

キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
政
治
的
社
会
的
前
提
条
件
と
キ
リ
ス
ト
教
へ
 

 
 

媒
介
思
想
一
仏
教
思
想
、
神
仏
習
合
思
想
、
吉
田
神
道
の
天
道
志
 
想
な
 

ど
 -
 、
各
種
の
改
宗
動
機
、
洗
礼
志
願
 
期
と
 典
礼
そ
の
他
に
つ
い
て
 
 
 

｜
 学
術
 話
 に
載
せ
た
論
文
で
は
な
い
の
で
、
後
 
詰
 が
な
い
。
 

4
 キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
二
九
七
八
年
、
一
七
一
 
｜
 
一
八
五
頁
 -
 

我
が
国
へ
の
仏
教
の
伝
来
と
キ
リ
シ
タ
ン
伝
来
と
の
比
較
、
貿
易
 
 
 

の
 来
航
と
イ
エ
ズ
ス
会
員
た
ち
の
上
か
ら
の
布
教
、
ヴ
ァ
リ
ニ
ア
 
 
 

の
 布
教
政
策
の
結
末
と
そ
の
意
義
、
日
本
人
同
宿
や
キ
リ
シ
タ
ン
 
教
会
 

の
 独
立
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
。
学
術
 
誌
 に
載
せ
た
論
  
 

 
 
 
 

な
い
こ
の
著
作
に
も
、
後
証
が
な
 

5
 本
子
 斎
 ハ
ビ
ア
ン
の
生
涯
一
一
九
六
六
 
@
 七
七
年
に
発
表
し
た
  
 

論
文
を
ま
と
め
た
も
の
、
一
八
六
 ｜
二
 二
六
頁
）
 



キ
リ
シ
タ
ン
知
識
人
で
イ
エ
ズ
ス
会
に
入
会
し
、
神
仏
儒
を
論
駁
 
 
 

た
 
「
妙
貞
問
答
」
を
 著
 わ
し
た
後
、
脱
会
・
棄
教
し
て
「
破
堤
 
宇
 子
 」
 

を
 発
表
し
た
ハ
ビ
ア
ン
の
数
奇
な
生
涯
を
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
や
 
 
 

ニ
コ
金
史
料
、
並
び
に
内
外
の
諸
研
究
な
ど
、
相
異
な
る
史
料
 
文
 献
 る
 

駆
使
し
て
浮
き
彫
り
に
し
た
論
文
。
「
補
説
」
に
イ
エ
ズ
ス
会
 
側
 史
料
 

三
点
の
邦
訳
と
ハ
ビ
ア
ン
の
年
譜
も
載
せ
て
い
る
。
 

6
 本
 干
斎
 ハ
ビ
ア
ン
「
妙
貞
問
答
」
上
巻
「
禅
宗
 

2
 車
」
に
つ
い
 
て
一
一
 

九
七
四
 @
 
七
五
年
の
二
つ
の
論
文
と
、
九
三
年
の
覆
刻
校
註
 
版
と
 を
ま
 

と
め
た
も
の
、
二
二
七
 
｜
 二
五
七
頁
 -
 

国
里
 院
 大
字
の
西
田
長
男
教
授
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
掲
出
書
上
 
巻
 

の
 十
一
部
か
ら
成
る
構
成
の
解
説
と
、
そ
の
中
の
「
禅
宗
 
2
 車
」
 
の
翻
 

刻
 註
記
。
さ
ら
に
、
ハ
ビ
ア
ン
の
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
ま
で
の
前
半
 
主
 に
 

つ
い
て
、
「
出
自
」
「
臨
済
宗
出
身
者
」
「
京
都
臨
済
系
大
徳
寺
と
の
 関
係
」
 

の
 三
項
目
に
分
け
て
な
し
て
い
る
貴
重
な
考
察
。
 

7
 
ハ
ビ
ア
ン
と
「
妙
貞
問
答
」
 
-
 一
九
七
八
年
、
二
五
八
 
｜
 二
八
 
八
頁
 一
 

十
五
世
紀
末
に
始
ま
り
二
十
世
紀
に
至
っ
て
絶
頂
に
達
し
た
近
代
 
西
 

洋
文
明
の
世
界
的
な
伝
播
拡
大
現
象
を
「
西
洋
化
 

目
 の
の
（
の
「
 

コ
一
 
N
p
 （
 
一
 
0
 コ
 」
 

と
 規
定
し
、
そ
の
第
一
波
と
、
既
に
「
世
俗
化
 ぎ
ぃ
 三
八
「
 
@
N
p
 
（
 
ミ
コ
  
 

時
代
に
入
っ
て
い
た
日
本
文
明
と
の
接
点
に
あ
っ
て
、
拙
店
な
 
人
 生
行
 

路
を
辿
っ
た
知
識
人
ハ
ビ
ア
ン
の
前
半
生
と
後
半
生
に
つ
い
て
、
 

ま
た
 

彼
の
著
作
「
妙
貞
問
答
」
 
上
 ・
 キ
 
・
下
巻
の
内
容
に
つ
い
て
な
し
 
 
 

る
 貴
重
な
論
考
。
著
者
は
「
あ
と
が
き
」
で
、
ハ
ビ
ア
ン
が
 

一
 -
 
/
 
、
 

二
 0
 年
に
将
軍
秀
志
 に
 献
上
し
た
合
理
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
批
判
 「
 
破
 

提
宇
子
」
に
も
論
及
し
、
ハ
ビ
ア
ン
が
「
破
提
宇
子
」
の
中
で
、
 

 
 

ス
ト
故
国
に
よ
る
日
本
征
服
が
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
宣
教
師
 
た
ち
 

    
日 に 徳かは き 聖 て ら 側は改 と る 臣 イ 篇 目 に / 人 シの 

奉 よ 風に テ 

リ頷う六 強し底りる モ   
  



  生宮    
 

 
 

 
 

種
類
の
外
国
側
史
料
を
紹
介
し
、
中
で
も
種
々
の
理
由
か
ら
 
信
猿
  
 

高
い
と
思
わ
れ
る
ド
ミ
ニ
コ
令
史
料
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
 
、
家
 

康
が
 狩
猟
に
出
て
失
神
し
た
時
、
家
臣
が
家
康
愛
用
の
薬
箪
笥
の
 
 
 

の
 
一
つ
に
入
れ
て
あ
っ
た
毒
薬
を
知
ら
ず
に
飲
ま
せ
て
、
家
康
の
 

意
識
 

を
 回
復
さ
せ
た
が
、
そ
の
毒
薬
を
飲
ま
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
 
家
 康
が
 

即
座
に
「
も
は
や
生
き
る
こ
と
叶
わ
ぬ
」
と
語
っ
て
、
そ
の
数
日
 
後
に
 

死
去
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
、
そ
の
ド
ミ
ニ
コ
金
史
料
の
話
の
 
信
猿
 

性
を
慎
重
に
吟
味
し
て
い
る
。
 

托
 ト
イ
ン
ビ
ー
の
キ
リ
シ
タ
ン
 

観
 二
九
八
九
年
、
三
一
八
 ｜
 三
一
 
三
一
頁
 
一
 

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
史
の
専
門
家
で
文
明
史
家
で
も
あ
る
ト
イ
ン
ビ
ー
は
 

 
 

中
国
で
の
初
期
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
典
に
大
き
な
関
心
を
示
し
 、
 「
 
キ
 

リ
シ
タ
ン
史
に
百
枝
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
」
が
、
著
者
は
 
 
 

ト
イ
ン
ビ
ー
の
観
点
に
身
を
お
い
て
、
彼
の
言
葉
を
手
際
よ
く
 
利
  
 

な
が
ら
、
そ
の
キ
リ
シ
タ
ン
観
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
 

著
者
 

に
よ
る
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
世
上
の
政
治
的
理
由
を
重
視
す
る
 
ト
イ
 ン
ビ
 

｜
は
 ・
日
本
の
権
力
者
は
「
日
本
人
改
宗
者
が
 "
 第
五
列
 "
 と
し
  
 

片
 さ
れ
、
そ
の
支
援
に
よ
っ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
ス
ペ
イ
ン
の
達
ム
 

口
 王
国
 

0
 日
本
征
服
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
」
、
「
い
わ
ば
文
明
の
 

生
態
 

系
 破
壊
の
危
険
性
を
直
観
的
に
察
知
し
」
、
迫
害
は
「
こ
の
潜
在
 
的
な
 

危
険
性
を
天
然
に
防
止
し
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
 
す
る
 

た
め
に
採
択
し
た
自
衛
手
段
で
あ
っ
た
」
と
考
え
て
お
り
、
「
 
宗
 教
の
 

形
を
取
っ
て
侵
入
し
て
き
た
積
極
的
な
文
明
は
、
技
術
の
形
を
取
 った
 

 
 

も
の
よ
り
も
列
し
い
抵
抗
に
あ
う
」
、
そ
れ
は
土
着
文
明
の
死
 

と
  
 

の
 最
も
致
命
的
要
因
で
あ
る
「
文
明
の
様
式
喪
失
」
に
外
な
ら
な
 
か
っ
 

た
か
ら
、
と
観
て
い
た
と
い
う
。
興
味
深
い
見
解
で
あ
る
。
 

Ⅱ
ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
度
宗
教
論
近
代
初
期
に
お
け
る
イ
エ
ズ
 

ス
会
の
 

中
国
布
教
政
策
一
一
九
 セ 八
年
、
三
三
二
ー
三
六
五
頁
）
 

著
者
は
ま
ず
、
十
六
世
紀
イ
エ
ズ
ス
会
の
日
本
・
中
国
布
教
政
策
 
 
 

立
案
計
画
者
ヴ
ァ
リ
ニ
ア
ー
ノ
の
適
応
主
義
的
布
教
計
画
と
そ
の
 
歴
史
 

的
 位
置
付
け
を
、
諸
史
料
文
献
に
基
づ
い
て
明
確
に
し
た
後
、
当
 
時
の
 

中
国
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
員
の
布
教
活
動
を
文
明
史
の
観
 
占
か
 ら
 一
局
 

く
 評
価
し
て
い
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
立
場
の
、
キ
リ
ス
ト
教
 
中
 L
 史
 観
か
 

ら
 高
度
宗
教
中
心
史
観
へ
の
進
展
に
つ
い
て
、
説
得
力
に
富
む
論
 
述
で
 

詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
高
等
 

宇
孔
 、
 否
 あ
ら
ゆ
る
 種
類
 

円
宗
 拙
が
 実
在
に
関
す
る
同
一
の
真
理
を
ご
く
何
か
な
が
ら
共
有
 
 
 

ま
た
人
間
の
救
済
と
い
う
同
一
の
目
標
を
僅
か
な
が
ら
共
有
し
て
 
い
る
 

こ
と
こ
の
こ
と
を
私
は
確
か
に
信
じ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
 
の
 山
下
 

教
が
 同
じ
で
あ
る
と
は
、
私
は
考
え
な
い
。
天
来
を
見
通
す
こ
と
 
が
で
 

き
る
限
り
に
於
て
、
す
べ
て
の
宗
教
が
、
そ
の
共
通
の
精
神
的
射
 
主
を
 

様
々
の
形
で
現
わ
し
て
い
る
異
な
る
教
義
、
慣
行
、
制
度
を
 
、
併
 ム
口
ヰ
 

9
 

る
こ
と
に
同
意
す
る
で
あ
ろ
う
と
は
、
私
は
考
え
な
い
の
で
あ
 る
 」
 、
 

「
宗
教
の
言
葉
は
科
学
や
技
術
の
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
 

詩
と
 項
 -
@
 

口
 

書
の
言
葉
で
あ
る
」
、
し
た
が
っ
て
「
福
音
を
非
科
学
的
な
詩
的
 
な
意
 

味
 で
受
け
と
る
こ
と
に
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
」
と
、
諸
高
等
 
宗
 教
の
 

和
解
共
存
の
提
案
 
や
 、
信
仰
の
精
神
的
真
理
と
理
性
の
科
学
的
 真 理
と
 

の
 和
解
共
存
の
提
案
な
ど
、
著
者
は
こ
こ
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
の
 
注
 円
に
 

値
す
る
舌
口
葉
を
多
く
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
第
二
 

ヴ
 

プ
 チ
 

由
 

カ
ン
公
会
議
と
中
国
キ
リ
ス
ト
教
会
」
と
題
す
る
一
章
を
設
け
、
 

最
近
 

一
 

 
 

 
 

の
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
新
し
い
動
向
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
 
 
 

 
 



四
 

本
書
を
通
読
し
て
、
西
洋
文
明
と
日
本
文
明
と
の
最
初
の
出
会
い
 
 
 

っ
観
 占
か
ら
、
著
者
が
宣
教
師
た
ち
の
日
本
人
観
 と
 キ
リ
ス
ト
教
 
導
入
の
 

 
 

心
 を
示
 

し
 、
こ
の
立
場
か
ら
不
干
 斎
 ハ
ビ
ア
ン
の
辿
っ
た
思
想
的
軌
跡
と
 

 
 

ビ
ー
の
文
明
論
に
つ
い
て
、
手
堅
く
研
究
を
進
め
て
い
る
こ
と
は
 
吉
岡
い
印
 

卸
 

価
 に
値
す
る
と
思
う
。
著
者
が
そ
の
序
文
に
、
「
本
書
は
キ
リ
シ
タ
 

ン
 研
究
 

の
 一
分
野
で
あ
り
、
 
-
 
中
略
 -
 
大
家
に
し
て
初
め
て
成
し
得
る
キ
リ
 シ
タ
ン
 

思
想
 田
 概
略
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
序
説
」
す
な
む
ち
木
弘
 

 
 

前
 ㈲
ま
え
が
き
と
し
て
の
さ
さ
や
か
な
試
論
を
述
べ
た
も
の
に
 過
ぎ
な
 

い
 」
 二
 一
頁
）
と
、
本
書
の
研
究
の
限
界
を
謙
虚
に
認
め
て
い
る
 

占
 も
奥
ゆ
 

 
 

活
動
は
 

キ
リ
シ
タ
ン
史
の
中
核
部
分
で
は
あ
っ
て
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
 

中
に
は
、
 

そ
れ
と
は
性
格
を
異
に
す
る
布
教
活
動
も
あ
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
 
大
き
な
 

成
果
を
あ
げ
て
い
た
が
ら
 

て
 あ
ろ
う
。
 

一
 一
 

本
書
の
第
Ⅱ
部
史
料
篇
二
千
八
七
 ｜
 五
七
二
頁
 -
 は
 、
研
究
篇
の
 
詰
論
 

文
 、
特
に
第
二
の
論
文
と
関
係
が
深
い
次
の
二
つ
の
史
料
の
解
題
 
と
、
そ
 

の
議
題
並
び
に
本
文
の
翻
訳
で
あ
る
。
 

l
 日
本
イ
エ
ズ
ス
会
第
一
回
協
議
会
（
一
五
八
 
0
@
 

八
一
年
 

-
 と
 東
 イ
ン
 

ド
巡
察
 師
 A
.
 ヴ
ァ
リ
ニ
ア
ー
ソ
の
裁
決
二
五
八
二
年
 
-
 

2
 口
木
イ
エ
ズ
ス
会
第
二
回
全
体
協
 舐
丑
 と
東
イ
ン
ド
巡
察
 
師
 A
 ・
 ウ
 

リ
ニ
ア
ー
ノ
の
裁
決
二
五
九
 
0
 牛
 -
 

こ
の
第
二
の
史
料
に
は
、
か
な
り
詳
し
い
後
証
も
つ
い
て
い
 

 
 

な
お
、
本
書
の
読
者
に
は
、
著
者
が
批
判
的
慧
眼
を
も
っ
て
大
胆
 に暴
 

 
 

き
 出
し
て
い
る
イ
エ
ズ
ス
会
員
の
布
教
活
動
の
マ
イ
ナ
ス
面
だ
け
 
を
 
一
般
㎎
 

化
し
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
を
考
え
な
い
よ
う
お
願
い
し
て
置
き
た
 
 
 

 
 

も
な
い
と
、
イ
エ
ズ
ス
会
員
の
指
導
を
受
け
て
入
信
し
、
最
後
ま
 
で
 教
 ふ
ム
 

に
 忠
実
で
あ
っ
た
高
山
右
近
や
黒
田
孝
高
、
小
西
行
長
ら
無
数
の
 
 
 

タ
ン
、
並
び
に
イ
エ
ズ
ス
会
員
三
木
パ
ウ
ロ
手
数
多
く
の
殉
教
者
 
の
 、
牧
馬
 

ズ
ス
会
員
の
布
教
活
動
に
は
、
著
者
が
ま
だ
扱
っ
て
い
な
い
隠
れ
 

嘆
 に
値
す
る
程
の
力
強
い
生
き
方
は
，
不
可
解
に
な
る
か
ら
で
あ
る
 

。
 イ
エ
 

て
い
る
 

大
き
な
プ
ラ
ス
面
も
あ
る
こ
と
を
、
著
者
の
研
究
の
補
足
と
し
て
 
付
記
し
 

て
お
く
。
例
え
ば
、
既
に
一
五
五
九
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
員
指
導
の
 
丁
に
ぬ
一
ユ
 

-
 

後
 府
内
で
キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
の
自
主
的
慈
善
活
動
の
組
織
が
創
立
 され
た
 

が
 、
同
様
の
組
織
は
、
そ
の
後
 他
 地
方
に
も
創
設
さ
れ
て
「
ミ
ゼ
 

 
 

デ
ィ
ア
の
 組
 」
「
慈
悲
の
組
」
「
お
上
口
げ
の
サ
ン
タ
・
 

」
「
 ゼ
ズ
 

ス
 0
 組
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
後
で
来
日
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
 
コ
ム
 ム
 -
 
貝
 

や
 ド
ミ
ニ
コ
会
員
た
ち
も
、
同
様
の
組
・
詰
組
織
を
数
多
く
創
設
 指
導
 

し
 、
そ
れ
ら
に
支
え
ら
れ
て
 
活
即
 し
て
い
る
が
、
歴
史
の
底
辺
面
 
に
 隠
れ
 

て
い
る
一
般
信
徒
た
ち
の
、
こ
う
い
う
主
体
的
草
の
根
活
動
に
も
 ラ
ン
 

ス
 よ
く
配
慮
し
な
い
と
、
ゆ
が
ん
だ
キ
リ
シ
タ
ン
 

史
 像
を
持
つ
こ
 
と
に
な
 

 
 

著
者
が
本
書
で
扱
っ
て
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
思
想
に
つ
い
て
も
、
 

そ
  
 

当
時
の
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
一
つ
の
流
れ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
 
を
、
見
 

 
 

の
神
が
千
 

思
想
を
継
承
し
て
い
て
も
、
異
教
に
寛
大
で
あ
っ
た
イ
タ
リ
ア
の
 
カ
 
エ
タ
 

 
 

回
心
 
相
 
心
と
 

異
な
り
、
十
五
世
紀
末
か
ら
新
た
に
興
隆
し
た
ス
ペ
イ
ン
 

 
 



の
神
学
思
想
は
 
、
未
 だ
嘗
て
な
か
っ
た
 
程
 異
教
に
対
し
て
否
定
的
 戦
闘
的
寄
る
な
ら
、
本
来
あ
の
対
立
は
解
消
し
得
る
も
 

  

 
 

共
存
 共
 

で
、
異
教
の
背
後
に
至
ゅ
 弔
 一
荘
の
 

歌
 媚
を
見
よ
う
と
す
る
こ
の
思
想
は
 
 
 

栄
 が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
 
 
 

リ
ア
半
島
で
は
十
七
世
紀
中
葉
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
 
渡
来
し
 

た
 宣
教
師
の
多
く
は
、
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ノ
 や
ヴ
ァ
り
 
ニ
ア
ー
ノ
 ら
 王
 と
し
 

 
 

想
 の
 影
 

響
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
 
 
 

一
枚
岩
で
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
に
言
及
さ
れ
 

 
 

中
国
の
官
報
 
帥
 リ
ッ
チ
 と
 イ
ン
ド
の
宣
教
師
ノ
ビ
 
リ
 は
い
ず
れ
も
 
 
 

ア
 人
で
、
ル
ネ
サ
ン
ス
思
想
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
 
い
 。
 

な
お
、
 苫
者
 が
扱
っ
て
い
る
ト
イ
ン
ビ
ー
の
高
等
宗
教
中
心
史
観
 
 
 

文
明
史
の
次
兄
で
は
誠
に
結
構
な
所
論
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
「
 
キ
  
 

教
 」
と
い
，
 コ
 円
葉
で
 瓦
 現
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 文
  
 

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
、
神
か
ら
派
遣
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
が
 
、
伸
へ
  
 

を
 何
よ
り
も
出
現
し
な
が
ら
広
め
た
キ
リ
ス
ト
教
と
同
一
視
す
る
 こ
と
に
 

は
 、
ひ
と
り
カ
ト
リ
ッ
ク
文
化
哲
学
 考
 ド
ー
ソ
ン
 
@
 
四
七
頁
 

三
五
①
 

百
二
の
み
な
ら
ず
、
異
論
を
唱
え
る
キ
リ
ス
卜
者
が
多
い
で
あ
ろ
 
ス
 
フ
 。
曲
玉
 

舌
 に
は
、
仝
世
界
へ
の
神
の
命
の
七
着
化
を
教
え
る
言
葉
と
共
に
 
 
 

文
化
の
人
間
に
も
・
す
な
わ
ら
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
人
間
に
も
等
 
 
 

「
改
心
し
て
福
神
七
倍
 じ
 」
 -
 マ
ル
コ
、
一
の
一
六
一
神
の
命
に
生
 

か
さ
れ
 

る
よ
う
厳
し
く
要
ボ
す
る
百
集
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 

て
こ
の
 

意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
諸
民
族
が
生
み
出
し
た
文
明
文
化
と
 
は
 北
元
 

の
 異
な
ろ
も
の
 
ト
正
，
 
え
ろ
 べ
 さ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ト
イ
ン
ビ
ー
 が
 Ⅲ
 け
 

た
 ア
ン
フ
ロ
ジ
ウ
ス
 

二
 二
五
七
頁
 -
 は
 、
こ
の
意
味
で
の
 
キ
リ
ス
ト
教
 
信
 
-
 

仰
の
立
場
に
固
執
し
た
た
め
に
・
ギ
リ
シ
ア
文
化
擁
護
の
 
立
場
に
固
執
し
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西
田
哲
学
に
対
す
る
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
昔
か
ら
熱
心
に
行
な
わ
 
れ
て
 

は
い
る
が
、
特
に
こ
こ
最
近
に
な
っ
て
 、 洋
の
内
外
を
問
わ
ず
、
 
西
田
哲
 

学
 に
対
す
る
関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
印
象
 を
う
け
 

る
 。
昨
年
が
西
田
の
没
後
五
十
周
年
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
 
と
で
、
 

そ
れ
を
記
念
す
る
催
し
や
出
版
が
相
次
い
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
 
が
、
そ
 

う
い
う
外
面
的
な
事
情
以
前
に
、
現
在
我
々
が
住
ん
で
い
る
こ
の
 
世
界
自
 

体
が
 、
ま
す
ま
す
西
田
の
思
想
を
要
求
す
る
よ
う
な
世
界
に
な
り
 つ
つ
あ
 

る
 、
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
 

さ
て
本
書
は
、
最
近
の
西
田
哲
学
研
究
に
お
け
る
代
表
的
な
研
究
 
者
の
 

ひ
と
り
で
あ
る
著
者
に
よ
る
、
西
田
哲
学
研
究
三
部
作
の
第
二
作
 
に
あ
た
 

る
 。
著
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
「
西
田
哲
学
の
研
究
１
場
所
の
論
理
 
