
 
 

そ
の
さ
い
、
現
実
問
題
と
し
て
あ
る
い
は
理
論
的
な
問
 題
 と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
思
い
 う
 か
ぶ
が
、
 

以
 下
 の
三
つ
の
事
柄
を
 

 
  

 

は
な
く
、
そ
れ
か
ら
距
離
を
お
い
た
理
論
的
な
視
点
か
 ら
 論
じ
て
み
た
い
。
 

ル正 

の 現 

信仰 在 、 
    

を 宗 は     
々 に   
で っ 

教 かそ の 定お間 
間 の し多の よ 対 

あ い 
る て さ 話は現 提言を対話、 宗 て・ 元 的な 宗教 か びそれ 

筆 ま 概 し 教宗 ら に 在 

者 ざ   
令 た 間教 はつ さ 

は ま 
  

持 な 相 を り をのま 
宗 太   
信 が 
仰 論 
な じ 

  
も て 
つ い 

者で る 三   
な か   な 
宗 が   
教 ら 苛 斤 

  
に て 
つ い     

口 , 
当 
事 議   
音 読   
問 て 
題 い 
と る     
て は 

散 る 射 れか 
間べ主 て し 

で 特 対 き 義 い な 

  

宗
教
間
対
話
と
内
在
的
概
念
相
対
主
義
 

「
概
念
 
枠
 」
を
め
ぐ
る
考
察
 



宗
教
の
多
元
的
状
況
が
相
対
主
義
と
む
す
び
つ
く
可
能
 
性
が
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
の
ち
ほ
ど
、
 
相
対
主
義
を
の
り
，
」
 

ま は せ 宗 が め る い 現 で 
す か よ 教 も た こ の 代 ま あ 
ま り " に の り と で に た る 

  

在     
深 、 題 に え 通 こ   きたり 断言すもの）ちいる と思わ は、個 ともに 、一つ て温存 

変     
態 教 ぃ が 性 通 は は ア   
が め い 、 こ も 目 ま ム 

、 共 ず 種 の の 性 さ 的 
今 在 れ 々 共 を が れ で 
後 を に の 週 末 あ な   

 
 

て
い
る
こ
と
 
-
 い
わ
ゆ
る
包
括
正
義
も
そ
の
一
例
で
あ
 る
 ）
 、
 
（
 2 
）
表
面
的
に
は
相
互
理
解
が
成
立
し
て
い
る
 よ
う
で
い
て
、
じ
つ
は
 

 
 

 
 

-
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深
い
レ
ベ
ル
で
は
そ
れ
が
ま
っ
た
く
成
立
し
て
い
な
い
 
@
 」
と
、
（
 3
 

ニ
ホ
数
間
対
話
が
安
易
な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
 ム
 に
お
ち
い
る
こ
と
、
 

さ
し
あ
た
り
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
（
 1
 ）
表
面
的
に
は
 謙
虚
に
対
話
を
し
て
い
る
よ
う
で
、
実
際
に
は
 
自
 宗
教
 至
上
正
義
に
お
ち
い
っ
 

 
 



 
 

邱
 

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
 と
す
れ
ば
、
宗
教
の
極
致
や
宗
教
体
験
と
い
え
ど
も
、
 
概
念
な
い
し
概
念
枠
の
制
約
 

 
 
 
 
 
 

エ
 」
 
ロ
 

 
 

対
を
受
け
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
 

 
 

え
ば
、
（
あ
ら
ゆ
る
思
考
は
概
念
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
 
一
 条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
）
 

が
 

 
 

曲
 
対
 
相
論
も
出
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
の
念
 

共
同
体
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
生
じ
る
 

 
 

 
 

在
 

主義 

 
 あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
 
別
 の
 視
点
か
ら
見
れ
ば
へ
 真
ノ
偽
 ・
 善
ノ
悪
 ・
合
理
 ノ
非
 ム
ロ
理
な
ど
を
ふ
く
ん
だ
 

知
識
や
真
理
を
問
題
に
す
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
 
概
 念
二
 二
ロ
 
ま
 叩
の
束
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
）
と
い
う
主
張
 も
 成
り
立
っ
。
す
な
わ
 

-
5
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ち
 、
後
述
す
る
よ
う
に
、
概
念
二
玉
ロ
語
を
離
れ
て
、
 

真
 理
や
知
識
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 
こ
 れ
が
相
対
主
義
を
支
持
 

す
る
第
二
の
理
由
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
言
え
ば
、
（
 
ゐ
 示
教
の
極
致
・
奥
義
や
宗
教
 体
験
は
概
念
で
は
捉
え
き
れ
な
い
、
そ
れ
ら
を
超
越
し
 
て
い
る
）
と
い
う
 反
 

え
る
視
点
を
模
索
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
 ら
 、
本
論
文
は
基
本
的
に
相
対
主
義
を
支
持
す
る
立
場
 
を
と
る
。
以
下
に
お
い
 

て
 、
そ
の
理
由
を
述
べ
て
お
く
。
ま
た
、
相
対
主
義
に
 
は
 多
種
多
様
な
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
言
う
 
相
対
主
義
と
は
「
概
念
 

相
対
主
義
」
の
こ
と
で
あ
り
、
相
対
主
義
と
概
念
相
対
 
正
義
と
を
同
義
語
と
し
て
使
用
す
る
。
 

ま
ず
、
相
対
主
義
を
擁
護
す
る
第
一
の
理
由
と
し
て
、
 
（
 真
ノ
偽
 ・
 善
ノ
悪
 ・
合
理
 ノ
 非
合
理
な
ど
は
宗
教
に
 相
関
的
・
相
対
的
で
 

あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
そ
う
で
あ
る
）
と
い
う
事
実
 
そ
 の
も
の
を
あ
げ
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
論
理
的
に
い
え
ば
 
、
こ
の
事
実
認
識
か
ら
 

 
 

（
 真
ノ
偽
 ・
 善
ノ
悪
 ・
合
理
 ノ
 非
合
理
な
ど
は
宗
教
に
 相
対
的
・
相
関
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
 
い
 ）
と
い
う
こ
と
 を
 直
接
に
導
出
で
き
る
 

 
 

わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
相
対
的
な
事
実
を
認
識
す
 る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
相
対
主
義
を
主
張
す
る
こ
と
 
に
は
論
理
的
な
無
理
が
 



と
づ
い
て
世
界
に
つ
い
て
記
述
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
 
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
体
系
の
外
に
出
る
こ
と
は
 、
論
理
的
に
不
可
 

定
 さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
世
界
を
記
述
す
る
中
立
 的
な
方
法
は
あ
り
え
な
い
。
明
ら
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
 
あ
る
概
念
枠
に
も
 

ゆ
え
に
、
客
観
的
・
普
遍
的
真
理
に
つ
い
て
は
い
か
な
 る
 主
張
も
成
立
し
な
い
）
と
主
張
す
る
相
対
主
義
で
あ
 
る
 。
㎝
 
甜
 胆
の
舌
口
Ⅰ
い
万
を
す
 

れ
ば
 、
「
異
な
っ
た
概
念
は
異
な
っ
た
世
界
を
も
た
ら
 す
 が
ゆ
え
に
、
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
 
、
あ
る
概
念
体
系
や
そ
 

 
 

い
う
 説
の
こ
と
で
あ
る
。
 

真
 /
 偽
 ・
 善
 /
 悪
 
・
合
理
 /
 非
合
理
な
ど
は
、
人
々
 

が
 属
し
て
い
る
諸
集
団
が
た
ま
た
ま
（
偶
然
的
に
一
 
堂
 け
 入
れ
て
い
る
概
念
枠
に
依
存
す
る
と
す
れ
 
ば
 、
「
 何
 も
の
に
も
依
存
し
な
い
 

リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
想
像
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
 
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
あ
る
概
念
枠
を
受
け
入
れ
て
い
る
人
 
々
が
そ
う
で
あ
る
と
 思
 

う
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
異
な
る
人
 
々
は
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
異
な
る
概
念
・
考
え
方
を
 も
つ
が
ゆ
え
に
、
唯
一
 

的
 
・
客
観
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
（
世
界
）
が
存
在
す
る
の
 で
は
な
く
、
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
（
世
界
）
が
あ
る
、
 
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
 

る
 。
 R
.
 ト
ゥ
リ
 グ
 は
、
概
念
相
対
正
義
の
典
型
的
な
 考
え
方
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
 

異
な
る
文
化
が
異
な
る
概
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
や
、
 
そ
れ
ら
の
文
化
の
成
員
が
世
界
を
違
っ
た
仕
方
で
見
る
 
こ
と
が
、
ひ
と
た
 

 
 

び
 強
調
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
世
界
の
正
 し
い
見
方
は
な
い
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
事
に
た
い
す
 
る
あ
る
人
自
身
の
 

社
会
の
理
解
が
正
し
い
理
解
で
あ
る
と
想
定
す
る
の
は
 
ま
っ
た
く
傲
慢
で
あ
る
、
と
言
う
よ
う
に
な
る
ま
で
、
 
そ
れ
ほ
ど
隔
た
り
 

は
な
い
。
こ
う
し
て
、
ほ
か
の
文
化
を
評
価
す
る
こ
と
 
は
ま
っ
た
く
不
可
能
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
す
 
る
た
め
に
は
、
 
わ
 

れ
わ
れ
は
本
当
に
真
実
で
あ
る
も
の
は
何
か
を
め
ぐ
っ
 て
 、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
概
念
や
考
え
方
に
頼
ら
な
け
れ
 
ぼ
 な
ら
な
い
だ
 る
 

ぅ
 か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
誰
が
正
し
い
か
 
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
論
証
す
べ
き
こ
と
を
前
提
と
 
し
て
扱
う
こ
と
で
 

あ
る
一
つ
ま
り
、
自
分
た
ち
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
 な
る
の
だ
㍉
・
・
・
…
そ
れ
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
す
べ
て
 

の
 概
念
体
系
が
判
   



宗教間対話と 内 

0
 個
々
の
信
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
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「
概
念
 枠
 と
い
う
観
念
そ
の
も
の
が
意
味
を
な
さ
な
い
」
 
と
い
う
 D
.
 デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
を
始
め
と
し
て
、
 
概
 念
枠
 と
い
う
考
え
方
 

や
 概
念
相
対
主
義
に
た
い
す
る
批
判
も
多
い
。
そ
こ
で
 

D
.
 バ
ー
バ
ー
の
知
識
社
会
学
に
つ
い
て
の
 議
 

 
 

  
 
 

、
後
者
に
力
点
を
お
い
て
は
い
る
が
、
二
つ
の
レ
ベ
ル
 

が
 微
妙
に
混
在
し
て
い
る
と
 

醐
 
い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
教
は
そ
の
 

担
 い
 手
が
存
在
し
て
初
め
て
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
 

ゆ
え
に
、
共
同
体
的
な
側
面
 

在
 

能
 で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
、
明
白
に
 、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
概
念
体
系
の
内
部
に
閉
じ
込
め
ら
 
れ
て
い
る
。
わ
れ
 

わ
れ
自
身
の
概
念
体
系
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
、
ほ
か
 
の
 概
念
体
系
に
つ
い
て
の
評
価
を
述
べ
る
こ
と
は
不
可
 
能
 て
あ
る
。
 

そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
体
系
は
、
真
理
に
つ
い
て
の
そ
れ
 
独
 自
の
基
準
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
 
自
体
で
正
し
か
っ
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た
り
間
違
っ
て
い
た
り
す
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
 
な
い
。
 
-
 
強
調
原
著
者
 -
 

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
文
化
」
「
概
念
 枠
 」
「
概
念
体
 系
 」
を
宗
教
と
置
き
換
え
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
 
ま
た
、
狭
 い
 意
味
で
 

の
 認
識
論
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
感
じ
万
や
情
緒
 
や
 行
為
に
か
か
わ
る
価
値
論
的
な
側
面
も
概
念
枠
や
概
念
 
体
系
に
ふ
く
ま
れ
る
、
 

と
 考
え
た
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
科
学
の
場
合
 
と
は
異
な
り
、
宗
教
は
す
ぐ
れ
て
、
人
の
生
き
方
や
感
 
じ
万
と
 関
わ
っ
て
く
る
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
概
念
枠
や
概
念
体
系
に
は
、
 
あ
る
共
同
体
の
規
範
・
思
想
・
信
念
体
系
・
価
値
体
系
 
・
社
会
生
活
の
規
則
な
 

 
 

ど
も
含
ま
れ
て
い
る
、
 

と
 見
な
す
こ
と
に
す
る
。
そ
し
 て
 、
以
下
で
は
、
作
業
仮
説
と
し
て
、
宗
教
を
概
念
 
枠
 と
し
て
理
解
す
る
こ
と
 

に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
Ⅱ
概
念
 枠
 だ
と
い
う
の
で
 は
な
い
。
宗
教
が
も
っ
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
の
う
ち
、
 
概
 念
枠
 と
い
う
側
面
を
強
 

調
 し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

義
 

こ
の
場
合
に
、
概
念
枠
が
個
人
レ
ベ
ル
の
も
の
な
の
か
 

 
 

っ
 重
要
な
問
題
が
あ
 

 
 



に
お
ち
い
っ
て
い
る
）
と
い
う
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
 じ
っ
 さ
い
に
、
こ
の
種
の
批
判
 
一
 
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 よ
 
…
 
@
 

定
石
の
よ
う
に
、
概
念
相
対
主
義
に
た
い
し
て
な
さ
れ
 
る
 。
 

概
念
相
対
主
義
者
は
「
概
念
的
拘
束
」
と
い
う
視
点
か
 
ら
、
 次
の
主
張
を
肯
定
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
 

一
 
1
 一
 も
し
 X
 が
真
理
に
つ
い
て
の
主
張
な
ら
ば
、
 X
 は
 概
念
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
次
の
主
張
を
つ
け
く
わ
え
る
。
 

一
 
2
 ）
も
し
 X
 が
概
念
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
 、
 X
 は
真
理
で
あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
。
 

こ
こ
で
、
概
念
相
対
主
義
に
異
論
を
唱
え
る
者
は
、
一
工
 一
 と
一
 
2
 一
 を
次
の
 一
 
5
 一
 を
導
く
前
提
に
転
化
さ
せ
る
。
 

一
 
3
 ）
言
明
一
 1
 ）
は
真
理
に
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
。
 n
 
当
然
の
こ
と
で
あ
る
 口
 

一
 
4
 ）
言
明
一
 1
 ）
は
概
念
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
 只
 3
 一
 と
一
 
l
 Ⅰ
）
 
ム
 
m
@
 

ら
口
 

一
 
5
 ）
言
明
一
 1
 ）
は
「
真
で
あ
る
」
と
主
張
で
き
な
い
。
 冗
 4
 一
 と
一
 
2
 ）
か
ら
 口
 

以
上
の
ご
と
く
、
概
念
相
対
主
義
は
出
発
点
と
し
た
そ
 
の
 前
提
に
た
い
し
て
、
背
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。
 

る
 。
こ
う
し
て
、
概
念
相
対
主
義
は
成
立
し
な
く
な
る
 
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 一
 
2
 一
 を
論
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
 自
 己
 矛
盾
を
解
決
す
る
道
を
ひ
ら
く
可
能
性
も
あ
る
の
 

念
 な
い
し
諸
概
念
の
体
系
に
よ
る
こ
と
な
く
、
対
象
 
一
 
こ
れ
が
 い
 か
な
る
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
れ
）
に
 ア
 ク
 あ

る
に
し
て
も
）
が
 、
 

る
と
舌
口
え
る
。
 

こ
れ
は
自
己
矛
盾
で
あ
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
概
 

セ
ス
 す
る
こ
と
、
そ
れ
 

一
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
）
が
ゆ
え
に
、
客
観
的
・
普
遍
 的
 真
理
に
つ
い
て
は
い
か
な
る
主
張
も
成
立
し
な
い
）
 
と
 論
じ
る
。
こ
れ
に
 

対
し
て
は
、
（
こ
の
主
張
自
体
が
客
観
的
・
普
遍
的
 真
 理
は
 
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
概
念
相
対
生
 
義
の
主
張
は
自
己
矛
盾
 

(314) 

概
念
相
対
主
義
を
擁
護
し
て
お
き
た
い
。
概
念
相
対
 

主
義
 は
 、
前
述
し
た
よ
う
に
、
（
あ
ら
ゆ
る
思
考
は
概
 
念
 に
拘
束
さ
れ
て
い
る
 

 
 



宗教間 対   と 内在 

三
内
在
的
概
念
相
対
主
義
 

 
 

べ
よ
う
。
 
A
 と
い
う
共
同
体
に
属
し
て
い
る
成
員
（
 a
 ）
 
が
 B
 と
い
う
共
同
体
の
成
員
 

 
 

体
の
概
念
枠
を
基
準
と
し
て
で
あ
る
。
 
a
 が
 b
 
の
言
動
 を
 批
判
す
る
の
は
、
一
方
的
 

辮
に
 越
権
行
為
だ
と
は
言
え
な
い
。
古
代
社
会
で
は
 
、
 生
き
た
人
間
を
生
 費
 に
す
る
と
か
、
共
同
体
の
た
め
 に
 王
を
殺
す
と
か
い
っ
た
 事
 

 
 

側
 が
 、
数
 お
お
く
 朝
 生
口
さ
れ
て
い
る
。
相
対
主
義
的
な
 
見
方
を
す
れ
ば
、
 

へ
 彼
ら
は
彼
ら
の
共
同
体
の
概
念
 
枠
 に
し
た
が
っ
て
生
き
て
 

 
 
 
 
 
 
 
 

い
る
の
だ
か
ら
、
現
代
の
日
本
人
は
そ
う
し
た
行
為
を
 批
判
す
る
立
場
に
な
い
）
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
 
わ
れ
わ
れ
に
は
納
得
で
 

 
 

き
な
い
理
由
に
よ
っ
て
、
 

生
賛
 と
か
 王
 殺
し
な
ど
の
よ
 う
に
生
き
た
人
間
の
生
命
を
奪
う
こ
と
は
、
現
代
の
日
 
本
に
生
き
て
い
る
多
く
 

ら
ほ
 つ
い
て
の
言
明
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
 る
 。
さ
ら
に
、
概
念
に
た
よ
ら
ず
に
真
理
に
つ
い
て
の
 
主
張
を
検
証
す
る
こ
と
 

も
 不
可
能
で
あ
る
。
「
概
念
に
拘
束
さ
れ
た
も
の
」
と
 い
 う
真
理
に
つ
い
て
の
玉
帳
 
は
 、
そ
れ
が
真
で
あ
る
 可
 能
 性
を
妨
げ
な
い
だ
け
 

で
は
な
い
。
概
念
的
に
拘
束
さ
れ
た
視
点
を
と
お
す
 
こ
 と
な
し
に
は
、
い
か
な
る
真
理
（
そ
う
し
た
も
の
が
あ
 
る
と
し
て
）
に
も
到
達
 

で
き
な
い
の
だ
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
お
け
る
「
真
理
 
」
が
あ
る
け
れ
ど
も
（
対
応
説
・
整
合
説
な
ど
Ⅰ
 

ど
 の
 意
味
に
お
け
る
真
理
 

で
あ
っ
て
も
、
真
理
は
つ
ね
に
最
終
的
に
は
概
念
化
に
 
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
以
外
に
な
い
。
さ
ら
に
、
あ
る
 
主
張
が
真
と
な
る
た
め
 

に
 満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
も
概
念
的
に
構
 
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
（
 2
 ）
 の
よ
う
に
考
え
る
必
要
 

も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
概
念
枠
を
通
し
て
し
か
 物
事
を
見
た
り
考
え
た
り
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
概
念
 
枠
や
概
念
相
対
主
義
に
 

批
判
的
な
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
で
す
ら
、
「
誰
か
が
自
分
 の
 概
念
 枠
 を
一
時
的
に
脱
ぎ
捨
て
て
、
諸
概
念
枠
 
な
比
 校
 す
る
有
利
な
視
点
に
 

 
 

立
ち
う
る
と
い
っ
た
見
込
み
は
な
い
」
と
、
個
人
レ
ベ
 
か
め
 概
念
枠
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
も
の
の
、
明
言
し
 
て
い
る
。
 



「
内
在
的
概
念
相
対
主
義
」
に
な
る
。
こ
の
内
在
的
 相
 村
主
義
は
「
自
己
相
対
化
」
を
お
こ
な
 う
 も
の
で
、
後
 述
 す
る
よ
う
に
、
こ
の
 

0
 人
々
に
は
認
め
が
た
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
、
わ
れ
わ
 
れ
は
自
分
た
ち
の
概
念
枠
を
最
重
要
視
す
る
生
き
方
を
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

概
念
枠
は
共
同
体
の
中
で
わ
れ
わ
れ
が
自
己
を
形
成
す
 
る
 過
程
を
通
じ
て
体
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
 
明
文
化
で
き
る
わ
け
で
 

は
な
い
。
ま
た
、
異
な
る
共
同
体
に
属
す
る
者
の
あ
 
い
 だ
で
対
立
・
 
艶
蜂
が
 生
じ
る
こ
と
は
舌
口
 ぅ
 ま
で
も
な
 

か
し
、
自
分
た
ち
 

の
 共
同
体
の
概
念
 枠
 以
外
に
評
価
を
く
だ
す
拠
り
所
は
 存
在
し
な
い
。
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
概
念
相
対
主
義
 
の
 立
場
に
立
た
ざ
る
を
 

得
な
い
の
で
あ
る
。
 

右
の
見
解
を
さ
ら
に
押
し
進
め
る
と
、
（
自
己
の
概
念
 枠
に
積
極
的
に
加
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
）
と
い
う
 
見
 尤
 も
で
き
る
。
概
念
 

相
対
主
義
の
立
場
に
た
て
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
舌
口
動
が
 、
 規
範
適
合
性
・
論
理
整
合
性
・
理
解
可
能
性
な
ど
を
も
 
っ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
 

わ
れ
が
属
し
て
い
る
共
同
体
の
概
念
枠
に
の
っ
と
っ
て
 生
き
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
舌
口
 
挙
 げ
で
き
な
い
（
す
る
 必
 

要
 も
な
 い
 ）
ほ
ど
、
自
明
な
も
の
で
あ
り
、
舌
口
語
的
，
 

非
舌
口
語
的
な
社
会
生
活
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
 内
在
化
さ
れ
た
も
の
で
 

 
 

あ
る
。
 

臼
 
-
@
 
 
た
だ
し
、
問
題
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
自
分
 
の
 概
念
枠
に
安
住
し
て
い
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
 
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
、
へ
頁
 ノ
偽
 、
 善
 /
 悪
 、
合
理
 /
 非
合
理
な
ど
 は
 、
あ
る
宗
教
共
同
体
に
相
対
的
・
相
関
的
な
も
の
で
 
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
 

つ
い
て
の
絶
対
的
・
客
観
的
な
基
準
や
規
範
な
ど
は
 存
 在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
 
基
準
や
規
範
に
も
と
づ
 

い
て
判
断
す
る
以
外
に
な
い
）
と
い
う
相
対
主
義
の
主
 張
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
一
見
す
れ
ば
、
こ
れ
は
わ
れ
 
わ
れ
の
概
念
 枠
 を
と
お
 

し
て
、
ほ
か
の
共
同
体
の
成
員
の
舌
口
明
や
行
動
を
判
断
 す
る
の
だ
か
ら
、
独
断
と
偏
見
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
 
る
 よ
 う
 に
考
え
ら
れ
よ
 

ぅ
 。
こ
の
玉
帳
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
概
念
枠
に
 内
 在
し
て
、
そ
こ
か
ら
も
の
を
見
た
り
判
断
し
た
り
す
る
 
こ
と
を
容
認
す
る
相
対
 

主
義
を
、
伊
藤
に
な
ら
っ
て
、
「
内
在
的
相
対
主
義
」
 

-
2
-
f
 

・
と
 呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
さ
ら
に
本
論
文
に
ひ
き
つ
け
 
た
 呼
称
を
つ
け
れ
ば
、
 

  



内
在
的
 棺
 村
主
義
の
考
え
方
を
さ
ら
に
貫
徹
す
れ
ば
、
 
伊
藤
の
よ
う
な
主
張
も
う
ま
れ
て
く
る
。
 

 
 

わ
れ
わ
れ
は
異
質
な
文
化
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
、
 
そ
の
妥
当
性
を
積
極
的
に
判
定
す
べ
き
な
の
だ
。
し
か
 
も
 、
わ
れ
わ
れ
 

  

0
 基
準
で
判
断
す
べ
き
な
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
絶
対
的
 
に
 正
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
絶
対
的
に
正
し
い
基
準
な
 
ビ
 存
在
し
な
い
か
 

ら
で
あ
る
。
…
…
異
質
な
社
会
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
 
て
そ
の
善
悪
 
n
.
 