の
 生
成
 

と
構
 せ
と
二
九
九
一
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
 需
房
 ）
、
本
書
「
西
田
哲
 学
 と
七
丁
 

教
 」
、
そ
し
て
「
西
田
幾
多
郎
そ
の
思
想
と
現
代
」
二
九
九
 

五
年
、
 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
 
一
 と
い
う
三
冊
の
西
田
哲
学
研
究
を
公
け
に
し
 
 
 

評
者
の
身
辺
の
個
人
的
な
事
情
で
、
書
評
原
稿
の
締
切
を
遅
く
し
 ても
ら
 

っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
著
者
の
最
新
作
が
先
に
出
版
さ
れ
て
し
ま
 

っ
 た
 ね
 

孝
 

仲
原
 

大
東
出
版
社
一
九
九
四
年
一
月
二
 
0
 日
刊
 

四
六
判
三
四
三
頁
二
八
 0
0
 
円
 

小
坂
国
綱
善
 

「
西
田
哲
学
と
宗
教
」
 

け
で
、
は
な
は
だ
間
の
悪
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
三
部
 
 
 

そ
ろ
っ
て
か
ら
第
二
作
を
書
評
す
る
と
い
う
の
も
、
第
二
作
を
一
一
 

 
 

体
の
中
に
位
置
づ
け
て
書
評
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
、
あ
る
意
味
 
 
 

 
 
 
 

え
っ
て
好
都
合
だ
つ
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
 

三
部
作
の
第
一
作
「
西
田
哲
学
の
研
究
」
は
、
西
田
の
処
女
作
「
 
釜
ロ
 
の
 

研
究
」
か
ら
中
期
の
扁
の
自
覚
的
限
定
」
ま
で
に
い
た
る
思
想
 
の
 展
開
 

を
 、
主
要
著
作
の
一
冊
一
冊
を
丹
念
に
繊
密
に
読
み
解
く
こ
と
を
 
通
じ
て
 

跡
 づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
場
所
の
論
理
の
 
生
成
過
 

程
 と
そ
の
論
理
的
構
造
を
考
察
」
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

そ
 し
て
、
 

こ
こ
で
達
成
さ
れ
た
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
も
と
づ
い
て
 こ
ん
ど
 

は
 初
期
か
ら
 
最
 晩
年
に
わ
た
る
西
田
哲
学
の
全
貌
を
描
き
だ
そ
 
う
 と
し
た
 

の
が
、
本
書
「
西
田
哲
学
と
宗
教
」
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
木
室
 

日
の
表
題
 

は
 、
西
田
哲
学
を
も
っ
ぱ
ら
宗
教
と
の
関
係
と
い
う
視
点
に
お
い
 
 
 

解
明
す
る
、
と
い
っ
た
限
定
さ
れ
た
主
題
設
定
を
表
わ
し
て
い
る
 
 
 

も
み
え
る
。
し
か
し
著
者
の
言
う
よ
う
に
、
「
西
田
哲
学
は
、
全
体
 

と
し
て
 

い
え
ば
、
一
種
の
ヨ
ホ
 
教
 哲
学
」
で
あ
る
と
い
え
る
」
 

宍
 六
頁
 一
  
 

な
ら
ば
、
本
書
が
単
に
西
田
哲
学
の
な
か
の
一
側
面
だ
け
を
切
り
 
だ
し
て
 

き
て
論
じ
て
い
る
と
み
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

む
し
ろ
 

本
書
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
宗
教
哲
学
で
あ
る
と
 
考
 え
ら
れ
 

る
 西
田
哲
学
の
、
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
試
み
な
の
で
あ
 
る
 。
 

な
お
、
参
考
ま
で
に
紹
介
し
て
お
け
ば
、
 

要
 ，
一
作
「
 
西
 m
 糊
 守
部
 
 
 

そ
の
思
想
と
現
代
」
は
 
、
 
王
と
し
て
西
田
の
後
期
な
い
し
は
完
成
 

斯
 の
 哲
 

学
 に
対
象
を
し
ぼ
り
、
そ
の
全
般
的
な
叙
述
を
肝
な
 
う
 と
と
も
に
 、
そ
こ
 

に
み
ら
れ
る
問
題
点
な
い
し
は
「
欠
陥
」
を
浮
き
彫
り
に
し
、
「
 

現
 代
 の
 歴
 

史
的
状
況
に
お
い
て
西
田
哲
学
を
批
判
的
に
継
承
し
発
展
さ
せ
る
 
方
途
を
 



と
 
許
」
 御
 

重
日
吉
 

紹介 

l n 自
分
な
り
に
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
」
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 
て
 、
一
明
 

三
 作
 は
 西
田
哲
学
に
対
す
る
著
者
の
批
判
的
見
解
は
抑
制
し
て
、
 

西
田
の
 

思
想
そ
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
た
ど
る
と
い
う
性
格
を
 
色
濃
く
 

も
つ
の
に
対
し
て
、
こ
の
第
三
作
は
著
者
が
西
田
哲
学
の
欠
陥
 
や
 限
界
と
 

み
て
い
る
点
を
積
極
的
に
批
判
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
 

著
 者
は
第
 

一
作
「
西
田
哲
学
の
研
究
」
の
な
か
で
、
「
西
田
の
思
想
は
あ
く
ま
 

で
も
 彼
 

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
著
作
に
よ
っ
て
の
み
理
解
す
べ
き
」
で
あ
り
 

 
 

ば
 彼
の
只
管
打
坐
の
禅
体
験
を
あ
ま
り
に
強
調
し
す
ぎ
る
よ
う
な
 
唄
物
ム
コ
」
 

に
は
「
彼
の
思
想
に
対
し
て
要
ら
ぬ
予
断
を
生
む
危
険
性
を
は
ら
 
 
 

る
 」
と
述
べ
て
い
る
三
一
頁
 
-
 が
 、
こ
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
 テ
キ
ス
 

ト
 そ
の
も
の
の
正
確
な
読
解
に
も
と
づ
い
て
西
田
の
思
想
を
理
解
 
し
よ
う
 

と
 
一
貫
し
て
努
め
て
き
た
著
者
が
、
こ
う
し
た
研
究
に
も
と
づ
い
 

て
 行
な
 

っ
て
い
る
西
田
批
判
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
書
で
の
西
田
批
判
は
 

単
な
る
 

主
観
的
な
印
象
批
評
の
よ
う
な
西
田
批
判
と
は
根
本
的
に
質
を
異
 
に
す
る
 

も
の
で
あ
り
、
今
後
の
西
田
哲
学
研
究
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
 
な
視
占
 

を
 提
供
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

本
題
の
「
西
田
哲
学
と
宗
教
」
に
話
を
も
ど
そ
う
。
こ
こ
で
本
主
 

 
 

容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。
本
書
は
三
部
構
成
で
成
り
立
っ
て
 
 
 

第
 1
 部
 
「
西
田
幾
多
郎
の
生
涯
と
宗
教
」
は
、
西
田
に
と
っ
て
 

哲
 字
 の
 出
 

発
 点
で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
の
出
発
点
で
も
あ
っ
た
「
深
い
人
生
 

の
 悲
哀
」
 

と
い
う
こ
と
に
特
に
着
目
し
な
が
ら
、
西
田
の
生
涯
を
描
い
た
 
伝
 記
 で
あ
 

る
 。
次
々
に
訪
れ
る
不
幸
と
挫
折
と
葛
藤
の
連
続
に
彩
ら
れ
た
そ
 
の
 生
涯
 

り
 中
で
、
西
田
が
み
ず
か
ら
の
運
命
と
自
己
の
内
な
る
矛
盾
と
に
 
 
 

仏
底
 的
に
苦
し
み
抜
い
た
か
、
そ
し
て
こ
の
苦
し
み
を
、
一
方
で
 
は
 陣
や
 

一
一
宗
や
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
た
宗
教
に
よ
っ
て
、
ま
た
他
方
で
は
 

徹
底
し
 

た
 哲
学
的
思
索
に
よ
っ
て
、
い
か
に
乗
り
越
え
て
い
っ
た
か
と
い
 うさ
ま
 

が
 、
こ
こ
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
 著
者
は
 

西
田
哲
学
を
西
田
の
個
人
的
な
 、 Ⅲ
境
や
体
験
に
還
元
し
て
理
解
す
 

べ
き
で
 

は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
が
 
こ
こ
で
 

こ
の
よ
う
な
西
田
の
個
人
的
な
心
境
に
踏
み
込
ん
だ
伝
記
の
叙
述
 
な
 行
な
 

論
理
に
し
た
が
っ
て
理
解
さ
れ
、
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
 

的
 著
作
」
（
は
し
が
き
 一
 を
意
図
し
た
も
の
だ
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
 

が
 決
し
て
単
な
る
抽
象
的
な
思
 ムガ
 で
は
な
く
、
彼
の
具
体
的
な
生
 

が
 、
西
田
の
哲
学
に
初
め
て
接
近
す
る
初
学
者
に
と
っ
て
は
、
 

彼
 

さ
い
、
西
田
の
哲
学
そ
れ
自
体
は
、
あ
く
ま
で
哲
学
そ
の
も
の
の
 

っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
本
書
が
元
来
、
西
田
哲
学
に
関
す
る
 

あ
ろ
う
 

 
 

 
 の

 現
実
 

0
 打
 字
 

「
 啓
 @
 
古
家
 

に
あ
く
ま
で
密
着
し
た
思
索
の
結
実
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
は
 
 
 

哲
学
を
理
解
す
る
上
で
大
い
に
有
益
で
あ
ろ
う
。
 

第
 Ⅱ
 部
 
「
西
田
哲
字
の
構
造
と
展
開
」
は
、
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
 

の
全
 

時
期
に
わ
た
る
西
田
の
思
想
の
展
開
を
、
「
純
粋
経
験
」
「
自
覚
」
「
 
絶
対
自
 

古
意
志
」
「
絶
対
無
の
場
所
」
「
一
般
者
の
体
系
」
「
弁
証
法
的
世
 

界
 」
「
 行
 

為
的
 直
観
」
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
い
う
八
つ
の
キ
ー
ワ
ー
 

 
 

と
に
整
理
し
、
お
の
お
の
の
概
念
が
何
を
意
味
す
る
か
、
そ
し
て
 
ま
た
そ
 

れ
が
西
田
の
思
想
の
展
開
の
中
で
い
か
な
る
必
然
性
を
も
っ
て
 
考
 え
出
さ
 

れ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 

こ
う
し
 

た
 究
明
を
通
じ
て
、
西
田
哲
学
の
発
展
過
程
の
中
で
一
貫
し
て
 
変
 わ
ら
な
 

い
 部
分
と
徐
々
に
変
化
し
て
い
る
部
分
と
そ
そ
れ
ぞ
れ
浮
き
彫
り
 にし
て
 

 
 
 
 

い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
田
は
「
善
の
研
究
」
を
唯
一
の
例
外
 

と
し
て
、
 

自
己
の
哲
学
の
全
体
像
を
整
理
し
て
体
系
的
に
叙
述
す
る
と
い
，
 

っ
 こ
と
を
 

銘
 

 
 

全
く
行
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
つ
ど
直
面
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
 
て
 
「
 考
 



て
 な
が
ら
書
き
、
ま
た
書
き
な
が
ら
考
え
る
」
 

宅
 西
田
幾
多
郎
 L
 五
セ
 貞
 -
 

と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
最
後
ま
で
貫
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
書
い
 
 
 

は
、
 彼
の
思
索
の
生
き
た
現
場
の
様
子
を
そ
の
ま
ま
映
し
出
し
て
 
 
 

い
う
魅
力
を
も
つ
反
面
、
彼
の
思
想
の
全
体
像
を
統
一
的
に
と
ら
 
え
る
の
 

が
き
わ
め
て
難
し
い
と
い
う
問
題
も
は
ら
ん
で
い
る
。
西
田
哲
学
 
を
 継
承
 

す
る
に
せ
よ
批
判
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
西
田
哲
学
の
 
全
体
を
 

的
確
に
と
ら
え
た
上
で
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
西
 
田
 哲
学
 

の
 全
体
像
を
統
一
的
な
視
点
か
ら
整
合
的
に
叙
述
す
る
と
い
士
課
 
題
は
、
 

そ
れ
自
体
、
西
田
哲
学
研
究
の
重
要
な
根
本
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
 
 
 

つ
 さ
い
多
く
の
優
れ
た
研
究
者
た
ち
に
よ
つ
て
こ
う
し
た
叙
述
の
 
試
み
は
 

繰
り
返
し
 行
 な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
こ
こ
で
行
な
わ
れ
 て
い
る
 

叙
述
は
、
た
か
だ
か
自
貢
程
度
の
限
ら
れ
た
紙
数
に
も
か
か
わ
ら
 
ず
、
初
 

期
か
ら
晩
年
ま
で
の
全
時
期
を
網
羅
し
、
西
田
の
思
想
の
根
本
 
動
 向
 を
き
 

ね
 め
て
簡
潔
に
明
快
に
整
理
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
簡
に
し
て
 
要
 を
 得
た
 

叙
述
を
支
え
て
い
る
の
は
、
西
田
の
全
時
期
の
思
想
を
一
貫
す
る
 
 
 

あ
く
ま
で
明
確
に
見
据
え
な
が
ら
、
し
か
も
余
計
な
主
観
的
・
 

心
 境
内
 紛
 

飾
 の
つ
い
た
叙
述
を
避
け
、
西
田
の
居
 想 そ
の
も
の
の
内
的
・
 
ぬ
 
而
理
 的
な
 

展
開
の
み
を
た
ど
る
と
い
う
著
者
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
う
し
た
き
 
ね
 め
て
 

見
通
し
の
よ
い
全
体
像
の
叙
述
は
、
初
学
者
の
西
田
哲
学
へ
の
 
接
 近
 を
容
 

易
 な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
専
門
の
研
究
者
に
 
対
し
て
 

も
 西
田
解
釈
の
ひ
と
つ
の
有
力
な
指
針
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
 い
る
と
 

思
わ
れ
る
。
 

最
後
の
第
Ⅲ
部
「
西
田
哲
学
と
宗
教
」
は
、
と
く
に
西
田
哲
学
に
 
 
 

る
 宗
教
思
想
に
王
 
題
 を
し
ぼ
っ
て
、
ふ
た
た
び
初
期
か
ら
 最
 晩
年
 ま
で
の
 

思
想
の
展
開
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
思
想
に
王
 
題
 を
し
 ぼ
る
と
 

  
  



 
 

 
 

 
 

@
 
土
日
 

 
 

著
者
の
西
田
哲
学
解
釈
の
全
体
像
を
提
示
す
る
も
の
と
い
う
意
味
 をも
も
 

っ
て
い
る
と
舌
口
え
よ
う
。
じ
っ
さ
い
著
者
は
、
本
書
を
公
刊
し
 

た
 当
初
 

は
 、
こ
の
書
で
著
者
の
西
田
哲
学
研
究
に
は
「
一
応
の
区
切
り
が
 
 
 

と
 考
え
て
い
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
 

宰
 西
田
幾
多
郎
」
一
頁
 
-
 が
 、
著
者
 

が
 そ
 う
 考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ま
さ
に
本
書
に
お
い
て
 
著
 者
の
西
 

田
 哲
学
解
釈
が
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
形
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
 
だ
ろ
う
 

と
 思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
三
作
の
「
西
田
幾
多
郎
」
で
著
者
は
 
、
対
象
 

を
 後
期
の
西
田
哲
学
に
限
定
し
つ
っ
、
ふ
た
た
び
西
田
の
思
想
の
 
全
般
的
 

叙
述
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
叙
述
は
第
二
作
で
あ
る
 
本
 由
 
主
日
の
叙
 

述
 に
比
べ
る
と
、
た
し
か
に
一
層
詳
細
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
し
 
 
 

ば
 他
の
西
洋
の
哲
学
者
一
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
 

 
 

マ
ル
ク
ス
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
一
と
西
田
の
思
想
を
対
比
し
 
て
 論
じ
 

た
り
，
「
 ポ
ノ
 
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
」
と
か
「
歴
史
的
身
体
」
 

 
 

っ
た
 新
し
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
た
り
し
て
い
る
な
ど
、
本
書
に
 

見
ら
れ
 

な
か
っ
た
多
く
の
特
長
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
全
体
と
し
 て
み
れ
 

ば
 、
本
吉
の
叙
述
の
な
か
の
後
期
思
想
の
部
分
を
よ
り
一
層
詳
細
 
 
 

と
い
う
域
を
出
る
も
の
で
は
な
 

出
す
 叙
 

述
の
簡
潔
さ
と
明
快
さ
、
完
成
度
の
高
さ
と
い
う
占
で
、
評
者
は
 
 
 

本
書
の
叙
述
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
思
う
 宅
 西
田
幾
多
郎
」
の
 
直
一
価
は
 
、
 

そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
著
者
独
自
の
観
占
か
ら
す
る
西
田
哲
学
 
 
 

こ
そ
あ
る
と
評
者
は
考
え
る
 -
 。
本
書
で
の
見
通
し
の
よ
い
全
体
   

述
は
 、
初
学
者
の
み
な
ら
ず
専
門
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
西
田
 
哲
学
研
 

究
 の
た
め
の
ひ
と
つ
の
確
か
な
指
針
を
与
え
る
も
の
と
吾
一
 
口
 っ
て
よ
 い
 で
あ
 

ろ
 
,
 
フ
  
 

た
だ
最
後
に
、
ひ
と
っ
だ
け
些
細
な
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
 い 。
 本
 

書
の
中
で
西
田
の
著
作
 名
 と
し
て
「
一
般
者
の
自
覚
的
限
定
」
と
 い
う
 名
 

前
 が
何
度
も
出
て
く
る
 

五
セ
 、
二
二
 0
 、
二
六
八
頁
ほ
か
 
-
 が
 、
こ
れ
 

 
 

は
 言
 う
 ま
で
も
な
く
「
一
般
者
の
自
覚
的
体
系
」
の
誤
り
で
あ
る
 
。
単
純
 

な
 誤
植
か
と
も
思
っ
た
が
、
本
書
の
あ
ち
こ
ち
で
何
度
も
同
じ
間
 
違
 い
が
 

頻
出
す
る
こ
と
、
そ
し
て
本
書
ば
か
り
で
な
く
「
西
田
哲
学
の
研
 
究
 」
 二
一
 

三
四
頁
一
や
「
西
田
幾
多
郎
」
 
二
 一
八
頁
一
に
も
同
じ
間
違
い
が
 
見
 ら
れ
る
 

こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
誤
記
は
ど
う
や
ら
著
者
の
癖
で
あ
る
よ
う
 
に
 見
受
 

け
ら
れ
る
。
豆
の
自
覚
的
限
定
日
と
い
う
よ
く
似
た
著
作
者
 と
 混
乱
さ
 

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
専
門
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
些
細
な
 
誤
記
に
 

す
ぎ
な
い
も
の
で
も
、
本
書
を
手
引
き
に
し
て
西
田
哲
学
に
接
近
 
 
 

と
す
る
初
学
者
に
と
っ
て
は
 
住
 用
の
混
乱
を
招
く
も
の
に
な
り
か
 
 
 

の
で
、
入
門
的
な
著
作
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
占
に
は
 
細
  
 

意
を
払
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
 

  



つ
い
て
論
評
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

評
者
は
、
以
前
か
ら
 
島
薗
 氏
の
研
究
者
と
し
て
の
 力
 景
を
き
め
 ぬ
 て
高
 

沼
田
健
 
哉
 

本
書
は
、
序
章
と
第
五
章
が
島
 薗
進
氏
 
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
お
 
 
 

第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
が
、
そ
れ
ぞ
れ
 島
薗
 ゼ
ミ
へ
の
参
加
の
 
経
験
を
 

有
す
る
若
手
の
研
究
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
序
章
１
 
%
 
示
教
教
団
 

と
 自
立
 ｜
が
 、
本
書
の
理
論
的
前
提
を
提
示
し
て
お
り
、
第
一
章
 か
ら
 第
 

三
章
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
天
理
教
・
金
光
教
・
修
養
団
 
捧
 誠
人
 ム
 の
事
例
 

研
究
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
第
四
章
は
、
 
島
貢
 氏
の
理
論
と
は
一
定
程
度
独
立
し
た
 理
み
 珊
 

内
考
察
の
後
に
、
真
如
 苑
と
 創
価
学
会
の
比
較
研
究
が
な
さ
れ
て
 い
る
。
 

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
例
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
第
五
章
に
 
お
い
て
 

は
 、
 島
薗
氏
 
に
よ
り
新
宗
教
の
大
衆
自
立
思
想
と
権
威
主
義
に
関
 
す
る
 総
 

括
 内
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
評
者
は
、
ま
ず
、
序
章
と
第
五
章
の
島
 
薗
氏
 の
 論
 文
を
 

考
察
の
対
象
と
し
、
つ
い
で
、
第
四
章
の
ジ
ュ
マ
 リ
 ・
ア
ラ
ム
 氏
 の
 論
文
 

ほ
 つ
い
て
言
及
し
、
し
か
る
後
に
、
第
二
章
か
ら
第
三
章
ま
で
の
 

論
文
に
 

島
薗
進
 編
著
 

「
何
の
た
め
の
合
ホ
 教
 ）
 か
 n
?
.
 

現
代
宗
教
の
抑
圧
と
自
由
 

盲
目
柱
一
九
九
四
年
四
月
一
 
0
 日
刊
 

四
六
判
二
三
 セ
 真
二
四
 セ
 二
円
 

く
 評
価
し
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
他
の
研
究
に
傾
を
見
出
 
す
こ
と
 

が
 困
難
な
多
く
の
示
唆
に
富
む
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

島
 苗
氏
 や
 金
井
 

獅
 

新
 三
 氏
の
よ
う
な
研
究
者
と
他
の
多
く
の
宗
教
学
者
と
称
す
る
人
 々 と
の
 

㎝
 

 
 

差
異
は
、
島
国
民
ら
が
社
会
学
を
中
心
と
す
る
社
会
科
学
の
諸
 
理
 論
を
、
 

そ
れ
ぞ
れ
を
専
門
と
す
る
研
究
者
に
劣
ら
ぬ
レ
ベ
ル
ま
で
修
得
し
 
て
い
る
 

こ
と
に
あ
る
。
 

島
薗
氏
は
 
、
ま
ず
、
本
書
の
主
題
は
、
 

近
 
・
現
代
の
日
本
の
新
 
ゐ
 
ホ
教
 を
 

素
材
と
し
て
、
示
教
と
自
立
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
と
 
し
、
自
 

立
と
は
、
個
々
人
が
相
互
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
び
つ
つ
、
 

自
ら
の
 

判
断
に
基
づ
き
自
ら
の
 
力
 で
行
為
し
、
生
活
す
る
こ
と
を
指
す
と
 

定
義
し
 

て
い
る
。
こ
の
自
立
は
、
共
同
生
活
へ
の
積
極
的
関
与
を
通
し
て
 
実
現
す
 

る
も
の
で
あ
り
、
個
々
人
の
玉
体
性
に
よ
る
判
断
と
行
為
が
 
、
生
 活
 全
体
 

0
 基
盤
に
あ
る
限
り
、
自
立
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
 
、
 個
々
 

人
の
十
全
な
人
格
統
合
の
発
現
が
生
活
基
盤
か
ら
見
失
わ
れ
る
と
 
、
支
配
 

と
 従
属
が
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

島
貢
氏
は
 、
つ
い
で
、
自
立
は
支
配
と
従
属
に
対
立
す
る
の
み
で
 

な
く
、
 

差
別
と
排
除
に
も
対
立
す
る
価
値
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
 

さ
 ら
に
、
 

島
薗
氏
は
 
、
自
立
を
支
え
る
判
断
力
の
内
面
的
条
件
と
し
て
、
①
 
個
々
の
 

状
況
に
お
い
て
、
他
者
の
人
格
を
深
く
理
解
し
つ
つ
、
良
き
判
断
 
、
的
確
 

な
 判
断
を
行
う
能
力
、
②
人
間
性
の
奥
深
い
洞
察
を
踏
ま
え
た
 一
 つ
の
 統
 

一
 的
世
界
観
、
確
固
た
る
価
値
観
に
基
づ
き
首
尾
一
貫
し
た
判
断
 
な
 行
う
 

能
力
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
が
宗
教
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
 

指
 摘
 す
る
。
 

つ
い
で
、
 島
貢
氏
は
 
、
宗
教
教
団
と
自
立
に
関
す
る
考
察
に
お
い
 て
、
 

宗
教
教
団
に
と
っ
て
権
威
の
行
使
は
、
そ
の
存
立
の
根
幹
に
関
わ
 る
も
の
 

と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
教
団
が
ど
の
程
度
自
立
志
向
 
を
 促
進
 



書評   

し
う
る
か
、
あ
る
い
は
権
威
正
義
に
貢
献
す
る
か
を
規
定
す
る
 
変
 数
 と
し
 

て
 、
以
下
の
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。
 

-
a
-
 教
え
と
伝
統
の
内
容
 
-
b
 ）
カ
リ
ス
マ
的
権
威
か
、
解
釈
 
 
 

討
議
的
権
威
か
 
-
c
 一
指
導
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
 や
思
相
 心
 
（
 
d
-
 

社
会
環
境
 

さ
ら
に
、
 島
薗
氏
は
 
、
本
書
が
、
「
宗
教
教
団
と
白
土
」
と
い
う
 
問
 題
を
 

と
り
あ
げ
た
理
由
と
し
て
、
一
九
八
 0
 年
代
の
末
か
ら
、
多
く
の
 
新
宗
教
 

教
団
が
 、
 個
々
人
の
自
立
を
奪
う
と
い
う
点
を
大
き
な
ポ
イ
ン
  
 

て
、
 厳
し
い
批
判
を
受
け
た
の
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
一
定
 
の
 見
道
 

し
を
得
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
 

し
か
し
、
 島
薗
氏
は
 
、
同
時
に
世
界
の
宗
教
情
勢
や
日
本
の
思
 相 
 
 

も
 視
野
に
入
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
宗
教
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
 
 
 

り
 、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
や
新
宗
教
が
台
頭
し
、
教
団
宗
教
 
、
 教
説
 

宗
教
が
近
代
の
諸
価
値
と
さ
れ
る
自
立
や
平
和
と
相
反
す
る
 
場
ム
 ロ
ぶ
 
T
 多
 い
 

と
 考
え
ら
れ
る
傾
向
が
生
じ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

島
 苗
氏
 は
 、
世
界
的
に
自
立
と
宗
教
の
調
和
が
疑
わ
れ
る
傾
向
に
 あ
る
 

と
み
な
し
、
日
本
に
お
い
て
も
、
「
教
団
宗
教
、
教
 

説
 宗
教
否
定
 ぬ
 
四
 と
で
 

も
よ
ぶ
べ
き
論
調
が
高
ま
っ
て
い
る
と
す
る
。
か
つ
て
の
日
本
の
 
知
識
人
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
に
対
す
る
高
い
評
価
を
前
提
と
し
て
、
 

宗
教
と
 

自
立
の
調
和
は
当
然
可
能
な
こ
と
と
み
な
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
 
う
 な
 思
 

考
 枠
組
み
の
大
幅
な
転
換
が
起
こ
っ
て
お
り
、
新
宗
教
研
究
に
 
お
い
て
 

も
、
 新
た
な
 視
 占
か
ら
 自
 立
と
の
 関
 わ
っ
を
考
察
す
る
必
要
性
が
 

あ
 ろ
ヒ
 

い
う
こ
と
が
、
 島
貢
氏
 
の
問
題
意
識
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
 

以
上
の
島
 薗
氏
 の
問
題
提
起
は
、
ほ
ぼ
的
確
な
も
の
と
い
え
る
。
 

 
 

し
 、
以
下
、
言
及
の
対
象
と
す
る
、
第
五
章
 ｜
 新
宗
教
の
大
衆
 目
 -
 
ユ
日
 
心
相
旧
 

と
 権
威
主
義
 ｜
 昭和
期
の
教
団
を
中
心
に
 
｜
は
 、
若
干
の
問
題
 点
 を
含
 

 
 

島
薗
氏
は
、
 
オ
ウ
ム
真
理
教
と
幸
福
の
科
学
の
指
導
者
崇
拝
・
 

教
 祖
 宗
 

拝
 に
は
、
そ
れ
ま
で
の
新
宗
教
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
し
い
 

要
 素
 が
あ
 

る
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
教
団
に
お
い
て
は
、
生
身
の
指
 
導
者
へ
 

の
公
休
た
る
絶
対
崇
拝
が
み
ら
れ
、
か
つ
大
衆
自
立
思
想
と
の
 
間
 の
 緊
張
 

関
係
が
み
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

島
貢
氏
は
 
、
指
導
者
崇
拝
と
大
衆
自
立
思
想
は
、
順
逆
の
両
ベ
ク
 
 
 

を
も
っ
て
い
る
と
洞
見
し
、
さ
ら
に
、
歴
史
学
の
な
か
で
、
 

新
 々
 
不
 我
 が
 取
 

り
 上
げ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
思
想
が
大
衆
自
立
思
想
を
促
す
 
内
容
を
 

も
っ
て
い
た
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
 
を
 指
摘
 

す
る
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
は
、
「
近
代
的
自
我
」
を
得
よ
 
う
と
す
 

る
よ
り
は
、
肥
大
し
た
自
我
意
識
に
あ
き
た
ら
ず
、
他
者
や
自
 
殊
  
 

が
 が
り
を
求
め
て
、
自
己
を
超
え
た
も
の
と
の
融
合
感
が
求
め
ら
 
 
 

る
と
す
る
。
し
か
し
、
 
島
薗
氏
は
 、
民
主
正
義
の
た
め
に
は
、
「
 
自
 -
 
ユ
か
 
り
田
 
心
 

想
的
拠
苫
 
」
は
、
い
ま
な
お
必
須
で
あ
る
と
し
て
、
新
宗
教
の
大
 
衆
 自
立
 

思
想
 が
 昭
和
期
の
教
団
に
お
い
て
、
い
か
に
展
開
も
し
く
は
現
実
 
 
 

か
を
考
察
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
自
立
と
権
威
正
義
の
せ
め
 
ぎ
 あ
 い
 

が
、
 多
く
の
日
本
人
の
日
常
生
活
全
体
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
 
重
要
な
 

問
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
 

島
 苗
氏
 は
 、
天
理
教
・
金
光
教
に
お
い
て
は
、
教
団
の
運
営
は
 一
   

 
 

な
出
 催
主
義
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
立
思
想
は
顕
在
的
で
あ
り
 教
祖
 

 
 

崇
拝
が
大
衆
自
立
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
例
が
十
分
に
み
ら
れ
る
 
と
 考
え
 

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
統
一
教
会
・
オ
ウ
ム
真
理
教
・
幸
福
の
 
科
学
に
 

お
い
て
は
、
大
衆
自
立
よ
り
、
指
導
者
や
組
織
へ
の
服
従
忠
誠
を
 
促
す
 傾
 



向
 が
強
く
、
中
央
集
権
的
権
威
主
義
的
な
教
団
組
織
を
目
指
し
て
 い
る
と
 

み
な
し
て
い
る
。
 

島
貢
氏
は
 
、
新
宗
教
史
に
お
い
て
は
、
ゆ
る
や
か
な
組
織
体
制
か
 ら、
 

中
央
集
権
主
義
や
権
威
主
義
に
通
じ
る
堅
固
な
組
織
体
制
へ
の
 
変
  
 

大
き
な
流
れ
と
し
て
み
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
の
中
で
大
衆
自
立
の
 
 
 

顕
著
に
み
ら
れ
る
教
団
と
し
て
、
創
価
学
会
，
霊
友
会
・
修
養
団
 
捧
 試
金
 

を
あ
げ
て
い
る
。
 

ま
ず
、
霊
友
会
に
関
す
る
 
島
貢
 氏
の
言
及
を
み
る
と
、
法
華
経
的
 大
衆
 

主
義
の
伝
統
を
継
承
し
、
近
代
の
民
主
主
義
的
思
潮
を
取
り
込
ん
 
で
、
 自
 

正
吉
想
を
強
化
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
評
者
は
、
雪
女
 
ム
 ム
 い
は
、
 
法
 

草
径
 的
 大
衆
正
義
の
伝
統
を
的
確
に
継
承
し
て
い
る
と
は
考
え
て
 
 
 

か
つ
過
度
の
体
験
主
義
自
体
が
、
本
来
的
な
意
味
で
の
仏
教
的
自
 
 
 

障
害
と
な
っ
て
い
る
側
面
も
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
一
定
の
教
 
学
 の
 学
 

習
 な
く
し
て
、
本
来
的
な
意
味
で
の
仏
教
教
団
と
み
な
す
こ
と
は
 
困
難
と
 

い
え
よ
う
。
 

つ
い
で
、
 
島
薗
 氏
は
創
価
学
会
の
出
発
点
と
な
っ
た
 牧
ロ
の
 思
想
 に
お
 

け
る
自
立
思
想
の
要
素
、
さ
ら
に
は
、
日
蓮
正
宗
に
お
け
る
社
会
 
的
 権
威
 

に
 対
す
る
批
判
の
論
理
に
圧
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
霊
友
会
を
 
含
む
 多
 

く
の
教
団
と
は
対
照
的
な
、
こ
の
よ
う
な
挑
戦
的
態
度
の
源
泉
 
と
 な
っ
た
 

も
の
は
、
 

牧
ロ
の
 
フ
ァ
シ
ズ
ム
権
力
に
対
す
る
抵
抗
と
獄
死
、
 

戸
 日
域
 聖
 

の
 入
獄
 と
 非
転
向
の
経
験
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

島
曲
 此
 は
、
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
姿
勢
が
、
大
衆
的
な
自
立
志
 
拍
相
 

心
と
 

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
創
価
学
会
の
新
し
さ
を
見
出
し
て
 

 
 

島
薗
氏
は
 、
さ
ら
に
、
 

牧
口
 、
一
 
p
 田
 、
池
田
の
個
性
の
相
違
を
的
 確
に
指
 

摘
 し
た
後
に
、
創
価
学
会
の
大
衆
自
立
思
想
は
、
理
念
と
し
て
よ
 
 
 

環
境
へ
の
革
新
的
姿
勢
ゆ
え
に
、
自
立
の
促
し
と
し
て
機
能
し
て
 い
る
と
 

 
 

 
 

み
な
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
的
確
な
認
識
と
い
え
よ
う
。
 

 
 

つ
い
で
、
修
養
団
 
捧
誠
 会
の
自
立
思
想
に
ふ
れ
、
自
己
の
信
念
を
 
 
 

 
 
 
 

ず
 、
あ
く
ま
で
良
心
に
従
っ
て
生
き
る
べ
き
と
い
う
自
立
の
教
え
 
 
 

者
 と
調
和
す
べ
き
と
い
う
教
え
が
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
説
か
 
 
 

る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
的
確
な
も
の
 で
あ
る
 

が
 、
評
者
は
、
 

当
 教
団
に
類
似
し
た
集
団
は
、
日
本
に
数
多
く
み
 られ
る
 

の
で
、
 
島
薗
氏
 が
当
教
団
を
研
究
対
象
に
と
り
あ
げ
た
の
は
、
 

た
 
ま
た
ま
 

詳
細
な
研
究
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
故
で
も
あ
ろ
う
と
推
測
 
 
 

る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
 

島
貢
氏
は
 
、
前
記
の
三
教
団
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
 
 
 

自
立
思
想
を
有
し
、
そ
れ
ら
は
信
徒
が
自
立
的
な
生
活
態
度
を
形
 
成
す
る
 

の
に
貢
献
し
た
一
方
で
は
、
人
タ
 

の
 自
立
へ
の
志
向
を
妨
げ
る
よ
 う
な
 教
 

え
を
説
い
た
り
、
集
団
生
活
を
導
い
た
り
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
 
こ
と
を
 

も
 指
摘
し
て
い
る
。
 

島
薗
氏
は
 
、
霊
友
会
や
創
価
学
会
で
は
、
と
き
に
強
力
な
集
団
的
 
統
合
 

が
 実
現
し
て
お
り
、
指
導
者
の
指
示
の
も
と
、
一
致
団
結
し
た
 
集
 団
 行
動
 

が
と
ら
れ
、
信
徒
の
自
立
的
な
行
動
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
 
 
 

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
評
者
は
、
霊
友
会
は
、
各
支
部
の
独
立
 
性
 が
強
 

い
う
え
に
、
実
質
的
に
活
動
し
て
い
る
会
員
の
比
率
が
低
い
た
め
 
、
強
力
 

な
 集
団
的
統
合
が
実
現
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
と
考
え
て
い
 
る
 。
 

ま
た
、
創
価
学
会
に
お
い
て
も
、
「
と
な
り
の
創
価
学
会
し
で
描
か
 

れ
て
 

い
る
よ
う
に
、
ク
レ
ム
リ
ン
に
比
さ
れ
て
い
る
信
濃
町
の
本
部
職
 
員
 組
織
 

と
 末
端
の
組
織
で
は
、
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
同
一
に
論
じ
て
 

ぃ
  
 

慎
重
さ
を
欠
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
東
京
都
知
事
選
 
の
 結
果
 



書評と紹介 

立 者 に で
も
判
明
し
た
よ
 
う
 に
、
末
端
の
会
員
が
権
威
に
 
蛆
 条
件
に
服
従
   

  

島
薗
氏
は
 
、
霊
友
会
に
お
け
る
自
立
へ
の
志
向
性
を
抑
制
す
る
 要 因
 る
 

い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
が
、
評
者
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
霊
界
か
 
 
 

す
そ
権
威
主
義
を
あ
げ
た
い
。
評
者
は
、
か
つ
て
ト
ラ
ン
ス
状
態
 にあ
る
 

幹
部
会
員
が
、
 
干
 一
皿
 

@
 と
い
う
形
態
で
若
い
会
員
を
叱
叱
し
、
そ
れ
 ら
の
会
 

員
 が
泣
か
ん
ば
か
り
に
ひ
た
す
ら
謝
っ
て
い
る
の
を
見
聞
し
た
 
@
 
-
 と
が
あ
 

る
 。
創
価
学
会
に
お
い
て
も
脱
会
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
そ
 
 
 

止
す
る
た
め
に
集
団
で
働
き
か
け
て
い
る
と
し
た
ら
、
自
立
の
 志
向
と
 

は
 、
相
反
す
る
行
動
と
い
え
よ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
 島
貢
氏
は
 
、
こ
れ
ら
三
教
団
を
、
大
衆
自
立
の
考
え
 
 
 

顕
著
に
み
ら
れ
る
教
団
の
代
表
的
な
例
と
し
、
昭
和
後
期
二
九
 七
 O
 年
 

代
一
 以
後
に
発
展
し
た
教
団
で
は
、
 

G
L
A
 
を
除
い
て
は
、
自
立
 
思
想
が
 

あ
ま
り
目
立
た
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

G
L
A
 
が
き
わ
め
 て
 自
立
 

思
想
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
教
団
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
 

こ
の
よ
 

う
な
見
解
も
、
宗
教
学
者
と
し
て
は
稀
な
 程
 理
論
志
向
性
の
強
い
 
島
薗
氏
 

で
あ
る
が
枝
の
過
度
の
類
型
化
の
よ
，
 
r
 に
み
つ
け
ら
れ
る
。
 

評
者
は
、
大
衆
自
立
の
思
想
は
、
霊
友
会
・
創
価
学
会
・
修
養
団
 
捧
誠
 

会
 
・
 G
L
A
 
等
に
お
い
て
の
み
顕
著
に
み
ら
れ
る
現
象
で
は
な
く
 
、
 霊
友
 

今
 以
上
に
自
立
的
な
教
団
は
数
多
く
存
在
す
る
し
、
同
一
教
団
に
 
お
い
て
 

0
 時
間
が
経
過
す
る
過
程
に
お
い
て
変
化
が
あ
る
場
合
が
多
い
と
 みな
し
 

て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
評
者
は
、
自
立
の
思
想
や
組
織
の
形
態
が
 
教
団
 毎
 

差
異
が
あ
る
こ
と
に
、
 
島
貢
氏
 は
よ
り
一
層
注
目
す
る
べ
き
で
 

あ
る
と
 

-
 
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
 
七
 0
 年
代
の
新
宗
教
に
お
い
て
自
立
后
 相
 ゅ
が
目
 

一
 
た
な
 い
 一
方
で
は
、
新
霊
性
運
動
の
な
か
に
は
、
自
立
思
想
に
 

通
じ
る
 

も
の
が
重
要
な
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
 

 
 

新
霊
性
運
動
の
影
響
の
み
ら
れ
る
新
宗
教
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
 
-
 
」
と
を
 島
 

薗
 氏
は
熟
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
論
理
が
一
貫
 
 
 

な
い
と
い
え
よ
う
。
 
島
薗
氏
は
、
 

広
く
長
期
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
 テ
  
 

も
と
に
一
般
化
を
行
 う
が
 、
そ
れ
が
適
切
で
な
い
場
合
も
時
と
し
 て
み
う
 

け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
現
代
 
H
 本
の
動
向
に
関
す
る
 島
貢
氏
の
 見
解
は
 、
 

 
 

島
薗
氏
は
、
 

「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、
 
八
 仝
一
十
社
）
そ
の
も
の
が
「
 
マ
イ
 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
装
置
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
あ
る
 

種
 の
み
 不
 

歌
の
特
殊
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
へ
の
批
判
が
、
い
つ
の
間
に
か
、
公
ホ
 

教
  
 

へ
と
 棚
ナ
 
べ
り
し
て
い
く
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
  
 

（
 め
 布
教
）
と
は
、
人
を
束
縛
し
、
抑
圧
す
る
よ
う
な
、
教
義
箇
条
 

や
 教
団
 

組
織
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
 つ 。
 

島
薗
氏
は
 
、
本
来
、
宗
教
は
個
人
と
霊
的
な
い
し
 神 的
な
も
の
と
 
0
 百
 

接
 的
関
わ
り
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
れ
が
 教
 説
や
組
織
と
い
っ
た
か
   

押
し
込
め
ら
れ
る
と
、
本
来
の
宗
教
は
生
命
を
失
っ
て
し
ま
う
。
 

 
 

教
 説
を
立
て
る
宗
教
は
必
ず
抑
圧
的
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
 
（
 宗
耳
牲
 ）
 

は
 、
い
か
な
る
場
合
に
抑
圧
的
に
な
り
、
ど
う
い
う
場
合
に
自
由
 
に
 -
 
目
一
献
 

す
る
か
と
い
う
問
 い
 か
ら
本
書
は
書
か
れ
た
と
し
て
い
る
。
 こ
  
 

は
 、
本
書
に
よ
っ
て
完
全
に
解
明
さ
れ
た
と
は
み
な
し
が
た
い
が
 
、
そ
の
 

解
明
の
た
め
の
一
里
塚
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
与
え
て
も
さ
し
 っ
か
え
 

 
 

な
い
と
い
え
よ
う
。
以
上
で
、
 

島
薗
氏
が
 
執
筆
し
た
部
分
に
関
す
 る
 論
評
 

 
 
 
 
 
  
 

を
 終
え
、
他
の
執
筆
者
に
よ
る
論
文
に
言
及
す
る
。
 

第
四
章
 ｜
 新
宗
教
に
お
け
る
「
カ
リ
ス
マ
的
教
祖
」
と
「
カ
リ
ス
 
 
 

組
織
」
真
如
 苑と
 創
価
学
会
を
比
較
し
て
ー
は
、
ジ
ュ
マ
リ
 
ア
ラ
 



A
 氏
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ュ
マ
 リ 氏
の
み
が
、
執
筆
 者
 中
、
 

相
関
社
会
科
学
科
の
所
属
で
あ
る
た
め
か
、
他
の
島
 
薗
 ゼ
ミ
の
 メ
  
 

の
 論
文
と
比
較
す
る
と
、
理
論
志
向
の
強
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
 
 
 

こ
の
論
文
を
評
す
る
こ
と
は
、
他
の
論
文
と
は
別
の
困
難
な
問
題
 
占
、
 
@
 
@
 
。
 
ヵ
 

あ
る
。
そ
れ
は
、
執
筆
者
が
イ
ス
ラ
ム
教
が
支
配
的
な
宗
教
伝
統
 
で
あ
る
 

国
の
留
学
生
で
あ
も
た
め
、
異
文
化
比
較
と
い
う
視
点
が
長
所
と
 
な
っ
て
 

い
る
が
、
反
面
、
日
本
宗
教
の
内
在
的
な
研
究
と
い
う
点
で
は
、
 

や
や
も
 

の
た
り
な
い
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
は
、
や
や
私
事
に
わ
た
 
る
が
、
 

評
者
は
、
以
前
折
原
 浩
 氏
か
ら
ジ
ュ
マ
 
リ
 氏
の
研
究
指
導
を
依
頼
 さ
れ
た
 

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
際
カ
リ
ス
マ
論
に
よ
る
新
宗
教
教
団
の
比
 較
 研
究
 

に
 、
真
如
 苑
と
 創
価
学
会
を
選
択
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
と
 述べ
た
 

こ
と
が
あ
る
。
 

今
回
、
当
論
文
を
読
ん
で
み
る
と
、
両
教
団
の
差
異
を
指
摘
す
る
 こ
と
 

に
は
か
な
り
の
程
度
成
功
し
て
い
る
が
、
理
論
的
に
み
て
も
、
 

教
  
 

別
 的
内
在
的
理
解
と
い
う
点
か
ら
も
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
残
さ
 
れ
て
い
 

る
 。
ま
ず
第
一
に
気
に
な
っ
た
の
は
、
真
如
苑
の
伊
藤
夫
妻
を
「
 
模
範
 預
 

言
 」
的
教
祖
、
創
価
学
会
の
指
導
者
を
「
使
命
預
言
」
的
教
祖
と
 
類
型
 づ
 

け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
理
念
型
と
現
代
の
社
 
ム
 
ム
字
 か
 り
 モ 

デ
ル
 
と
を
混
同
し
て
い
る
と
の
印
象
を
与
え
が
ち
で
あ
る
。
む
し
 
ろ
、
島
 

薗
氏
 が
よ
く
行
う
よ
う
に
ま
っ
た
く
新
た
な
分
析
概
念
を
構
築
し
 
た
 方
が
 

よ
 か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ス
テ
ィ
グ
マ
 

論
 や
う
 べ
   

論
を
 、
教
祖
の
カ
リ
ス
マ
を
社
会
心
理
学
的
な
観
点
か
ら
分
析
す
 
る
 理
論
 

と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
本
来
社
会
学
の
理
論
で
あ
る
た
め
、
 