真
偽
・
ム
ロ
理
非
合
理
な
ど
 

口
 を
判
断
 す
る
の
は
…
…
 わ
 

れ
わ
れ
の
判
定
基
準
の
相
対
性
を
自
覚
す
る
た
め
に
 
行
 う
の
だ
。
…
…
し
か
し
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
絶
対
的
 
根
拠
の
固
い
基
盤
 

に
 出
会
う
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
価
値
観
、
人
 
間
 観
が
究
極
的
に
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
し
か
な
 
い
 こ
と
 を
 引
き
受
け
、
 わ
 

れ
わ
れ
の
自
己
理
解
の
限
界
を
露
呈
さ
せ
る
の
で
あ
る
 
。
こ
れ
は
、
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
価
値
判
断
の
正
当
性
 
を
 基
礎
づ
け
る
こ
 

と
 で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
判
断
の
根
拠
が
究
極
 
的
に
わ
れ
わ
れ
の
選
択
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
 
の
で
あ
る
。
 

 
 

内
在
的
相
対
主
義
と
は
、
こ
う
し
た
終
わ
る
こ
と
な
 
き
 自
己
相
対
化
の
過
程
で
あ
る
。
強
調
引
用
 章
 

こ
の
引
用
で
、
「
文
化
」
を
宗
教
と
、
「
社
会
」
を
共
同
 体
と
 、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
か
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
内
在
 
的
 相
対
主
義
の
本
質
 

磁
は
 、
こ
の
自
己
 柑
対
 化
と
い
う
次
元
で
積
極
的
な
 意
義
を
も
つ
も
の
な
の
だ
。
な
ぜ
自
己
相
対
化
が
称
賛
 
さ
れ
る
べ
き
か
と
舌
口
え
ば
、
 

鮒
 

深
射
 

心
 
こ
れ
は
他
者
の
存
在
の
正
当
性
を
認
め
自
己
 

、
、
 

化
 ・
自
己
拡
大
に
繋
が
る
か
ら
で
あ
る
。
多
元
的
な
状
 況
 に
あ
っ
て
は
、
諸
宗
教
は
 

瑚
 
積
極
的
に
対
話
を
お
 ，
 
」
な
れ
、
 柑
互
 理
解
を
ふ
か
 
め
 、
他
宗
教
を
認
め
た
 つ
 え
で
、
自
己
深
化
・
自
己
 拡
 大
 に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
 

在
 

 
 

"
 
言
 

;
 
-
 
一
 
口
 

令
ぬ
 

肋
 
R
 
る
）
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
概
念
 

さ
て
、
概
念
枠
と
し
て
宗
教
を
考
え
る
と
、
 

枠
 

 
 

  

  

自
己
 柑
対
 化
が
、
宗
教
間
対
話
に
意
義
を
与
え
て
く
れ
 る
 。
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概
念
相
対
主
義
の
考
え
方
を
推
し
進
め
る
と
、
ト
ゥ
リ
 
グ
が
 述
べ
た
よ
 う
 に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
自
身
 の
 概
念
体
系
の
内
部
 

閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
 
、
 異
な
る
概
念
 枠
 を
も
っ
て
い
る
場
合
に
は
た
が
い
の
 概
念
枠
を
理
解
す
る
 

と
も
不
可
能
な
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
 
概
念
枠
と
し
て
の
宗
教
が
か
か
え
る
問
題
で
あ
る
。
 

宗
教
を
概
念
枠
と
し
て
考
え
る
場
合
の
魅
力
の
一
つ
は
 
、
 （
異
質
な
概
念
枠
か
ら
な
さ
れ
る
外
部
か
ら
の
批
判
 を
 避
け
て
、
当
該
の
 

教
の
自
律
性
を
擁
護
で
き
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
概
念
枠
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
考
え
方
を
徹
底
し
て
い
 
く
と
、
か
つ
て
の
 ウ
 

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ニ
ア
ン
・
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
の
場
合
の
 
よ
う
に
、
公
ホ
教
に
関
し
て
、
真
な
る
も
の
と
 偽
 な
る
 も
の
と
を
区
別
す
る
 

め
の
基
準
は
そ
の
宗
教
の
内
部
に
し
か
 見
ぃ
 だ
さ
れ
な
 い
 ）
（
宗
教
的
信
念
は
信
者
に
よ
っ
て
の
み
理
解
さ
れ
 る
 ）
会
ホ
 教
的
 信
念
に
 

 
 

い
 す
る
外
部
か
ら
の
批
判
は
批
判
 ヒ
 は
な
り
え
な
 い
 ）
 な
ど
と
い
う
主
張
に
結
び
つ
い
て
 い
 く
こ
と
が
想
定
で
 き
る
。
こ
れ
は
す
ぐ
 

て
 護
教
的
な
性
格
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
概
念
枠
の
相
違
 
を
 理
由
に
、
外
部
か
ら
の
攻
撃
を
か
わ
す
こ
と
が
で
き
 
も
の
だ
。
し
か
し
そ
 

反
面
、
自
律
性
を
あ
ま
り
に
も
極
端
に
確
立
し
て
し
ま
 
う
と
、
あ
る
い
は
こ
の
側
面
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
 
へ
 そ
の
宗
教
は
概
念
 枠
 

 
 

共
有
し
な
い
者
に
は
一
切
理
解
の
で
き
な
い
閉
じ
た
 
@
 
コ
 ・
 
g
a
 日
の
に
な
っ
て
し
ま
う
）
と
い
う
恐
れ
が
あ
る
。
 
こ
の
場
合
に
は
、
 
諸
 

 
 

教
 の
あ
い
だ
の
対
話
や
相
互
理
解
が
成
立
し
な
く
な
っ
 て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
概
念
枠
と
し
て
の
宗
教
 を
、
 閉
じ
た
・
完
結
 

 
 

た
 体
系
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ら
つ
か
。
 

相
対
主
義
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
 A
 と
い
う
宗
教
共
同
 体
の
成
員
（
 a
 ）
の
言
動
を
 B
 と
い
う
宗
教
共
同
体
の
成
 員
 （
 
b
 ）
が
理
解
で
き
 

が ， 

可 
ムヒ 

弓ヒ 

で 

三 あ 
る 

概 ム 

ぁ枠 

の内 

か 
ら 

タ % 
へ 

  



宗教間対話と 内在的概念相対 

あ く ど 質 
A ろ 閉 ） な 
と う 鎖 と 概 
ぃ 。 的 す 念 

つ ,   れ 枠 

宗教 

自 ば や 己 
土 

  
同 万 結 」 れれ 」 
体 的 は な 
  な 概 身 
  も 念 に 
    0 枠 つ 

下拙 弘 
と と け 

見 し た 
土 な て 他 
同 す の 者 
体 必 宗 と 

  要 救 出 

成ロ 
は が 会 

貝 な 閉 ぅ 

  い 鎖 こ 

そ し 的 と 

れ 、 で に 

ぞ ま は よ 

れ た な っ 

@ 、 い て 

彼 そ こ 、 

ら の と 自 
独 よ を 分 
自 ぅ 示 が 
  に す 変 

概 
/@- 

見 も わ 
な め る 

芯枠 

を すと こな 一 自 

  と る 己 
  は 。 小目 

て 、 概 対 
  持 念 化 
る 枠 代 
わ の と 自 

越 し 己 
けだ 勢て深 
  に の 化 

そ 宗   
    ぐ 教 官 

れ 
  

わ を 己 
な ま 払 

A い っ 大 

  で た な 

l1  (3l9) 

な
い
の
は
、
 b
 が
 a
 に
属
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 ま
た
、
 b
 は
 a
 の
言
動
を
間
違
っ
て
い
る
と
し
て
却
下
 す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

前
者
の
場
合
に
は
、
概
念
枠
が
ま
っ
た
く
相
違
し
て
い
 
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
読
者
に
つ
い
て
も
 

当
て
は
き
る
の
だ
が
Ⅰ
 

b
 は
自
分
た
ち
の
概
念
枠
 な
 、
た
と
え
そ
れ
が
明
文
化
 で
き
な
く
と
も
、
自
明
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
の
で
 
あ
る
。
そ
も
そ
も
理
解
 

不
可
能
性
が
つ
ま
れ
る
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
概
念
 
枠
 と
し
て
の
宗
教
が
お
ち
い
 
ろ
 問
題
を
回
避
す
る
た
め
 に
は
、
「
こ
の
自
明
性
の
 

内
に
あ
る
前
提
に
手
を
 つ
 け
卜
し
け
れ
 

な
ら
な
し
」
。
Ⅱ
 

ば
 

-
6
-
 だ
。
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
信
者
 は
 、
自
分
た
ち
の
 概
念
枠
を
用
い
て
は
 捉
 

え
き
れ
な
い
「
 他
 な
る
も
の
」
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
 宗
教
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
い
 。
異
な
る
宗
教
共
同
 

体
の
成
員
の
言
動
が
そ
れ
な
り
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
 
な
る
の
 ほ
 、
相
手
の
固
有
の
概
念
枠
が
見
え
て
き
た
と
 き
 

な
ぜ
そ
う
な
る
 

の
か
は
後
述
す
る
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
な
っ
て
 初
め
て
、
自
分
た
ち
が
無
意
識
的
に
依
存
し
て
い
た
 
概
 念
 枠
が
、
自
分
た
ち
に
 

固
有
の
概
念
 枠
 で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
 。
こ
こ
に
、
概
念
枠
と
し
て
の
宗
教
が
お
ち
い
る
 
罠
か
 ら
 脱
出
で
き
る
可
能
性
 

が
 生
ま
れ
る
。
 

概
念
枠
と
し
て
の
宗
教
の
完
結
性
・
閉
鎖
性
は
柔
軟
に
 
解
釈
し
て
も
よ
い
、
と
思
わ
れ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
多
分
 に
 可
変
性
・
開
放
性
 

曲
は
 つ
い
て
考
慮
の
余
地
が
あ
る
、
 言
い
 か
え
れ
。
 
ほ
 、
宗
教
間
対
話
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
 
る
 。
自
分
の
概
念
 枠
 と
は
 異
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成
員
の
眼
前
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 A
 の
 成
 員
は
自
分
た
ち
の
概
念
枠
が
揺
ら
ぎ
は
じ
め
る
こ
と
を
 
自
覚
す
る
場
合
も
あ
ろ
 

ぅ
 。
極
端
な
場
合
に
は
、
彼
ら
の
概
念
枠
が
自
明
性
を
 
失
い
、
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
 
る
 。
そ
し
て
、
回
心
と
 

い
う
宗
教
現
象
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
全
面
的
に
彼
ら
 
の
 概
念
枠
が
変
貌
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
ま
で
至
ら
 
な
く
と
も
、
彼
ら
 ほ
自
 

分
た
ち
が
属
し
て
い
る
宗
教
共
同
体
の
概
念
枠
の
独
自
 
性
を
認
識
す
る
一
方
で
、
こ
れ
を
相
対
化
す
る
よ
う
に
 
な
る
。
こ
こ
ま
で
く
れ
 

ば
、
 彼
ら
は
自
分
た
ち
を
育
ん
で
き
た
概
念
枠
の
外
に
 
出
て
 、
 異
な
る
概
念
枠
と
し
て
の
宗
教
を
理
解
し
よ
う
 
と
す
る
態
度
を
と
ら
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
 

以
上
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
第
二
節
で
の
（
自
己
の
概
 
念
 枠
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
）
と
い
う
主
張
と
、
第
三
節
 
で
の
 （
概
念
 枠
は
柔
 

軟
 に
解
釈
し
て
よ
い
）
と
い
う
主
張
と
に
は
 蛆
梧
 が
あ
 る
 、
と
い
う
批
判
も
な
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
ほ
 
後
ほ
ど
答
え
る
こ
と
に
 

し
て
、
つ
ぎ
に
は
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
相
手
の
固
有
の
概
 念
 枠
が
見
え
て
く
る
の
か
、
ど
う
し
て
宗
教
間
対
話
が
 
成
り
立
つ
の
か
、
を
 論
 

じ
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

¥ 
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主義 

学
 哲
学
の
分
野
に
お
け
る
議
論
だ
が
、
本
論
文
に
と
っ
 

て
も
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
 

宗
教
間
対
話
や
諸
宗
教
の
相
互
理
解
が
成
立
す
る
た
め
 

に
は
、
彼
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
「
共
通
の
土
俵
」
を
 

捜
し
求
め
な
け
れ
。
は
 

な
ら
な
い
。
ま
た
、
新
し
い
宗
教
が
登
場
す
る
た
び
に
 

、
そ
れ
と
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
宗
教
を
も
包
括
す
る
 

、
共
通
の
土
俵
が
登
場
 

し
 、
こ
の
過
程
は
延
々
と
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
う
し
た
考
え
方
は
、
宗
教
間
対
話
に
と
っ
て
批
判
的
 

な
 視
点
を
も
た
ら
す
 
、
 

と
も
想
定
で
き
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
ま
ず
、
何
を
も
っ
て
 
共
通
の
土
俵
と
す
れ
ば
よ
 
い
 の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
 
る
 。
つ
ぎ
に
、
も
し
 
共
 

通
の
土
俵
が
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
宗
教
間
対
話
と
 

い
う
問
題
設
定
自
体
が
成
立
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 

宗
教
間
対
話
を
成
立
さ
 

せ
る
た
め
に
は
、
何
で
あ
る
か
は
明
確
に
舌
口
え
な
い
と
 

し
て
も
（
共
通
の
土
俵
な
る
も
の
が
存
在
す
る
）
 

と
い
 う
 可
能
性
に
か
け
る
し
 

か
な
い
。
ま
た
、
新
し
い
宗
教
が
登
場
す
る
た
び
に
 
へ
 
そ
れ
を
も
包
括
す
る
共
通
の
土
俵
が
生
ま
れ
る
）
 

と
考
 
 
 

こ
こ
で
、
宗
教
に
つ
い
て
の
舌
口
明
を
、
第
一
次
水
準
の
 

舌
口
語
（
対
象
高
圧
 

世
 に
よ
る
も
の
と
、
第
二
次
水
準
の
 
舌
口
 
五
 n
 
-
 

メ
タ
舌
口
 

五
巴
 

に
よ
る
も
の
と
に
わ
け
、
後
者
の
レ
ベ
ル
で
対
話
が
行
 

な
わ
れ
る
と
考
え
れ
ば
ど
 
う
 だ
ら
つ
か
。
 

第
一
次
水
準
の
言
語
で
は
、
相
互
理
解
の
可
能
性
は
な
 

ぃ
 だ
ろ
う
。
多
種
多
様
な
宗
教
が
併
存
し
て
い
る
と
 

ぃ
 う
 状
況
に
お
い
て
、
 

複
数
の
宗
教
が
出
会
い
、
お
の
お
の
が
自
分
の
宗
教
の
 

布
教
や
相
手
の
改
宗
を
も
と
め
て
、
自
分
の
宗
教
の
 
教
え
を
説
い
た
と
し
て
 



反
省
的
に
考
察
す
る
よ
う
な
視
点
か
ら
自
分
の
宗
教
 
お
 よ
び
相
手
の
宗
教
に
つ
い
て
語
る
、
と
い
う
こ
と
を
 
指
 す
 。
言
 い
か
ぇ
 れ
ば
、
 

自
分
の
宗
教
の
言
説
を
対
象
化
し
（
そ
れ
を
対
象
 
@
=
 

ロ
ま
 
叩
 
と
し
 Ⅰ
そ
れ
に
つ
い
て
、
も
う
一
段
レ
ベ
ル
の
あ
が
 

っ
た
 水
準
の
言
語
（
 メ
 

タ
舌
 呈
出
で
自
分
と
相
手
の
宗
教
に
つ
い
て
語
る
と
い
 
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
第
二
次
水
準
の
舌
口
語
と
は
 、
普
遍
的
な
論
理
学
で
 

も
な
け
れ
ば
日
常
舌
口
語
で
も
な
い
。
自
分
が
信
じ
て
い
 る
 宗
教
か
ら
意
識
的
に
距
離
を
お
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
 
反
省
的
な
眼
差
し
を
 向
 

 
 

け
る
と
き
に
発
せ
ら
れ
る
説
明
言
語
の
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
レ
ベ
ル
を
わ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 （
 
新
 し
 い
 宗
教
が
登
場
す
る
た
び
に
、
そ
れ
を
も
包
括
す
る
 
共
通
の
土
俵
が
生
ま
 

ね
 、
こ
れ
が
延
々
と
っ
づ
け
ら
れ
る
）
と
考
え
る
必
要
 
も
な
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
対
話
に
登
場
す
 
る
 宗
教
が
二
つ
の
場
合
 

で
も
、
七
つ
の
場
合
で
も
、
 n
 個
の
場
合
で
も
、
そ
れ
 を
 包
括
す
る
共
通
の
土
俵
は
、
第
二
次
水
準
の
言
語
に
 
よ
 る
言
説
だ
け
だ
と
 見
 

な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

以
上
の
点
に
つ
い
て
、
 図
 
（
次
頁
 一
 を
使
用
し
な
が
ら
 説
明
し
た
い
。
 

宗
教
 A
 と
 &
 
ホ
教
 B
 の
場
合
、
第
一
次
水
準
の
舌
口
語
で
は
 
対
話
が
成
立
す
る
可
能
性
は
な
い
。
し
か
し
、
第
二
次
 
水
準
の
言
語
で
は
 可
 

能
 で
あ
る
。
こ
の
第
二
次
水
準
の
舌
口
語
に
よ
る
舌
口
説
に
 

、
宗
教
間
対
話
が
成
立
す
る
「
 場
 」
を
求
め
る
こ
と
が
 で
き
る
。
そ
し
て
、
 重
 

要
 な
こ
と
は
（
宗
教
間
対
話
が
成
立
す
れ
ば
、
そ
れ
が
 
自
分
の
宗
教
に
影
響
・
刺
激
を
与
え
て
、
自
分
の
宗
教
 
が
 変
容
を
被
る
）
 と
い
 

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
対
話
に
参
 
加
 す
る
宗
教
の
数
が
い
く
つ
に
な
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
 
。
第
二
次
水
準
の
言
語
 

に
よ
っ
て
宗
教
間
対
話
が
可
能
な
こ
と
に
、
相
手
の
概
 念
 枠
が
見
え
て
く
る
根
拠
が
あ
る
。
ま
た
、
相
手
の
概
 
念
 枠
が
見
え
て
く
る
こ
 

と
に
、
自
己
の
宗
教
を
相
対
化
・
深
化
・
拡
大
さ
せ
る
 
根
拠
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
さ
き
に
概
念
枠
は
可
変
的
・
 
開
放
的
で
あ
る
と
論
じ
 

た
が
、
そ
の
可
変
性
・
開
放
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
も
 
こ
の
第
二
次
水
準
の
舌
口
語
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
考
え
 ら
れ
る
。
 

  



宗教間対話と 内在的概念相対主義 

第二次水準の 言語による言説 
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ャ生 こ ら べ 

き め 、 き 

も 二 案 方 
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だ
と
し
て
も
、
こ
れ
は
危
険
を
も
ふ
く
む
。
つ
ま
り
、
 
他
宗
教
に
た
い
し
て
寛
容
に
な
れ
な
い
場
合
が
生
じ
 
る
 、
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
過
去
に
お
い
て
も
現
代
に
お
い
て
も
、
宗
教
戦
争
 
な
る
も
の
が
世
界
の
ど
こ
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
 
、
こ
れ
を
裏
書
き
す
る
 

で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
梅
津
は
複
数
の
例
を
あ
げ
な
 
が
ら
、
「
宗
教
戦
争
に
お
い
て
、
異
質
な
も
の
に
対
す
 る
 ア
レ
ル
ギ
ー
と
か
、
 

 
 

敵
意
、
不
寛
容
な
も
の
が
、
心
理
的
要
素
と
し
て
働
 
い
 て
い
る
こ
と
は
木
口
 定
 で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
 も
ち
ろ
ん
、
宗
教
戦
争
 

 
 