誤
解
を
 

ぅ
 け
や
す
い
論
述
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
社
会
学
者
と
し
て
は
、
分
析
用
語
が
や
や
不
正
確
 
 
 

印
象
が
な
い
で
は
な
い
が
、
真
如
苑
の
分
析
は
か
な
り
の
程
度
成
 
 
 

 
 

い
る
し
、
創
価
学
会
の
分
析
も
、
一
定
の
水
準
に
達
し
て
い
る
が
 
、
真
如
 

 
 

る
な
ら
 

 
 
 
 

ば
 、
従
来
の
研
究
に
な
い
新
た
な
言
及
や
分
析
が
み
ら
れ
、
力
作
 とし
て
 

 
 

つ
い
で
、
第
一
章
 
｜
 近
代
日
本
の
天
皇
制
国
家
と
天
理
教
団
 

そ
の
 

集
団
的
自
立
性
の
形
成
過
程
を
め
ぐ
っ
て
ー
は
、
 

李
 元
朝
氏
に
よ
 
っ
て
 執
 

筆
さ
れ
て
い
る
が
、
論
理
が
一
貫
し
て
い
る
う
え
に
、
歴
史
的
変
 
遷
 を
正
 

確
に
分
析
し
た
す
ぐ
れ
た
論
文
で
あ
る
。
 

李
氏
は
 
、
天
理
教
を
も
っ
ぱ
ら
国
家
権
力
と
の
関
係
に
よ
っ
て
 
と
ら
 

え
 、
そ
の
自
立
性
を
評
価
す
る
よ
う
な
研
究
は
必
ず
し
も
適
切
で
 
 
 

と
し
て
、
新
た
な
視
点
か
ら
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
 

李
氏
は
、
 

民
衆
 宗
 

教
の
集
団
的
な
強
さ
は
、
生
き
生
き
と
し
た
実
感
を
共
有
す
る
 
運
 動
体
で
 

あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
共
感
の
世
界
か
ら
得
ら
れ
る
 
確
信
 と
 

信
念
が
天
理
教
の
信
者
た
ち
の
自
立
的
な
活
動
を
促
し
た
過
程
を
 
歴
史
的
 

に
 分
析
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
集
団
的
統
合
を
も
た
ら
す
権
威
 
秩
序
が
 

教
団
の
史
的
展
開
に
応
じ
て
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
検
証
  
 

る
 。
集
団
的
自
立
性
と
い
う
概
念
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
占
で
も
 
土
日
 
心
萎
め
 

大
き
な
論
文
と
い
え
よ
う
。
 

つ
い
で
、
第
二
章
１
死
ん
だ
と
思
う
て
欲
を
放
し
て
神
を
助
け
て
 

 
 

金
光
教
に
お
け
る
教
団
論
の
形
成
と
宗
教
伝
統
の
革
新
 
｜
は
 、
福
嶋
 

信
吉
 氏
 に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
神
学
と
宗
教
学
の
中
間
 
 
 

印
象
を
受
け
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
か
な
 
ら
ず
し
 

も
 否
定
す
べ
き
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ト
レ
ル
チ
の
よ
う
 
に
 神
学
 

と
社
 八
万
科
学
を
統
合
し
た
卓
越
し
た
研
究
者
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
 

き
る
。
 



せ
ら
れ
る
。
本
書
の
編
者
で
あ
る
 島
貢
氏
は
 、
研
究
指
導
に
関
し
 て
も
 一
 

し
か
し
、
福
嶋
 氏
が
 、
今
後
よ
り
勝
れ
た
研
究
者
と
な
る
た
め
に
 
 
 

流
 で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
評
者
は
、
 ム
 「
 
彼
 と
も
 島
薗
氏
の
 指
導
を
 

人
の
内
面
的
な
信
仰
世
界
を
生
か
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
よ
り
客
観
 
 
 

あ
お
 げ
る
こ
と
を
期
待
し
て
本
書
の
論
評
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
 
 
 

提
示
す
る
努
力
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
 

第
三
章
 ｜
 女
性
の
自
立
と
新
宗
教
 ｜
 修養
団
佳
調
金
「
東
京
、
 

、
 
.
 セ
ス
」
 

の
場
合
 ｜
は
 、
薄
井
 篤
子
 氏
の
執
筆
に
よ
る
が
、
女
性
た
ち
が
 信
  
 

の
中
で
、
「
個
々
人
が
相
互
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
び
つ
つ
、
 

 
 

判
断
に
基
づ
き
自
ら
の
 力
 で
行
為
し
、
生
活
す
る
」
こ
と
を
い
か
 に
 実
現
 

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
検
討
の
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 
こ
の
 視
 

占
は
自
立
の
条
件
お
よ
び
そ
の
実
現
の
困
難
度
に
は
性
に
よ
る
 
違
  
 

る
と
ぃ
岳
 提
に
立
ち
っ
 っ
 、
宗
教
と
自
立
思
想
の
あ
 い
 だ
の
 特
 徴
 的
な
 

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
玉
韻
と
し
て
い
る
。
 

薄
井
氏
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
家
の
一
部
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
 
 
 

オ
ロ
ギ
ー
過
剰
と
硬
直
し
た
ド
グ
マ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
 
傾
向
と
 

は
 無
縁
の
研
究
者
で
あ
り
、
困
難
な
研
究
課
題
を
着
実
な
実
証
 研
 先
 に
よ
 

っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
今
後
の
研
究
成
果
が
圧
目
さ
れ
 
る
 。
 当
 

論
文
も
 ニ
 疋
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
が
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
 
理
払
 
 
 

ダ
イ
ム
が
や
や
古
い
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
受
け
る
の
で
、
 
ラ
ダ
 

イ
ム
革
新
が
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
 
よ
う
。
 

い
ず
れ
に
し
ろ
、
注
目
す
べ
き
研
究
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
っ
て
 
さ
し
つ
 

 
 

最
後
に
本
書
全
体
を
通
し
て
の
印
象
を
述
べ
る
と
、
き
わ
め
て
 困
 難
 む
 

研
究
課
題
を
掲
げ
つ
つ
、
こ
れ
ほ
ど
理
論
と
実
証
の
バ
ラ
ン
ス
の
 
と
れ
た
 

 
 

 
 

  



真
光
系
教
団
や
真
如
 苑
 、
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
高
度
経
済
成
長
期
 

以
後
、
 

急
激
に
教
団
の
発
展
を
注
げ
た
教
団
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
 か、
新
 

新
宗
教
と
い
う
命
名
の
足
 非
 、
そ
の
存
否
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
 
議
ョ
珊
 
が
あ
る
。
 

島
 南
進
は
、
最
近
新
新
宗
教
の
特
徴
を
七
点
に
整
理
し
て
い
る
。
 

一
 
産
経
新
 

開
一
九
九
六
年
二
月
一
四
ロ
夕
刊
 -
 第
一
に
、
青
年
信
者
の
比
率
 の
 高
さ
。
 

二
 、
「
 貧
 ・
 病
 ・
 争
 」
か
ら
人
生
の
空
し
さ
か
ら
の
入
信
へ
の
 変 7
l
 

Ⅰ
 し
 0
 
 
一
二
、
 

自
己
責
任
の
強
調
か
ら
霊
の
永
続
を
信
じ
、
現
世
の
人
間
関
係
の
 

希
薄
化
。
 

四
 、
神
秘
現
象
そ
の
も
の
へ
の
関
心
。
 

五
 、
終
末
観
。
 
六
 、
教
祖
 崇
拝
。
 

七
 、
現
世
離
脱
的
。
こ
の
七
条
件
が
全
て
当
て
 嵌 ま
る
と
は
い
え
 
 
 

の
の
、
真
光
系
教
団
も
該
当
す
る
条
件
は
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
 
特
徴
を
 

備
え
た
教
団
は
ど
こ
が
、
ど
う
し
て
新
し
い
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
 
 
 

う
し
た
疑
問
へ
、
極
め
て
綿
密
な
資
料
の
分
析
や
調
査
に
よ
っ
て
 
解
答
の
 

糸
口
を
提
供
し
て
く
れ
る
論
文
集
が
二
年
前
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
 
 
 

ム
 真
理
教
事
件
が
起
こ
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
教
団
の
意
味
を
巡
る
 
払
珊
 
義
ハ
 し
 

な
か
、
さ
ら
に
こ
の
論
集
の
学
的
価
値
は
高
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
 
ろ
う
。
 

武
田
道
生
 

南
山
大
学
一
紀
要
 @
 
 一
九
九
二
年
一
月
三
一
月
刊
 

A
5
 判
二
七
一
頁
 

畑
中
幸
子
、
 ク
ネ
 ヒ
ト
・
ペ
ト
ロ
、
中
林
 
仲
結
 、
 

岡
田
 港
樹
 、
谷
富
夫
 著
 

「
ア
カ
デ
ミ
ア
人
文
・
社
会
科
学
 編
ヨ
一
 

特
集
 一
 伝
統
を
く
む
新
宗
教
真
光
」
 

真
光
系
教
団
は
 
、
ク
ネ
ヒ
ト
 
が
序
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
 
 
 

 
 

は
 
「
極
め
て
非
合
理
的
、
即
ち
神
話
的
・
呪
術
的
」
 

な
 教
団
 群
と
 し
て
 捉
 

 
 

キ
 え
ち
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
面
と
は
「
も
う
ひ
と
つ
 別
な
 顔
 が
あ
 

 
 

 
 
 
  
 

り
 」
、
こ
れ
に
着
目
し
、
「
 一
 教
団
群
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
な
 
 
 

そ
の
教
理
の
中
核
的
要
素
と
（
宗
教
一
組
織
へ
の
執
着
心
の
実
態
 
と
 動
機
 

な
ど
を
探
り
、
明
ら
か
に
す
る
」
 
，
 」
と
が
本
論
集
の
目
的
と
さ
れ
 
 
 

こ
の
共
同
研
究
は
極
め
て
多
彩
な
万
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
文
献
 
研
究
、
 

イ
ン
タ
ビ
ュ
Ⅰ
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
参
与
観
察
等
を
行
い
資
 

料
 収
集
 

し
 、
そ
れ
ら
を
文
化
人
類
字
と
 

-
 宗
教
 -
 社
会
学
の
方
法
で
分
析
 
 
 

る
 。
そ
う
し
て
各
研
究
者
の
研
究
過
程
に
お
い
て
で
て
き
た
共
通
 
 
 

は
 、
真
光
は
そ
れ
以
前
の
新
宗
教
と
連
続
し
て
い
る
と
の
認
識
で
 
 
 

見
方
と
し
て
は
、
新
し
い
側
面
に
注
目
し
て
、
「
新
新
宗
教
」
と
 

呼
  
 

に
 対
し
て
、
「
伝
統
的
側
面
に
力
点
を
置
く
方
向
」
で
あ
る
。
な
お
 

、
こ
 

共
同
研
究
に
お
い
て
は
、
世
界
真
光
文
明
教
団
と
禁
教
真
光
の
真
 
光
来
 二
 

教
団
を
調
査
並
び
に
研
究
対
象
と
し
て
 い
 て
、
両
者
を
呼
ぶ
時
に
 
は
 、
百
一
一
 

光
 教
団
と
呼
ん
で
い
る
。
 

論
集
の
構
成
は
 
、
ク
不
 ヒ
ト
・
ペ
ト
ロ
の
「
 
序
 」
に
続
い
て
、
 
畑
 中
辛
 

子
 
「
ま
え
が
き
」
、
 
第
 1
 章
司
「
真
光
教
団
の
成
立
」
、
第
 2
%
 早
ク
ネ
 

ヒ
ト
 「
啓
示
の
条
件
 ｜
 十
字
に
秘
め
ら
れ
た
 
事
｜
 」
、
第
 3
 
章
中
   

「
岡
田
光
玉
の
舌
口
 霊
｜
 語
呂
合
わ
せ
と
文
字
に
つ
い
て
の
一
考
察
 ｜ 」
、
 接
弗
 

4
 章
岡
田
浩
樹
「
儀
礼
と
組
織
 
｜
 道
場
に
お
け
る
手
か
ざ
し
 儀
  
 

第
 5
 章
台
富
夫
「
新
宗
教
青
年
層
に
お
け
る
呪
術
性
と
共
同
 

性
 １
票
 

教
 真
光
を
事
例
と
し
て
ー
」
に
分
か
れ
る
。
畑
中
の
「
ま
え
が
き
 
 
 

研
究
目
的
と
全
体
の
研
究
を
概
説
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
五
本
 
 
 

論
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
畑
中
の
真
光
教
団
の
 
歴
史
的
 



@ 土音吉平   
展
開
か
ら
教
団
の
全
体
像
を
把
握
す
る
 男
 l
 章
を
除
い
て
、
こ
れ
 
ら
は
 教
 

義
 的
側
面
の
特
徴
と
、
儀
礼
の
構
造
や
信
者
の
意
識
の
分
析
か
ら
 
教
団
の
 

社
会
的
意
味
と
い
っ
た
区
分
け
か
ら
、
第
 2
 章
 ク
ネ
 ヒ
ト
論
文
と
 第
 3
 章
 

中
林
論
文
、
第
 4
 章
岡
田
論
文
と
第
 5
 章
俗
論
文
の
二
部
に
大
別
 す
る
こ
 

と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
編
集
意
図
に
沿
っ
て
紹
介
し
て
行
き
た
 
 
 

第
 2
 章
の
畑
中
論
文
は
、
以
下
の
諸
論
文
の
前
提
を
な
す
も
の
で
 
 
 

の
 教
団
群
の
共
通
の
祖
，
岡
田
光
玉
の
生
涯
を
追
い
、
そ
の
神
秘
 
体
験
か
 

ら
 教
団
設
立
、
そ
の
死
後
の
分
裂
を
追
 う
 。
内
容
的
に
は
 
6
 節
に
  
 

い
る
。
 第
 1
 節
で
は
、
「
真
光
の
歴
史
的
背
景
」
を
辿
る
。
昭
和
四
 

九
年
に
 

死
亡
し
た
岡
田
は
生
前
か
ら
神
話
化
さ
れ
て
 い
 て
、
母
親
が
出
 
壬
 Ⅰ
大
社
の
 

熱
心
な
信
者
で
あ
っ
て
、
大
国
主
命
に
願
掛
け
を
し
て
、
大
国
主
 
 
 

い
 の
白
銀
の
鼠
に
左
足
を
噛
ま
れ
た
夢
を
見
て
、
岡
田
を
出
産
し
 
た
、
と
 

い
う
現
在
の
教
義
・
儀
礼
に
関
わ
る
誕
生
神
話
は
こ
こ
で
は
語
ら
 
 
 

な
い
。
事
実
の
み
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
 
が
、
そ
 

の
後
の
宗
教
生
活
と
の
関
わ
り
が
い
さ
さ
か
唐
突
に
感
じ
ら
れ
て
 
し
ま
う
 

こ
と
も
あ
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
方
、
こ
れ
ま
で
書
か
 

 
 

な
か
っ
た
事
実
の
い
く
つ
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
等
興
味
深
い
 点
 も
あ
 

る
 。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
世
界
救
世
教
、
大
本
と
の
教
義
的
 
 
 

が
 真
光
の
教
義
的
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
に
与
え
た
影
響
と
し
て
 
具
  
 

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
 3
 節
「
教
団
の
発
展
」
は
、
昭
和
四
 十
年
代
 

に
人
 り
 テ
レ
ビ
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
よ
る
爆
発
的
発
展
を
指
摘
す
 
る
 0
 ま
 

さ
に
こ
の
時
期
以
降
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
時
代
の
新
宗
教
の
先
駆
 
だ
 っ
 た
こ
 

と
が
理
解
で
き
る
。
第
 
4
 節
「
「
 手
 か
ざ
し
」
の
奇
蹟
」
は
、
具
体
 
的
な
説
 

明
に
よ
っ
て
第
 
4
 章
岡
田
論
文
の
基
本
的
理
解
の
助
け
と
な
る
。
 

第
 5
 節
 

「
教
団
の
分
裂
」
は
、
岡
田
死
去
後
の
関
口
業
宗
教
局
長
一
当
時
 

-
 と
岡
 

日
恵
珠
の
二
代
目
教
え
 
主
 継
承
を
巡
る
裁
判
紛
争
を
扱
う
。
 

両
教
 団
 で
対
 

立
 す
る
微
妙
な
問
題
を
含
ん
で
 

い
 る
こ
と
も
あ
っ
て
、
畑
中
の
表
 現
は
慎
 

重
 に
な
っ
て
い
る
た
め
、
わ
か
り
に
く
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
 
。
要
は
 

法
律
的
に
は
、
遺
言
に
よ
っ
て
教
祖
の
み
付
け
ら
れ
る
「
お
み
た
 
ま
 」
 が
 

正
式
に
関
口
に
譲
ら
れ
、
代
表
役
員
と
し
て
活
動
し
始
め
た
も
の
 
 
 

に
 岡
田
派
の
者
に
よ
っ
て
宗
教
法
人
登
記
が
岡
田
恵
 
珠
各
 で
な
さ
 ね
 、
 そ
 

の
 正
当
性
の
根
拠
と
し
て
後
に
発
見
さ
れ
た
「
神
木
」
の
正
当
性
 
が
 認
め
 

ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
裁
判
で
は
関
口
派
が
勝
訴
し
た
が
、
和
解
 
交
渉
中
 

に
 、
岡
田
派
は
高
山
に
宗
教
法
人
「
崇
敬
真
光
」
を
 訊堅
 
Ⅰ
登
記
し
  
 

後
に
和
解
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
地
の
信
者
は
現
 
在
 の
 両
 

教
団
の
教
勢
の
比
率
以
上
の
割
合
で
景
教
真
光
に
つ
い
て
い
っ
た
 
よ
う
で
 

あ
る
。
評
者
が
調
査
を
行
っ
た
北
米
方
面
本
部
は
、
名
称
は
 
ア
メ
  
 

登
記
し
て
あ
る
た
め
変
更
で
き
な
い
の
で
、
「
世
界
真
光
文
明
教
 

団
 」
で
あ
 

る
が
、
系
統
で
は
「
景
教
真
光
」
に
属
す
る
と
言
う
、
名
称
の
涙
 
れ
 現
象
 

が
 起
こ
っ
て
い
る
。
宗
教
学
的
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
一
般
信
者
 
に
と
つ
 

て
の
宗
教
的
正
当
性
は
、
養
女
で
あ
っ
て
も
岡
田
光
 
玉
の
 
「
 血
 」
 や
 、
「
 
竹
 @
 
」
 

を
 受
け
継
ぐ
者
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岡
田
は
教
団
 
経
営
の
 

面
か
ら
 ゆ
 
望
日
で
関
口
を
指
名
し
た
が
、
信
者
に
と
っ
て
の
教
祖
は
 

特
に
 

手
 か
ざ
し
と
い
う
呪
術
的
救
 

い
の
力
 を
秘
め
た
教
祖
で
な
け
れ
ば
 な
ら
な
 

か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
 
第
 6
 節
 

「
真
光
の
再
興
」
で
は
、
そ
の
後
の
両
教
団
の
発
展
を
描
く
。
 

持
 に
海
外
 

支
部
の
発
展
は
目
覚
ま
し
い
が
、
そ
の
分
析
は
教
団
の
資
料
に
よ
 
 
 

 
 
 
 

も
の
で
、
余
り
掘
り
下
げ
ら
れ
ず
、
い
さ
さ
か
表
面
的
で
あ
る
の
 
 
 

ま
れ
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
両
教
団
と
も
に
、
「
神
木
」
が
な
く
な
 

て
 
 
 

る
こ
と
と
二
代
目
教
え
主
に
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
力
が
み
ら
れ
な
 
い
こ
と
 



を
 挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
な
問
題
を
含
ん
 で
い
る
 

と
 思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
が
 
残
 念
 で
あ
 

る
 。
全
体
に
は
各
教
団
資
料
と
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
業
績
に
片
 
寄
り
過
 

ぎ
て
、
ま
た
展
開
を
追
う
こ
と
に
終
始
し
て
、
新
た
な
問
題
へ
の
 
 
 

み
の
 力
 が
削
が
れ
て
い
る
と
 
い
 え
 よ
う
 。
 

第
 2
 章
 ク
ネ
ヒ
ト
 、
第
 3
 章
中
林
論
文
は
、
教
義
の
分
析
を
通
し
 て
こ
 

の
 教
団
群
の
宗
教
性
の
特
質
に
迫
ろ
 う
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
日
 本
の
さ
 

ま
ざ
ま
な
教
団
は
そ
れ
ぞ
れ
教
祖
の
家
の
家
紋
や
流
れ
を
汲
む
 
宗
  
 

の
 変
形
を
用
い
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
評
者
は
寡
聞
に
し
て
、
 

単
に
教
 

団
の
象
徴
と
し
て
の
紋
を
遥
か
に
超
え
て
、
教
団
の
世
界
観
を
表
 
現
す
る
 

た
め
に
、
 

神
 紋
や
左
右
の
ス
 
フ
 ス
テ
ィ
カ
 や
 カ
ゴ
メ
印
な
ど
、
 
昔
   

多
様
に
造
形
的
象
徴
を
用
い
て
い
る
例
を
知
ら
な
い
。
 

ク
ネ
ヒ
ト
 
は
、
 V
 

タ
ー
ナ
ー
の
象
徴
理
解
を
援
用
し
て
、
「
教
義
と
そ
の
結
晶
で
あ
 

る
 象
徴
 

は
 、
教
団
員
に
神
の
経
時
に
従
っ
て
生
き
る
べ
き
使
命
観
を
促
す
 
」
、
「
 ヱ
 Ⅰ
 

れ
 自
体
独
自
の
体
系
を
な
す
 
b
 
の
」
と
す
る
前
提
に
立
ち
、
そ
う
 

し
た
 具
 

象
 的
な
造
形
的
象
徴
、
特
に
全
て
に
共
通
す
る
十
字
の
教
義
的
 
分
 析
を
通
 

し
て
世
界
観
の
象
徴
表
現
を
解
明
す
る
。
こ
れ
は
一
種
の
謎
解
き
 
 
 

の
よ
う
 で
も
あ
り
、
知
的
な
興
味
を
呼
び
起
こ
す
。
ま
た
教
団
の
 
理
解
と
 

い
 う
 占
か
ら
す
れ
ば
、
真
光
教
門
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
 
 
 

レ
 テ
ィ
ズ
 ム
 が
象
徴
の
分
析
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
、
 

論
者
に
 

す
れ
ば
副
次
的
で
あ
ろ
う
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
 
評
 価
さ
れ
 

る
の
で
は
な
か
ろ
向
か
。
 

一
方
中
林
論
文
は
 、
 極
め
て
詳
細
な
論
考
が
展
開
さ
れ
て
い
る
 カ  
 

も
っ
た
作
業
で
あ
る
。
彼
は
ま
ず
 甘
 
呈
示
 論
を
 、
豊
田
国
夫
、
折
口
 
信
夫
 ろ
 

を
 言
葉
に
呪
力
が
あ
る
と
す
る
信
仰
に
基
づ
く
呪
術
的
巨
晶
立
論
 

と
  
 

林
 秀
夫
に
代
表
さ
れ
る
第
二
の
類
型
を
、
「
言
葉
に
は
内
的
で
自
 
在
 に
文
 

学
的
創
造
を
す
る
 
カ
 と
ひ
と
び
と
の
内
心
に
美
的
感
動
を
呼
び
起
 

 
 

を
 持
つ
」
と
い
う
文
学
的
 圭
呈
 五
 %
 
珊
に
分
類
す
る
。
さ
ら
に
近
年
の
 
鎌
田
東
 

 
 

二
の
 @
 幸
一
五
輪
 

を
 、
言
葉
は
世
界
を
作
り
、
人
と
宇
宙
の
関
係
を
示
 
す
と
ぃ
 

う
 観
点
か
ら
、
 
霊
 学
的
弓
 具
 立
論
、
中
林
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
、
伸
 

私
的
 -
=
 

ロ
 

霊
論
 と
評
価
す
る
。
さ
て
こ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
、
論
者
は
岡
 
日
光
 玉
 

の
 -
=
 

星
 亜
が
同
音
異
義
の
言
葉
・
漢
字
に
取
り
替
え
る
語
呂
合
せ
と
 

漢
字
の
 

土
日
と
訓
の
取
り
替
え
の
二
種
の
型
と
一
昔
一
義
の
音
義
説
で
あ
る
 

こ
と
を
 

指
摘
す
る
。
評
者
の
知
る
限
り
で
も
、
こ
う
し
た
語
呂
合
せ
の
 
教
 義
 用
語
 

を
 用
い
る
新
宗
教
の
教
団
が
数
多
い
。
し
か
し
そ
れ
が
単
独
な
も
 
 
 

う
か
で
大
き
く
異
な
る
。
岡
田
の
場
合
は
教
義
全
体
に
精
微
な
 
壬
一
 

ロ
 霊
に
よ
 

る
 表
現
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
て
、
 

舌
昌
 正
の
全
体
世
界
を
形
成
 
 
 

る
 。
こ
の
特
徴
を
鎌
田
は
語
呂
合
せ
の
「
 @ ま
町
神
聖
化
」
と
 ヨ
 口
語
遊
戯
 

化
」
と
い
う
宗
教
的
言
説
で
あ
る
と
す
る
が
、
中
林
は
こ
れ
を
 
批
  
 

独
自
の
結
論
を
導
き
出
す
。
そ
れ
は
日
本
の
文
化
的
脈
絡
か
ら
 
理
 解
す
る
 

方
法
で
、
「
文
字
に
対
す
る
土
日
声
の
優
越
」
と
い
う
岡
田
の
言
 

垂
 正
の
特
徴
 

か
ら
、
彼
の
語
呂
合
せ
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
 

中
林
は
 

日
本
の
舌
 呈
並
 思
想
は
外
来
漢
字
に
対
す
る
反
発
と
文
字
文
化
そ
の
 
 
 

の
 反
発
が
あ
っ
た
と
す
る
。
岡
田
の
言
霊
も
こ
の
系
譜
に
の
っ
て
 い
る
と
 

い
う
の
で
あ
る
。
岡
田
は
漢
字
を
土
日
に
従
属
さ
せ
て
使
う
こ
と
に
 

よ
っ
て
 、
 

昔
を
主
と
し
て
漢
字
や
意
味
を
従
と
す
る
。
音
義
に
よ
る
表
現
に
 @ 」 そ
文
 

字
 で
は
な
く
昔
に
こ
そ
真
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
思
想
を
典
型
的
 
に
 表
し
 

て
い
る
し
、
文
字
の
権
威
の
優
越
性
の
否
定
こ
そ
、
そ
の
中
心
を
 
な
し
て
 

い
る
と
い
う
。
岡
田
に
と
っ
て
の
、
特
に
漢
字
に
対
す
る
権
威
の
 

否
定
を
 

中
林
は
、
真
光
教
団
の
存
立
の
根
幹
だ
と
し
て
「
文
字
制
度
と
結
 
 
 



評
と
 

 
 

 
 

 
 

た
 権
力
に
よ
る
政
治
的
な
支
配
に
対
す
る
宗
教
的
な
価
値
の
衝
突
 」
を
あ
 

げ
る
。
こ
の
論
が
ど
れ
ほ
ど
刺
激
的
か
、
専
門
外
の
評
者
に
は
 

不
 明
 だ
が
、
 

真
光
教
団
の
発
生
を
考
え
る
時
、
本
論
文
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
 
 
 

と
し
て
、
こ
れ
を
、
い
わ
ゆ
る
新
新
宗
教
の
発
生
論
の
間
 
題
 と
し
 て
、
近
 

代
入
口
埋
玉
義
へ
の
反
発
と
い
う
枠
の
中
で
理
解
で
き
る
の
か
い
さ
 

さ
か
 ・
 
不
 

明
 で
あ
る
し
、
さ
ら
な
る
 
卍
 ・
 
%
 小
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
 
う
し
 た
ア
プ
 

ロ
ー
チ
か
ら
語
ら
れ
る
新
鮮
さ
は
評
価
し
た
 

第
 4
 章
、
第
 5
 章
論
文
は
、
前
二
論
文
か
ら
一
転
し
て
、
「
奇
跡
 

&
 
示
 @ 」
 

が
 信
者
を
継
続
コ
ミ
ッ
ト
さ
せ
る
構
造
、
呪
術
 ト
二
 @
 
同
性
を
社
会
 
学
的
な
 

調
査
に
基
づ
い
て
追
及
し
た
研
究
で
あ
る
。
真
光
教
団
の
特
徴
は
 
、
三
月
 

間
の
研
修
に
よ
っ
て
誰
で
も
手
か
ざ
し
に
よ
る
奇
跡
を
起
こ
す
 
唾
 圭
 能
者
に
 

な
れ
る
と
い
う
カ
リ
ス
マ
の
一
般
化
、
解
放
化
に
あ
る
。
岡
田
論
 
支
 は
 、
 

誰
で
も
行
え
る
こ
の
手
か
ざ
し
が
ど
の
よ
う
に
組
織
上
位
置
付
け
 
 
 

散
花
 的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
行
く
か
、
そ
し
て
ど
こ
に
信
者
が
 信仰
 活
 

動
の
意
味
を
見
出
し
て
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
を
探
る
 
 
 

あ
る
。
こ
こ
で
岡
田
は
、
宗
教
社
会
学
者
の
槻
 島 次
郎
の
新
 新
宗
 教
 の
 急
 

 
 

れ
た
 救
 

い
 」
の
提
供
 説
 に
反
論
し
、
個
別
の
不
幸
の
解
消
後
の
コ
ミ
ッ
ト
   

の
 継
続
の
説
明
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
中
心
は
、
教
団
組
織
の
 
 
 

あ
り
手
か
ざ
し
が
行
わ
れ
る
道
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
導
き
の
親
子
 
 
 

強
い
道
場
の
繋
が
り
と
そ
こ
に
本
部
か
ら
派
遣
さ
れ
る
専
従
幹
部
 の
道
場
 

長
 や
尊
上
の
運
営
つ
る
中
央
集
権
体
制
か
ら
な
る
ハ
イ
ア
ラ
ー
キ
 ｜な
構
 

造
を
持
つ
。
一
般
 
信
七
は
 、
初
級
レ
ベ
ル
で
は
、
勝
島
の
い
う
よ
 う
 な
 自
 

 
 

と
 能
動
 

的
 継
続
的
信
者
に
変
容
し
て
行
く
。
 

手
 か
ざ
し
は
信
者
相
互
に
行
 

っ
 平
等
 

な
も
の
で
あ
る
が
、
受
け
る
こ
と
は
一
口
一
回
し
か
で
き
な
い
が
 
か
ざ
 

す
こ
と
は
何
度
も
行
う
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
た
め
、
 

息
 に
能
動
  
 

割
 分
担
の
変
容
が
行
わ
れ
る
と
の
分
析
は
、
魅
力
的
で
あ
る
。
 

，
 」の
点
は
 

第
 5
 章
の
谷
論
文
と
別
の
視
占
か
ら
見
た
同
一
の
結
論
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
 

刺
激
的
な
分
析
は
、
 
霊
動
想
依
が
、
 
霊
の
存
在
を
信
じ
る
発
端
 と 
な
っ
て
 

入
信
動
機
と
な
る
と
い
う
先
行
研
究
と
は
逆
に
、
信
仰
の
浅
い
も
 
 
 

く
 深
い
信
仰
を
も
つ
も
の
に
頻
繁
に
起
き
、
信
仰
の
深
ま
り
を
 
示
  
 

う
 仮
説
が
、
尊
上
 
と
 監
査
を
受
け
て
い
る
少
女
の
具
体
的
な
や
り
 
 
 

ど
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
評
者
の
北
米
の
道
場
の
 
参
与
 観
 

察
の
折
に
も
、
激
し
い
 
霊
 動
は
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
岡
田
   

よ
う
に
、
尊
上
の
い
な
い
時
に
は
監
査
は
し
な
い
一
つ
ま
り
、
 

起
 こ
ら
な
 

い
 一
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
 
道
 場
が
聖
 

域
 と
し
て
「
御
稜
威
」
が
あ
る
場
で
あ
り
ラ
ン
ク
が
上
な
ほ
ど
そ
 
れ
は
 強
 

い
し
、
自
宅
よ
り
も
手
か
ざ
し
の
強
い
光
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
 
る
と
し
 

て
 、
道
場
へ
通
う
意
味
が
強
化
さ
れ
る
。
道
場
の
階
級
性
も
強
化
 

さ
れ
る
。
 

そ
の
他
教
義
の
研
修
や
儀
礼
も
極
め
て
中
央
集
権
的
な
構
造
に
な
 って
 
い
 

る
と
い
う
。
論
者
は
、
結
論
と
し
て
カ
リ
ス
マ
的
能
力
を
解
放
し
 
つ
つ
、
 

一
方
で
組
織
の
中
に
統
制
す
る
こ
と
が
信
者
の
継
続
コ
ミ
ッ
ト
 

メ
 
 
 

王
な
 仕
組
み
で
あ
る
と
し
て
い
 
モ
 。
自
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
 

 
 

自
沖
 性
を
低
く
評
価
し
て
い
る
理
由
を
、
情
報
化
社
会
の
巨
大
教
 
 
 

新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
探
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
評
者
は
論
者
 の
姿
勢
 

は
 評
価
す
る
が
こ
の
結
論
は
余
り
に
教
団
組
織
論
や
教
義
の
シ
ス
 
テ
ム
払
柵
 

 
 

に
 片
寄
り
す
ぎ
て
い
て
、
一
面
的
に
思
え
る
。
組
織
が
中
央
集
権
 

 
 

っ
て
い
て
、
そ
こ
で
の
カ
リ
ス
マ
発
揮
が
特
別
な
も
の
で
あ
っ
て
 

 
 

 
 

た
 尊
上
が
絶
対
的
な
支
配
の
役
割
を
に
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
 

そ
  
 

  



治
病
 儀
礼
を
超
え
た
信
者
と
し
て
の
継
続
性
の
主
要
な
根
拠
に
は
 
思
わ
れ
 

な
い
。
評
者
に
は
、
論
考
が
さ
り
げ
な
く
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
 
 
 

信
者
と
能
動
的
な
中
級
以
上
の
信
者
の
二
重
構
造
の
背
景
こ
そ
、
 

 
 

遠
耳
こ
そ
、
継
続
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
で
は
 
な
い
か
 

と
 思
わ
れ
る
。
単
な
る
組
織
の
在
り
万
を
超
え
て
ひ
と
び
と
を
 
引
  
 

る
こ
う
し
た
教
義
や
儀
礼
の
意
味
は
な
に
か
、
今
後
の
分
析
が
望
 
ま
れ
る
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

第
 5
 章
で
谷
は
、
図
表
を
駆
使
し
て
、
一
二
 0
 頁
に
も
及
ぶ
論
文
 で
、
 

八
 0
 年
代
以
降
に
急
激
に
発
展
し
た
、
特
に
呪
術
宗
教
的
な
「
 
現
 代
 新
奈
 

教
 」
 一
 
論
者
が
使
用
を
嫌
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
新
新
宗
教
」
 

を
 指
し
 

て
い
る
 よ
う
 に
 宅
 え
る
一
が
こ
れ
ま
で
の
教
団
に
比
較
し
て
青
年
 層を
惹
 

き
つ
け
て
い
る
社
会
・
文
化
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
よ
う
と
す
 
る
 。
 ま
 

。
 
す
 

前
提
と
し
て
現
代
日
本
社
会
を
分
析
す
る
。
谷
は
鈴
木
瓜
 を援
 片
 し
、
 

現
代
社
会
は
 
、
 「
た
え
ず
全
体
化
す
る
全
体
性
と
、
た
え
ず
 
弘
 化
す
 る
私
性
 」
 

で
あ
る
と
規
定
し
、
個
人
の
私
生
活
は
快
楽
主
義
に
準
拠
す
る
 
欲
 里
中
心
 

の
 価
値
が
追
及
さ
れ
、
現
代
人
は
ア
ノ
ミ
ー
即
ち
欲
望
の
無
限
 
病
  
 

て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
現
代
状
況
を
背
景
に
出
現
し
て
き
た
 
現
代
 新
 

宗
教
の
特
徴
は
 
、
 欲
の
無
限
病
を
予
防
し
あ
る
い
は
癒
す
宗
教
 か
 ど
う
か
 

に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
 
占
 こ
そ
新
宗
教
と
現
代
新
宗
教
の
決
定
 
 
 

遠
目
と
す
る
。
欲
望
を
煽
る
宗
教
は
 、
 形
は
新
前
で
も
「
 旧
 」
で
 あ
る
と
 

す
る
。
つ
ま
り
入
信
過
程
と
し
て
は
、
「
 

賛
 」
で
は
な
く
「
 富
 」
 を
 巡
る
諸
 

問
題
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
谷
は
宗
教
を
 、
 人
々
が
聖
な
る
も
 
 
 

信
仰
と
儀
礼
を
通
し
て
救
済
を
求
め
る
「
共
同
の
営
み
」
と
定
義
 
 
 

値
 が
崩
壊
し
、
個
を
単
位
と
し
た
共
同
体
の
崩
壊
し
た
現
代
社
 
ム
 互
 Ⅰ
に
 

お
い
 

ト
 

て
 、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
存
在
が
共
同
社
会
の
再
生
・
強
化
の
可
能
 
性
 に
よ
 

っ
て
試
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
社
会
学
的
な
宗
教
 定
 義
か
ら
 

 
 

は
 、
共
同
体
の
再
強
化
説
は
 
当
 殊
の
帰
結
と
も
思
わ
れ
る
が
、
 

旦
 三
ふ
 
げ
 な
 社
 

会
を
懐
疑
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
は
あ
る
オ
ウ
ム
 
真
 建
教
や
 

 
 

 
 

新
霊
陸
運
動
や
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
的
宗
教
現
象
は
、
ど
の
よ
う
に
 
捉
 ら
え
 

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
谷
は
、
個
人
の
孤
立
化
や
内
問
化
を
煽
る
 
新
宗
教
 

は
 
「
新
し
い
儀
式
」
と
は
い
え
な
い
と
は
っ
き
り
と
指
摘
し
て
 

ぃ
  
 

 
 

こ
う
し
て
「
共
同
性
」
あ
る
い
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
信
者
と
 
し
て
 

の
 継
続
性
」
が
重
要
な
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
 
る
 。
 谷
 

は
 、
呪
術
的
新
宗
教
は
、
霊
魂
と
霊
界
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
 

現
世
の
 

不
幸
を
霊
 障
 に
原
因
を
求
め
除
雪
 
に
よ
 る
奇
跡
を
強
調
す
る
が
、
 

そ
の
 エ
 

コ
ロ
ジ
ー
的
世
界
観
や
終
末
論
的
危
機
管
理
も
、
そ
の
倫
理
的
側
 
面
 を
基
 

礎
 付
け
る
原
理
が
主
と
し
て
呪
術
し
か
な
い
と
こ
ろ
が
、
信
仰
 O
 社
会
 

仕
 、
共
同
化
が
充
分
促
進
で
き
な
い
限
界
で
あ
る
と
い
う
。
 

オ
ウ
 ム
 真
理
 

致
事
件
の
二
年
前
の
本
論
文
で
の
こ
の
指
摘
は
任
 目 に
値
す
る
。
 

ま
さ
に
 

オ
ウ
ム
真
理
教
の
存
在
と
彼
ら
の
引
き
起
こ
し
た
事
件
は
、
こ
う
 
 
 

究
か
ら
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
 視
 占
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
 
 
 

し
 
一
方
、
こ
の
時
点
で
、
こ
う
し
た
限
界
を
指
摘
し
た
も
の
の
、
 

 
 

新
宗
教
 群
は
我
 勢
を
着
実
に
伸
ば
し
続
け
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
 
あ
る
。
 

逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
谷
の
指
摘
し
た
現
代
社
会
状
況
の
進
展
が
 
皮
肉
に
 

も
こ
の
伸
展
の
原
因
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
 
 
 

入
信
の
契
機
と
も
な
る
呪
術
の
効
果
が
な
い
信
者
の
離
脱
可
能
性
 
 
 

教
団
が
離
脱
者
を
追
わ
な
い
非
拘
束
性
と
も
あ
れ
ま
っ
て
極
め
 て
 大
き
 

 
 

自
己
陶
 

酔
や
現
世
利
益
と
い
う
 弘
 化
か
ら
脱
却
さ
せ
ら
れ
、
利
他
愛
の
人
 格
 完
成
 



  

ムヒ ィ ・ ネ   Ⅰ   
共
同
化
を
志
向
し
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
志
向
す
る
が
、
そ
れ
が
 
土
日
 
識
レ
 

ベ
ル
の
主
観
的
な
も
の
に
留
り
、
道
場
内
の
手
か
ざ
し
呪
術
に
よ
 
っ
て
 解
 

決
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
構
造
は
青
年
信
者
に
生
き
が
い
を
 
与
，
 え
て
い
る
 

も
の
の
、
そ
れ
は
道
場
内
で
の
一
種
閉
塞
的
な
再
生
産
に
陥
っ
て
 しま
う
 

大
白
が
あ
る
。
谷
は
、
こ
う
し
た
「
道
場
内
に
限
定
さ
れ
た
」
 

人
  
 

社
会
化
、
意
味
 佃
 換
を
教
団
の
存
在
意
義
と
断
定
す
る
。
 

新
新
宗
教
あ
る
い
は
現
代
新
宗
教
真
光
教
団
は
、
こ
う
し
て
見
て
 
 
 

と
、
 個
の
現
代
に
 
竿
 差
し
家
族
を
中
小
と
し
た
い
さ
さ
か
狭
い
土
 

 
 

再
生
を
救
済
の
中
小
に
据
え
た
、
ま
さ
に
全
体
の
タ
イ
ト
ル
の
  
 

「
伝
統
を
く
む
新
宗
教
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。
も
   

「
伝
統
」
と
は
何
か
と
い
う
 
諦
 論
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
 こ
こ
に
 

は
 、
伝
統
仏
教
の
よ
う
な
「
先
祖
」
を
中
心
と
し
た
共
同
体
観
念
 

 
 

こ
う
し
た
世
界
観
を
持
つ
宗
教
の
出
現
こ
そ
ま
さ
に
現
代
新
宗
教
 
の
 
一
つ
 

の
 特
徴
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
非
常
に
類
似
し
た
 
形
 態
 を
持
 

っ
 真
如
苑
な
ど
の
比
較
調
査
が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
 現
代
 

宗
教
情
況
の
多
様
性
を
、
地
道
な
竹
村
検
討
や
調
査
に
よ
っ
て
 
指
 摘
 す
る
 

本
研
究
に
、
そ
の
親
附
 力
 を
も
っ
て
読
者
を
圧
倒
す
る
。
そ
う
し
 た 意
味
 

で
こ
の
よ
う
な
優
れ
た
研
究
に
触
れ
る
た
め
に
も
推
薦
す
る
。
 

ま
 た
 冒
頭
 

で
 述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
現
在
読
み
直
し
て
み
 
た
 時
、
 

現
在
こ
そ
重
要
な
価
値
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
 
。
時
機
 

を
杵
た
 ℡
立
と
し
て
心
証
 
十
 
べ
き
論
集
で
あ
る
。
 

  



本
書
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
行
な
枯
れ
た
世
代
 代地
 

大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
 
環
東
シ
 ナ
海
文
 

化
 圏
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
比
較
研
究
 目
 一
代
表
宮
家
 準
一
の
 所
 

尭
成
果
で
あ
る
。
「
ま
え
が
き
」
に
よ
る
と
「
 
環
 東
シ
ナ
海
文
化
圏
 」
と
は
、
 

東
ア
ジ
ア
の
う
ち
、
日
本
・
沖
縄
・
韓
国
・
台
湾
，
西
南
中
国
を
 主
体
 と
 

す
る
地
域
を
指
し
、
こ
の
地
域
は
仏
教
・
儒
教
・
道
教
が
基
層
 
文
  
 

て
の
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
民
俗
と
複
合
し
て
存
在
し
て
い
る
と
 
い
，
フ
 
-
 

と
 、
ま
た
神
人
隔
絶
が
な
く
、
神
や
 霊
と
 祖
先
と
が
連
続
性
を
保
 ち
 ・
 租
 

先
 崇
拝
、
位
牌
祭
祀
、
系
譜
の
維
持
そ
し
て
古
代
以
来
交
流
の
歴
 
史
 が
あ
 

る
 ，
な
ど
の
共
通
の
歴
史
・
文
化
的
要
素
が
指
摘
で
き
る
と
し
て
 い
る
。
 

こ
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
こ
う
し
た
地
域
 

柑
互
 の
さ
ま
ざ
 ま
な
 文
 

化
の
融
ム
ロ
 と
 差
異
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
の
基
底
に
あ
る
シ
ヤ
ー
 マ
 ニ
ス
ム
 

や
 民
俗
の
共
通
性
を
指
標
と
し
て
，
社
会
や
文
化
の
在
り
方
を
明
 
ら
か
に
 

し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
 

本
書
の
構
成
は
、
ま
ず
冒
頭
に
一
九
九
二
年
六
月
に
 
慶
庶
 義
塾
大
 学
で
 

開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
シ
ャ
 １％
 
二
 

泉
 

丹
羽
 

勒
 草
書
房
一
九
九
四
年
一
一
月
一
五
日
刊
 

A
5
 判
三
九
一
頁
六
一
八
 0 円
 

宮
家
 準
 、
鈴
木
正
楽
 編
 

「
東
ア
ジ
ア
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
民
俗
」
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書評と紹介 

， め 
つ
 、
正
裕
儀
礼
の
空
間
・
時
間
観
念
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
い
、
 

そ
の
 家
 

徴
 的
意
味
に
つ
い
て
金
氏
独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
 

「
台
湾
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
変
容
」
と
題
し
た
発
表
に
お
 

 
 

到
底
 は
 、
現
在
急
速
な
社
会
変
化
キ
 % 験
し
て
い
る
台
湾
社
会
に
 
 
 

て
変
杏
 し
っ
 っ
 あ
る
台
湾
シ
ャ
ー
マ
二
九
ム
 

の
 現
況
に
焦
点
を
あ
 
て
、
具
 

体
 的
な
報
告
を
行
っ
て
い
る
。
霊
媒
 ヒ し
て
鬼
神
の
意
思
を
伝
達
 
す
る
れ
Ⅳ
 

目
 を
負
っ
て
い
る
 
童
品
 、
 厄
填
 、
 扶
紺
 モ
シ
ャ
ー
マ
ン
と
し
て
 
取
   

そ
れ
ら
が
「
く
ず
れ
」
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
 
 
 