ほ
 つ
い
て
は
、
政
治
や
経
済
な
ど
に
か
か
わ
る
要
素
も
 加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
 
絶
 対
 化
と
い
う
も
の
が
 宗
 

教
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
は
、
舌
口
 
ぅ
 ま
で
も
な
い
。
一
 

つ
 の
 宗
教
を
信
じ
る
こ
と
は
、
自
分
の
宗
教
の
教
義
と
対
 
立
 す
る
教
義
を
ふ
く
む
 

ほ
か
の
宗
教
を
拒
否
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
舌
ロ
 ぃ か
え
れ
ば
、
自
分
の
概
念
枠
に
安
住
し
て
、
そ
こ
か
ら
 
し
か
物
事
を
見
よ
う
と
 

し
な
い
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。
 

け
れ
ど
も
、
今
後
の
世
界
の
動
向
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
 
他
宗
教
に
た
い
し
て
寛
容
の
精
神
を
も
つ
こ
と
が
重
要
 
で
あ
る
。
た
と
え
、
 

自
分
が
信
じ
る
宗
教
以
外
の
宗
教
に
共
感
的
眼
差
し
を
 
む
け
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
で
あ
 
る
 。
や
は
り
寛
容
の
精
 

神
に
よ
っ
て
諸
宗
教
間
の
対
立
・
争
い
は
回
避
す
べ
き
 
で
あ
り
、
諸
宗
教
の
共
存
を
も
と
め
て
 い
 く
方
向
を
模
 索
 す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

そ
し
て
、
 
自
 宗
教
至
上
主
義
に
お
ち
い
ら
な
い
方
法
で
 、
自
己
の
宗
教
の
相
対
化
・
拡
大
化
・
深
化
に
努
め
る
 
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
諸
宗
教
間
の
安
易
な
対
 
話
や
相
互
理
解
を
唱
道
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
 
必
 ず
し
も
賛
成
で
き
な
 

ぃ
 。
つ
ま
り
、
概
念
枠
が
異
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
 
諸
宗
教
間
で
の
対
話
や
相
互
理
解
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
 
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
 

る
 。
ま
ず
、
自
分
た
ち
の
宗
教
と
は
異
質
な
宗
教
が
 
存
 在
す
る
こ
と
、
自
分
た
ち
の
概
念
 枠
 で
は
把
握
し
き
れ
 な
 い
 宗
教
が
存
在
す
る
 

こ
と
を
、
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
他
宗
教
に
た
い
す
る
 寛
 容
の
精
神
と
、
宗
教
間
対
話
に
た
い
す
る
積
極
的
な
姿
 
勢
 と
を
も
つ
こ
と
に
   



よ
り
、
内
在
的
な
視
点
か
ら
現
在
の
自
分
の
宗
教
的
立
 場
 を
の
り
こ
え
て
い
く
（
捨
て
去
る
と
い
う
意
味
で
は
 
な
 い
 ）
こ
と
が
、
と
り
 

わ
け
現
在
お
よ
び
未
来
の
社
会
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
 
る
 。
す
な
 ね
 ち
、
自
己
の
宗
教
に
た
い
す
る
批
判
的
な
 視
点
を
も
手
中
に
お
さ
 

め
て
自
己
を
相
対
化
し
て
ゆ
く
こ
と
、
自
分
の
宗
教
を
 他
宗
教
と
の
比
較
に
お
い
て
さ
ら
に
深
く
理
解
す
る
こ
 
と
 、
こ
う
し
た
こ
と
を
 

通
し
て
自
己
の
宗
教
的
 生
 を
さ
ら
に
豊
か
に
し
て
ゆ
く
 こ
と
、
多
元
的
な
状
況
の
な
か
で
深
い
意
味
で
の
 話
 め
小
 
教
の
共
存
を
は
か
る
こ
 

と
 、
な
ど
で
あ
る
。
月
並
み
な
主
張
だ
が
、
こ
の
 
ょ
ぅ
 な
 姿
勢
こ
そ
が
宗
教
間
対
話
に
求
め
ら
れ
る
一
つ
の
 
方
向
で
は
な
い
だ
ろ
う
 

か
 。
そ
し
て
、
自
分
の
概
念
枠
を
基
準
に
し
て
ほ
か
の
 概
念
枠
を
見
る
以
外
に
最
初
は
道
が
な
い
と
す
れ
ば
、
 
こ
の
方
向
し
か
な
い
の
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

以
上
の
よ
う
に
舌
口
つ
め
は
、
平
凡
で
あ
り
か
 つ
 簡
単
で
 あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
 
う
 に
 、
 宗
教
間
対
話
に
は
 次
 

の
よ
う
な
理
論
上
の
あ
る
い
は
現
実
の
問
題
が
あ
る
の
 
で
あ
っ
た
。
 T
 
）
表
面
的
に
は
謙
虚
に
対
話
を
し
て
い
 る
 よ
 う
 で
、
実
際
に
は
 

自
 宗
教
至
上
主
義
に
お
ち
い
っ
て
い
る
こ
と
、
（
 2
 ）
 
表
 面
的
に
は
相
互
理
解
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
 
じ
つ
は
深
 い
 レ
ベ
ル
で
 

は
そ
れ
が
ま
っ
た
く
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
（
 3
 三
 %
 我
聞
対
話
が
安
易
な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
に
お
ち
い
る
 
こ
と
、
で
あ
る
。
 丁
 ）
 

授
は
 つ
い
て
舌
口
え
ば
、
現
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
が
 
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
、
そ
れ
ら
を
寛
容
 
の
 精
神
で
受
け
止
め
、
宗
教
 

：
。
鈍
間
対
話
の
重
要
性
を
ふ
か
く
認
識
す
べ
き
こ
と
が
 

対
 
旧
 

要
請
さ
れ
よ
 う
 。
そ
の
う
え
で
、
自
己
の
宗
教
を
相
対
 化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
 

捜
ぅ
 。
ま
た
、
（
 2
 ）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
概
念
 枠
の
 異
質
性
や
一
つ
の
概
念
枠
の
外
に
で
る
こ
と
の
困
難
さ
 
を
 理
解
し
、
他
宗
教
の
理
解
 

在
 

邱
は
想
定
さ
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
難
し
い
も
の
で
 
あ
る
こ
と
を
肝
に
命
じ
る
べ
き
て
あ
る
。
さ
ら
に
、
（
 3
 ）
に
つ
い
て
舌
口
え
ば
、
概
念
 

宗
 

枠
が
異
質
で
あ
れ
ば
、
異
な
る
宗
教
を
混
清
田
・
 

話
対
 

融
 合
す
る
こ
と
は
容
易
に
は
な
し
え
な
い
こ
と
を
自
覚
す
 
べ
き
で
あ
る
。
 

数
 
月
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宗教間対話と 内在的概念相対主義 

@
 
一
同
論
文
、
一
 0
 
 一
｜
一
 0
 二
頁
。
 

@
-
 

里
Ⅲ
 

啓
慈
ヨ
 言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
宗
教
」
 
幼
 草
書
房
、
 近
刊
、
第
五
章
第
一
節
、
参
照
。
 

臼
 ・
 
ト
 ・
 
ヨ
の
 -
 
の
の
 
コ
 。も
 ま
蕾
 ～
 
さ
 も
 悪
ぃ
～
 

@
0
 
お
 き
 ～
 
臣
ぬ
 
下
臣
～
～
 

Q
 め
 

き
を
 注
 
市
隠
 廣
ぎ
ぉ
 ・
 
円
汀
ま
お
ョ
ヨ
り
コ
 
㌧
お
田
口
中
・
）
 
ま
 N
.
 
。
 
す
り
ロ
 
・
 
4
a
 コ
ロ
 
中
 逆
に
い
え
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ニ
ア
ン
 
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
も
 

概
念
相
対
主
義
の
一
種
で
あ
る
。
 

-
 し
間
瀬
 啓
允
 
「
還
元
主
義
と
宗
教
言
語
の
意
味
の
分
析
に
つ
 

い
て
」
 昌
 宗
教
研
究
」
二
三
四
号
、
一
九
七
七
年
、
所
収
）
 

、
二
 四
頁
、
参
照
。
 

-
 
片
一
伊
藤
、
前
掲
論
文
、
一
 0
 六
頁
。
 

@
 
一
松
本
俊
吉
「
概
念
 枠
 の
一
元
論
と
多
元
論
」
三
科
学
哲
学
 」
二
六
号
、
一
九
九
三
年
 -
 
、
一
 0
 
一
頁
。
 

@
 
）
本
論
文
で
は
「
翻
訳
」
と
い
う
問
題
は
度
外
視
し
て
い
る
 

一
言
口
語
を
話
し
な
が
ら
も
、
異
な
る
宗
教
を
信
じ
て
い
る
 

人
々
の
 対
 話
を
念
頭
に
お
 

-
 

い
て
い
る
。
 

@
-
 

本
論
文
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
説
明
舌
口
語
」
は
信
仰
を
も
 
っ
て
い
る
者
が
発
す
る
も
の
だ
が
、
信
仰
を
も
っ
て
い
な
い
け
 
れ
ど
も
宗
教
問
対
話
を
促
 

進
 し
よ
う
と
す
る
宗
教
学
者
や
宗
教
哲
学
者
も
発
す
る
こ
と
が
で
 
き
る
。
 

一
四
 
-
 梅
津
社
司
、
前
掲
論
文
、
二
八
九
頁
。
 

万
一
金
井
新
二
は
右
の
よ
う
な
見
方
に
反
対
し
て
い
る
。
「
 文
 明
文
化
や
宗
教
の
違
い
が
戦
争
の
原
因
だ
な
ど
と
考
え
て
し
ま
 ，
 
っ
 の
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
戦
争
 

の
 原
因
は
あ
く
ま
で
も
物
質
的
利
害
の
対
立
や
生
活
権
上
の
利
害
 
抗
争
で
あ
っ
て
 
、
 人
々
を
養
っ
て
い
る
文
化
で
も
宗
教
で
も
な
 い
 」
 宅
 現
代
山
下
教
へ
 

示
教
ブ
ー
ム
か
ら
オ
ウ
ム
真
理
教
へ
」
我
丈
館
、
一
 

九
九
 セ
年
 、
九
九
頁
㍉
 

  



「
単
独
者
 ま
 目
付
 ぎ
お
き
 ③
」
と
い
う
概
念
は
 、
キ
ェ
 ル

ケ
 ゴ
ー
ル
（
の
 Q
 「
の
コ
 
%
 叫
び
 
ゼ
 の
 パ
目
 「
 
オ
 の
的
 

p
p
 

「
 
年
 -
P
 
の
 ト
 
の
・
 
簿
 ）
の
回
心
想
の
主
軸
 

と
な
る
概
念
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
舌
口
葉
を
初
め
て
公
に
 
し
た
の
は
、
一
八
四
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
 
ヨ
 一
つ
の
 
建
 徳
的
 講
話
 ヒ
に
於
 い
て
 

で
あ
る
。
以
来
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
著
作
の
様
々
な
 場
面
で
こ
の
概
念
に
舌
口
反
し
て
お
り
、
そ
の
使
用
頻
度
 か
ら
云
え
ば
、
彼
の
作
 

品
中
 最
右
翼
に
位
置
す
る
概
念
の
一
つ
で
あ
る
と
云
え
 
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
に
 
よ
る
頻
繁
な
舌
口
 
反
 に
も
   

  
八
 論
文
要
旨
Ⅴ
一
般
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
と
い
 
ぅ
 概
念
は
、
排
他
的
で
非
社
会
的
な
人
間
を
云
 う
 も
の
に
す
ぎ
 な
い
と
 見
徴
 さ
れ
る
 場
 

合
 が
少
な
く
は
な
い
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
彼
が
そ
の
後
年
に
 於
 い

て
、
個
別
者
の
唯
一
性
や
孤
独
を
特
に
強
調
し
た
と
い
う
こ
 
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
本
来
こ
の
概
念
に
対
し
 て
、
 「
た
だ
一
人
の
者
」
と
「
各
人
」
と
い
う
二
重
の
意
味
を
与
 え
て
い
る
。
彼
が
 

「
単
独
者
」
に
こ
の
よ
う
な
二
重
性
を
付
与
し
た
の
は
、
各
人
が
 
神
の
前
で
徹
底
し
た
自
己
の
唯
一
性
を
自
覚
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
 
逆
説
的
に
、
他
者
 

と
の
連
帯
を
生
む
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
彼
が
他
者
 
と
の
連
帯
を
「
隣
人
愛
」
に
求
め
て
い
た
と
い
う
点
に
着
目
し
、
 
そ
の
具
体
相
の
 一
 

つ
を
彼
の
後
期
に
於
け
る
使
徒
観
の
中
に
求
め
た
。
そ
し
て
こ
の
 
観
点
の
下
に
他
者
と
の
連
帯
に
つ
い
て
の
彼
の
論
を
追
い
、
「
 
単
 独
者
 」
の
 持
 三
一
 

重
性
が
 、
そ
の
孤
立
化
の
主
張
が
一
層
職
別
に
な
る
一
八
五
 0 年
 前

後
に
放
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
 す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 「
単
独
者
」
の
二
重
性
、
蓋
然
性
の
放
棄
、
 
正
体
 的
 信
仰
、
使
徒
、
伝
え
る
 一
 
伝
達
 -
 、
隣
人
愛
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
単
独
者
 」
と
他
者
の
問
題
に
つ
い
て
 

宣
子
 

源
 



関
 わ
ら
ず
、
「
単
独
者
」
と
い
う
概
念
の
意
味
内
容
は
 、
 必
ず
し
も
正
確
に
読
者
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
は
云
い
 
難
い
 0
 

-
1
-
 

一
八
四
八
年
に
執
筆
さ
れ
た
「
わ
が
著
作
家
活
動
に
対
 す
る
視
点
 ヒ
 の
中
で
、
彼
は
こ
の
「
単
独
者
」
と
い
う
 概
念
に
は
二
重
の
意
 

味
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
単
独
者
 」
と
は
一
方
に
 於
 い
て
「
知
性
、
教
養
等
々
に
関
し
て
 
0
 人
問
と
人
間
と
の
 間
 

0
 差
異
」
あ
 き
ダ
し
 S
 
を
云
 う
 も
の
で
あ
り
、
「
総
て
 
の
者
の
中
の
た
だ
一
人
の
者
 
往
戟
 Ⅱ
 ぎ
ぃ
漏
 。
 く
 0
 コ
ゅ
 二
の
 
已
 」
を
表
す
と
い
う
。
 

だ
が
他
方
，
」
の
概
念
は
、
「
人
間
Ⅱ
一
般
的
な
も
の
」
 

一
 
由
す
口
 
@
 ）
 
っ
 0
 ）
を
も
意
味
し
て
お
り
、
「
各
人
臼
の
口
の
Ⅰ
 
ヨ
 ゅ
コ
已
 」
に
当
て
 嵌
 ま
る
 

も
の
で
も
あ
る
と
い
う
。
即
ち
 、
 彼
は
こ
の
「
単
独
者
 」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
、
「
た
だ
一
人
の
者
」
と
「
 各
人
」
と
い
う
全
く
 相
 

反
す
る
二
つ
の
規
定
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
概
念
に
於
け
る
こ
の
 
よ
う
な
一
二
重
性
 
ぎ
 目
し
 0
 め
 %
 ヨ
 由
こ
 」
は
、
ご
く
 常
識
的
に
考
え
る
 場
 

合
 に
は
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
 
云
え
よ
う
。
で
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
「
単
独
者
」
 
に
こ
の
よ
う
な
相
反
す
 

る
 二
つ
の
規
定
を
与
え
た
の
は
何
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
 。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 ょ
 れ
ば
、
「
す
べ
て
の
者
が
そ
 れ
で
あ
り
得
る
と
こ
ろ
 

の
こ
の
一
人
に
成
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
神
に
 よ
っ
て
救
わ
れ
ん
と
欲
す
る
こ
と
に
体
な
ら
な
い
」
（
 由
 す
目
 
-
 
）
 
っ
っ
一
 
と
い
う
 0
 つ
 

ま
り
、
神
の
前
に
於
け
る
自
己
の
単
独
性
の
自
覚
と
は
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
一
人
だ
け
が
享
受
し
得
る
特
権
で
 
は
な
く
、
万
人
に
該
当
 

す
る
筈
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
人
 
一
人
の
人
間
が
神
の
救
い
 な
 自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
 
正
体
的
に
受
け
取
る
な
 

ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
は
誰
も
が
「
単
独
者
」
と
し
て
 
救
い
に
 与
 か
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
 
故
 に
 、
「
単
独
者
」
へ
の
 
二
 

重
 性
の
付
与
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
視
点
を
通
し
て
 
彼
 が
 真
に
伝
え
ん
と
し
て
い
た
の
は
、
「
単
独
者
」
に
 成
 る
と
は
「
各
人
が
為
す
 

こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
各
人
が
こ
の
一
人
に
な
る
 
べ
き
で
あ
る
」
㊥
 ヴ
 d
 ：
）
 

0
0
-
 

と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
 も
の
で
あ
っ
た
 、
と
理
 

解
さ
れ
得
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
 
キ
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
は
決
し
て
一
切
の
他
者
を
排
 
斥
 す
る
こ
と
を
目
的
と
   



キエ ル ケ ゴ ー @ レに おける「単独者」と 他者の問題に     

3
 

 
 

何
を
も
っ
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
 
観
と
見
徴
 す
の
か
、
と
い
う
問
い
に
は
様
々
な
回
答
が
 
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
 

(331) 

一
 一
 
"
 

す
る
思
想
な
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
 
は
 寧
ろ
、
人
間
が
自
己
を
主
体
的
に
獲
得
す
る
為
の
手
 
掛
か
り
を
、
他
者
に
対
 

し
て
も
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
彼
が
設
定
し
た
も
の
 
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
 、
キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
｜
 か
め
 
「
単
独
者
」
の
 持
 

三
一
重
性
の
本
来
的
な
意
義
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
「
単
独
者
」
の
明
確
な
 
二
重
性
は
、
一
八
五
 0
 年
以
降
の
著
作
に
 拾
 い
て
は
 極
 端
な
単
独
性
・
孤
立
 

性
 重
視
の
主
張
へ
と
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
 
か
ら
、
後
期
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
孤
立
的
な
「
単
独
 
者
 」
こ
そ
が
 彼
 本
来
の
 

「
単
独
者
」
像
で
あ
る
と
 見
徴
 す
向
き
も
少
な
く
は
な
 

 
 

」
と
い
う
規
定
を
「
 単
 

独
者
 」
と
い
う
概
念
か
ら
払
拭
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
 
ろ
 う
か
 。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
彼
の
「
 
単
独
者
」
論
を
綜
合
的
 

に
 理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
 
は
そ
の
予
備
的
考
察
と
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 
既
 製
 キ
リ
ス
ト
教
へ
の
 攻
 

撃
を
通
じ
て
自
ら
の
孤
立
的
姿
勢
を
よ
り
一
層
顕
在
化
 
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
八
五
 0
 年
前
後
を
 、
 彼
の
「
 単
独
者
」
論
を
考
え
る
 

上
 で
の
 任
目
 す
べ
き
場
面
の
一
つ
と
し
て
捉
え
、
そ
の
 時
点
に
於
け
る
「
単
独
者
」
の
二
重
性
と
い
う
問
題
、
 
及
び
「
単
独
者
」
と
 他
 

者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
考
え
 方
を
検
証
し
て
み
る
。
そ
の
具
体
的
な
手
順
と
し
て
、
 
ま
ず
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
観
に
着
目
し
、
こ
れ
に
即
し
て
 
既
 製
 キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
彼
の
批
判
の
要
点
、
及
び
そ
 れ
 と
「
単
独
者
」
概
念
 

と
の
関
わ
り
を
検
討
す
る
。
次
に
こ
の
こ
と
を
手
掛
か
 
り
に
し
て
、
 織
烈
 化
を
見
せ
始
め
た
孤
立
化
の
主
張
の
 背
後
で
「
単
独
者
」
と
 

他
者
と
の
関
係
を
彼
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
 
、
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
。
 



 
 

こ
の
場
合
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
批
判
の
対
象
と
し
、
 異
教
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
は
、
直
接
的
に
は
「
知
性
 
0
 代
表
者
と
し
て
の
 

ギ
リ
シ
ャ
と
、
そ
の
最
大
の
英
雄
た
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
 
宮
口
 Z
 ㌣
「
 

2
-
 

で
あ
る
が
、
よ
り
広
く
は
、
 

ソ
 ク
ラ
テ
 ス
 以
降
の
ギ
リ
シ
ャ
 哲
 

学
と
 キ
リ
ス
ト
教
と
の
融
合
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
を
 知
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
態
度
全
般
に
及
ぶ
。
そ
し
 
て
こ
れ
ら
を
 キ
エ
 ル
 ケ
 

コ
ー
ル
は
「
思
弁
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
 対
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
は
自
ら
の
求
め
る
 
キ
リ
ス
ト
教
を
「
信
仰
 

者
が
時
間
の
内
で
或
る
歴
史
的
な
も
の
と
関
係
す
る
 
ァ
 
」
と
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
 
ぃ
 る
 
「
或
る
歴
史
的
な
も
 

う
 。
こ
こ
で
は
、
一
八
四
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
非
学
 
間
的
 後
書
き
 ヒ
 に
於
け
る
彼
の
次
の
よ
う
な
言
葉
か
ら
 考
察
を
始
め
た
 い
 。
 即
 

ち
 、
「
私
が
今
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
と
呼
ぶ
 

、
そ
れ
は
、
信
仰
者
が
時
間
の
内
で
或
る
 
歴
 史
的
な
も
の
と
関
係
す
 

る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
永
遠
の
浄
福
を
確
信
す
る
に
 
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
 
う
巳
 Z
 ド
 。
「
ぃ
一
と
い
う
 
@
 ロ
 
葉
 で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
 

ま
り
、
人
間
が
そ
の
生
涯
に
 於
い
 て
時
間
の
内
に
現
れ
 た
 永
遠
な
る
も
の
と
出
会
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
 
自
 己
を
越
え
た
存
在
が
確
 

か
に
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
歴
史
の
内
に
出
 
現
し
た
と
い
う
こ
と
に
自
己
が
気
づ
か
さ
れ
る
、
 
と
ぃ
 う
こ
と
を
意
味
し
て
い
 

る
 。
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
 
規
定
は
決
し
て
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
 
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
 限
 

り
、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
規
定
は
独
自
性
 を
 欠
い
た
単
な
る
一
般
論
に
す
ぎ
な
い
か
の
 ょ
ぅ
 で
あ
 る
 。
 

そ
こ
で
以
下
で
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
ギ
リ
シ
ャ
 
哲
 学
 に
対
す
る
批
判
的
態
度
を
手
掛
か
り
に
し
て
こ
の
 
問
題
を
考
え
て
み
た
 

い
 。
と
云
う
の
も
、
そ
こ
か
ら
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
 
の
 求
め
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
の
本
質
を
見
て
取
る
 
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
 

そ
れ
に
基
づ
い
て
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
「
 単
 独
者
 」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
云
え
ら
か
ら
 
で
あ
る
。
 

  



の
 
」
と
は
、
例
え
ば
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
弓
が
 

日
 円
ま
 
は
デ
お
 

き
 ・
 
ト
 
の
の
 

ヒ
 の
云
う
「
「
キ
リ
ス
ト
と
い
う
 

口
 一
人
の
人
 

格
的
 
生
の
中
に
受
肉
 

し
 

た
 ロ
ゴ
ス
」
田
の
 

づ
 
」
 
1
 
の
 
-
 
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
 

ま
さ
に
こ
の
「
一
人
の
人
格
性
の
中
に
受
肉
し
た
」
と
 

い
う
捉
え
 

万
 こ
そ
が
 

キ
 

リ
ス
ト
 

教
 独
自
の
視
点
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
は
 

全
く
異
な
る
「
特
別
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
理
念
」
 

-
 
一
 
ヴ
 
目
 ，
 
1
6
 

）
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
（
 

特
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
）
と
の
区
別
は
一
般
に
良
く
知
ら
 

れ
た
論
で
あ
る
が
、
 

キ
 

エ
ル
 
ケ
 
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
規
定
の
目
的
は
 

、
 単
な
 
る
 理
論
上
の
概
念
規
定
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
と
す
る
 

こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
 

 
 

も
の
」
、
即
ち
「
一
人
の
人
格
性
の
中
に
受
肉
し
た
」
 

と
い
う
特
別
な
理
念
に
 

対
し
て
当
の
自
己
が
如
何
に
王
 

体
 的
に
関
わ
る
か
、
 

つ
 
ま
り
、
時
間
の
内
で
そ
の
理
念
に
自
己
が
如
何
に
し
て
 

関
係
す
る
か
と
い
う
、
 

屯
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
態
度
 

表
明
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
 

視
占
 
，
の
 

故
に
 
、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

 
 

 
 

 
 

㎝
対
に
獲
得
さ
れ
得
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
 

出
 

 
 

 
 彼

は
こ
の
よ
う
な
視
点
に
即
し
て
周
囲
の
状
況
 

を
 
眺
め
、
当
時
の
世
間
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
理
性
 

に
と
っ
て
確
か
な
も
の
だ
け
 

-
4
 

一
 

 
 

賭
に
 固
執
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
例
え
ば
彼
は
 

一
 
八
五
一
年
か
ら
五
二
年
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
「
 

汝
ら
 
自
ら
審
 

け
 
」
の
中
で
、
当
時
 

 
 

ほ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
「
自
分
が
手
に
取
り
、
手
で
 

触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
以
外
は
何
も
信
じ
な
い
 

し
、
 
全
く
信
じ
て
は
い
な
い
」
 

 
 

 
 

ケ
 ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
世
間
に
蔓
延
し
て
い
る
所
謂
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
は
神
を
信
じ
 

 
 

 
 

Ⅱ
愛
し
て
い
る
よ
う
な
振
り
を
し
つ
つ
も
、
そ
の
実
 

「
誰
も
信
じ
て
は
お
ら
ず
」
㊥
 

6
 
ロ
 
@
P
N
 

の
）
、
た
だ
自
分
 

自
身
だ
け
を
信
じ
て
い
る
に
 

  



こ
の
、
理
性
の
産
物
で
あ
る
（
 
神
へ
 の
 疑
い
）
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
に
 
つ
い
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 
一
蓋
 然
住
 ま
 %
 
/
 牛
 「
 

 
 

ユ
表
現
で
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
 

。
即
ち
、
 一
 
・
総
て
の
宗
教
的
な
敢
行
 

 
 

ま
し
て
や
総
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
 
敢
行
は
、
蓋
然
性
と
は
反
対
側
に
存
 
す
る
の
で
あ
り
、
蓋
然
性
を
放
棄
す
 
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
 一
 

き
の
こ
 S
 と
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
 
え
れ
ば
、
彼
が
自
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
 
の
 根
幹
 と
見
徹
 し
た
一
時
間
の
内
 で
 か
り
 
人
し
し
 
伸
 し
し
か
り
 

出
 八
五
 

ぃ
 」
を
、
知
的
・
思
弁
的
に
捉
え
て
 

 
 

っ
 の
で
は
な
く
、
（
絶
対
に
確
か
な
 
こ
と
）
と
し
て
い
る
と
 

い
う
こ
 し
 
Ⅰ
 づ
 
Ⅰ
 
あ
ブ
つ
 
。
 こ
か
 
り
 
場
 入
口
に
彼
 
の
 云
う
絶
対
的
な
確
実
さ
と
は
、
 
理
 性
 の
 下
 ・
）
 
た
 判
断
に
よ
っ
て
獲
得
さ
 れ
る
も
の
で
は
な
 
ノ
ヘ
、
 

蜜
ろ
 全
く
逆
に
、
理
性
に
と
っ
て
は
 
不
確
実
な
事
柄
に
対
し
て
信
を
お
 
く
 こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 
確
 美
 さ
な
獲
得
す
る
こ
と
 

こ
そ
が
、
彼
自
身
の
確
立
す
べ
き
 
信
 仰
 、
つ
ま
り
蓋
然
性
を
放
棄
・
）
 

た
信
 仰
 で
あ
っ
た
と
云
 
う
 こ
と
が
で
き
る
 で
あ
ろ
う
。
 

2
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キェルケゴールにおける「 単   独者 」と他者の問題について 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
彼
の
云
う
蓋
然
性
の
放
棄
 
と
は
、
或
る
意
味
で
信
仰
へ
の
盲
従
と
云
え
な
い
だ
 
る
 う
か
。
こ
れ
に
つ
い
 

て
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
神
へ
の
信
頼
に
 於
 い
て
 贈
 す
 る
た
め
に
蓋
然
性
を
放
棄
す
る
に
際
し
て
は
、
 
贈
 す
 る
 時
に
は
勝
利
の
可
能
 

性
 と
敗
北
の
可
能
性
と
が
同
じ
程
度
に
、
ま
さ
に
同
種
 度
 に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
自
身
で
は
っ
き
 り
と
認
め
な
け
れ
ば
な
 

ら
む
 い
 の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
蓋
然
性
を
放
棄
す
る
と
 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
賭
す
る
の
が
神
へ
の
信
頼
 で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
 

確
か
に
勝
利
を
お
さ
め
る
と
は
直
接
的
に
は
保
証
さ
れ
 
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
 

田
け
 升
目
 巳
と
 述
べ
て
い
る
。
 
即
ち
、
如
何
に
人
間
が
 

神
を
絶
対
的
に
信
頼
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 
必
 ず
 救
わ
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
 
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
 

が
ら
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
た
と
え
救
わ
れ
な
く
と
 

こ
の
よ
う
な
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
つ
い
て
の
 考
 

も
 、
そ
れ
で
も
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 、
 差
し
伸
べ
ら
れ
 

え
 万
か
ら
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
同
時
代
の
デ
ン
マ
ー
 

た
 神
の
御
手
に
対
し
て
 

ク
 国
教
会
を
更
に
攻
 

玉
体
的
に
歩
み
寄
る
決
断
を
為
し
て
い
る
と
い
う
点
な
 の
で
あ
る
。
「
勝
利
と
敗
北
と
が
同
程
度
に
存
す
る
」
 信
仰
に
対
し
て
彼
自
身
 

が
 
「
如
何
に
」
 関
 わ
っ
て
ゆ
く
か
と
い
う
主
体
的
な
 歩
 み
を
為
す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 更
に
云
え
ば
、
不
確
実
な
 事
柄
を
敢
え
て
「
 信
ず
 

る
 」
と
い
う
正
体
的
な
働
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
確
実
 性
は
寧
ろ
信
仰
上
の
確
実
性
へ
と
変
貌
す
る
。
そ
し
て
 
、
こ
の
よ
う
な
正
体
 的
 

な
 信
仰
を
追
究
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
彼
は
自
ら
の
 求
 め
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
来
的
な
在
り
方
を
見
出
し
 
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
 

に
 、
蓋
然
性
を
放
棄
す
る
と
い
う
表
現
で
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 

が
 捉
え
る
キ
リ
ス
ト
教
の
真
意
、
及
び
キ
リ
ス
ト
 教
 的
な
も
の
の
解
釈
を
 

巡
る
そ
の
独
自
性
が
あ
る
と
云
え
よ
う
。
 

筆
 し
、
そ
こ
に
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
為
に
一
切
を
捧
げ
 た
 人
々
が
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
頼
っ
て
生
活
を
し
 
て
い
る
」
日
日
・
・
）
里
人
 

間
 ば
か
り
が
見
ら
れ
、
他
者
の
獲
得
し
た
信
仰
を
自
ら
 
の
 信
仰
の
出
発
点
に
す
り
替
え
て
し
ま
っ
て
い
る
人
 
が
 多
す
ぎ
る
と
批
判
す
 

る
 。
そ
し
て
、
こ
の
す
り
替
え
が
、
「
私
が
苦
悩
し
な
 く
て
も
良
い
よ
う
に
し
て
く
れ
た
ば
か
り
か
、
他
人
が
 
鞭
打
た
れ
、
十
字
架
に
 

  



3
 

と
こ
ろ
で
、
玉
体
性
と
は
全
く
個
人
 的
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
 、
キ
 
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
強
調
す
る
 
"
 
神
と
 の
 出
会
い
を
主
体
的
 

に
 問
う
 "
 と
い
う
行
為
は
 、
 誰
に
も
 一
 
肩
 代
わ
り
し
て
も
ら
う
こ
と
の
で
き
 ね
 、
そ
の
人
一
人
の
問
題
と
し
て
 現
 れ
て
く
る
。
こ
れ
は
 云
 

ね
ば
 、
自
己
が
神
と
直
に
一
対
一
の
 対
応
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
る
と
 理
 解
さ
れ
よ
う
。
大
切
な
こ
と
は
、
 

主
 体
 的
な
信
仰
を
求
め
る
 

者
は
、
ま
ず
、
自
己
が
だ
だ
一
人
の
 者
と
し
て
神
と
向
き
合
う
と
い
う
 占
 に
あ
る
。
人
間
に
 ヒ
 っ
て
信
仰
獲
得
 と
は
、
 あ
，
 
。
 、
 ま
で
も
そ
 

れ
を
望
む
当
人
だ
け
の
問
題
で
あ
る
 。
そ
の
為
に
は
、
 
い
ノ
、
ら
 
他
者
と
神
 と
の
 対
 崎
を
外
側
か
ら
眺
め
て
い
て
 も
、
 自
ら
の
信
仰
を
得
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

自
 分
の
問
題
は
 、
 当
の
自
己
が
そ
の
 渦
 中
に
入
り
、
身
を
も
っ
て
引
き
受
け
 な
け
れ
ば
解
決
し
得
な
 

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
 キ
エ
 ル
 ケ
 。
 
コ
 ｜
か
 は
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 よ
う
に
信
仰
の
問
題
を
た
だ
一
人
身
 を
も
っ
て
問
い
続
け
ん
 

と
す
る
人
間
を
 、
 彼
は
真
の
キ
リ
ス
 

だ
が
そ
の
一
方
で
、
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
｜
 

卜
者
、
即
ち
 
一
 
単
独
者
」
と
呼
ぶ
。
 

ル
に
ょ
 れ
ば
、
人
間
が
一
単
独
者
」
 と
し
て
自
己
の
個
別
性
を
徹
底
的
 に
 自
覚
す
る
こ
と
に
 

は
、
 当
の
自
己
と
他
者
と
の
連
帯
が
 生
ず
る
縁
も
あ
る
と
い
う
。
彼
は
 、
 「
ど
ん
な
人
間
で
も
や
は
り
神
と
の
 関
係
を
持
っ
て
い
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
 は
 実
際
総
て
の
単
独
者
に
叶
え
ら
れ
 て
い
る
こ
と
な
の
 だ
 」
 日
け
 。
 し
巴
と
 述
べ
、
 
一
 
・
単
独
者
」
と
 

傑
 に
さ
れ
、
焚
き
殺
さ
れ
た
等
々
 と
 い
う
こ
と
か
ら
巧
妙
に
も
金
を
稼
。
 
き
 、
 更
に
は
名
誉
や
名
声
を
も
手
に
入
 れ
ら
れ
る
 よ
う
 に
し
て
 

ノ
、
 
れ
た
」
 苗
在
 -
@
 
塞
 ・
 
@
6
1
-
 

と
い
う
 

0
 つ
ま
り
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
当
時
 の
 キ
リ
ス
ト
教
界
の
人
々
の
大
半
 は
 自
ら
の
苦
悩
か
ら
 逃
 

遇
 し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
 に
は
信
仰
を
主
体
的
に
一
わ
が
も
の
 と
す
る
」
姿
勢
が
全
く
み
ら
れ
な
い
 と
 ・
捉
え
て
い
る
の
で
あ
 

7
0
 

  



キェルケゴールにおける「単独者」と 他者の問題に   
の
 前
に
 於
い
 て
孤
独
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
共
同
体
に
 於
 い
て
も
孤
立
し
た
存
在
で
あ
る
べ
き
だ
と
受
け
取
れ
 る
よ
う
な
先
鋭
的
主
張
 

を
、
 彼
は
繰
り
返
し
行
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
一
 例
を
挙
げ
る
と
、
前
掲
の
「
 汝
ら
 自
ら
審
 け
 」
の
中
で
 彼
は
次
の
よ
う
に
も
 云
 

う
 。
「
犠
牲
を
捧
げ
、
苦
悩
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
を
士
 
日
一
べ
 

伝
え
る
為
に
現
世
的
な
も
の
を
実
際
に
断
念
す
る
 

か
こ
れ
は
よ
ユ
員
   

が 傾 く 表 キ 一 両 の キ え い 
強 面 使 。 現 エ ア 正 二 工 て う 

し 重 ル 六 主   
に 徳 圭 三 
つ の 活 

そ ル 与   れ が 巴 

、 独 彼 
役 者 の 
が 」 明 

恰 に 確 
も 於 な 
他 け 回 の キ 
者 る 帰 
を 地 顔 
排 者 望   
る 若 一 
が 察 八 る 

如 す 五   
き る O 
誌 上 午 
な で 頃 
展 、 か 

開 最 ら 

す 大 ょ 

る の り 

よ 難 鮮 
う 開 明 

  

さ   
    

「 以甲十 は 、 か ケ 
独 使 ゴ   
者 徒 l             

と の の 
は 称 こ 

神 賛 の   



彼 「 下 し 云 前 と ま 「 者 
は 隣 キ 1 で か え に は た 単 」 彼 

は 目 は 定 は 、 独 の が 
「人工 大（ ル 

「 隣 な 両統 、 め たじ徒 同使者二 」重の こ 

  
あ ③ 一   
る 」 八   い へ れ 包 括 望 々 る て 

と 四 て と で し つ の 大 孝 い 
あ の O あ た 存 強 と え る 
毛 二 年 
ダ 種 代 
お に ィ菱   
0 分 半 を 」 

手の                                         
述   
べ   ィ乍 

、 大 群   
に於い 「単独 衆 とい 「単独 にして 変化せ 人とい 概念に 思われ 上の変 放衡 を のよ う 

考 しう対さ移しな 圭 

    
と目牡 

こ か た に     
「大出 たく 知らま、 く 

明 旦 ろ ケ と る 後 で 
ち と う ゴ こ と 期 あ 

従 って れま 鰍 か神か にと 。 ル l ろ " 天キり えェ " 
て い す の よ は 中 よ ル 前 

る 関 り 、 世 う ケ 述 
烏 孫 呉 白 め 。 ゴ の     「 @ こ 単 、 体的のみ らが 隠修 そし ｜レ と えまの交 、 ー 似 に に 以 上 て の 独 

す 裁 衣 
る で の 
「 は 形 

あ な 式 
ね い で 

か と あ 

  
は か 或   
前 こ は 
者 の   
の 、 毛見 

「 あ 世 
よ れ 的 

なも 一号 @ ヵこ 

次 れ の 
な か ・ 

時間 形式 の し 、 

的なも 」以覚 ずれか 

の 一 の 

  
キ - が 
エ % 、 

ル ト そ 
ケ ③ の 際 
  
ム う 。 「 単は 教 

独 元 
老 来 
」 キ   
決 ス 

定 ト 

  



キエ ル ケコ一 ル におけ る 「単独者」と 他者の問題について 

る
 」
㊥
 巨
 ・
 
-
1
0
5
-
 

と
、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
捉
え
る
。
 
よ
り
具
体
的
に
云
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
 
人
｜
神
 関
係
が
人
 間
の
側
の
深
 い
 「
 
個
 」
 

の
 意
識
の
下
で
結
ば
れ
る
 
よ
う
 に
 、
 総
て
の
人
間
が
一
 
単
独
者
」
と
い
う
神
の
前
に
在
る
個
別
者
に
徹
す
る
こ
 

と
に
よ
り
、
そ
の
よ
 
う
 

な
 人
間
と
人
間
と
の
間
に
は
、
神
の
前
で
互
い
に
全
く
 

対
等
な
者
ど
う
し
と
し
て
の
「
無
限
の
平
等
が
存
在
 
し
 得
る
」
 宙
勾
 
q
.
 

。
）
 

S
 
 
と
   

流
は
 一
切
成
立
し
得
な
い
と
見
る
。
こ
の
場
合
の
大
衆
 

と
は
具
体
的
な
顔
が
見
え
な
い
人
々
 
、
 即
ち
 、
キ
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
自
身
が
 

的
 か
っ
具
体
的
な
交
わ
り
を
持
っ
こ
と
の
で
き
な
い
 

存
 在
を
意
味
す
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
大
衆
を
「
隣
人
」
 

か
ら
明
確
に
区
別
 

「
単
独
者
」
の
行
う
交
際
と
は
、
互
い
に
具
体
的
な
顔
 

を
 持
っ
た
隣
人
ど
う
し
に
よ
る
真
摯
な
交
わ
り
で
な
け
 
れ
ば
な
ら
ぬ
と
 云
 

更
に
 、
 彼
の
意
図
す
る
隣
人
と
は
日
常
的
な
狭
い
意
味
 

で
の
隣
人
と
は
異
な
る
。
こ
れ
は
 
冨
 重
喜
 で
 云
 う
 「
 
隣
人
」
で
あ
る
が
 

エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
で
き
る
限
り
の
 

総
て
の
者
 釜
こ
ヨ
 
む
 
む
 コ
 %
 
 
ヨ
宇
ゅ
コ
 
の
し
」
を
指
し
て
 
い
る
の
で
あ
る
。
 

「
総
て
の
者
」
と
い
う
言
葉
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
 

こ
 れ
は
彼
が
否
定
す
る
単
な
る
大
衆
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
 

ろ
は
な
い
で
あ
ろ
 

だ
が
彼
は
、
こ
の
「
総
て
の
者
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
 

に
 述
べ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
単
独
者
」
と
 

い
う
「
真
理
の
 

の
 敬
虔
な
業
は
、
で
き
る
限
り
総
て
の
者
と
、
し
か
 
し
、
 常
に
単
独
的
に
交
渉
を
持
つ
と
い
う
こ
と
」
③
 
ヴ
 
汁
 ）
 
0
 
の
 
@
 
 
で
あ
り
、
 

て
 、
「
個
々
の
人
間
を
、
絶
対
的
に
各
々
の
人
間
を
尊
敬
 

す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
 ロ
 
「
単
独
者
」
の
 
求
 め
る
 口
 真
理
で
あ
 

神
を
畏
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
 
"
 
隣
人
 "
 を
愛
す
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
③
 睦
 ：
）
 
0
5
-
 

と
 。
こ
こ
で
 要
求
さ
れ
て
い
る
 

個
々
の
人
間
ど
う
し
の
主
体
的
で
人
格
的
な
交
わ
り
で
 

あ
る
。
つ
ま
り
、
神
と
た
だ
一
人
主
体
的
に
向
か
い
 

合
 う
 「
単
独
者
」
に
 

て
 、
人
間
ど
 う
 し
の
交
際
に
 於
 い
て
も
常
に
一
対
一
の
 
主
体
的
・
人
格
的
交
わ
り
を
為
す
べ
き
こ
と
を
彼
は
求
 
め
る
の
で
あ
る
。
 

独
者
 」
が
そ
の
都
度
そ
の
都
度
、
個
々
の
人
間
と
単
独
 
的
な
交
わ
り
を
結
ぶ
と
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
「
 
総
 て
の
 者
 」
が
隣
人
 

る
 。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
交
わ
り
を
求
め
る
者
、
即
 

ち
 「
真
実
に
隣
人
を
愛
す
る
各
人
は
、
絶
対
的
に
人
 

問
 均
等
し
さ
を
 表
 
現すにな ま 「単 し @   個別 ，。 ，し 、 



2
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
一
八
四
九
年
に
 刊
行
さ
れ
た
 
ヨ
 一
つ
の
倫
理
的
・
 ゐ
ホ
 
教
的
 小
弦
型
の
中
で
、
天
才
と
使
徒
 と
い
う
二
種
類
の
人
 

間
を
挙
げ
、
各
々
そ
の
違
い
に
つ
い
 て
 論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
 