同
時
に
そ
こ
に
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
生
成
発
展
し
て
行
く
 
 
 

マ
ニ
ズ
ム
の
姿
を
見
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
三
つ
の
発
表
を
締
め
 
-
 
く
 く
 る
 形
で
最
後
に
佐
セ
木
氏
に
よ
 

る
コ
 

メ
ン
ト
が
述
べ
ら
れ
る
。
 
接
ヰ
 氏
の
先
表
に
関
連
し
て
は
、
「
 
想
壬
 巴
 を
ど
 

う
 捉
え
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
認
識
の
共
有
を
確
認
 
 
 

で
、
特
に
精
霊
に
対
す
る
統
御
の
あ
り
方
 
｜
 統
御
す
る
の
か
、
 
さ
  
 

か
｜
に
 注
意
を
喚
起
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
を
し
、
金
氏
の
 
発
 表
 に
つ
 

い
て
は
、
氏
の
長
年
に
わ
た
る
調
査
実
績
を
評
価
し
つ
つ
も
、
 

発
 表
 に
お
 

い
て
極
め
て
用
弁
的
に
示
さ
れ
た
モ
デ
ル
に
対
し
、
や
や
間
接
的
 
な
 表
現
 

を
と
り
な
が
ら
も
、
モ
デ
ル
抽
出
に
際
し
て
の
手
続
き
に
つ
い
て
 
疑
問
を
 

投
げ
か
け
て
い
る
 
0
 そ
し
て
 劉
 氏
の
発
表
に
つ
い
て
は
、
そ
の
 発
 ナ
夜
、
 

王
 ヒ
日
 

を
 補
足
す
る
形
で
、
佐
々
木
氏
自
身
に
よ
る
台
湾
調
査
の
経
験
に
 
基
づ
い
 

た
 若
干
の
見
解
を
加
え
て
い
る
。
 

次
に
地
域
別
に
収
録
さ
れ
た
論
文
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
要
旨
を
示
 
す
 。
 

一
策
 I
 部
 
日
本
 ロ
 で
は
、
ま
ず
本
土
を
対
象
と
し
た
も
の
と
し
て
 

 
 

択
 迫
の
萌
芽
 期
 に
み
ら
れ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
現
象
を
歴
史
 
資
 料
 を
通
 

し
 て
検
討
し
、
そ
こ
に
佐
々
木
皮
 幹
 氏
の
分
類
に
よ
る
シ
ャ
ー
 マ
  
 

イ
ブ
 が
 脱
魂
 型
も
含
め
て
全
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
 

そ
 れ
ぞ
れ
 

0
 タ
イ
プ
の
も
の
が
、
密
接
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
 
た
 論
文
 

-
 
宮
家
準
 -
 お
よ
び
南
九
州
に
分
布
す
る
年
中
行
事
で
あ
る
胴
引
 
ケ
 
@
 @
 
、
 立
屯
 

神
文
化
と
の
関
わ
り
か
ら
、
日
向
、
備
後
・
備
中
の
神
楽
を
比
較
 する
こ
 

と
を
通
じ
て
そ
の
相
関
を
実
証
的
に
論
じ
た
論
文
一
小
野
重
朗
 
-
  
 

、
わ
れ
て
い
を
。
 

そ
の
後
に
琉
球
文
化
圏
を
対
象
と
し
た
三
本
の
論
文
が
続
く
。
 

そ
 の
 策
 

一
の
保
坂
達
雄
氏
の
論
文
は
、
八
重
山
、
奄
美
諸
島
お
よ
び
沖
縄
 

本
島
の
 

祭
り
の
事
例
か
ら
神
と
他
界
観
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
 

従
 来
付
な
 

わ
れ
て
き
た
よ
う
な
 
海
 
・
 ロ
 ・
地
下
と
い
っ
た
方
位
や
空
間
認
識
 

 
 

の
に
焦
点
を
あ
て
る
研
究
視
点
に
疑
義
を
呈
し
、
新
た
な
他
界
観
 
 
 

ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
第
二
の
局
 
梨
一
 美
 氏
の
 

論
文
で
は
、
南
島
に
広
く
分
布
す
る
一
定
の
主
題
を
も
っ
た
説
話
 
伝
承
を
 

と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
女
性
を
巫
女
へ
と
駆
り
立
て
て
い
く
社
会
の
 
基
層
に
 

存
す
る
宗
教
的
コ
ー
ド
と
し
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
お
 
 
 

析
を
通
じ
て
南
島
に
展
開
す
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
巫
女
を
再
生
 
産
す
る
 

文
化
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。
 

口
取
後
の
 

山
下
欣
一
氏
の
論
文
で
は
、
宮
古
シ
ャ
ー
マ
ン
の
式
正
事
例
の
詳
 
 
 

析
を
通
じ
て
、
個
々
の
シ
ャ
ー
マ
ン
に
お
い
て
「
生
き
た
」
神
話
 
 
 

胴
程
 が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
描
き
出
し
、
創
世
神
話
の
 「
 
再
創
 

造
 と
反
復
」
の
地
平
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
 

瓦
市
Ⅱ
 部
 

韓
国
 ロ
 で
は
、
韓
国
の
社
会
関
係
と
の
規
定
性
に
お
   

 
 
 
 

女
性
を
捉
え
、
こ
れ
を
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
と
し
て
人
類
学
的
な
 
硯
石
 か
 

ら
 総
合
的
に
考
察
し
た
論
文
一
律
古
城
一
、
近
代
と
い
う
社
会
変
動
 

過
程
と
 

の
 関
連
に
お
い
て
宗
教
が
女
性
に
対
し
て
担
っ
て
き
た
役
割
を
社
 
全
学
的
 



に
 扱
っ
た
論
文
 
-
 
郎
 曄
 出
、
同
じ
く
現
代
の
社
会
変
動
状
況
下
に
 あっ
て
 

急
速
な
成
長
を
続
け
る
キ
リ
ス
ト
教
を
「
 祈而
院
 」
と
い
う
神
威
 
 
 

佳
 点
を
当
て
、
 
L
 着
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
融
合
し
て
い
る
状
況
 を
ム
 冊
じ
 

た
も
の
 -
 
淵
七
 恭
子
 -
 、
そ
し
て
済
州
島
で
の
実
地
調
査
を
も
と
に
 
巫
冊
的
 

儀
礼
と
儒
教
的
儀
礼
の
両
万
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
を
男
性
 
/
 女
 什
 u
 
、
 コ
 

ス
 モ
ロ
ジ
ー
と
い
っ
た
側
面
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
複
合
的
全
体
 
と
し
て
 

把
握
す
べ
丹
で
あ
る
と
指
摘
し
た
論
文
一
神
田
よ
り
子
 

-
 、
中
国
や
 
日
本
を
 

も
 含
め
た
 肛
 史
的
な
視
座
か
ら
王
室
の
灘
と
民
間
の
そ
れ
を
仮
面
 
 
 

関
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
こ
に
 巫
 俗
の
変
形
し
た
姿
を
指
摘
 
 
 

文
一
野
村
伸
一
 
-
 が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

「
 
第
 Ⅲ
 部
 
中
国
 -
 で
は
、
ま
ず
第
一
の
も
の
と
し
て
文
献
史
料
「
 

庫
車
 

新
語
」
を
手
が
か
り
に
、
鶏
を
竿
で
担
っ
て
歌
舞
す
る
広
東
正
裕
 （
 晴
魂
 

舞
 ）
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
れ
を
中
国
大
陸
と
そ
の
周
辺
地
域
に
わ
 
た
る
 巫
 

俗
の
系
統
論
と
関
わ
ら
せ
て
考
察
を
行
な
っ
た
論
文
一
可
児
弘
明
 
 
 

め
ら
れ
、
次
に
、
従
来
 童
乱
 に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
研
究
 
視
 古
を
 変
え
、
 

プ
リ
ー
ス
ト
た
る
法
師
と
シ
ャ
ー
マ
ン
が
共
同
で
行
な
 う 
「
法
事
   

容
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ム
ロ
 
湾
 漢
人
社
会
に
お
け
る
シ
ャ
ー
 マ
ニ
ズ
 

ム
ほ
 つ
い
て
考
察
を
行
い
、
 
そ
，
 」
に
現
代
ム
ロ
 
湾
 社
会
の
急
速
な
変
 
容
 の
 状
 

況
を
観
察
し
た
論
文
盲
 同
橋
 晋
一
一
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
 て
 西
南
 

中
国
の
少
数
民
族
に
つ
い
て
の
三
つ
の
報
告
と
考
察
が
続
く
。
 

一
 つ
は
 水
 

族
の
鬼
神
信
仰
を
中
心
に
し
た
も
の
 二
氾
萬
 -
 、
 次
に
 堵
 族
の
葬
送
 儀
礼
と
 

代
表
的
な
祭
り
に
つ
い
て
紹
介
し
た
も
の
 一
 
跳
舞
 安
 -
 、
最
後
に
 苗
 族
 の
 音
 

節
行
事
に
見
ら
れ
る
来
訪
神
に
焦
点
を
あ
て
そ
の
両
義
的
性
格
 
を
  
 

弄
 お
よ
び
未
来
と
い
う
時
間
認
識
と
の
関
連
に
お
い
て
考
案
を
し
 
た
 論
文
 

一
 
鈴
木
正
出
 乙
 
が
そ
れ
ぞ
れ
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

以
 L
 、
要
旨
の
み
を
簡
潔
に
追
っ
て
き
た
。
紙
数
の
関
係
で
個
々
 
 
 

 
 

文
 そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
詳
細
に
論
評
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
 いこ
と
 

笏
 

が
 残
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩
論
又
は
、
執
筆
者
の
専
門
領
域
 
も
 宗
教
 

 
 
 
  
 

字
 、
民
俗
字
、
文
学
、
人
用
字
、
社
会
学
、
歴
史
学
と
多
岐
に
わ
 
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
設
定
や
視
点
等
の
違
い
も
よ
く
出
て
お
り
、
 

そ
  
 

に
お
い
て
興
味
深
い
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
。
二
年
間
の
研
究
 
実
 施
 期
間
 

に
合
計
一
九
回
に
も
の
 
ぼ
 る
研
究
会
が
持
た
れ
た
こ
と
や
、
九
一
 

、
九
三
 

年
の
夏
に
ソ
ウ
ル
お
よ
び
 ブ タ
ペ
ス
ト
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
 国
  
 

｜
 
マ
ニ
ズ
ム
研
究
学
会
会
議
に
メ
ン
バ
ー
の
一
部
が
参
加
な
い
し
 

発
表
を
 

行
 な
っ
て
来
た
と
の
経
緯
が
、
専
門
仲
野
を
異
に
し
つ
つ
も
、
 

問
 題
 の
 認
 

識
 が
よ
く
共
有
さ
れ
て
い
て
、
論
文
相
互
の
連
関
性
が
、
全
体
を
 
通
し
て
 

捉
え
易
 
い
 も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
 
日
 、
「
学
際
的
研
究
」
と
 称
 し
て
な
 

さ
れ
る
共
同
研
究
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
な
総
花
的
な
論
文
 
 
 

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

本
書
の
よ
う
な
試
み
は
、
ち
ょ
う
ど
十
年
ほ
ど
前
に
す
で
に
「
 シ  
 

マ
ニ
ズ
ム
と
は
何
か
」
 
一
 
櫻
井
徳
太
郎
佃
編
著
、
一
九
八
三
年
、
春
 秋社
 -
 

や
 
「
日
本
文
化
の
原
像
を
求
め
て
 
1
 日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 
と
 そ
の
 周
 

辺
｜
 」
 一
 
加
藤
久
 詐
編
 、
一
九
八
四
年
、
日
本
放
送
出
版
協
ム
万
一
と
 
 
 

書
物
の
公
刊
と
い
う
形
で
行
 せ わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
木
主
 
日
 と
比
較
 

し
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
研
究
の
進
展
状
 
 
 

究
 対
象
自
体
の
変
化
の
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
、
現
在
の
 
 
 

況
 が
よ
り
立
体
的
に
浮
き
彫
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
 
中
 ・
長
期
 

的
な
観
 占
 
に
よ
っ
て
、
国
際
的
な
共
同
研
究
が
継
続
的
に
な
さ
れ
 
 
 

成
果
が
世
に
示
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
こ
れ
は
「
 
 
 

マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
学
問
的
な
テ
ー
マ
を
軸
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
 
 
 



研
究
ス
タ
イ
ル
を
築
い
た
佐
々
木
 宏
幹
 、
櫻
井
徳
太
郎
、
宮
家
 
準
 氏
 ら
を
 

中
 L
 と
す
る
研
究
者
が
求
心
力
と
な
り
え
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
 っ
た
 も
 

 
 

「
学
際
的
研
究
」
や
「
地
域
研
究
」
と
い
う
表
現
を
耳
に
す
る
よ
う
 

に
な
 

つ
て
久
し
い
。
こ
れ
は
異
な
っ
た
専
門
学
問
領
域
の
研
究
者
が
 協
同
し
 

て
 、
共
通
の
研
究
 主
抽
 あ
る
い
は
対
象
地
域
に
焦
 占
 を
あ
て
た
 研
 究
 を
行
 

う
と
い
う
こ
と
で
あ
乙
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
諸
学
問
問
相
互
 の 実
り
 

あ
る
成
果
を
引
き
出
す
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
 
も
 本
来
 

こ
う
い
っ
た
研
究
は
、
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
シ
プ
リ
ナ
リ
ー
な
も
の
で
 
あ
る
は
 

ず
で
、
そ
の
成
果
は
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
前
提
と
し
た
 
上
 で
、
 

 
 

 
 

つ
ま
り
相
互
に
「
掛
け
合
わ
さ
っ
た
」
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
 
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
た
だ
単
に
研
究
主
題
 
や
 地
域
 

の
 タ
イ
ト
ル
だ
け
を
共
通
と
し
た
、
相
異
な
る
研
究
成
果
の
「
 
足
  
 

せ
た
」
だ
け
の
も
の
と
な
り
 が
 ち
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
 

お
い
て
 

究
 と
し
て
と
成
功
的
な
試
み
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
 

が
 方
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
対
象
に
よ
っ
て
 
規
 

も
 、
本
書
で
示
さ
れ
た
成
果
は
、
「
学
際
的
」
研
究
と
し
て
も
「
 

地
 

最
接
に
、
 Ⅰ
右
が
気
に
か
か
る
占
を
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
。
 

b
 
亦
 

定
 さ
れ
 

よ
う
。
 

域
 」
 研
 

数
字
 

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
の
場
に
 
お
い
て
 

も
 、
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
占
で
あ
る
。
対
象
 
規
 （
 
疋
   

う
 性
格
が
確
か
に
一
方
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
ア
プ
ロ
ー
チ
 か ら
 な
さ
 

 
 

ム
ロ
」
の
試
み
を
 

卍
何
 なう
受
け
皿
に
な
り
う
る
可
能
性
を
示
す
と
同
時
に
 
や
や
も
す
る
と
 

詩
宗
教
学
独
自
の
足
場
が
脆
弱
に
な
り
や
す
い
と
い
う
懸
念
 

を
 示
さ
ざ
る
を
 

得
な
い
。
冒
頭
の
櫻
井
・
佐
々
木
両
氏
が
 

 
 

う
に
、
 
ム
 「
後
、
シ
ャ
ー
マ
ン
 や
 
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
教
祖
や
新
 
宗
 教
 と
の
 

関
わ
り
で
捉
え
た
り
、
社
会
の
維
持
機
能
と
し
て
あ
る
い
は
変
革
 
機
能
と
 

し
て
作
用
す
る
宗
教
と
し
て
の
性
格
と
の
関
連
に
お
い
て
、
さ
ら
 
 
 

ぐ
れ
て
心
理
学
的
な
側
面
と
関
わ
り
を
持
っ
現
象
で
あ
る
と
同
時
 
に
、
社
 

全
学
的
な
事
象
と
も
関
連
す
る
明
確
な
研
究
領
域
と
し
て
統
合
的
 
に
 把
握
 

し
て
い
く
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
 思
わ
れ
 

る
 。
そ
の
た
め
に
は
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
色
合
い
の
 
濃
 い
 シ
ャ
 

｜
 
マ
ニ
ズ
ム
概
念
を
例
え
ば
よ
り
社
会
科
学
的
な
意
味
に
お
い
て
 
操
作
性
 

を
 持
つ
概
念
と
し
て
設
定
し
て
い
く
よ
う
な
試
み
が
な
さ
れ
て
も
 
 
 

も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
定
義
の
う
ち
、
「
 

ト
 
う
，
シ
 
ス
 

の
よ
う
な
異
常
心
理
状
態
」
に
お
い
て
「
起
首
 
殊
的
 存
在
と
の
 直
 接
 接
触
 

な
 行
う
」
人
物
と
い
っ
た
場
合
、
前
者
は
す
ぐ
れ
て
心
理
・
生
理
 
学
的
な
 

レ
ベ
ル
に
か
か
わ
る
事
象
で
あ
る
が
、
後
者
は
当
事
者
の
解
釈
の
 
 
 

に
 属
す
も
の
で
あ
る
し
、
精
霊
と
の
接
触
の
あ
り
方
の
問
題
も
そ
 
 
 

ル
に
 属
す
る
も
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
と
い
う
事
象
「
そ
れ
自
体
 
」
と
こ
 

れ
が
社
会
の
立
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
担
う
意
味
作
用
と
い
 
 
 

を
 区
別
し
、
た
と
え
ば
社
会
学
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
な
操
作
概
念
 
と
し
て
 

の
 
「
カ
リ
ス
マ
」
や
心
理
学
で
用
い
ら
れ
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
 

概
 念
な
ど
 

と
 整
合
性
を
も
ち
 
ぅ
 る
よ
う
な
概
念
設
定
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
 る
よ
う
 

に
 思
わ
れ
る
。
 

  



一
体
な
ぜ
、
我
々
は
癒
さ
れ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
癒
し
と
は
 

何
 で
あ
 

り
 、
病
気
や
健
康
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
本
書
の
著
者
は
、
 

癒
  
 

し
に
関
連
す
る
事
柄
に
対
し
て
、
そ
の
原
理
へ
と
遡
及
し
つ
つ
、
 

強
靭
な
 

思
索
 力
で
 哲
学
的
探
究
の
途
を
切
り
 拓
 こ
う
と
し
て
い
る
。
著
者
 
は
 長
年
 

に
わ
た
り
医
療
技
術
系
・
看
護
系
の
大
学
で
哲
学
を
講
じ
て
，
」
 

ら
  
 

で
あ
り
、
癒
し
を
テ
ー
マ
と
し
た
本
書
の
出
版
は
 、
 実
に
相
応
し
 
い
 筆
者
 

を
 得
た
企
画
で
あ
る
と
 
@
@
 

Ⅰ
わ
ね
ば
な
ら
な
 

世
 を
卒
 

 
 

癒
し
は
、
一
般
に
医
療
や
福
祉
の
特
殊
で
個
別
的
な
問
題
と
し
て
 
、
或
 

い
は
神
字
的
な
治
療
の
対
立
概
念
と
し
て
、
或
い
は
ま
た
生
命
倫
 
理
 と
い
 

う
 社
会
的
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
癒
し
の
 テ
ー
マ
 

は
、
 東
は
「
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
の
問
題
」
で
あ
る
。
「
癒
さ
れ
 

 
 

う
こ
ヒ
 は
 、
 大
い
な
る
い
の
ち
の
経
験
で
あ
る
。
決
し
て
単
に
個
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
癒
し
の
根
本
的
な
問
題
 

術
 的
な
処
置
の
 
-
-
 
と
 で
は
な
い
。
 

は
 、
む
し
ろ
、
生
き
、
病
み
、
苦
し
ん
で
い
る
私
た
ち
自
身
の
生
 
 
 

に
 、
つ
ま
り
そ
の
根
拠
に
こ
そ
あ
る
。
」
一
省
略
は
評
者
、
以
下
司
 

卍
侍
悸
 

一
 -
-
 

Ⅰ
 

棚
沢
正
和
 

人
文
書
院
一
九
九
五
年
四
月
五
日
刊
 

四
六
判
二
六
四
頁
 
二
 二
六
 @
 
八
円
 

石
井
 誠
 千
苦
 

「
癒
し
の
原
理
ホ
モ
・
ク
ー
ラ
ン
ス
の
哲
学
 口
 

い
 換
え
れ
ば
、
癒
し
は
、
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
 栢 関
を
含
む
人
間
 存
在
 令
 

 
 

 
 

一
 的
な
 

事
柄
と
し
て
、
且
 つ
 存
在
の
深
み
の
次
元
で
取
り
上
げ
ら
れ
 ぅ
る
 -
 
ア
ー
マ
 

 
 
 
 

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
評
者
に
と
っ
て
は
、
癒
し
に
纏
わ
る
 
 
 

問
題
に
対
す
る
著
者
の
哲
学
的
説
明
を
検
討
す
る
よ
り
も
、
む
し
 
ろ
 本
書
 

の
 底
に
一
貫
し
て
流
れ
る
思
想
的
基
調
音
を
可
能
な
限
り
明
瞭
に
 
浮
か
び
 

上
が
ら
せ
る
こ
と
が
、
重
要
な
課
題
と
な
る
。
 

さ
て
、
全
体
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

 
 @

 東
一
章
ホ
モ
・
ク
ー
ラ
ン
 

 
 

 
 

第
二
章
生
命
 

第
三
章
死
の
問
題
 

第
四
章
生
命
と
技
術
 

 
 

 
 

第
六
章
 

宇
 と
し
て
の
使
用
科
学
 

 
 

第
一
章
「
ホ
モ
・
ク
ー
ラ
ン
ス
」
と
第
六
章
「
 学
 と
し
て
の
 健
 厳
科
 

字
 」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
癒
し
や
健
康
に
つ
い
て
哲
学
や
健
康
科
学
の
 
立
場
か
 

ら
 学
問
 論
 的
な
原
理
的
考
察
を
試
み
た
論
考
で
あ
る
。
そ
の
二
 つ 小
り
 
払
珊
考
 

の
間
に
差
し
挟
ま
れ
た
諸
論
考
（
第
二
章
 
｜
 第
五
上
呈
 

は
、
 
生
ム
 叩
 や
 死
 や
 

技
術
な
 ビ
 の
特
殊
な
 テ
 ー
て
を
、
最
新
の
話
題
 

一
 
臓
器
移
植
、
 

脳
  
 

理
 母
出
産
、
遺
伝
子
操
作
な
ど
一
と
の
連
関
の
中
で
取
り
 
ヒ
 げ
な
 が
ら
、
 

そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
「
癒
し
の
事
実
」
 

実
で
は
 

な
く
、
癒
し
の
原
始
的
事
実
と
い
う
意
味
 

そ
こ
 



  
か
ら
遊
離
せ
ず
そ
の
原
始
的
事
実
に
即
し
っ
 

つ
 思
索
を
展
開
し
て
 
 
 

ま
た
、
第
五
章
「
直
視
の
世
界
」
は
、
十
二
世
紀
ド
イ
ツ
の
修
道
 
女
 で
あ
 

る
 ヒ
ル
デ
ガ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ビ
ン
ゲ
ン
に
関
す
る
試
論
で
あ
る
 が
一
 

部
の
 ド
イ
ツ
神
秘
主
義
研
究
者
や
種
村
幸
弘
ら
の
好
事
家
を
除
い
 
て
、
我
 

が
 国
で
は
必
ず
し
も
本
格
的
な
仕
方
で
は
紹
介
き
れ
て
来
な
か
っ
 
 
 

に
 、
そ
の
論
考
は
、
彼
女
の
癒
し
の
眉
毛
 力
甘
 L
 ぅ
，
エ
 
㍉
Ⅳ
 甘
舌
 亡
夫
 @
 

目
、
 
@
@
 
,
 
Ⅰ
・
 
Ⅱ
 
卜
 l
4
 

円
Ⅱ
 
@
 
.
 