一
 天
才
は
内
在
の
領
域
に
属
し
、
一
方
 、
使
徒
は
超
越
の
領
域
 

に
 所
属
し
て
い
る
」
臼
と
 -
 
）
）
の
 

-
 と
い
 う
 。
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、
 
一
 天
才
（
 ヨ
 的
の
 
コ
巨
ヨ
 ）
と
い
う
舌
口
業
 は
 生
得
的
な
も
の
を
 云
 

う
 。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
、
始
原
的
，
 

な
も
の
ず
 エ
ヨ
拐
 ）
・
本
源
性
 
ざ
 「
 
漏
 0
 ）
と
い
う
よ
う
な
根
源
的
な
も
 
の
を
意
味
す
る
」
③
 統
 

@
 
）
の
 
-
 よ
う
に
、
一
天
才
と
は
生
ま
れ
 る
 」
③
 紐
 ：
 @
@
9
 

一
 も
の
で
あ
り
、
そ
れ
 に
 対
し
て
、
「
使
徒
と
は
、
神
に
召
 さ
れ
、
任
じ
ら
れ
、
 

神
 

の
 委
託
命
令
に
よ
っ
て
遣
わ
さ
れ
る
 者
 」
 寓
紐
 ：
 ト
 
2
0
 
一
だ
か
ら
で
あ
る
と
 い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
。
天
才
 と
使
 徒
 と
に
つ
い
て
の
こ
の
 

よ
う
な
見
解
か
ら
、
信
仰
獲
得
に
関
 す
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
最
も
基
本
 的
 か
っ
根
本
的
な
主
張
を
読
み
取
る
 こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
 

彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
 
、
 一
 
単
独
者
」
ど
 う
 し
に
よ
る
こ
の
 よ
う
な
交
際
を
彼
は
「
神
を
中
間
 
規
 定
 と
す
る
付
き
合
い
」
 

お
ミ
 ダ
 ）
 
0
%
 と
 呼
び
、
現
実
の
社
 ム
 
ム
 の
山
で
人
々
が
無
限
の
絶
対
的
平
 等
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
 
、
 彼
は
自
己
と
他
者
と
 

の
 関
わ
り
の
真
の
姿
を
見
る
。
 
キ
ェ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
 
は
 彼
の
根
本
的
な
人
問
観
を
知
る
 上
 で
重
要
な
見
解
で
あ
 

り
 、
と
同
時
に
、
他
者
と
の
交
際
を
 
も
 含
め
た
彼
の
社
会
 観
 の
一
端
を
知
 る
 上
で
も
格
好
の
手
掛
か
り
を
 与
，
 
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
 

る
 
@
 。
 

そ
 @
 扶
 、次
に
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 
一
 
単
独
者
」
と
し
て
の
生
の
内
に
見
 出
し
た
理
想
的
な
一
つ
の
実
践
形
式
 、
 即
ち
隣
人
愛
の
 

つ
の
具
体
相
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
 る
 使
徒
的
生
活
に
つ
い
て
の
彼
の
見
 解
を
検
討
し
、
併
せ
て
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 ｜
ル
に
 於
け
る
 
一
 
単
独
 

者
 ・
 
一
 と
他
者
と
の
 係
 わ
り
あ
い
と
い
 ぅ
 問
題
を
よ
り
詳
細
に
考
え
て
み
る
  
 

  



キ ニンケ ゴールにおける l   単独者」と 他者の問題に ヅ 。 ，て 

3
 

 
 

反
す
る
態
度
で
あ
る
。
確
か
に
 キ
ェ
 

 
 

一
 使
徒
は
、
永
遠
の
果
て
ま
で
逆
説
 的
に
他
の
人
間
か
ら
 隔
 

  
即 在 
ち 上生   
キ 手 
エ % 后 
ル を 
ケ つ   
l ず   
が 早 @ 

天 の 
オ ま 

まか @ レ 

使 他 
徒 者 レ @ 
・に 伝 
見 え 

出 る レ @ 
もに つ む , 
0 こ レ @@ ・ ヰ ひ ・ @   
これ 前者 

め が 

使徒 閉 「 
鎖 に 
性 は 
」 求 
と め 
後 8 
者 れ 
め て 

いる 「 開 
放 の 
  性 で 

」 あ 
レ @ る   
  

全 
  
目 木 

(341) 

は
つ
ま
り
、
信
仰
と
は
、
彼
に
と
 

生
涯
の
あ
る
時
期
に
付
与
さ
れ
る
 

た
場
か
ら
 葡
 さ
れ
る
も
の
で
あ
る
 

す
る
天
才
と
、
内
在
性
を
超
越
・
）
 

こ
の
よ
う
な
天
才
と
使
徒
と
の
 

て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
 

絶
対
的
に
逆
説
的
な
目
的
論
に
よ
 

一
歩
も
外
へ
出
よ
う
と
は
・
）
な
い
 

て
そ
の
目
を
向
け
る
 @
E
 は
な
 い
 

き
な
い
 ム
 
げ
ら
で
く
あ
る
。
 
@
@
@
 

し
で
 -
@
 

口
 

ル
ケ
 ゴ
ー
ル
が
批
判
・
 L
 
た
 思
弁
的
 

抑
 へ
と
至
り
得
ぬ
天
才
の
限
界
を
 

方
 を
す
る
天
才
と
は
逆
に
、
使
徒
 

な
く
、
他
者
に
「
告
げ
知
ら
せ
る
 

っ
て
 決
 ・
 L
 
て
 生
得
的
な
も
の
で
は
な
 く
 、
自
己
の
内
在
性
を
越
え
た
存
在
 
-
 
即
ち
 神
 ）
 ド
 Ⅰ
（
 っ
ァ
、
、
 

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
換
言
す
れ
ば
、
信
仰
と
は
、
人
間
 
の
 内
在
性
と
全
く
断
絶
・
）
 

と
 云
え
よ
 う
 。
 そ
 ・
 L
 
て
こ
の
断
絶
の
 故
に
 、
 

自
ら
の
内
在
性
の
内
 部
 で
の
み
事
を
為
そ
う
と
 

得
た
使
徒
と
の
間
に
は
質
的
に
決
定
 的
な
違
い
が
見
ら
れ
る
と
論
ず
る
。
 

質
的
相
違
は
、
両
者
の
実
際
の
行
動
 面
に
於
 い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
 う
 な
 違
 い
と
な
っ
て
現
れ
 

つ
い
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
天
才
，
 
は
た
だ
内
在
性
の
目
的
論
を
有
す
 
る
だ
け
で
あ
り
、
使
徒
は
 

っ
て
定
め
お
か
れ
て
い
る
」
 古
 け
キ
・
 

巴
 ご
と
云
う
。
天
才
と
は
、
お
く
ま
 
で
も
目
ら
の
内
在
性
か
ら
 

、
言
葉
を
換
え
て
云
え
ば
内
在
性
 
へ
 

及
 さ
れ
て
い
る
内
在
性
へ
の
 報
 わ
れ
 

者
で
あ
る
。
天
才
は
本
質
的
に
は
 自
 

キ
リ
ス
ト
教
を
指
す
。
 そ
 ・
 L
 
て
こ
の
 

。
 と
 云
 う
 の
も
、
彼
は
ど
こ
ま
で
も
 思

弁
的
キ
リ
 ス
、
ト
 
教
に
依
拠
・
 L
 
て
い
 

自
己
の
内
在
性
に
執
着
・
）
て
お
り
、
 

分
 の
こ
と
の
み
を
顧
慮
す
る
者
で
あ
 

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
思
弁
的
に
理
 

の
閉
ド
 ）
こ
も
り
を
見
る
。
他
方
、
 こ
 解

す
る
こ
と
、
即
ち
 キ
ェ
 

る
と
い
う
点
に
 、
 彼
は
信
 

そ
れ
を
手
放
す
こ
と
が
で
 

の
よ
う
な
孤
立
的
な
生
き
 

り
 、
世
界
や
他
者
に
対
・
）
 

0
 目
的
と
は
、
神
か
ら
差
し
伸
べ
 ろ
 れ
た
教
え
（
信
仰
）
を
そ
の
内
在
性
 の
 内
部
で
 吋
 度
す
る
こ
と
 

こ
 の
Ⅱ
下
目
Ⅰ
二
 

%
 何
 の
し
」
 @
@
 
と
 に
 @
 
あ
る
。
 自
 ら
の
内
在
性
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
 ら
付
与
さ
れ
た
事
柄
を
 、
 

  



て
ら
れ
て
い
る
」
㊥
ヴ
ロ
・
。
に
 

0
-
 
と
 云
う
。
し
か
し
な
が
 ら
 、
こ
の
隔
て
は
、
使
徒
が
孤
高
の
存
在
と
し
て
他
者
 
か
ら
孤
立
す
る
為
の
も
 

の
で
は
な
く
、
自
ら
の
内
在
性
に
拠
ら
ぬ
教
え
を
、
 
つ
 ま
り
神
の
御
言
 ロ
 
葉
を
他
者
に
告
げ
知
ら
せ
る
為
で
あ
る
 が
 故
に
外
な
ら
な
い
。
 

よ
り
具
体
的
に
云
え
ば
、
使
徒
に
於
け
る
他
の
人
問
と
 
の
 隔
て
と
は
、
使
徒
が
自
ら
の
内
在
性
へ
の
執
着
を
突
 
破
し
て
、
他
者
の
為
に
 

神
の
御
言
葉
を
た
だ
そ
の
ま
ま
「
伝
え
る
」
こ
と
に
 
徹
 し
 得
た
と
い
う
一
点
を
意
味
し
て
い
る
。
自
己
が
真
に
 
伝
え
た
い
こ
と
を
他
者
 

に
 「
伝
え
る
」
為
に
は
、
ま
ず
自
己
が
自
己
へ
の
 執
わ
 れ
を
解
き
放
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
こ
の
自
己
 開
 

放
こ
そ
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
使
徒
の
内
に
見
出
し
 
た
 
「
絶
対
的
・
逆
説
的
な
目
的
論
に
よ
っ
て
定
め
お
か
 れ
た
」
生
で
あ
り
、
 且
 

つ
ま
た
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
在
り
方
に
「
単
独
者
」
の
 具
体
的
な
生
の
一
つ
を
見
出
し
た
と
云
え
る
。
即
ち
 
、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 求
 

め
た
使
徒
的
生
活
と
は
決
し
て
世
界
か
ら
の
孤
立
化
で
 
は
な
い
。
こ
れ
は
寧
ろ
逆
に
、
こ
の
世
界
の
只
中
で
、
 
「
単
独
者
」
が
自
己
を
 

他
者
に
開
放
し
つ
つ
生
き
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い
 
る
と
解
せ
ら
れ
よ
 う
 。
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
生
ず
る
。
 
そ
 れ
は
、
も
し
も
「
単
独
者
」
の
生
き
方
が
神
の
御
舌
口
業
 を
 
「
伝
え
る
」
こ
と
 

だ
け
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
「
 単
独
者
」
の
側
か
ら
他
者
へ
の
一
方
的
な
働
き
か
け
た
 
け
で
あ
り
、
他
者
か
ら
 

「
単
独
者
」
へ
の
働
き
か
け
は
黙
殺
さ
れ
て
い
る
の
で
 ほ
 な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
交
流
 
は
 決
し
て
真
の
相
互
的
 

共
存
関
係
と
は
呼
べ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
 
て
は
、
「
間
接
伝
達
」
と
い
う
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
独
自
 
の
 伝
達
方
法
が
重
要
な
 

手
 掛
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
云
う
の
も
、
 
間
 接
 的
な
伝
達
方
法
こ
そ
が
、
人
間
が
信
仰
に
関
す
る
事
 
柄
を
他
者
と
話
し
 ム
ロ
う
 

際
に
は
最
も
有
効
で
あ
る
と
彼
は
見
て
い
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
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キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
自
ら
の
信
仰
を
 
正
体
的
に
獲
得
す
る
為
に
は
、
そ
の
当
人
の
内
面
性
が
 他
者
の
与
え
る
影
響
 

か
ら
自
由
な
状
態
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
 総
 て
の
人
間
が
他
者
を
「
自
由
に
す
る
（
オ
宙
 ョ
お
ぎ
し
 」
と
い
う
と
こ
ろ
に
 彼
 

は
 信
仰
を
伝
え
合
う
こ
と
の
奥
義
を
見
出
し
て
お
り
、
 
そ
し
て
、
こ
れ
は
間
接
伝
達
と
い
う
伝
達
方
法
だ
け
 
が
 為
し
得
る
と
彼
は
云
 

 
 キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
主
張
す
る
間
接
伝
達
と
は
、
彼
が
 
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
に
倣
っ
て
確
立
し
た
伝
達
 
方
 法
 で
あ
る
。
だ
が
 彼
 

は
、
 自
ら
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
間
に
或
る
一
点
で
大
き
 
な
 違
い
を
設
け
て
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 
、
ソ
ク
 ラ
テ
ス
の
産
婆
術
と
は
 

人
間
の
教
師
と
人
間
の
弟
子
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
る
 
対
 話
 で
あ
り
、
こ
の
対
話
を
通
じ
て
教
師
は
弟
子
の
内
面
 
か
ら
何
ら
か
の
真
理
を
 

引
き
出
す
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
教
師
の
行
為
を
彼
は
 
、
教
師
が
弟
子
に
真
理
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
と
 
捉
え
る
。
し
か
し
な
が
 

ら
 、
こ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
伝
達
方
法
に
つ
い
て
 
キ
エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
は
、
信
仰
と
い
う
領
域
に
 於
 い
て
は
人
間
は
 誰
も
が
他
者
を
導
く
 教
 

師
 に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
他
者
に
付
き
従
 う
 弟
子
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
云
う
。
何
故
な
ら
 
、
 彼
に
と
っ
て
教
師
と
 

は
神
一
人
を
云
 う
 も
の
で
あ
り
、
人
間
ど
 う
 し
は
 皆
等
 し
く
神
の
弟
子
に
体
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
人
間
ど
う
し
の
間
で
伝
 
え
 合
え
る
の
は
自
ら
の
信
仰
を
間
接
的
に
表
明
す
る
こ
 
と
 、
つ
ま
り
、
信
仰
 

獲
得
と
は
主
体
的
な
営
み
で
あ
る
と
他
者
に
対
し
て
 
示
 唆
す
る
こ
と
に
止
ま
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
 
キ
エ
 

0
 間
接
 伝
 

達
の
目
的
は
、
自
己
の
信
仰
の
素
晴
ら
し
さ
や
正
当
性
 
を
 他
者
に
云
々
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
他
者
 
が
 他
者
自
身
の
信
仰
に
 

気
づ
く
よ
う
誘
う
こ
と
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
 
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
自
ら
の
内
在
性
に
よ
る
脚
色
 
を
 極
力
 排
 そ
う
と
す
る
 

彼
の
真
摯
な
心
情
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
他
者
へ
の
深
い
 
思
い
遣
り
の
 念
 こ
そ
が
、
他
者
を
「
自
由
に
」
し
よ
う
 と
す
る
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
｜
   



4
 

使
徒
 

八
 
@
 @
 
。
 日
 
一
曲
私
 

五
 %
 ろ
 二
 
つ
 

ド
ひ
 
㏄
 1
 ド
ひ
ト
 

る
 者
に
 

は
、
同
 の

役
割
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 独
自
の
見
解
は
 、
 彼
の
晩
年
ま
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
 維
持
さ
れ
て
 ぃ
 

後
の
出
版
作
品
で
あ
る
「
神
の
不
変
性
」
二
八
五
五
年
 
巴
の
中
で
、
彼
は
「
使
徒
は
た
だ
た
だ
神
の
不
変
性
 
ほ
 つ
い
て
の
み
 

と
す
る
。
使
徒
と
は
そ
う
し
た
者
で
あ
る
」
 
寅
 C
.
 
、
 
2
 
の
 
び
 
-
 と
述
べ
、
神
の
御
言
葉
を
「
 
す
 な
お
に
・
速
や
か
 
に
 聴
く
」
㊥
 ヴ
 d
.
.
 

-
 こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
人
間
の
勝
手
な
煩
い
で
曲
げ
 
る
こ
と
な
く
互
い
に
「
間
接
的
に
」
伝
え
合
う
こ
と
が
 
、
信
仰
を
求
め
 

と
っ
て
如
何
に
権
威
あ
る
重
要
事
で
あ
る
か
と
い
う
 
@
 
」
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
使
徒
の
こ
の
権
威
に
 
充
ち
た
生
き
方
 

じ
 人
間
ど
う
し
と
し
て
直
ち
に
他
の
人
々
の
生
き
方
に
 
0
 通
ず
る
と
彼
は
云
 う
 の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
 云
 え
ば
、
彼
が
使
 

っ
た
 、
そ
の
主
体
的
で
真
摯
な
姿
勢
の
中
に
こ
そ
、
 

キ
 エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
は
使
徒
に
於
け
る
真
の
権
威
を
見
出
し
 

 
 

-
6
-
 

ル
の
 真
意
に
外
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

人
間
の
一
切
を
神
の
平
等
な
弟
子
と
捉
え
る
 キ
エ
 
ル
 ケ
 
コ
ー
ル
の
視
点
に
 掩
 い
て
は
、
他
の
人
間
達
も
使
徒
と
 全
く
同
様
に
神
の
弟
 

 
 
 
 
 
 
 
 

子
に
体
な
ら
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
 、
 共
に
 神
の
弟
子
で
あ
る
と
い
う
占
で
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 
使
徒
と
他
の
人
間
と
を
 

同
格
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
よ
り
 
具
 体
 的
に
云
え
ば
、
彼
に
と
っ
て
は
、
内
在
性
の
脚
色
に
 
よ
ら
ず
に
神
の
御
言
葉
 

を
 
「
伝
え
る
」
使
徒
も
ま
た
、
他
者
か
ら
同
様
の
仕
方
 で
 
「
伝
え
ら
れ
る
」
べ
き
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
 た
と
云
う
こ
と
が
で
き
 

も
の
で
あ
る
。
使
徒
に
つ
い
て
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
一
般
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
 
万
か
ら
見
る
と
、
使
徒
 

の
 権
威
を
姥
め
る
か
の
よ
う
な
感
を
抱
か
し
め
る
。
 だ
 が
、
 
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
使
徒
の
内
に
見
出
し
た
権
威
 
と
は
、
一
方
的
な
伝
達
 

者
と
し
て
の
役
目
で
は
な
い
。
互
い
に
伝
え
合
っ
た
 
事
 柄
 を
手
掛
か
り
に
し
て
、
使
徒
の
一
人
一
人
が
自
ら
の
 
信
仰
を
築
き
上
げ
て
 ぃ
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と 他者の問題に  
 

 
 

る
 。
そ
し
て
、
こ
の
互
い
に
「
自
由
に
」
な
り
合
う
と
 
い
う
点
に
 、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
彼
自
身
の
隣
人
愛
 
の
 実
践
、
即
ち
「
単
独
 

白 石 
に さ 

」 れ 

獲 ず 
千ミ = チ ぼ 

す 自 
る 己 
よ 白 

う身 、 の 

信仰 使徒 

に な 

放 生 
つ 体 
て 的 
総 4 こ 

て 確 
の 立   
が 得 

卒中 ろ 

の と 

御 役 

提 言葉 は   
な え 

「 て 

白 い 
由 た 
K     れ 伝 」 

え は 

  
@ し り と 
を 各 
貢 人 
味 が 
し 自 

て 分 
ぃ だ 

る け 

と の 
理 信 
解 仰 
さ る 

れ 「 

7%  自 

  

射 に ィ言 

言舌 あ 仰 以 徒的 あるとい（ n- こと 足 し 伝え ｜ ま 、 らの 

め る を 上   う に た る 中 隣 生 
相 、 獲 の こ 世 人 活 

姿よ でっ 「 現と 的にを 
表 て 世 を な 時 速 
現 、 的 通 修 ち   
さ キ な し 道 た た   れ り も て 院 い い 

に が に キ て ス の 、 や と と 

す 明 満 ェ 
る ら 定 か いト る教と々 」入隅いい 修 うう 
」 か す ケ 
と に る コ 。 キ ェも かはと 、 共へ 士願背 皇陵 
い な の l ル 遠 現 に と も に 
う つ で   ル ケ ざ 実 生 向 が は 
特 た は が ゴ か に き か 込 、 

質 。 な そ l つ 在 る う ぬ 自 

を 助 く の か て 在 こ 孤 も ら 

0 行 す と 立 れ が   
て し 者 独 「くる 学人 個 を化て 意へい 便 徒 
い た に 者 独 間 々 図 の る 的 
た ょ 村 」 者 の の す 道 と に   」 内 親 る で 云 振 
そ に て 一 
し 、 も つ 
て キ 自 の 
こ ェ 分 理 
の ル の 想 
特 ケ こ 的 
質 ゴ と な 
が l の 在 
あ か よ り 

ろ は う 方 
か 彼 に と 

ら 独 そ し 

こ 自 の て と ナこ 

  
そ の 主 捉 

、 間 体 え   

人 接 的 て 
間 的 信 い     於 り 

は な 仰 た 
他 伝 の の   
者 達 携 は ま 

の 方 得 、 れ 
内 法 を 自 的な て 使徒へ 即ち 、 ものに 徒 云えば を他者 

在 の 願 力 執   に の 人 
惟 中 ぅ だ い る使着 「 役目凹 間 
ほ ほ こ け の 徒 す が 主 婦 を 
左 、 と が で 」 る 否 に と 自 
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コ
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者
 」
ど
 う
 し
の
人
格
的
交
わ
り
の
成
立
を
求
め
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
王
張
か
ら
そ
の
「
単
独
者
 

」
像
を
改
め
て
眺
め
て
み
る
と
、
教
会
攻
撃
の
更
な
る
 

職
別
化
に
伴
っ
て
 

世
 

の
中
か
ら
孤
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
八
五
 

0
 年
前
後
 

の
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 

於
 い
て
も
、
や
は
り
「
単
独
者
 

」
概
念
の
二
重
性
、
換
 

号
ロ
す
れ
ば
、
「
た
だ
一
人
の
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
 

各
人
」
が
そ
う
成
り
得
る
者
と
い
う
 

視
占
は
 一
貫
し
て
 

保
た
れ
て
い
た
と
解
釈
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
彼
が
行
っ
た
「
 

単
 独

者
 」
概
念
に
つ
い
て
の
先
鋭
的
な
主
張
、
例
え
ば
「
 

現
世
的
な
も
の
一
切
な
 

 
 

 
 

 
 

な
い
。
こ
れ
は
寧
ろ
 

、
 真
の
主
体
的
信
仰
獲
得
へ
の
 

策
 一

歩
は
、
「
各
人
」
が
内
在
性
へ
の
 

執
 わ
れ
を
離
れ
て
 

神
の
前
で
自
己
を
「
 

た
 

と
 理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
云
え
ば
、
 

一
人
一
人
の
人
間
が
自
ら
の
苦
悩
か
ら
逃
避
せ
ず
、
 

そ
 れ

と
三
体
的
に
関
わ
る
 

こ
と
が
、
信
仰
と
い
う
内
在
性
を
越
え
た
領
域
に
 

於
い
 て

 如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
周
囲
の
人
間
達
、
と
り
わ
 

け
 当
時
の
一
般
の
キ
リ
 

一
 
9
-
 

ス
ト
教
徒
 
達
 に
気
づ
か
せ
る
為
に
 

、
 彼
の
王
張
は
寧
ろ
 

先
鋭
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
 

う
 。
こ
の
点
に
現
世
的
 

な
も
の
へ
の
執
着
を
断
念
せ
ん
と
述
べ
た
 

キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 ｜

ル
 0
%
 
釜
思
 
が
あ
る
と
云
え
 

、
 加
え
て
ま
た
、
晩
年
 

に
お
け
る
彼
の
「
単
独
 

者
 」
論
を
今
後
に
考
察
す
る
上
で
の
重
要
な
手
掛
か
り
 

を
も
、
こ
こ
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
え
よ
う
。
 

  



キェルケゴールにおける「単独者」と 他者の問題について 

    
      

『 出 ， 

        
  

O
C
@
O
0
 
庄
の
の
 
C
 コ
づ
 
の
「
 
い
コ
ロ
 
の
ニ
 
%
 オ
オ
よ
 
（
口
の
り
 
巴
 

0
 メ
ォ
 
「
の
 @
 口
㏄
Ⅰ
 
0
 。
の
 
ぃ
オ
 
㍉
 オ
 円
の
で
二
目
方
片
片
 

廷
 Ⅰ
 ヨ
の
 一
二
の
胡
 
@
 
Ⅰ
 才
 ㏄
 ぃ
 5
 才
。
 
用
 い
 乙
の
 り
す
エ
俺
降
 
已
下
Ⅰ
 コ
 ㏄
 膵
巴
 

円
山
一
円
り
㎎
の
し
目
い
す
の
「
 

口
 の
 

@
C
 ユ
 山
岸
の
の
安
紀
口
器
）
さ
 
と
 

Ⅱ
 レ
 

@
 Ⅱ
 毛
 0
 才
討
 @
 
コ
 0
 の
㎡
 
す
 了
い
す
 

0
.
 

Ⅰ
の
二
幅
 

一
 
び
の
。
申
す
す
い
二
ロ
 

-
 
二
コ
㎎
㏄
 

コ
 -
 
ト
 ㏄
 膵
 竹
こ
 

Ⅱ
 勾
 Ⅱ
 
@
 Ⅱ
 ミ
 ②
勾
の
巳
の
 
コ
す
 ③
 3
%
 こ
い
 
Ⅰ
 
幅
ぃ
コ
幅
ぃ
ヨ
 
Ⅱ
Ⅰ
の
 
コ
ぃ
 
㎎
 口
 ㏄
 い
 り
 -
 

-
 
以
上
、
 め
黛
ぺ
 

め
お
 木
む
 専
心
 鰻
ミ
ユ
 の
め
 
れ
ぬ
 
ま
ま
 め
 ～
～
 
め
王
 心
葉
 や
 Ⅱ
 "
9
 
の
 コ
 三
の
巳
 
戟
は
才
巾
 く
の
「
 

-
a
 

幅
 よ
り
。
 -
 

エ
の
 月
一
下
目
 日
 
す
ぎ
 鑓
 
占
卜
の
 
臣
ぺ
乙
 
～
ぎ
 
と
パ
お
 。
㌣
 
ぬ
臣
 
～
 ，
ヴ
セ
 
エ
 リ
 コ
 コ
り
す
 
円
ヨ
は
巨
工
ぃ
 「
で
 
戟
麟
勾
 0
 ミ
 ，
才
望
 紳
 。
 お
 。
）
の
の
㏄
 



対
照
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
に
つ
い
て
、
 

 
 

強
く
神
の
た
め
に
 キ
 

リ
ス
ト
教
を
説
い
た
説
教
師
は
い
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
道
徳
 や
 教
義
な
ど
が
幾
分
で
も
入
る
余
地
な
ど
な
い
の
だ
。
神
と
こ
 
0
 世
界
と
の
間
に
あ
 

即
 

る
 諸
々
の
 爽
 雑
物
一
切
を
取
り
除
い
た
も
の
、
こ
れ
こ
そ
が
 こ
 @
 」
で
云
う
キ
リ
ス
ト
教
な
の
で
あ
る
」
百
坪
 パ
 ち
ナ
 民
 ご
と
述
べ
 
、
使
徒
の
後
の
人
 

 
 

聞
達
 が
 キ
リ
ス
ト
教
に
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
を
取
り
入
れ
た
こ
と
を
 
批
 刊
 す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
テ
ン
 

護
 教
家
 
-
 テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
 
ヌ
 ス
等
 一
を
礼
讃
し
て
 

ギ
リ
シ
ャ
 護
 教
家
一
 
ュ
 ス
テ
ィ
ノ
ス
等
一
に
反
論
す
る
と
い
う
彼
 
の
 視
点
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
保
た
れ
て
い
る
。
す
が
円
山
・
 

コ
ナ
 り
 ）
「
・
 

ノ
ト
 
（
 
し
 N
N
 

㏄
の
（
 

n
.
 

一
 

尚
、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
教
父
論
に
つ
い
て
は
、
「
 

キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 ｜
ル
と
 教
父
た
ち
」
 
-
 ト
ゥ
ル
ス
ト
ル
プ
著
、
山
本
邦
子
訳
「
 キ エ
 ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
研
究
 

第
 ㎎
 号
 」
一
九
八
三
年
 -
 に
 拾
 い
て
詳
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 
4
-
 
該
書
 も
ま
た
、
彼
の
死
後
二
八
 
セ
 六
年
 -
 に
 兄
ぺ
｜
タ
 
１
 の
手
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
詳
細
は
桝
 
形
 公
也
 訴
 
「
 キ
ヱ
ル
ケ
 
ゴ
ー
ル
 耽
廿
 十
曲
Ⅱ
」
 

別
言
 社
 、
一
九
八
九
年
、
三
二
一
 

｜
三
 二
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。
 

一
 
5
@
 
 「
現
代
の
批
判
」
二
八
四
六
年
刊
）
・
「
愛
の
業
」
二
八
 

四
セ
 年
刊
 一
 ・
「
わ
が
著
作
家
活
動
に
対
す
る
 
視
占
ど
 
二
八
四
八
年
 執
筆
一
等
の
 
キ
ェ
ル
ケ
 

お
 ご
と
述
べ
、
現
実
の
こ
の
世
界
の
中
（
世
俗
）
で
生
き
る
こ
 

ゴ
ー
ル
の
著
作
に
、
隣
人
や
大
衆
へ
の
言
及
が
特
に
見
ら
れ
る
。
 

と
こ
そ
が
、
「
単
独
者
」
の
選
ぶ
べ
き
道
程
に
体
な
ら
な
い
と
 

見
 て
い
る
。
こ
れ
に
つ
 

-
6
@
 
 
ま
た
、
他
者
を
「
自
由
に
す
る
」
と
い
う
視
点
と
の
関
連
 
に
於
 い
て
、
彼
は
「
伝
達
」
と
は
決
し
て
雄
弁
に
も
の
を
云
 
う
 -
 
」
と
の
み
を
意
味
す
る
も
 

の
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
場
合
に
よ
っ
て
は
 

使
徒
は
、
実
存
へ
と
任
意
を
促
す
為
に
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
 

っ
て
実
存
的
な
自
 

己
 否
定
即
ち
キ
リ
ス
ト
へ
の
倣
い
を
明
ら
か
に
述
べ
伝
え
る
 
為
に
、
説
教
を
全
く
行
っ
て
い
な
い
様
子
に
見
え
る
か
 も
し
れ
ぬ
」
 
-
 
円
刃
。
 

パ
 ㏄
 ナ
健
巴
 
と
い
う
。
使
徒
に
よ
っ
て
 
費
 さ
れ
る
伝
達
や
人
格
的
 
な
 交
わ
り
と
は
、
た
と
え
具
体
的
な
 @
 葉
の
介
在
が
な
く
と
も
、
 

人
々
と
共
に
黙
 っ
 

て
 祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
 、
言
葉
を
も
含
め
た
自
己
の
実
存
そ
の
も
の
を
す
な
お
に
他
者
 
に
 示
す
こ
と
が
、
 
神
 

の
御
 舌
口
葉
を
最
も
有
効
か
つ
正
確
に
伝
達
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
 

云
え
よ
う
。
こ
れ
は
神
の
視
占
か
ら
云
え
ば
、
各
々
の
人
間
に
 

 
 

接
 的
に
」
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
側
か
 
ら
 云
 え
ぼ
 、
自
己
の
内
在
性
に
拠
ら
ず
互
い
に
「
間
接
的
に
」
 

伝
達
し
ろ
う
と
い
う
 

こ
と
に
な
る
。
 

（
 
7
 一
例
え
ば
彼
は
そ
の
日
記
の
中
で
、
人
々
の
多
く
が
一
般
に
 使
徒
の
特
殊
性
一
卓
越
し
た
輝
か
し
さ
 -
 と
い
う
面
に
の
み
そ
の
 
目
を
向
け
、
使
徒
の
持
 

つ
 本
来
的
な
苦
悩
に
は
思
い
を
致
さ
ぬ
と
述
べ
て
い
る
 @
 
し
 -
 
く
 （
 
ナ
 ）
 &
 一
 。
彼
の
こ
の
見
解
の
背
後
に
ほ
、
使
徒
の
内
面
性
を
無
視
 し
て
、
そ
の
外
形
 

の
 故
に
尊
崇
の
念
を
抱
く
一
般
的
な
傾
向
へ
の
痛
烈
な
批
判
が
あ
 
る
 。
 

（
 
8
-
 

実
際
に
 

、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
非
学
問
的
後
書
き
」
に
 

於
 い
て
、
中
世
の
修
道
院
運
動
に
対
し
て
は
そ
れ
に
相
応
し
い
 

尊
 敬
を
与
え
る
べ
き
で
あ
 

る
と
し
つ
つ
も
、
「
も
し
私
が
中
世
に
生
き
て
い
た
と
し
て
も
、
 

私
は
修
道
院
を
選
ぶ
よ
う
に
は
決
し
て
決
心
で
き
な
か
っ
た
で
 あ
ろ
う
」
（
 
ナ
 ニ
才
 ド
，
 



キェルケゴールにおける r 単独者」と他者の 問題について 

 
 

 
 

ピ
串
 よ
り
引
用
。
 一
 

一
 
9
 ）
し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
 単
 祖
考
」
に
つ
い
て
は
筆
者
自
身
或
る
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
 
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
 

 
 

の
 連
帯
と
は
、
余
り
に
も
理
想
的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
 
い
う
点
で
あ
る
。
 
と
 

云
う
の
も
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
そ
の
死
の
 ハケ
 月
前
二
八
 五
五
年
三
月
 
-
 に
一
八
五
 0
 年
 当
時
の
自
己
を
顧
み
て
、
「
 
そ
，
 っ
 願
っ
て
い
た
に
も
 

拘
 わ
ら
ず
、
単
独
廿
を
我
が
身
に
引
き
寄
せ
る
に
は
ま
だ
充
分
 で
は
な
か
っ
た
」
お
目
 け
 -
 
二
 e
 
と
述
べ
て
い
る
が
如
く
 、
現
 実
に
我
々
が
彼
の
説
 

く
よ
う
な
「
単
独
者
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
至
難
の
業
だ
か
 
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
彼
が
本
当
に
真
の
単
独
者
た
り
え
た
の
 
か
と
い
う
占
に
も
 
大
 

い
に
疑
問
が
残
る
。
そ
れ
故
に
、
世
界
や
他
者
と
の
連
帯
と
い
う
 
問
題
に
関
し
て
は
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
主
張
す
る
よ
う
な
「
 
単
独
者
」
 対
 
「
単
独
 

者
 」
と
い
う
、
云
わ
ば
完
成
品
ど
う
し
の
交
際
だ
け
で
は
な
く
、
 

例
え
ば
ブ
ー
バ
ー
 
一
 
ま
り
「
（
 

ぎ
 
切
目
貫
あ
お
山
ま
巴
が
主
張
 
す
る
よ
う
な
「
単
独
 

者
 」
 対
 
「
大
衆
」
と
い
う
 視
占
 を
も
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
 

で
あ
ろ
う
。
否
、
寧
ろ
後
考
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
の
方
が
 
、
 或
る
面
で
は
現
実
的
 

な
 響
き
を
も
っ
て
我
々
に
迫
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
と
云
わ
ざ
 る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
 め
て
考
え
て
み
た
 

い
て
ア
ル
ボ
ー
は
 
、
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 
該
 書
中
で
中
世
の
修
道
 院 運
動
を
批
判
し
た
の
は
、
「
愚
か
な
人
々
（
大
衆
 

-
 が
修
道
士
  
 

に
 対
し
て
 
"
 聖
な
る
も
の
 
"
 と
い
う
刻
印
を
押
し
、
そ
れ
に
よ
っ
 

て
 、
修
道
士
が
自
分
た
ち
と
は
違
う
特
別
な
存
在
と
し
て
隔
離
 し
た
こ
と
に
よ
る
」
 

為
 で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
や
人
々
か
ら
の
離
脱
は
 
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
本
来
的
な
 

監
 Ⅱ
と
は
掛
け
離
れ
た
も
の
で
 あ
り
、
あ
く
ま
で
も
 

他
者
と
の
共
存
 
-
 
外
形
に
惑
わ
さ
れ
ぬ
、
内
面
的
な
交
流
 一
 こ
そ
 が
 彼
の
思
想
の
根
本
を
貫
い
て
い
る
と
ア
ル
ボ
ー
は
論
ず
る
。
 

筆
者
の
解
釈
も
ほ
 
ほ
 

こ
れ
に
沿
 う
 も
の
で
あ
る
。
一
レ
き
り
 廷
住
 ，
 
0
.
 ロ
 ・
 麟
レ
 こ
り
 廷
冶
丁
 

。
 
9
%
 

宙
む
尊
 ぬ
き
 ミ
ゼ
ム
ミ
ぎ
あ
 ～
 
-
@
 

コ
レ
 廷
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廷
降
 当
り
の
 0
 監
港
 ト
 @
 
ヴ
Ⅰ
 
り
 Ⅰ
 
せ
 。
 ト
の
ひ
 

Ⅱ
。
 
弓
   



あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
必
ず
し
も
人
間
存
在
の
 
実
現
に
は
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ト
が
人
間
存
在
 
へ
と
変
容
し
て
い
く
に
 

え 

る     
と 

@ 
な 
る 

  
か 

  
生 
物 
あ 
る 
  
イ @@ ひ @ ・ 

ィ回 

体 

人 （   
と 

  
て 

  
    
  
よ 

フ , 

な成 

長 
発 
達 
@@ イ ひ @ ・ 

そ 

れ 
自 

体 
と 

  
て 

イ @@ ひ @ ・ 

自 

然 
な 
過 

エ 小 @ 王 ロ 

で 

イ @@ ひ @ ・ 
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生 
ま 

れ 
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期、 

幼 後宴 個 
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上 呈 

期、 
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期、 

壮 
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期、 
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年 
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福 

を 
経 井 
て 

や 
が 

て 

死 
を 
迎   

  

フ
ー
バ
ー
に
お
け
る
人
間
存
在
の
可
能
 根
拠
と
実
現
根
拠
 



で
あ
る
」
石
目
，
 4
0
4
@
 
 

と
述
べ
、
個
人
主
義
一
（
コ
ロ
 

写
乙
 u
a
 
コ
の
日
仁
 
③
 
と
集
 ム
ロ
主
義
一
木
。
二
の
蚕
 
モ
 吊
ヨ
 仁
 ③
 
の
 両
者
を
退
け
な
が
ら
、
 

人
間
存
在
の
成
立
基
盤
を
「
人
格
」
田
の
お
。
 
巳
と
 
「
人
格
」
と
の
「
間
」
向
田
の
臼
の
已
に
求
め
て
い
る
 
。
同
時
に
 ブ
 ー
バ
ー
 

は
 
「
我
は
そ
れ
自
体
で
は
存
在
し
な
い
」
 
一
 
（
 
口
 ・
「
の
）
 

と
 し
 、
「
関
係
」
一
口
の
注
の
 
プ
目
 巴
か
ら
、
ま
た
「
関
係
 へ
の
参
入
」
 
ど
 a
s
 ぎ
 

い
の
 
ビ
 の
 
プ
仁
コ
の
 

（
「
の
（
の
こ
と
し
て
人
間
存
在
を
と
ら
え
て
 お
り
、
個
人
を
単
独
で
は
考
察
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
 
ブ
ー
バ
ー
の
視
座
か
ら
 

は
 、
個
人
主
義
が
批
判
の
的
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
 
る
 。
 尚
 、
 集
 ム
ロ
正
義
の
批
判
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
 

集
 ム
ロ
約
一
オ
。
二
の
 

ガ
ま
づ
一
 

と
 共
同
的
組
の
日
の
ぎ
 総
プ
 p
h
 
（
 
コ
 の
已
の
区
別
が
重
要
で
 あ
る
。
こ
れ
ら
二
 つ
は
 混
同
さ
れ
や
す
い
が
、
前
者
に
 は
 
「
人
格
」
は
成
立
 
せ
 

ず
 、
ブ
ー
バ
ー
の
思
想
を
理
解
す
る
に
は
見
逃
す
こ
と
 
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
順
次
考
察
し
て
い
 
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 

一
個
人
主
義
批
判
と
集
合
主
義
批
判
 

す
で
に
述
べ
た
 よ
う
 に
ブ
ー
バ
ー
は
、
個
人
主
義
も
集
 ム
ロ
主
義
も
人
間
存
在
の
成
立
基
盤
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
 も 不
十
分
な
も
の
と
 

し
て
退
け
る
。
で
は
ま
ず
こ
れ
ら
二
つ
の
特
徴
を
 ブ
｜
 バ
ー
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。
 

「
し
か
し
も
し
個
人
主
義
が
人
間
の
部
分
を
と
ら
え
て
 い
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
集
合
主
義
は
部
分
と
し
 
て
の
人
間
を
と
ら
え
 

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
全
体
性
、
全
体
と
し
て
 
0
 人
間
に
は
両
者
と
も
に
到
達
し
て
い
な
い
」
 
宝
目
 。
 
き
 こ
 。
ブ
ー
バ
ー
が
明
確
 

に
 
「
我
は
そ
れ
自
体
で
は
存
在
し
な
い
」
 

-
 
（
 
口
 -
 
「
の
 
-
 と
断
 冒
 す
る
の
も
、
個
人
主
義
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
「
 
我
 」
は
現
実
か
ら
の
極
端
 

は
、
 何
か
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 
何
 か
を
考
察
し
た
宗
教
的
思
想
家
・
現
代
の
預
言
者
 

田
 「
 0
 弓
す
め
こ
 に
 ブ
 ー
バ
ー
 

日
当
（
 ぎ
 ロ
目
の
「
一
品
Ⅱ
 
斧
 ）
の
の
巳
が
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
ブ
ー
バ
ー
は
「
人
間
的
実
存
の
基
本
的
 

事
 実
は
人
間
と
共
に
い
る
人
間
 釜
の
 「
日
の
 コ
 の
の
 
プ
ヨ
目
 
隼
 の
 日
ぎ
 
自
の
 
コ
 の
の
 
プ
 の
コ
一
   



    一 / Ⅰ   一における 人間存在の叫 桂 根拠と実現根拠 

な
 抽
象
に
す
ぎ
ず
、
不
完
全
で
あ
り
、
 
い
い
 か
え
れ
ば
 

人
間
の
末
端
に
し
か
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

い
く
ら
洗
練
さ
れ
た
も
 

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
己
の
内
で
堂
堂
巡
り
し
な
 
が
ら
、
最
終
的
に
は
自
己
を
「
超
越
」
し
て
い
く
こ
と
 
は
 恐
ら
く
で
き
な
い
だ
 

ろ
 う
 。
「
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
像
 や
 鏡
像
な
ら
ば
と
も
か
く
、
現
実
の
自
己
に
向
か
っ
て
 
両
 手
を
伸
ば
し
得
な
い
と
 

い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
否
定
し
え
ぬ
事
実
で
あ
る
」
 弓
 ヨ
 。
 
ひ
 0
4
-
 

。
自
分
自
身
と
の
「
関
係
」
を
い
く
ら
切
に
求
 
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
 

時
生
き
ら
れ
る
他
者
が
す
で
に
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
 
、
そ
の
自
己
は
、
実
質
的
に
は
独
我
論
的
な
在
り
方
を
 
し
て
い
る
こ
と
は
避
け
 

ら
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
他
者
と
の
生
き
 
ら
れ
た
「
関
係
」
を
欠
い
た
自
己
は
、
ブ
ー
バ
ー
に
 
お
い
て
は
、
「
人
格
」
で
 

は
な
く
「
個
我
」
㊥
俺
の
コ
ミ
の
お
こ
と
な
る
。
 

で
は
 集
 ム
ロ
主
義
 は
 つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
 集
 合
体
の
中
の
人
間
は
、
人
間
と
共
に
い
る
人
間
で
は
 
な
い
」
 

-
@
 

ヴ
 @
d
.
 