キ
ド
Ⅰ
 
一
 

出
す
た
め
に
は
格
好
の
考
察
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
 こ
，
つ
 

し
た
本
書
の
構
成
が
小
す
通
り
、
著
者
が
射
程
に
収
め
て
い
る
 
問
 題
 領
域
 

は
 広
範
 缶
岐
 に
わ
た
る
が
、
著
者
の
基
本
姿
勢
は
 

、
 癒
し
の
現
象
  
 

る
 理
解
を
、
「
癒
し
の
事
実
」
へ
と
徹
底
し
て
遡
及
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
 、
 

ま
た
そ
の
遡
及
す
る
こ
と
か
ら
深
め
て
行
こ
う
と
す
る
意
図
で
 
貫
  
 

い
る
。
前
書
と
の
最
大
の
相
違
は
 

、
 正
に
そ
の
根
源
的
で
全
体
的
 な
 出
生
 
系
 

の
 遂
行
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
 

著
 者
は
確
 

か
に
「
京
都
学
派
」
の
哲
学
的
伝
統
の
流
れ
を
酌
む
思
想
家
で
あ
 
る
と
 @
 
玉
 

え
る
。
 

著
者
が
取
り
扱
っ
た
諸
問
題
を
逐
一
吟
味
す
る
余
裕
も
能
力
も
 
、
 残
念
 

な
が
ら
今
の
 
評
者
に
は
な
い
。
た
だ
、
癒
し
の
諸
問
題
に
対
す
る
 

-
 

著
者
の
 

基
本
姿
勢
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
も
、
書
評
の
責
任
は
 
早
 た
せ
 

る
と
判
断
し
て
い
る
。
本
書
の
思
想
的
基
調
音
を
明
瞭
な
形
で
浮
 
L
 さ
せ
 

る
た
め
に
は
、
癒
し
の
原
理
的
究
明
と
学
問
論
を
展
開
し
た
第
一
 

章
 と
第
 

六
章
が
、
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
ま
ず
、
 

そ
  
 

議
論
の
概
要
を
辿
る
こ
と
に
し
た
 

第
一
章
で
は
、
近
代
を
導
い
た
知
の
在
り
方
の
根
本
的
批
判
を
 通
し
 

て
、
 
一
つ
の
新
し
い
人
間
像
が
探
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
子
年
紀
 

で
 起
こ
 

っ
た
 出
来
事
を
 、
 「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
芽
生
え
た
新
し
い
文
明
が
 

、
発
 戻
 し
て
、
 

遂
に
地
球
全
体
に
拡
が
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
地
球
 ヒの
 人
間
と
牛
  
 

0
 万
を
大
き
く
変
え
、
そ
の
運
命
を
左
右
す
る
に
至
っ
た
 - と
い
 う
こ
と
 

で
あ
る
、
と
著
者
は
総
括
す
る
。
結
果
と
し
て
、
科
学
技
術
や
情
 
報
や
多
 

元
 的
価
値
が
支
配
す
る
社
会
が
誕
生
し
た
。
だ
が
、
生
命
や
健
康
 
や
 平
和
 

な
ビ
 と
い
う
根
本
問
題
は
何
一
つ
解
明
さ
れ
ず
、
逆
に
我
々
は
 
ま
 す
ま
す
 

混
迷
の
度
を
深
め
て
い
る
。
著
者
の
見
解
で
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
 
に
 典
型
 

的
に
現
れ
た
身
体
性
の
軽
視
と
他
者
や
環
境
の
存
在
の
欠
落
 -
 
生
 清
世
界
 

の
 喪
失
）
 ほ
、
 
一
 つ
に
 結
び
つ
い
て
い
る
事
態
だ
と
推
測
さ
れ
る
 が
、
身
 

体
や
他
者
や
環
境
は
、
所
有
す
る
対
象
で
は
な
く
、
主
体
と
し
て
 
把
握
さ
 

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
木
曾
有
の
転
換
期
に
お
い
 
て
、
著
 

者
が
自
ら
の
思
索
の
出
立
臼
 

に
 置
く
の
は
、
生
き
た
五
体
的
身
体
 と
し
て
 

0
 人
間
存
在
で
あ
る
。
人
間
存
在
は
、
諸
関
係
の
交
点
、
 

諸
関
係
 

と
 自
己
自
身
と
を
配
慮
す
る
存
在
者
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
 何
  
 

「
ホ
モ
・
ク
ー
ラ
ン
ス
」
 臼
 0
3
0
c
u
 
「
 
ぃ
コ
ダ
 
配
慮
す
る
人
、
ケ
ア
 
す
 6
 人
 -
 

と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
通
常
の
対
象
化
す
る
思
惟
か
ら
自
己
の
在
 
処
 を
見
 

る
 思
惟
へ
の
「
思
惟
方
法
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
、
こ
れ
こ
 
そ
が
 著
 

者
が
本
書
で
遂
行
を
試
み
た
企
図
で
あ
る
。
 

問
題
の
根
源
を
自
己
自
身
の
根
底
に
向
か
っ
て
問
っ
と
い
う
こ
の
 
思
索
 

の
 転
換
に
際
し
て
、
著
者
が
思
想
的
な
共
鳴
を
示
す
の
は
、
例
え
 
 
 

ス
 ・
 ョ
 ー
ナ
ス
の
哲
学
的
生
物
学
窮
二
章
後
半
に
詳
し
い
紹
介
   

ノ
ン
 
人
間
学
 

 
 

で
あ
り
、
西
田
幾
多
郎
や
久
松
真
一
の
神
仏
教
で
あ
る
。
 

ョ
 ー
 ナ
  
 

 
 

物
質
代
謝
の
現
象
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
生
命
体
に
物
質
の
同
一
 

 
 

存
在
論
的
に
区
別
さ
れ
た
フ
ォ
ル
ム
の
同
一
性
が
成
り
立
っ
て
 い
 る
 -
 
」
と
 

を
 説
明
し
、
ま
た
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
は
、
生
物
学
に
五
体
性
の
概
 
念
 を
導
 



入
し
て
、
生
物
の
相
互
主
体
的
な
関
係
性
の
前
提
で
あ
る
根
拠
 
関
 係
 
-
 
因
 

東
関
係
で
は
な
く
 
-
 へ
の
洞
察
を
掘
り
下
げ
た
。
著
者
の
出
立
 

占
 は
 生
き
 

た
 主
体
的
身
体
に
あ
る
が
、
生
き
て
い
る
 -
-
 
と
は
身
体
的
で
あ
る
 
こ
と
で
 

あ
り
、
そ
れ
は
痛
む
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
孤
独
な
痛
み
に
お
い
 
て
、
私
 

は
 他
者
の
痛
み
に
触
れ
る
。
我
々
は
、
自
己
の
痛
み
の
原
因
を
「
 あ
く
ま
 

で
も
自
己
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
の
知
ら
れ
ざ
る
 
根
抵
に
 

お
い
て
、
自
己
を
超
え
て
、
他
者
に
、
他
者
の
痛
み
に
通
ず
る
。
 
」
痛
み
 

は
、
 私
と
汝
の
間
の
関
係
の
根
拠
へ
の
自
己
超
越
の
契
機
を
な
す
 の
で
あ
 

る
 。
痛
み
の
共
感
、
即
ち
 
共
 苦
を
通
し
て
、
自
己
と
他
者
は
不
連
 
 
 

連
続
し
 ぅ
る
 。
こ
う
し
た
痛
み
の
共
同
的
共
音
的
な
体
験
を
実
存
 
 
 

的
 在
り
方
と
す
る
限
り
、
人
間
は
「
ホ
モ
・
パ
テ
ィ
エ
ン
ス
二
苦
 

 
 

で
あ
り
、
「
ホ
モ
・
ク
ー
ラ
ン
ス
」
で
あ
る
。
 

痛
み
と
い
う
人
間
の
根
本
的
否
定
性
を
契
機
と
し
て
、
具
体
的
な
 
生
命
 

と
 関
係
性
の
現
実
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
な
関
 
 
 

お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
は
、
生
け
る
身
体
で
あ
 
る
 。
 そ
 

れ
は
、
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
が
単
に
併
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
 

こ
 こ
ろ
と
 

か
ら
だ
と
が
相
即
す
る
全
体
と
し
て
の
自
覚
的
身
体
で
あ
る
。
 

生
 き
た
 身
 

体
 と
し
て
の
人
間
存
在
に
対
す
る
著
者
の
基
本
理
解
は
 
、
 痛
み
の
 共
音
的
 

理
解
の
中
に
顕
著
に
窺
え
た
が
、
こ
の
よ
う
な
「
不
連
続
の
連
続
 
」
を
 身
 

体
 的
存
在
と
し
て
の
人
間
存
在
に
見
る
著
者
の
理
解
は
、
白
状
 
環
 境
 や
社
 

会
 関
係
に
関
す
る
理
解
で
も
同
断
で
あ
り
、
常
に
相
互
主
体
的
な
 関
係
性
 

一
 い
わ
ば
縁
起
 -
 そ
れ
自
体
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
根
拠
関
係
へ
 

の
 洞
察
 

に
 深
く
支
え
ら
れ
て
い
る
。
物
質
代
謝
の
現
象
が
原
基
的
に
示
す
 

よ
う
に
、
 

生
命
の
意
味
は
不
断
の
自
己
否
定
に
よ
る
肯
定
、
即
ち
生
命
の
犠
 
往
 に
あ
 

る
 。
人
は
他
者
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
、
と
い
う
 こ
と
が
 

本
質
的
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
見
地
に
立
て
ば
、
技
術
も
「
私
 
 
 

生
命
の
深
い
自
覚
と
、
共
に
痛
む
慈
し
み
の
こ
こ
ろ
に
基
づ
き
、
 

生
命
の
 

自
然
治
癒
 力
 に
奉
仕
し
、
そ
れ
を
援
助
す
る
能
力
の
意
味
を
も
つ
 

 
 

 
 
 
 

と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
ま
た
我
々
は
共
に
生
か
 
さ
れ
 生
 

き
る
自
覚
的
身
体
と
し
て
、
「
痛
み
を
契
機
と
し
て
自
己
の
リ
ア
リ
 

テ
ィ
に
 

覚
め
、
自
己
の
底
に
、
自
己
を
越
え
て
、
 

他
 古
を
見
、
ま
た
環
境
 に
 開
か
 

れ
る
」
の
で
あ
る
。
 
以
ヒ
 の
よ
う
な
考
察
を
描
ま
え
て
、
著
者
は
 

 
 

千
年
紀
を
開
く
理
念
を
 、
 デ
カ
ル
ト
的
な
「
自
然
の
主
人
に
し
て
 

所
有
者
」
 

か
ら
、
自
ら
を
生
ん
だ
「
 
自
 伏
の
奉
仕
者
に
し
て
守
護
者
」
で
あ
 る
 人
間
 

へ
と
転
換
す
る
方
向
に
探
し
求
め
て
い
る
。
 

第
六
章
「
 
学
 と
し
て
の
健
康
科
学
」
本
書
に
収
録
さ
れ
た
 

諸
 論
考
 

の
中
で
は
最
も
以
前
 

-
 一
九
八
九
年
 -
 に
書
か
れ
た
で
は
、
 
学
 と
し
 

て
の
健
康
科
学
 
ぎ
 生
田
 m
n
@
n
 

コ
ぃ
 
巴
の
可
能
性
と
課
題
が
哲
学
的
 に
 吟
味
 

さ
れ
る
。
現
時
 
白
 
で
健
康
科
学
や
そ
も
そ
も
健
康
に
つ
い
て
の
 

原
 理
 的
な
 

議
論
が
非
常
に
貧
困
で
あ
る
こ
と
を
断
り
つ
つ
、
著
者
は
医
学
と
 
健
康
 科
 

学
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。
「
医
学
が
近
代
の
機
械
論
的
 
自
然
 観
 

に
 基
づ
い
た
生
物
学
的
医
学
と
疾
患
の
講
 断 ・
処
置
と
で
特
徴
 づ
  
 

る
の
に
対
し
、
健
康
科
学
は
む
し
ろ
癒
し
を
、
い
わ
ゆ
る
 

へ
ル
ス
 
，
ケ
ア
、
 

つ
ま
り
人
間
の
生
命
の
全
体
的
調
和
の
維
持
と
そ
の
た
め
の
ラ
イ
 
 
 

タ
イ
ル
の
育
成
と
る
の
 ざ
 す
の
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
医
学
と
健
 

厳
科
学
 

は
 、
そ
の
 関
 わ
る
領
域
を
同
じ
く
し
な
が
ら
、
字
間
の
出
発
 
白
 も
 方
法
も
 

は
っ
き
り
と
異
な
る
独
立
し
た
学
問
と
見
放
さ
れ
る
。
こ
こ
で
 
壬
一
 

ロ
ラ
 医
学
 

と
は
近
代
的
医
学
の
こ
と
だ
が
、
著
者
は
「
医
学
が
健
康
 
と
病
ど
寒
 と
を
 身
 

体
の
 メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
と
そ
の
欠
損
と
に
還
元
し
た
こ
と
、
 

そ
  
 

も
は
や
癒
し
の
事
実
を
問
題
に
し
な
く
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
点
に
 
 
 



書評と紹介 

生
物
学
的
医
学
の
強
み
も
、
ま
た
そ
の
重
大
な
欠
陥
も
存
す
る
」
 

と
 見
て
 

い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
医
学
が
主
流
を
占
め
る
現
状
で
、
「
健
康
科
学
」
が
が
 
子
  
 

て
 成
立
す
る
可
能
性
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
「
健
康
」
、
或
い
は
 

「
癒
し
 

の
事
実
」
は
、
厳
密
に
舌
口
え
ば
、
対
象
化
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
 

。
健
康
 

そ
れ
自
体
は
、
「
医
療
科
学
の
一
切
の
科
学
的
研
究
の
彼
岸
」
で
あ
 

 
 

界
 概
念
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
に
「
健
康
そ
の
も
の
、
生
命
の
 
本
来
的
 

な
 在
り
方
そ
の
も
の
が
科
学
的
認
識
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
 
こ
と
の
 

認
識
、
健
康
に
関
し
て
の
学
問
的
認
識
の
こ
の
限
界
の
確
認
こ
そ
 
が
 学
問
 

に
 新
し
い
視
野
を
開
く
」
の
で
あ
る
。
事
実
、
著
者
に
お
い
て
、
 

 
 

界
の
認
識
が
、
限
界
を
超
え
て
根
本
的
に
新
し
い
医
学
、
即
ち
「
 
全
体
的
 

人
格
の
こ
と
と
し
て
の
癒
し
の
事
実
を
絶
え
ず
 圧
祝
 す
る
医
学
」
 
へ
の
 展
 

望
を
与
え
て
い
る
。
 

著
者
の
思
索
が
具
体
的
に
始
動
す
る
原
点
は
、
こ
こ
で
も
根
源
的
 玉体
 

と
し
て
の
身
体
で
あ
り
、
従
っ
て
健
康
科
学
が
出
発
す
る
の
も
、
 

，
 
@
 の
 「
 身
 

体
の
全
体
 作
 m
 的
 直
観
」
と
し
て
の
生
命
の
直
観
か
ら
で
あ
る
。
 

諸
科
学
 

に
お
い
て
前
提
と
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
内
部
で
不
問
に
付
さ
 
 
 

る
 第
一
原
理
は
、
哲
学
や
宗
教
で
こ
そ
初
め
て
原
理
的
に
問
わ
 れ
ぅ
る
 

が
 、
健
康
 科
 宇
の
第
一
原
理
を
な
す
は
ず
の
も
の
は
、
「
健
康
」
 

そ
 れ
 自
体
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
著
者
は
、
健
康
を
人
間
存
在
の
問
題
と
し
て
 
根
本
的
 

「
健
康
科
学
の
中
核
的
研
究
分
野
」
を
な
す
も
の
で
あ
る
 

手
ヨ
 ド
コ
 m
 
ロ
 の
黒
の
 

o
f
 

す
の
 

日
 （
こ
と
総
称
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
 

に
 研
究
す
る
学
問
分
野
を
「
健
康
人
間
学
」
ぎ
の
田
ニ
・
 
a
 コ
 （
 
ア
 （
 
0
 で
 0
-
 

。
注
意
す
べ
き
 

0
 ㎎
 ド
 0
 Ⅱ
 

そ
れ
は
 

は
 、
「
健
康
」
の
概
念
が
、
こ
こ
で
は
単
に
疾
病
や
虚
弱
の
欠
如
な
 

 
 

っ
 消
極
的
な
意
味
で
は
な
く
、
人
間
の
創
造
性
や
全
人
的
充
実
と
 
 
 

う
な
積
極
的
な
意
味
合
い
を
担
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
 よ
う
な
 

「
癒
し
の
事
実
、
全
一
酌
生
命
の
発
動
」
を
見
る
と
こ
ろ
に
お
 

い
 て
、
医
 

学
 と
宗
教
と
は
触
れ
合
う
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
 

と
 @
 
、
 ろ
で
、
健
康
科
学
の
た
め
の
理
論
的
支
柱
を
ど
こ
に
求
め
る
 
べ
き
 

だ
ろ
う
か
。
 
苦
七
は
 、
 澤
 混
入
破
に
よ
る
気
と
体
の
「
二
元
的
 一
 一
万
 
性
 」
 

の
 考
え
に
導
か
れ
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
身
体
を
有
機
体
と
内
的
統
一
 

 
 

外
的
能
動
性
と
の
統
一
と
し
て
理
解
す
る
。
し
か
し
、
著
者
の
眼
 
差
し
は
 

そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
 
澤
潟
 が
そ
れ
以
上
問
う
こ
と
の
な
い
事
柄
を
 更
に
追
 

早
 し
、
生
命
や
健
康
の
根
拠
、
病
む
と
い
う
こ
と
や
癒
し
の
事
実
 
 
 

に
 捉
え
る
べ
き
か
を
問
う
。
そ
の
探
究
を
通
し
て
、
 

澤
 潟
の
言
う
 
「
三
一
万
 

約
一
元
 性
 」
が
常
に
超
越
的
な
地
平
に
お
い
て
そ
こ
か
ら
成
立
す
 ると
 見
 

ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
二
元
的
一
元
 性 」
の
可
能
性
の
問
題
が
 
、
 西
田
幾
 

各
部
で
は
世
界
の
個
物
的
多
 と
 全
体
的
 
一
 と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
 
と
し
て
 

解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
想
い
到
り
、
次
の
如
き
見
解
に
到
達
す
 
る
 。
「
私
 

た
ち
の
生
命
は
刻
々
世
界
の
底
に
死
し
、
世
界
の
底
か
ら
蘇
る
 
仕
 方
で
成
 

立
し
て
い
る
。
そ
れ
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
生
き
る
の
が
人
間
 の 自
己
 

実
現
で
あ
り
、
癒
し
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
 

生
 ム
 
叩
の
岸
 
屋
 

の
 統
一
が
失
わ
れ
る
と
き
、
個
物
的
多
 と
 全
体
的
一
に
背
い
て
 ア
 ン
バ
ラ
 

シ
 ス
が
生
ず
る
、
そ
れ
が
病
気
で
あ
る
ご
 

健
康
が
科
学
の
対
象
認
識
と
は
違
っ
た
仕
方
で
、
つ
ま
り
直
観
 
知
  
 

て
 把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
巧
者
は
、
メ
ー
ヌ
 

ビ
ラ
 

 
 

ン
の
 原
始
的
事
実
 

宙
の
 f
a
 
一
 
（
 っ
 （
 @
 
き
（
 ぎ
や
 W
H
O
 
の
憲
章
冒
頭
 
の
 健
康
 

 
 

の
 定
義
 字
 健
康
は
身
体
的
精
神
的
社
会
的
な
完
全
な
善
い
在
り
方
 
 
 

で
あ
っ
て
 、
 単
に
疾
病
や
虚
弱
の
欠
如
で
は
な
い
し
を
考
察
の
糸
 
2
1
9
 

て
 、
著
者
自
身
の
健
康
哲
学
や
癒
し
の
哲
学
を
披
 

涯
 し
て
い
る
。
  
 



次
の
如
く
で
あ
る
。
「
健
康
へ
の
関
わ
り
は
ケ
ア
で
な
け
れ
ば
な
 

ゎ
な
 

 
 

に
よ
っ
 

て
 生
か
き
れ
る
在
り
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
せ
自
己
の
身
 
 
 

関
わ
り
が
セ
ル
フ
ケ
ア
の
基
本
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
 

と
，
 」
ろ
が
、
 

人
間
の
垢
 白
 に
は
、
そ
の
セ
ル
フ
ケ
ア
は
、
他
者
へ
の
ケ
ア
に
 

即
  
 

り
 立
つ
。
」
或
い
は
、
「
絶
対
に
（
共
に
生
き
る
）
こ
と
が
で
き
な
 

ぃ
 者
が
 、
 

そ
の
で
き
な
い
こ
と
の
自
覚
が
転
換
の
契
機
と
な
っ
て
、
絶
対
に
 （
 せ
 @
 に
 

生
き
る
）
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
他
人
の
存
在
が
認
め
ら
 れ
る
 ょ
 

う
に
な
る
。
…
…
本
来
的
な
ケ
ア
、
つ
ま
り
他
者
と
へ
共
に
生
き
 る
 ）
 生
 

き
万
 こ
そ
が
、
癒
し
を
育
む
の
で
あ
る
ご
 

癒
し
の
事
実
こ
そ
が
、
何
処
ま
で
も
健
康
科
学
の
出
立
円
で
あ
る
 人
 

間
 の
 共
 苦
や
共
生
が
そ
こ
か
ら
可
能
と
な
る
こ
の
癒
し
の
事
実
に
 想
到
 す
 

る
 時
、
我
々
は
そ
こ
に
超
越
の
次
元
を
見
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
 そ
も
、
 

癒
し
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
と
も
、
 

精
神
の
 

活
動
性
か
ら
と
も
、
或
い
は
環
境
の
作
用
か
ら
と
も
言
え
ず
、
 
そ
れ
は
 

「
常
に
生
命
体
の
生
命
自
身
の
内
か
ら
来
る
」
と
し
か
言
え
な
い
 

。
癒
し
 

は
 、
身
体
や
精
神
や
社
会
な
ど
の
諸
要
素
を
統
一
的
に
超
越
し
つ
 
 
 

か
も
「
身
体
を
貫
い
て
働
く
超
越
的
に
し
て
内
在
的
な
も
の
」
で
 
あ
る
。
 

こ
の
根
源
的
事
態
を
、
著
者
は
「
癒
し
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
 

生
 ム
 
叩
の
根
 

抵
の
超
越
的
一
の
現
在
に
存
す
る
の
で
あ
る
」
と
も
表
現
し
て
 ぃ る
 。
 生
 

命
の
基
底
の
根
源
的
事
実
を
見
据
え
る
時
、
初
め
て
我
々
は
自
分
 の
 身
体
 

を
 青
み
形
成
す
る
超
越
的
な
も
の
、
環
境
世
界
の
尊
さ
を
言
い
得
 
 
 

あ
る
。
こ
う
し
て
、
著
者
が
勧
め
る
「
医
学
か
ら
健
康
科
学
へ
」
 

、
 乃
至
は
 

「
キ
ュ
ア
か
ら
ケ
ア
ヘ
」
と
い
う
医
療
理
念
の
転
換
は
 

、
 実
は
そ
 
の
ま
ま
 

第
一
章
で
示
唆
さ
れ
た
思
索
方
法
の
転
換
に
対
応
し
て
い
る
。
 

そ
  
 

間
の
在
り
方
の
一
大
革
命
を
な
す
事
柄
な
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
第
一
章
と
第
六
章
に
絞
っ
て
、
論
述
の
概
要
を
械
も
う
と
 
努
め
 

た
 。
該
博
な
知
識
と
事
柄
の
本
質
に
肉
迫
す
る
強
靭
な
思
考
が
 
、
 水
牛
王
 
日
の
 

 
 

価
値
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
言
を
侯
た
な
い
。
 

癒
 し
に
 関
 

す
る
今
後
の
学
術
的
 

一
 少
な
く
と
も
哲
学
的
 一
 研
究
は
、
ま
ず
 
第
 
一
に
本
 

害
の
如
き
基
礎
的
考
察
を
踏
み
 4
 コ
に
し
て
こ
そ
着
手
さ
れ
る
べ
 

き
だ
 る
 

う
 。
た
だ
、
唯
一
の
懸
念
は
、
こ
う
し
た
本
格
的
な
調
 
詩
が
、
医
 
療
 現
場
 

で
 多
忙
を
施
め
る
近
代
的
医
学
の
関
係
者
や
 、
 癒
し
の
資
料
収
集
 や
社
会
 

学
的
人
類
学
的
な
比
較
作
業
に
腐
心
す
る
研
究
者
に
は
、
顧
み
 
ろ
  
 

の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
本
書
を
医
学
概
論
の
基
本
図
 
書
 と
す
 

る
よ
う
な
大
学
が
現
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
「
癒
し
の
事
実
」
 

へ
 の
 思
考
 

の
 遡
及
は
、
通
常
の
思
考
習
慣
の
転
換
を
伴
 う 故
に
 、
 必
ず
し
も
 容
易
で
 

は
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
は
「
癒
し
の
事
実
」
に
よ
っ
て
 
、
 現
に
 

こ
こ
で
今
、
息
を
し
つ
つ
生
き
て
い
る
。
こ
の
実
存
の
原
始
的
 
事
 美
を
 

現
代
人
は
 、
 息
を
整
え
て
真
正
面
か
ら
見
詰
め
直
す
必
要
が
あ
る
  
 

も
っ
と
も
、
上
述
の
よ
う
な
本
書
に
対
す
る
好
意
的
な
評
価
は
 
、
 評
者
 

が
 著
者
と
全
面
的
に
見
解
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
必
ず
し
も
 意
  
 

本
書
の
底
に
鳴
り
響
い
て
い
る
思
索
の
基
調
昔
に
は
、
著
者
 の
 山
心
拍
相
口
 

形
成
の
基
盤
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
西
田
や
久
松
の
神
仏
 
教
 思
想
 

か
ら
の
土
日
響
が
陰
に
陽
に
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
「
生
命
」
や
「
 
身
 体
 」
 な
 

ど
の
基
本
概
念
や
「
癒
し
の
事
実
 -
 自
体
の
理
解
に
も
、
そ
の
 地
 誓
は
窺
 

え
る
。
「
身
体
」
を
「
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
と
が
相
即
す
る
全
体
と
し
 

て
の
 自
 

覚
的
 身
体
」
と
捉
え
る
見
方
は
 
、
 「
 @
 
」
 @
 
」
 ろ
 」
と
対
立
す
る
限
り
 
 
 

だ
 」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
し
、
「
生
ム
 叩
 」
も
生
物
を
生
物
と
し
て
 
成
立
 せ
 

し
め
る
「
生
命
の
根
源
」
の
意
味
を
既
に
内
蔵
し
て
い
る
。
「
身
体
 

」
や
「
 
生
 



命
 」
は
、
い
わ
ば
内
在
と
超
越
の
次
元
を
同
時
に
含
ん
だ
「
人
間
 存
在
全
少
な
 屯
 と
も
、
そ
の
こ
と
を
反
省
す
る
絶
好
の
 

機
会
を
本
書
が
提
供
し
た
 

こ
と
は
、
間
違
い
あ
る
ま
 

体
 」
の
別
名
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
把
握
の
仕
方
そ
れ
自
体
 
は
 首
肯
 

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
人
間
や
世
界
の
存
在
構
造
の
理
解
 
 
 

よ
っ
て
は
、
 
茗
 者
の
身
体
観
や
生
命
 観
が
 包
括
的
過
ぎ
る
こ
と
へ
 
 
 

人
間
の
存
在
構
造
を
霊
・
 
魂
 ・
 体
 の
 三
 

重
に
 捉
え
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
身
体
は
霊
 と
魂
と
 体
の
そ
れ
ぞ
 
 
 

有
の
世
界
で
 
緯
ぅ
 べ
き
二
重
の
身
体
で
あ
り
、
 
梢
神
 
・
生
命
 

質
 と
い
 

ぅ
 三
重
の
存
在
様
式
を
想
定
す
る
世
界
 把 程
か
ら
す
れ
ば
、
著
者
 に
よ
る
 

「
生
命
」
把
握
は
、
精
神
的
萌
芽
を
既
に
申
み
つ
つ
物
質
的
身
体
 

と
 
一
体
 

の
 生
命
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
身
体
」
や
「
生
命
」
 

0
 包
括
 

的
 理
解
は
、
若
者
の
「
癒
し
の
事
実
」
の
把
握
に
も
反
映
さ
れ
て
 
 
 

違
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
本
来
「
癒
し
の
事
実
」
は
万
人
に
 
%
 在
し
 

な
が
ら
、
な
ぜ
多
く
の
人
々
は
病
み
続
け
る
の
か
。
癒
し
の
問
題
 
 
 

問
の
自
己
理
解
の
問
題
で
あ
り
、
結
局
は
自
己
の
生
命
の
根
拠
を
 
 
 

見
る
か
と
い
う
こ
と
に
 
収
 叙
す
る
の
で
は
な
い
か
。
 

た
ま
た
ま
・
評
者
は
著
者
と
面
識
が
あ
り
、
幸
い
に
も
上
述
の
幾
つ
 

 
 

疑
問
に
関
し
て
 
御
 尋
ね
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
折
り
の
 御 説
明
 で
は
、
 

三
分
 読
 め
よ
う
な
分
割
法
そ
れ
自
体
が
問
題
を
苧
ん
で
お
り
、
 

何
 処
 ま
で
 

0
 人
間
存
在
を
そ
の
生
命
の
根
拠
か
ら
全
体
と
し
て
把
握
し
た
い
 
と
の
こ
 

と
で
あ
っ
た
。
何
れ
に
し
て
も
、
癒
し
を
巡
っ
て
の
表
面
的
に
は
 
盛
ん
だ
 

 
 

に
、
本
 

書
 が
い
わ
ば
賢
者
の
一
石
を
投
じ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
か
つ
て
 ヒ
ポ
 

ク
ラ
テ
ス
が
「
自
然
治
癒
 
力
 」
へ
の
奉
仕
を
医
術
の
理
想
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、
阿
部
美
哉
、
井
市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
 

上
 

田
閑
照
 、
金
井
新
三
、
鈴
木
範
式
、
田
丸
徒
書
、
中
村
 廣治
 

郎
 、
宮
家
運
 

議
事
 

一
 、
平
成
八
年
度
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
苧
口
程
の
決
定
 

四
月
二
五
日
一
木
 -
 
第
一
次
選
挙
公
示
発
送
 

五
月
二
七
日
一
月
一
第
一
次
投
票
有
権
者
資
格
認
定
 

五
月
二
二
日
一
水
 一
 
第
一
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
 

第
二
次
選
挙
公
示
発
送
 

0
 お
 詫
び
と
訂
正
 

昨
 平
成
七
年
一
一
月
、
第
五
四
回
学
術
大
会
に
際
し
て
改
選
さ
れ
 
た
本
 

学
会
役
員
の
名
簿
の
中
に
、
事
務
局
の
手
落
ち
の
た
め
、
左
の
よ
 
う
 な
土
 

き
な
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
 
す
 。
 

「
宗
教
研
究
」
 二
 0
 六
号
会
報
欄
二
六
五
頁
 

誤
 

理
事
 

佐
々
木
 宏
幹
 

同
 

正
常
務
理
事
 

な
お
、
す
で
に
お
届
け
し
た
一
九
九
五
年
度
の
会
員
名
簿
の
役
 員
欄
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事
会
 

同
時
平
成
八
年
四
月
六
日
 -
 
十
 -
 午
後
三
時
 @
 四
時
四
 0
 分
 

場
所
 
國
睾
 悦
大
学
常
盤
 
松
 二
号
館
大
会
議
室
 

出
席
者
安
蒜
 谷
 正
彦
、
阿
部
美
哉
、
 

洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
 
井
門
 

富
 二
夫
、
市
川
裕
、
井
上
順
孝
、
上
田
 

閑
照
 、
大
屋
憲
一
 

鎌
田
純
一
、
金
井
新
 三
 、
川
崎
信
定
、
小
山
雷
丸
、
鈴
木
 範
 

久
 、
鈴
木
康
治
、
谷
口
茂
、
田
丸
徒
書
、
中
村
恭
子
、
中
村
 

廣
 治
郎
、
花
岡
水
子
、
藤
田
正
勝
、
平
敷
台
 治
 、
松
本
 滋
 、
 

宮
家
 準
 、
一
図
 睾
院
 大
斗
 
ま
 
石
井
研
 士
 

議
事
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
五
五
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
二
 0
 日
一
 金
 -
 ｜
 二
三
同
 -
 
同
一
の
三
日
間
、
 國
睾
 悦
大
学
で
  
 

わ
れ
る
学
術
大
会
の
詳
細
に
つ
い
て
、
開
催
 
校
 で
あ
る
同
大
学
 
教
 

授
 の
安
蒜
 谷
 正
彦
理
事
よ
り
報
告
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
た
。
 

五
月
三
 0
 

日
 -
 木
一
第
一
次
投
票
用
紙
発
送
 

 
  

 

六
月
二
九
日
工
 一
 

第
一
次
投
票
締
切
 

 
 

 
  

 

第
二
次
選
挙
有
権
者
資
格
締
切
 

 
 

 
 

 
 

七
月
六
日
一
十
一
選
挙
管
理
委
員
会
 
律
弔
 
一
次
投
票
開
票
、
第
 
一
 

次
 投
票
有
権
者
資
格
認
定
 一 

セ
月
 二
四
日
一
ポ
 
-
 

第
二
次
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
三
一
日
一
七
一
第
二
次
投
票
締
切
 

九
月
七
日
工
一
選
挙
管
理
委
員
会
勇
二
次
投
票
開
票
 - 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
阿
部
美
哉
氏
を
選
挙
管
理
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 



日
程
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
月
二
 0
 日
 -
 
金
 @
 
 公
開
講
演
会
、
舞
楽
、
学
会
賞
選
考
委
員
 ム 五
 

理
事
会
 

九
月
二
一
日
工
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
懇
親
会
 

九
月
二
二
日
 
-
 
日
 -
 
研
究
発
表
、
「
宗
教
研
究
�
ﾒ
集
委
員
会
、
 
ム
 育
貝
 

総
会
 

大
会
参
加
・
研
究
発
光
の
申
込
締
切
は
六
月
八
日
一
十
㍉
 

一
 、
平
成
八
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

洗
建
 、
江
島
忠
 教
 ，
芹
川
博
通
、
薗
田
 
坦
 、
中
村
恭
子
、
宮
田
 几
、
 

し
り
 
4
 日
 
繍
巴
の
セ
 名
が
選
任
さ
れ
た
。
 

@
 
 新
人
ム
お
 
@
 
貝
に
つ
い
て
 

別
記
二
三
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
来
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

来
年
度
の
第
五
六
回
学
術
大
会
を
慶
応
義
塾
大
学
で
開
催
す
る
 - 」
と
 

が
 、
同
大
字
教
授
の
宮
家
 準
 常
務
理
事
か
ら
提
案
さ
れ
、
了
承
さ
 

日
時
平
成
八
年
七
月
二
日
（
 火
 -
 午
後
一
時
三
 
O
 分
 @
 

れ
 

た
 。
時
期
は
一
九
九
七
年
九
月
一
三
ロ
 @
 一
五
日
の
予
定
。
 

一
 、
日
本
学
術
振
興
会
「
未
来
開
拓
学
術
研
究
推
進
事
業
」
の
 概
 要
に
 

つ
い
て
、
小
山
田
丸
理
事
よ
り
説
明
が
あ
り
、
次
回
理
事
会
ま
で
 
 
 

検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
速
王
 僻
の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
 
て
、
 

上
田
 閑
 無
常
務
理
事
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
 抹
室
 

報
 

テ
ー
マ
「
現
代
と
宗
散
の
危
機
」
 

ま
た
、
宗
教
学
研
連
な
ら
び
に
哲
学
研
 連 主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
を
 

ム
五
 

0
 新
人
会
員
 
-
 
四
月
六
日
承
認
 
分
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青
木
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会 報 

会
員
訃
報
 

0
 
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
、
鳥
取
女
子
短
期
大
学
長
、
佐
々
木
 
倫
 先
先
生
 

は
 、
平
成
八
年
五
月
二
八
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
 ゼ 四
歳
。
 
 
 

に
 謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
 
ご
 冥
福
を
お
折
り
申
し
上
げ
ま
す
   

執
筆
者
紹
介
 

山
折
哲
雄
 

下
田
正
弘
 

谷
口
龍
 男
 

宮
崎
賢
太
郎
 

大
宮
司
 

信
 

伊
藤
道
哉
 

目
凹
達
也
 

林
淳
 

加
藤
智
見
 

松
村
一
男
 

津
城
 

寛
文
 

高
橋
 

渉
 

青
山
女
 

仲
原
 

孝
 

沼
田
健
 哉
 

武
 m
 

迂
生
 

丹
 Ⅲ
 

泉
 

棚
次
 

正
和
 

（
執
筆
順
）
 

国
際
日
本
文
化
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究
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教
授
 

東
京
大
字
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抽
授
 

早
稲
田
大
字
 
故
授
 

長
崎
細
心
大
字
教
授
 

北
海
道
大
字
医
療
技
術
短
期
大
字
部
教
授
 

東
北
大
学
助
手
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
 

愛
知
学
院
大
学
助
教
授
 

東
京
工
芸
大
学
教
授
 

天
理
大
字
助
教
授
 

城
西
国
際
大
学
助
教
授
 

宮
城
学
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人
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大
字
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大
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非
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講
師
 

桃
山
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大
字
非
常
勤
講
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東
京
外
国
語
大
学
助
教
授
 

筑
波
大
学
助
教
授
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The  Healing Fad in Modern Japan 
Tatsuya  YUMIYAMA 

In this article. we will identify the current increasing interest in healing 

as  a "healing fad." Through examining the databases of major Japanese 

newspapers, we can determine that this fad gradually began around 1990 

and developed into a large scale phenomenon in the second half of 1994. 

T h e  healing fad has been related to New Age, medicine (especially holistic 

medicine), and religion. In these areas, healing is oriented toward the 

post-modern and harmony. The spread of knowledge concerning healing 

was stimulated by three things, first, by the counter-culture which emerged 

around the period of the oil shock of 1973, second, by the popularization 

of New Age in the mid 1980s. and, third, by the collapse of the Japanese 

"bubble economy" in 1990. As the background to this process, we can 

identify a reaction to the "shutting out" of the body in the separation of 

mind and body and a protest against the alienation from the attenuation 

of human relationships. Movements oriented toward harmony with soci- 

ety and nature have also contributed to the healing fad. 



The Healing Arts in Nursing : 
Therapeutic Touch as a Touchstone 

Michiya IT0 

The development and use of Therapeutic Touch as  a nursing interven- 

tion is one way in which nurses have sought to become more consciously 

aware of how they use their hands and of their potential to facilitate the 

comfort and healing of their patients. Therapeutic Touch is viewed a s  an 

energy field interaction. From this perspective, nurse and patient extend 

beyond their physical bodies, each being an energy field pattern within the 

other's environment. T h e  rationale used to  describe Therapeutic Touch is 
rooted in philosophical traditions, especially those of Indian philosophy 

and Buddhism. 

Care must be taken that the patient's physician or medical team obtain 

a consensus. This is particularly important because Therapeutic Touch is 

not congruent with the mechanistic, physical-sensory model that underlies 

medical practice. It is not very easy to  obtain Informed Consent of 

patients who consider such intervention quite unconventional. Other 

health professionals have questioned its appropriateness and effectiveness. 

T h e  concepts of Therapeutic Touch a re  providing not only the building 

blocks for a base of knowledge that is uniquely nursing but also the 

touchstone for an autonomous profession. 



"Illness and Healing" of Mind : A Profile of 
"Healing and Relief", as Seen from the 

Psychiatric Standpoint 
Makoto DAIGU JI 

This paper considers the theme of "healing and relief" from the stand- 

point of psychiatry. Illness is, indeed, the subject of treatment, but the 

focus shifts a t  times to  the growth of the mind. Therefore, illness can be 

considered to  be not only just the opposite existence to  healing in an 

opposite position, but also a bearer of a profile leading to  healing or  relief. 

This is among the reasons for the consideration of healing and/or relief 

from the viewpoint of "illness and healing." 

The  objects of consideration include, firstly, possession. Considered 

from the angle of experiencing individuals, such an ability enables them to 

integrate their own experiences in collection with their surroundings. In 

particular, such an ability also enables them to create a community 

believers' reliance, which together with the former ability are of impor- 

tance from the angle of healing. 

Next, we observe the mind locus of atypical psychosis in which the 

patient becomes able to obtain an appropriate stability of mind in the 

course of the reconstruction of the patients' psychotic experience as  a 

religious story. In this case, such an ability as  permits an objective 

explanation of the patient's experience and of positioning the myth toward 

the formation of community so that the above patient's own experience 

may be jointly owned with others is of importance with respect to  healing. 

Some additional remarks are  also made on the complementarity in healing 

between religion and medicine. 



A Study of the Views of Salvation among 
Christians in Tenchi hajimari no koto 

Kenta ro  MIY AZAKI 

Tenchi hajimari no koto is one of the most valuable and secretive 

documents relating to early Christians in the Nagasaki, Sotome, and Goto 

regions. I t  was one of the few materials documented by Japanese, 

contributing not only to  the analysis of the underground Christians' 

understanding of Christianity during a period of a decree prohibiting the 

Christian faith, but also throwing new light on the development of the 

history of thought of Christianity in Japan. It is thus no doubt that Tenchi 

hajimari no koto is a valuable document in comparison to Myotei mondou 
by Fabian. In this study of Tenchi hajimam' no koto, the process of 
compilation is analyzed to the full and the author's messages are made 

clear. As a result, further evidence is provided for the importance of 

Yurushi no kami or Sukui no kami (God as  Salvador) a s  an influence on 

the development of early Christianity in Japan during the ban on the 

Christian faith in a time when the ordeals Christians endured and their 

seeking salvation after death were fully documented. I t  is thus reasonable 
to concluded that Tenchi hajimari no koto was documented in the under- 

groud Christians' desire to seek Yurushi no kami or Sukui no kami under 

circumstances in which they had to  deny Christianity in order to stay 

alive. 



Das Ploblem der Erlosung in der Religion : 
Vom Gesichtspunkt der religiosen Existenz 

Shinrans 

Tatsuo TANIGUCHI 

Es ist die Ahsicht der vorliegenden Arbeit, das Problem der Erliisung in 

der Religion vom Gesichtspunkt der religiiisen Existenz Shinrans zu 

erklaren. Diese Arbeit besteht aus drei Teilen. Erstens erhlare ich die 

existentielle Haltung Shinrans, der als Einzelner vor den Amida Buddhas 

Gelubden steht. 

Zweitens erklare ich hier den Prozess, durch den Shinran letztlich als 

Einzelner vor den Geluhden steht, durch den ubergang vom Amidas 19. 

Gelubde zum 20. Geluhde und vom 20. Gelubde zum 18. Gelubde, das 

heisst, ,,Sangan-Tennyii". Das, was daraus lilargemacht wird, sind das 

Rewusstsein des sundhaften Selbst und die Erliisung durch den Glauben 

von der anderen Kraft, besonders Amidas Kraft des originaren Gelubdes 

(Hongan-riki). 

Letztens erklare ich, was der Einzelne bedeutet, in bezug auf Shinran, 

der als Einzelner vor den Geluhden steht, und damit das Problem der 

Erliisung. Nur Einer, d. i. der Einzelne bedeutet den einzigen von allen. 

und zugleich jedermann. Also, der Mensch, der erliist wird, ist nicht allein 

Shinran, sondern auch alle anderen Menschen werden erliist. Und ausser- 

dem, dass der sundhafte Mensch erliist wird, hangt vom Glauben von der 

anderen Kraft ab. (Der Glaube von der anderen Kraft beinhaltet zwei 

Arten des tiefen Glauhens, d. i. ,,Nishu-J~nshin".) Durch den Glauben ist 

der Mensch als ,,Shojiiju" in dieser Welt von der Geburt (Ojii) in das Land 

Amidas (Jodo) uberzeugt. Darin liegt die Erliisung fur den sundhaften 

Menschen. So  denkt Shinran. 



Enlightenment and Salvation : Reconsideration 
of the Typology of Indian Buddhism 

Masahiro SHIMODA 

As has been shown in some modern scholarship, there is a two-tiered 

model of Buddhism to be derived from the Nikaya literature. One is the 

trend which aims a t  the attainment of nirvana through liberating insight 

(prajfia) by learning the Buddhist teachings materialized in words which 

have been handed down by the authorized institution (Sangha) .  The other 

is the one which esteems meditations, spiritual experience (Sumadhi)  and 

shows preference of icon over words a s  the medium of symbolization and 

individual charisma over institutional authority a s  the principle of leader- 

ship. The  former also appears a s  village dwellers while the latter a s  forest 

dwellers a s  attested in the tradition of Theravdda Buddhism. 

These two types correspond roughly to the hrahmana and framana 

tradition in the pre-Buddhist period respectively, and coexist through the 

history of Indian Buddhism. They interact with each other in the develop- 

ment of Mahayana Buddhism, which mainly shows the latter type of 

characteristics by means of the sutras, the medium of words, peculiar to 

the former type. 



"Sustainable Starving" 
Tetsuo  YAMAORI 

I think there is no proper Japanese equivalent to the "demon" in 

Christianity. On the contrary, the Japanese "guki" (a hungry ghost) often 

mentioned in the Buddhistic countries in Asia cannot be found in European 

societies. What can be the reason? 

Setting aside the topic of the demon, the image of a starving person who 

is likely to be identified a s  "gaki" in Buddhistic texts, has been quite 

differently understood and viewed negatively in Christian texts. First this 

paper considers the meaning of "guki" and then makes clear the character- 

istics of religious recovery or curing from the crisis of starvation. And 

finally I would like to  discuss the idea of "sustainable starving" or the 

capacity to  survive in the age of food-shortages to  come, referring to  the 

guki-concept. 