。
 
4
0
 
じ
 -
 
。
 

「
共
に
」
 ま
 ぎ
と
い
う
発
想
は
、
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
 る
 人
間
存
在
の
基
本
的
視
座
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
個
人
 
を
い
く
ら
集
積
し
た
 

と
し
て
も
出
現
し
て
は
こ
な
い
概
念
で
あ
る
。
「
共
に
」
 と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
に
は
、
 

A
 と
 B
 が
離
れ
て
 存
在
し
、
且
つ
「
関
係
」
 

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 
て
 梵
我
一
如
や
没
入
 説
ヨ
の
 「
 ぴ
の
 
三
宅
 コ
 ㎎
の
 
-
 
の
す
「
と
は
 厳
し
く
退
け
ら
れ
る
こ
 

と
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
二
元
性
が
失
わ
れ
て
 
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
 A
 も
 B
 も
そ
れ
ぞ
れ
の
 主
 体
性
を
も
は
や
保
持
し
 

て
い
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
一
つ
に
融
解
し
て
い
る
 
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
「
共
に
」
と
い
 う
 事
態
が
成
立
し
て
い
 

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
人
格
」
と
し
て
の
 
個
人
も
存
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
 集
 ム
ロ
主
義
が
出
現
す
 る
だ
け
で
あ
る
。
 

ま
た
ブ
ー
バ
ー
は
集
合
主
義
一
集
合
性
一
と
「
共
同
体
 」
あ
の
ヨ
色
 コ
の
臼
 
㏄
 邑
 
と
を
明
確
に
区
別
し
て
お
り
、
 

両
者
を
矛
盾
し
あ
う
 

事
態
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
逆
に
「
人
格
」
と
「
 
土
 （
同
体
」
と
は
相
補
的
に
な
っ
て
い
る
。
「
 
集
 ム
ロ
 性
寅
 0 監
 蚕
ヨ
（
 ゅ
 （
 一
 は
人
格
 

性
の
組
織
的
な
没
却
に
も
と
づ
い
て
成
り
立
ち
、
共
同
 
体
は
相
互
的
対
向
 
%
 高
 ぎ
 ㏄
 コ
ロ
 
の
「
一
の
中
で
人
格
性
 
の
 高
揚
と
確
か
め
に
も
 

45 (353) 



い
 か
え
れ
ば
「
社
会
的
な
も
の
」
や
「
集
団
」
は
 、
そ
 れ
る
の
中
に
「
人
格
」
と
「
人
格
」
と
の
「
関
係
」
が
 
成
立
し
て
い
な
く
て
も
 

存
在
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
 
ざ
住
 ・
 ロ
 ・
 
2
 
の
の
）
 

。
「
人
格
」
は
、
集
団
力
学
的
な
相
互
作
用
に
還
元
で
き
 な
い
と
い
え
よ
う
。
 

個
人
工
 義
 に
お
い
て
は
「
共
に
」
を
成
す
べ
き
他
者
が
 す
で
に
存
在
せ
。
 ず
 、
ま
た
 集
 ム
ロ
正
義
に
お
い
て
は
「
 丑
 ハ
に
 」
と
い
う
事
態
は
 

そ
も
そ
も
崩
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ー
バ
ー
に
 
よ
 れ
ば
、
個
人
主
義
も
集
合
主
義
も
両
者
双
方
「
本
質
的
 
に
は
同
一
の
人
間
的
状
 

態
の
結
果
あ
る
い
は
表
現
で
あ
る
」
 弓
目
 ，
 
4
 
コ
）
 
-
 。
つ
ま
 り
 個
人
工
 義
 に
お
い
て
も
集
合
主
義
に
お
い
て
も
「
 人
 格
 」
は
存
在
し
な
い
の
 

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
こ
れ
ら
両
者
を
越
え
、
「
人
格
」
を
 基
礎
づ
け
る
人
間
存
在
へ
の
新
た
な
視
座
が
要
請
さ
 
れ
て
く
る
。
 

二
関
係
の
 ア
 プ
 リ
オ
り
 

以
上
見
て
き
た
よ
 う
 に
、
フ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
 

個
 大
王
義
も
集
合
主
義
も
退
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
最
大
 
の
 根
拠
は
、
「
共
に
」
 

と
い
う
視
座
が
両
者
に
欠
落
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 
「
共
に
」
と
い
う
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
舌
口
語
で
 

の
 用
法
と
は
異
な
っ
て
 

お
り
、
ブ
ー
バ
ー
は
厳
密
に
使
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
 ち
 A
 と
 B
 が
「
共
に
」
存
在
す
る
に
は
、
両
者
に
「
間
 」
と
「
関
係
」
が
同
時
 

的
に
成
立
し
て
 い
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 こ
 0
 節
で
は
便
宜
上
後
者
の
「
関
係
」
か
ら
考
察
す
る
。
 

と
こ
ろ
で
フ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
自
我
論
は
存
在
し
な
 

 
 

し
か
 A
 で
は
な
い
の
 

で
あ
る
か
ら
、
 
A
 を
単
独
で
考
察
す
る
こ
と
は
、
 

ブ
｜
 パ
ー
に
お
い
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 こ
 ぅ
 し
た
発
想
は
 ブ
 ー
 バ
 

間 て 
の 「 

間 葉 
柄 団     
守 の Ⅰ   
ふの Ⅱ 支 口口の - 
い プ と 

のしⅠ コ @  つ " 
盤 根 $ 
沼 倉 

にも アコ の ア の   
  
い 」 

  
て 欠   
る し 
た て   
ほ ろ 

た 
そ め 
れ に ら 
に あ 

積 る 
極 め 
的 は 
な 同 

  
な と 

- 認 寒 で 
め る 
な る   
  

い人 「 

(354) 

と
づ
い
て
成
り
立
つ
の
だ
」
㊥
 ミ
 ・
 2
9
0
 
一
 。
加
え
て
 ブ
｜
 バ
ー
は
、
集
合
主
義
と
同
様
に
、
「
社
会
的
な
も
の
」
 釜
 り
の
の
 

O
N
 

三
の
 一
そ
し
 

 
 

 
 



  
１
 0
 哲
学
的
人
間
学
 
弓
巨
 0
 の
 
0
 口
 三
お
 訂
 
レ
コ
 ヰ
ア
 
「
 
o
D
o
 
ざ
四
 ②
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
幹
を
成
し
て
お
り
、
 

た
と
え
ば
 デ
ヵ
ル
ト
 の
 

「
 
我
 思
 う
 故
に
 我
 あ
り
」
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
 る
 。
「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
現
存
 在
 そ
れ
自
体
、
あ
る
い
 

は
 自
己
存
在
そ
れ
自
体
の
考
察
か
ら
は
答
え
ら
れ
な
い
 
。
む
し
ろ
人
間
的
人
格
と
全
て
の
存
在
と
の
本
質
的
 
連
 関
 、
そ
し
て
人
間
的
人
 

格
の
全
て
の
存
在
へ
の
関
係
の
考
察
を
通
し
て
の
み
 
答
 え
ら
れ
る
の
で
 か
り
る
」
 

士
 

-
 
転
 什
 
@
 
し
の
Ⅱ
 

ゅ
 Ⅰ
こ
の
よ
 ン
 
Ⅰ
 
ノ
に
串
 
甲
午
 
独
の
実
体
と
し
て
で
は
 

な
く
、
個
人
を
常
に
「
人
格
」
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
 
存
在
者
と
の
「
関
係
」
か
ら
と
ら
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
 
ブ
ー
バ
ー
の
思
索
の
特
 

徴
 が
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
人
間
存
在
を
単
独
に
 、
他
 者
や
世
界
か
ら
切
り
離
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
 
「
関
係
」
か
ら
意
味
 

つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
た
。
「
関
係
」
は
 
「
 
間
 」
と
並
ん
で
い
わ
ば
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
 

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
 

「
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
五
ロ
 ユ 0
 上
巳
 窯
 
㏄
 R
 は
 ァ
目
 驚
 
と
し
て
概
念
化
さ
れ
て
い
る
 
-
 
（
 
ロ
 。
 
の
 
の
 
-
 
。
こ
の
概
念
は
 、
 何
よ
り
も
「
関
係
」
 

が
 先
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
の
存
在
論
的
概
念
で
 
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
最
初
に
自
己
（
個
物
）
が
 
存
在
し
、
時
間
が
経
過
 

す
る
に
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
に
諸
々
の
他
者
や
事
物
 
と
の
「
関
係
」
を
結
ん
で
い
く
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
自
体
は
も
ち
 

ろ
ん
誤
り
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
右
の
概
念
に
 ょ
 れ
ば
 、
 値
ょ
り
も
「
関
係
」
に
優
位
性
が
与
え
ら
れ
、
わ
れ
 
わ
れ
の
常
識
的
発
想
を
 

逆
転
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
「
人
間
と
月
と
の
 
関
係
の
観
念
は
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
と
し
て
 
の
月
の
観
念
に
先
行
す
 

 
 

る
に
は
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
月
と
そ
れ
を
認
識
す
る
 主
 体
 と
の
「
関
係
」
が
 先
 

付
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
 
お
い
て
は
「
 我
 思
う
」
が
自
我
の
存
在
根
拠
と
さ
れ
て
 い
る
の
で
あ
る
が
、
 
ブ
 

バ
ー
は
自
我
や
個
物
の
存
在
が
可
能
に
な
る
根
拠
を
さ
 ら
に
掘
り
下
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
原
理
 
的
に
単
独
で
は
存
在
 

 
 

し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
は
 
じ
め
に
は
関
係
が
あ
る
」
 
自
 。
 
0
0
-
 
の
だ
。
た
だ
し
こ
 の
 
「
は
じ
め
に
」
に
つ
 

  



に
 安
ら
っ
て
い
る
」
 
一
ま
ヲ
 
-
9
5
-
 

。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
あ
 る
 根
源
的
な
結
び
つ
き
は
、
未
だ
無
自
覚
的
な
も
の
に
  
 

よ
 う
ど
生
命
体
の
ひ
と
っ
ひ
と
っ
の
細
胞
が
 、
 他
の
細
 胞
 と
の
関
連
の
中
で
有
機
的
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
 
、
自
我
も
そ
も
そ
 

己
 完
結
的
で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
そ
の
基
盤
と
し
て
 
の
 様
々
な
「
関
係
」
を
通
し
て
分
化
、
変
容
し
な
が
ら
 
徐
々
に
自
覚
的
な
 

に
 成
 執
 し
て
い
く
と
考
え
た
方
が
よ
り
実
相
に
近
い
と
 思
わ
れ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
経
験
世
界
で
は
、
 
こ
 ぅ
 し
た
根
源
的
な
 

つ
き
は
事
実
崩
壊
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
普
通
で
あ
り
 、
も
と
も
と
は
「
関
係
」
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
は
ず
の
 
個
 と
個
が
 、
 互
 い
 

手
を
自
己
の
利
用
や
観
察
の
対
象
と
し
が
ち
で
あ
ろ
う
 
。
こ
れ
は
っ
ま
り
「
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
が
未
だ
 
実
 現
さ
れ
て
い
な
い
 

で
あ
る
。
「
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
は
「
生
得
の
汝
」
 待
曲
 ㏄
①
 
ぎ
 幅
の
す
 
0
 目
 
③
お
し
し
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
 
関
係
の
ア
プ
リ
 オ
 

は
ひ
と
り
ひ
と
り
の
「
 
汝
 」
の
実
現
の
可
能
性
の
根
 
拠
 な
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
関
係
の
ア
ポ
ス
テ
リ
 

オ
 Ⅱ
 ソ
 」
 へ
し
 Ⅰ
「
出
ム
 瓦
 

一
寸
 潟
毛
 目
し
を
通
し
て
変
換
さ
れ
る
こ
と
が
要
請
 さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
論
を
先
取
 
り
す
れ
ば
、
 
人
 

在
の
実
現
根
拠
に
相
当
す
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
 
逆
 説
 的
で
あ
る
が
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
出
会
わ
れ
る
「
 汝
 」
を
通
し
て
「
 生
 

汝
 」
は
現
実
化
す
る
。
 

さ
て
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
、
ブ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
 
「
関
係
」
は
一
方
で
す
で
に
述
べ
た
「
共
に
」
を
構
成
 す
る
重
要
概
念
 

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
関
係
」
の
概
念
が
 人
間
存
在
に
対
し
て
も
三
思
 
味
が
執
慮
 さ
れ
た
結
果
 、
個
人
主
義
も
集
 

萎
 も
、
ど
ち
ら
も
不
十
分
な
原
理
と
し
て
退
け
ら
れ
た
 
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
に
は
、
「
生
得
の
汝
」
 の
 実
現
の
可
能
性
 

千尋 問 い り 状 に 結 白 も し であ よい @@ 斗 ム 自主 の 存 」 」 悪 相 び 戦 目 ち 

い
て
は
、
系
統
発
生
的
意
味
 
a
 す
土
。
 
的
 目
の
（
一
の
㏄
 

0
 コ
 お
 

 
 

。
フ
ー
バ
ー
に
お
い
て
 

は
 、
あ
ら
ゆ
る
個
物
が
濃
密
な
「
関
係
」
か
ら
発
生
方
 
化
し
て
く
る
と
い
う
基
本
的
発
想
が
あ
る
か
ら
だ
。
「
 胎
児
は
み
な
、
他
の
全
 

て
の
生
ま
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
生
命
と
同
じ
よ
う
に
 
、
未
分
化
で
前
形
態
的
な
原
世
界
一
 
C
 「
毛
の
己
と
い
 う
 大
い
な
る
母
の
胎
内
   



フーバ一におけ 

オ あり、 コ笘 0% （ 
よ りし と廷 珪 巴 

自 て 持 

  
た え 目 

r  関う一 よの T 
ィ系 宙 と 

しての 」のこ Ⅰ ま 目 

  
だ 旦 あ 

かはり、 ら 、 

と 

  結 

届 百全 

  
がのの （ 

くの す 成立 発展 （   
ほ で 甲 

  

る 人間存在の叫 桂柑拠と 

に
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
ア
プ
リ
オ
リ
 な
 
「
関
係
」
で
 あ
り
、
も
う
一
つ
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
「
関
係
」
で
 
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
 

二
つ
の
可
能
性
の
中
間
に
あ
る
の
が
「
間
」
で
あ
る
。
 
つ
ま
り
ま
ず
原
初
的
な
「
関
係
」
、
い
い
か
え
れ
 ば
 
「
 
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
 

が
あ
る
が
、
人
間
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
多
く
の
 場
合
 未
 だ
可
能
性
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
発
展
的
 
に
 実
現
す
る
た
め
に
、
 

い
わ
ば
「
関
係
」
へ
の
努
力
、
つ
ま
り
「
関
係
の
ア
ポ
 
ス
テ
リ
オ
リ
」
が
要
請
さ
れ
て
く
る
。
前
者
は
世
界
 
と
の
「
自
然
的
 結
 ム
ロ
」
 

拠
 
あ
る
が
、
実
は
論
理
的
，
構
造
的
順
序
と
し
て
は
 最
初
に
「
間
」
が
く
る
。
し
か
し
先
に
「
関
係
の
 
ア
プ
 リ
 オ
リ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
 

㍾
い
る
の
で
、
こ
れ
と
の
関
連
は
ど
う
な
る
の
か
と
 

い
う
 疑
問
が
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
 少
 し
 触
れ
た
よ
う
に
「
関
係
」
 

 
 

つ , 
                            「 関ま 
  に び バ 係 で   
  問 っ l 」 も 

  三 題 き に と な 
@ に 」 お 、 く 

し の 能 

    
    
ま @ 現 る の「関 ての であり 可 バ く 係性の 

「 龍佳 間」「間 ま ノ う 。 欠如 」 係 
  た う 態 が も 

と そ な で 、 欠 

関 「 
0 個 あ 攻 落 
前 が る 方 し 

    提 「 と に て 

と 束 い 存 い 
と な 」 え 在 る 
が 

同 
時 
的   
@ 者 ら る 

成立 

  
て 
  
な 
  
れ 
ま @ 
な 
ら 

な   
  音 義 し 

  に も て 
で   

 
 

 
 



は
 、
そ
の
前
提
と
し
て
、
可
能
的
癒
着
を
断
ち
切
る
た
 め
の
「
 間
 」
が
要
請
さ
れ
て
く
る
の
だ
。
 

と
こ
ろ
で
ブ
ー
バ
ー
は
晩
年
、
人
間
存
在
の
原
理
を
一
 
一
重
の
運
動
と
し
て
と
ら
え
、
第
一
の
運
動
は
「
 原
離
 帰
化
」
一
軍
 田
の
 
（
 
ド
コ
 

注
の
 
「
コ
コ
⑧
、
そ
し
て
第
二
の
運
動
を
「
関
係
へ
の
参
入
 
」
⑤
 ギ
ぎ
，
ロ
の
 
N
 目
 す
白
コ
 

的
 （
「
注
の
已
と
し
た
。
江
東
一
の
 

運
動
が
第
二
の
そ
れ
の
 

前
提
と
な
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
離
隔
さ
れ
 

て
 存
在
す
る
も
の
に
の
み
、
さ
ら
に
正
確
に
い
え
ば
 

、
自
立
的
な
向
こ
う
 
側
 

 
 

す
る
も
の
に
対
し
て
の
み
関
わ
り
得
る
と
い
う
こ
と
 
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
 

-
C
 
い
 -
 
目
ご
 。
 

「
自
立
的
な
向
こ
う
 側
 」
と
は
ブ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
 せ
 昇
一
目
星
で
あ
る
。
世
界
は
人
間
に
対
し
て
の
み
 存
 在
し
動
物
に
は
存
在
 

し
な
い
。
動
物
に
対
し
て
存
在
す
る
の
は
環
境
世
界
（
 二
日
色
色
こ
で
あ
る
。
動
物
は
そ
の
本
能
と
欲
求
と
に
 拘
束
さ
れ
、
自
分
か
ら
 

独
立
し
た
世
界
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
と
世
界
 
と
の
距
離
が
ゼ
ロ
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
 
が
っ
て
「
自
立
的
な
 向
 

こ
 う
側
 」
が
存
在
し
得
る
に
は
「
 原
 離
隔
化
」
が
ま
ず
 要
請
さ
れ
て
く
る
の
だ
。
梵
我
一
如
や
没
入
 説
 が
退
け
 ら
れ
た
の
も
、
こ
れ
ら
 

に
お
い
て
は
二
項
間
に
距
離
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
 
る
 。
否
、
二
項
と
い
う
対
向
状
態
が
そ
も
そ
も
存
在
 
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
 

る
 。
一
万
ブ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
強
烈
な
対
向
感
覚
 
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 A
 と
 B
 が
一
つ
に
な
る
こ
と
を
 排
し
、
両
者
が
対
向
し
 

て
い
 て
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
 A
 と
 B
 で
あ
る
と
い
う
感
覚
 で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
単
純
な
主
観
 ｜
 客
観
の
二
元
 論
 で
は
な
い
。
近
代
的
 

認
識
論
と
し
て
の
主
観
 ｜
 客
観
構
造
は
、
認
識
す
る
 主
 観
 と
そ
れ
に
 よ
 り
認
識
さ
れ
る
客
体
と
を
想
定
し
て
 
ぃ
 る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
 

な
い
。
こ
こ
で
は
常
に
認
識
主
観
に
優
位
性
が
置
か
れ
 
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ー
バ
ー
に
お
い
て
は
、
「
 自
立
的
な
向
こ
う
 側
 」
 

に
も
認
識
主
観
に
劣
ら
ず
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
 そ
 れ
は
、
認
識
玉
韻
が
一
方
的
に
自
分
の
思
 
い
 の
ま
ま
に
 す
る
こ
と
が
で
き
な
い
 

世
界
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
自
立
的
な
向
こ
う
 
側
 」
 な
の
で
あ
る
。
近
代
的
認
識
論
に
お
い
て
は
、
主
観
に
 
よ
り
客
体
は
対
象
化
さ
   



で 一における ノ 、 開存在の   刊畦出抽と 実現根拠 

以
上
の
考
察
か
ら
、
人
間
存
在
が
ど
の
よ
う
に
し
て
 成
 立
 す
る
か
と
い
う
、
そ
の
条
件
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
 
た
と
い
え
よ
う
。
 
一
 

般
 に
人
間
存
在
の
可
能
根
拠
は
、
こ
れ
ま
で
現
実
に
 則
 し
て
厳
密
に
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
す
で
に
舌
口
 反
 し
 た
よ
う
に
、
個
人
主
義
 

や
 集
合
正
義
 が
 暗
黙
裏
に
前
提
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
 
社
会
学
主
義
あ
。
 よ
 0
-
0
 

牡
の
日
 
仁
 の
 
一
 が
唱
え
ら
れ
た
り
 、
さ
ら
に
は
心
理
学
 生
 

義
弓
翅
経
 0
-
0
 

牡
 ㏄
 
日
仁
巴
等
 が
出
現
し
た
り
で
、
 理
ぬ
 
珊
 的
に
は
混
迷
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
 
「
自
立
的
な
向
こ
う
 側
 」
 

と
い
う
概
念
の
導
入
で
、
は
じ
め
て
「
間
」
の
存
在
が
 確
か
め
ら
れ
、
人
間
存
在
の
可
能
根
拠
が
基
礎
づ
け
ら
 
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
 

は
 、
原
初
的
な
「
自
然
的
結
合
」
が
崩
壊
し
て
現
わ
れ
 
て
く
る
 領
野
 で
は
あ
る
が
、
同
時
に
、
ヒ
ト
が
人
間
 存
 在
 へ
と
踏
み
出
す
第
一
   

四 

人
間
存
在
の
実
現
根
拠
と
し
て
の
「
関
係
」
 

と た 動 よ 白 並 そで ぅ こと 
ん の あ 。 ぅ の の 者 分 
で 彩 る し 側 よ な で 析 

、 式 「 た 」 う い あ さ 

  れ記 関係へ化とし「共に」 がって つまり に二項 、むし るこ 

る い で で 立 場 

う は あ 的 合 

  
@ と え 
客 そ 

体 れ   
さ 人 
れ 間 
る 存 
対 左 
象 で 

        l 他っ あ 

者 た 
で と   
な て 

<   も   

認 識 認 識 

主 の   
あ 盗 つ 

り離 、 隔第る自 「 " 止 ， 已 、 ま   的な 「関係」二の運 といえ 立 化」 ま 

反 射 
ぶ 象 



1
 
 覚
知
（
 オ
コ
ゎ
毛
ゎ
 

「
 
音
邑
 

と
こ
ろ
で
人
間
存
在
の
実
現
根
拠
と
し
て
の
「
関
係
」
 
へ
と
参
入
し
て
い
く
に
は
、
論
理
的
順
序
と
し
て
は
 
一
 連
の
相
が
あ
る
が
、
 

ま
ず
要
求
さ
れ
て
く
る
の
は
「
覚
知
」
（
感
得
）
で
あ
 る
 。
こ
れ
は
他
者
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
の
全
的
直
感
 
で
あ
り
、
ブ
ー
バ
ー
の
 

「
根
源
語
」
あ
目
三
毛
 0
 「
（
）
で
表
現
す
れ
ば
、
「
 
我
｜
 汝
 」
の
「
関
係
」
に
相
当
し
、
「
 我
｜
 そ
れ
」
の
 態
 度
 で
は
な
い
。
「
根
源
 

語
 ・
 我
｜
 汝
は
た
だ
存
在
の
全
体
で
も
っ
て
の
み
語
ら
 
れ
 得
る
。
根
源
語
・
 我
｜
 そ
れ
は
決
し
て
存
在
の
全
体
 で
も
っ
て
は
語
ら
れ
 得
 

な
い
」
宮
口
 

7
9
 

一
 
。
で
は
「
覚
知
」
と
は
、
内
容
的
に
は
 ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
あ
る
事
物
ま
 た
は
生
物
を
覚
知
す
る
 

と
は
、
全
く
一
般
的
に
い
っ
て
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
 
、
し
か
も
同
時
に
い
っ
さ
い
の
短
縮
的
抽
象
化
を
伴
わ
 
ず
に
、
あ
ら
ゆ
る
具
体
 

性
 に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
す
「
 f
a
 
ア
 「
の
已
で
あ
る
」
 田
が
 2
7
 
の
 
一
 
。
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
い
う
 

「
覚
知
」
は
、
経
験
 科
 

学
的
・
実
証
主
義
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 
つ
ま
り
相
手
を
 、
 様
々
な
性
質
や
属
性
へ
と
分
析
的
に
 還
元
す
る
こ
と
で
は
な
 

 
 

そ
れ
」
の
態
度
に
相
当
す
る
す
 
住
 ㍉
 毛
，
 
）
の
ト
ー
ト
の
 

u
 
）
。
 
確
 か
に
わ
れ
わ
れ
は
一
般
 

的
に
は
、
対
象
を
分
析
的
に
と
ら
え
が
ち
で
あ
ろ
う
。
 
相
手
を
知
ろ
う
と
す
る
時
で
さ
え
、
そ
の
実
存
は
対
象
 
化
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
 

場
合
に
よ
っ
て
は
普
遍
の
下
に
包
摂
さ
れ
、
も
は
や
 
実
 存
 で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
 

歩
 と
な
る
。
し
か
し
「
間
」
の
存
在
だ
け
で
人
間
存
在
 
が
 成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
人
間
 
存
 在
の
可
能
根
拠
で
あ
っ
 

た
に
す
ぎ
な
い
。
ヒ
ト
が
人
間
存
在
へ
と
変
容
し
て
 
ぃ
 く
に
は
、
「
 間
 」
を
保
ち
つ
つ
、
「
関
係
」
へ
と
参
入
し
 て
い
 か
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
人
間
存
在
は
ど
の
 
ょ
，
 
フ
に
 実
現
さ
れ
る
か
」
日
下
生
 0
-
 

に
対
す
る
解
答
、
 

つ
 ま
り
人
間
存
在
の
実
現
 

根
拠
に
相
当
し
、
「
人
間
と
共
に
い
る
人
間
」
の
具
体
 的
 内
容
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
少
し
詳
し
く
考
察
し
て
 
み
た
い
。
 

  



ブ一バ 一における人間存在の 可能根拠と 

の 前 者 あ 

格 
るぃ 人 「 である 「関係 他者 化と が弘   

ので ののの 

あ   
と 格 」 

よ   
了へ @@ @ 

（ れ 認 

） 。 幹 

  
肯 。 ヒ 

  

    
て 
  
る   
  
覚 
知   
  的 池 間 人 が 

な 者 と 格 っ 

「 現 事 と し の て 
実 態 の て 現 地 

  

ぬ
 
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
「
関
係
」
は
、
「
 

我
｜
そ
 ね
 」
の
「
関
係
」
の
よ
う
に
、
他
者
を
対
象
 

｜
 他
者
と
 し
て
、
対
象
化
し
て
分
析
的
 

 
 

者
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
精
微
 

に
 分
析
さ
れ
た
り
記
述
さ
 

れ
た
り
し
て
も
、
所
詮
ヒ
ト
 

ぅ と の の 

「と目 抽 
2 " し 違 特 こ 

他 て ぃ 走 れ 
四人 者 の が な に 

の 生 生 、 対 
他 き 張 彼 し 

者 た さ に て 

見 
  性他 が 者て有覚 れ回「 

立 の い な 知 
ち こ る 一 

  
た よの % Ⅱ 現 と が 回 は 

わ で 、 的 大 

ロコ ，に、 う の 曲 甘 れ あ そ 存 分 
て り れ り 様 
い 、 は 方 相 
る す 、 で が 

こ で 参 木 輿 

実存として ～咀の的の つめ コ 0 % 
0 % 
土 銭     なって と自 及 に一口 数の中 質的に 

覚 し の 払 い 

由咀目 きた 

一 た 仕 と る 

他者 % コ 

を 

自 

覚 
  

  

感知   

す 
る     
と 

で 
あ 

意 で 一 

    
@ 「 み ヰ J@ ・ 

  る む こ 違 
汝 。 し こ っ 
  自 ら で て 

  己 そ は い 

「 関 
と れ 個 る 
は は 々 こ 

係   全 " の と 

く 実 有 @ " 
を 遺 存 在 こ 



想
像
」
、
「
人
格
の
現
前
化
」
は
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
関
連
 し
 合
っ
て
お
り
、
一
連
の
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
る
 
べ
き
で
あ
る
が
、
「
現
実
 

想
像
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 
「
こ
の
瞬
間
存
続
し
て
ほ
い
る
が
、
感
覚
的
に
ほ
 
経
 験
 で
き
な
い
現
実
を
魂
 

⑦
の
の
 
-
 
の
 -
 の
現
前
で
保
持
す
る
能
力
」
 一
 
c
 口
 ，
 
4
2
3
 
。
 ブ
 ｜
 バ
ー
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
が
、
「
現
実
想
像
」
が
 自
 己
の
他
者
に
つ
い
て
 

の
 想
像
で
あ
る
な
ら
ば
、
 ほ
 た
し
て
そ
れ
は
、
当
該
 他
 者
の
現
実
を
真
に
反
映
し
て
い
る
か
 
ピ
 う
か
が
す
ぐ
 に
 問
題
に
な
る
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
な
ぜ
な
ら
他
者
は
、
「
自
立
的
な
向
こ
う
 側
 」
に
 存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
他
我
 
認
識
の
ア
ポ
リ
ア
が
 浮
 

か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
一
体
ど
の
よ
う
に
 
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
の
現
実
を
事
実
表
象
す
る
こ
 
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
 

，
っ
，
か
 

。
 

ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
ブ
ー
バ
ー
の
 
い
う
 「
現
実
想
像
 」
は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
 ｜
 客
観
の
二
元
論
の
よ
う
に
、
 他
者
の
内
面
を
対
象
 

化
し
て
想
像
す
る
こ
と
で
ほ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
現
実
 
想
像
」
自
体
が
、
他
者
と
の
「
関
係
へ
の
参
入
」
と
し
 
て
 成
り
立
っ
て
い
る
か
 

ら
で
あ
る
。
 

一
般
に
他
我
認
識
が
ア
ポ
リ
ア
に
な
る
の
 ほ
 、
他
者
が
 自
己
に
と
っ
て
の
対
象
 ｜
 他
者
で
あ
る
か
ら
と
い
え
よ
 ぅ
 。
こ
こ
で
は
他
者
 

は
 自
己
の
思
惟
の
対
象
な
の
で
あ
り
、
そ
の
性
質
や
属
 
性
 が
観
察
、
分
析
、
記
述
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
 
し
 か
し
こ
の
方
法
か
ら
ほ
 

「
人
格
」
は
出
現
し
て
こ
な
い
。
「
人
格
」
は
対
象
化
に
 よ
り
消
失
し
て
し
ま
う
。
「
人
格
」
は
対
象
化
を
拒
否
 す
る
か
ら
で
あ
る
。
 ま
 

た
 対
象
化
に
よ
る
分
析
は
、
い
く
ら
そ
れ
が
厳
密
に
な
 
さ
れ
た
と
し
て
も
、
部
分
的
認
識
に
留
ま
り
、
全
体
的
 
認
識
に
至
る
こ
と
は
な
 

ぃ
 。
そ
し
て
性
質
や
属
性
の
集
積
が
、
部
分
の
集
入
口
で
 は
な
い
「
人
格
」
に
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
 
い
 。
「
人
格
」
は
逆
に
 、
 

自
己
が
相
手
と
の
全
的
「
関
係
」
に
入
っ
て
い
く
こ
と
 
に
よ
り
は
じ
め
て
出
現
し
て
く
る
。
他
者
の
対
象
化
 
は
 結
局
は
、
他
者
の
 ヒ
ト
 

化
や
 モ
ノ
化
に
つ
な
が
り
「
人
格
」
の
崩
壊
を
引
き
起
 
こ
す
。
つ
ま
り
対
象
化
ほ
人
間
存
在
の
根
源
的
在
り
方
 
に
 反
す
る
態
度
な
の
で
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あ
り
、
こ
こ
か
ら
他
我
認
識
の
ア
ポ
リ
ア
が
必
然
的
に
 
生
じ
て
く
る
。
「
人
格
」
と
し
て
の
他
者
は
思
惟
の
対
 家
 に
す
る
こ
と
は
で
き
 

ず
 、
た
だ
関
わ
り
と
し
て
の
み
出
現
し
て
く
る
の
だ
。
 本
来
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
人
格
」
を
無
理
 
に
 対
象
化
し
た
と
こ
ろ
 

に
 、
い
い
か
え
れ
ば
相
手
を
観
察
す
る
態
度
自
体
に
 
、
 そ
も
そ
も
他
我
認
識
の
矛
盾
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
こ
れ
に
対
し
て
、
 
ブ
｜
 

バ
ー
に
お
け
る
「
現
実
想
像
」
は
、
す
で
に
「
関
係
へ
 
の
 参
入
」
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
再
度
 
任
 目
し
て
お
 き
た
い
。
「
関
係
は
十
分
 

な
 現
前
化
の
中
で
充
実
す
る
。
こ
こ
で
私
は
他
者
を
単
 
に
 正
に
こ
の
他
者
と
し
て
思
念
 

ヲ
 の
ぎ
の
 
已
 
す
る
の
 で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
 

の
 接
近
に
お
い
て
、
正
し
く
こ
の
他
者
と
し
て
の
 
彼
 に
 帰
属
し
て
い
る
経
験
㊥
「
 
h
u
 
ゴ
 「
 
仁
コ
 
③
を
経
験
す
「
 f
a
 
ゴ
お
 と
す
る
の
で
あ
 

る
 。
 ム
フ
や
 こ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
私
に
と
っ
て
 他
 者
は
、
他
者
自
身
の
自
己
と
な
る
」
 
-
@
 

ヴ
 一
色
：
 

愚
ど
 。
 

と
こ
ろ
で
他
者
の
経
験
を
経
験
す
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
 う
 な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
相
手
の
側
が
ら
 見
れ
ば
、
自
分
の
経
 

験
 を
も
う
一
方
の
側
に
経
験
し
て
も
ら
う
事
態
で
あ
る
 

っ
て
こ
れ
は
自
己
内
意
識
現
象
に
還
元
さ
れ
 て
し
ま
う
よ
う
な
心
理
 

（
 
学
 ）
的
な
事
態
で
は
な
い
こ
と
に
任
意
す
べ
き
で
あ
る
  
 

た
と
え
ば
痛
み
を
引
き
合
い
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
 
ブ
ー
バ
ー
は
他
者
の
痛
み
の
経
験
を
自
分
が
経
験
す
る
 
こ
と
に
つ
い
て
次
の
 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
た
と
え
ば
他
者
の
特
殊
 な
 痛
み
を
、
他
者
の
そ
の
特
殊
な
も
の
を
、
し
た
が
っ
 
て
一
般
的
な
不
快
あ
る
 

い
は
苦
悩
を
で
は
な
く
、
こ
の
特
殊
な
痛
み
を
、
し
か
 
も
 正
に
他
者
の
痛
み
と
し
て
感
知
し
得
る
（
 
h
 
む
巨
ヴ
 
㏄
「
 
）
よ
 う
 に
経
験
す
る
」
 

-
 
子
 @
 ：
 ト
リ
ご
 

。
 

痛
み
は
い
う
ま
で
も
な
く
私
自
身
の
そ
れ
と
し
て
体
験
 
さ
れ
る
。
誰
も
自
分
の
代
わ
り
に
私
の
痛
み
を
痛
む
 
@
 
」
と
は
絶
対
に
で
き
な
 

い
 。
一
方
主
観
 ｜
 客
観
の
認
識
図
式
で
は
、
私
が
 、
痛
 ん
で
い
る
他
者
を
対
象
 ｜
 他
者
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
 に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
 

の
場
合
、
他
者
の
経
験
つ
ま
り
そ
の
痛
み
は
、
私
の
思
 惟
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
私
は
痛
む
こ
と
は
 
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
   



と
に
そ
れ
ぞ
れ
 裁
然
 と
は
分
離
で
き
な
い
関
係
 
釜
ハ
存
 ）
世
界
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
 
主
体
 ｜
 客
体
構
造
で
は
 

な
く
、
む
し
ろ
三
体
１
玉
体
関
係
に
相
当
す
る
も
の
と
 
い
え
よ
う
。
前
者
は
い
わ
ば
三
人
称
的
世
界
構
造
一
 哉
 ｜
 そ
れ
）
で
あ
り
、
後
 

 
 

者
は
二
人
称
的
人
格
世
界
一
戦
 ｜
汝
 ）
の
顕
現
で
あ
る
 。
こ
の
よ
う
に
あ
な
た
と
私
と
の
「
間
」
に
 、
 痛
み
が
 共
有
さ
れ
る
経
験
が
成
 

立
し
て
い
く
こ
と
が
、
他
者
の
痛
み
を
私
が
痛
む
こ
と
 

つ
ま
り
他
者
の
経
験
を
私
が
経
験
す
る
こ
と
な
の
で
 あ
る
。
こ
の
こ
と
は
 難
 

解
 で
は
あ
る
が
、
次
の
ブ
ー
バ
ー
の
主
張
か
ら
も
 裏
づ
 け
ら
れ
よ
う
。
「
私
と
他
者
が
共
通
な
生
の
境
 位
 に
よ
 っ
て
取
り
囲
ま
れ
て
お
 

り
 、
そ
し
て
た
と
え
ば
私
が
他
者
に
加
え
る
と
こ
ろ
の
 痛
み
が
、
私
自
身
の
内
で
 痙
軍
 し
 、
 遂
に
は
人
間
と
人
 間
 と
の
生
の
矛
盾
が
底
 

知
れ
ぬ
ほ
ど
顕
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
現
前
化
は
魂
の
 逆
説
に
ま
で
一
口
 
日
 ま
る
」
一
 @
 
ヴ
 乙
 ・
 
て
 

他
者
の
痛
み
を
外
面
的
に
傍
観
し
な
が
ら
「
痛
そ
う
だ
 
l
.
 
」
と
、
そ
の
内
面
を
こ
ち
ら
か
ら
対
象
化
し
、
い
わ
 
ゆ
る
想
像
を
し
た
り
 

推
測
を
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
私
自
身
も
他
者
と
 
「
共
に
」
実
際
に
痛
む
 

釜
ハ
 存
す
る
）
こ
と
で
、
は
じ
 め
て
そ
の
他
者
が
真
に
 

 
 

あ
な
た
と
し
て
存
在
す
る
 
一
 癒
さ
れ
る
）
と
い
う
事
態
 の
 顕
現
が
、
「
人
格
の
現
前
化
」
の
内
容
に
当
た
る
と
 思
わ
れ
る
。
前
者
は
心
 

理
一
学
）
 
的
 意
味
合
い
を
持
つ
に
す
ぎ
な
い
が
、
後
者
は
 正
し
く
存
在
論
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
 
り
 
「
人
格
の
現
前
化
」
 

 
 

と
は
、
あ
な
た
と
私
と
の
「
関
係
」
の
充
実
態
な
の
で
 あ
り
、
認
識
す
る
主
観
と
そ
れ
に
 よ
 り
認
識
さ
れ
る
 客
 体
 と
い
う
よ
う
な
、
 
認
 

試
論
的
に
対
象
化
さ
れ
た
一
方
向
的
関
係
で
は
な
く
、
 
主
体
と
三
体
と
の
「
 間
 」
の
存
在
論
的
で
、
実
存
的
な
 相
互
関
係
の
成
立
を
意
 

抹
 し
て
い
る
の
だ
。
 

  
ら わ 者 
う か の   
係 い を 
」 る 経 
が と 験   
し 事 と 

て 態 は 
い で 、 

る あ 他 
。 る 者     

か ま み 
え り を 

れ 相 称 
ば 手 も 

両 の 痛 
者 側 む 
は か こ 

・ 痛 ら と 

み す で 
と れ る 
ぃ ば る 

  
  

受 命 こ 

苦 自 れ 
約 分 は 
世 の 正 
赤 経 確 
を 験 に 
共 し は 
育 て   
し い あ 、 
て る な、 
い 事 た 、 

る 態 の   
で も み 

あ う の   

り 、 一息 方 味 
主 に を 

体 縫 仏 
と 験 も 

害 し 実 
体 て 際 
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か 正 也 
め に 者 
る 被 か 
と が ら 

い 成 の 

，リ 大行雄 ブ 「 
間 る か 
に も め 
生 め 」 
待 と は 

的 し 絶 
な て 対 
能 地 条 
力 め 件 
の 人 な 

、 ほ の 
こ よ で 
の つ め 
二 て る 
に 確   

「人間が人問と共にいる，して一である」 。凸の -c 口 ， かめられたいという各人   

」との ） 20 0 願胡 の 

  
土は / Ⅰ 「 

  
  

に
 、
そ
れ
自
体
の
中
に
可
能
性
が
存
在
し
、
自
ら
発
達
 
し
て
い
く
面
も
内
包
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
他
者
の
 
「
確
か
め
」
や
承
認
は
 

必
要
な
い
。
し
か
し
人
間
が
人
間
と
な
っ
て
い
く
た
め
 
に
は
、
よ
り
厳
密
に
は
、
ヒ
ト
が
人
間
存
在
へ
と
変
容
 し
て
い
く
た
め
に
は
、
 

と
を
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
個
体
は
、
た
と
え
ば
蝶
が
 、
 卵
か
ら
幼
虫
そ
し
て
 蝋
 、
さ
ら
に
は
美
し
い
成
虫
 
へ
 と
 変
化
し
て
い
く
よ
う
 

絨
 0
 の
 
目
 s
c
 
汀
 出
目
 巨
 0
 の
 
俺
オ
の
一
 

（
）
、
「
社
会
的
な
住
み
 

家
 喪
失
」
㌃
 

o
N
 

三
の
出
山
 

巨
 0
 の
 
俺
オ
の
 
@
 
（
）
、
「
世
界
不
安
」
 

コ
 
ミ
巴
円
 
リ
コ
的
の
こ
 

、
 

の
 不
安
」
芭
の
す
の
 

コ
 の
リ
コ
的
の
（
一
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
 

意
味
し
て
い
る
 ?
 住
 ・
㌧
 
目
 。
 
下
 
0
 
）
 
ス
 

一
方
ブ
ー
バ
ー
は
、
人
間
存
在
を
可
能
性
の
現
実
化
へ
 

の
 生
成
体
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
へ
他
者
の
「
確
か
め
 

」
が
必
要
で
あ
 「

生
 

る
 @
 
」
 

確
定
そ
し
て
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
 
確
か
め
を
必
要
と
す
 

い
る
人
間
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
 
繰
 り
 返
し
述
べ
た
が
、
 

 
 

こ
と
は
さ
ら
に
い
い
 る

 」
 臼
 0
 押
の
下
の
）
。
ブ
ー
バ
ー
は
人
間
を
「
人
間
と
共
に
 @
 

こ
れ
が
未
だ
実
現
し
て
い
な
い
た
め
に
起
こ
る
事
態
 
 
 

か
ぇ
 れ
ば
、
人
間
存
在
が
「
宇
宙
的
な
住
み
 
家
 喪
失
  
 

3
 
 受
容
（
 ト
コ
コ
牛
ヨ
 
e
 、
 ト
オ
 

z
e
 

セ
 （
 
簿
 （
 
田
 
0
 邑
と
 確
か
め
 （
 
い
 e
 
の
 
ヰ
曲
ま
 

㎎
Ⅰ
 
目
巴
 

は
 上
で
「
関
係
」
の
具
体
相
は
ま
ず
相
手
の
「
覚
知
」
 

に
は
じ
ま
り
「
現
実
想
像
」
、
 

ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
「
覚
知
」
、
「
現
実
想
像
」
 

そ
 し
て
「
人
格
の
現
前
化
」
と
い
 

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
人
間
存
在
の
実
現
根
拠
の
内
容
 

と
し
て
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
 

必
要
な
の
か
、
正
に
こ
の
点
の
吟
味
こ
そ
が
次
の
課
題
 

に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
 

「
人
格
の
現
前
化
」
へ
と
至
る
こ
と
が
ほ
ぼ
明
 

う
過
程
が
事
実
で
あ
り
ま
た
重
要
で
あ
る
と
し
 

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
加
え
て
何
が
 

「
人
間
は
人
間
と
し
て
生
の
冒
険
で
あ
り
、
 不
 



き
る
存
在
な
の
 

一
ユ
 

、
 」
。
」
 

こ
こ
で
主
張
 

つ
ま
り
 ブ
 ー
 バ
 

格
 」
の
こ
と
な
 

「
関
係
」
に
 否
 で

す
。
し
か
し
、
人
間
と
い
う
の
は
、
世
界
と
と
も
に
 
現
実
的
に
生
活
し
て
い
る
個
人
を
い
う
の
で
は
な
い
で
 
し
ょ
う
 

さ
れ
て
い
る
、
世
界
と
と
も
に
現
実
的
に
生
活
し
て
い
 
る
 個
人
と
は
、
「
人
間
と
共
に
い
る
人
間
」
の
こ
と
で
 あ
る
。
 

１
 の
い
う
人
間
は
孤
立
し
た
個
人
（
（
 コ
ロ
ぎ
む
 
日
日
）
で
 は
な
く
、
む
し
ろ
他
者
と
の
「
関
係
」
を
生
き
て
い
 
る
 
「
 
人
 

の
で
あ
る
。
現
実
的
に
生
活
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
 
れ
は
た
だ
独
り
だ
け
で
生
き
る
こ
と
は
で
き
ず
、
 
他
 者
と
の
 

応
な
し
に
入
っ
て
い
く
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
者
と
 
の
 
「
関
係
」
に
参
入
し
て
い
く
こ
と
で
、
は
じ
め
て
 
個
人
は
 

い
く
つ
も
見
て
き
ま
し
た
。
個
人
と
い
う
の
は
、
ま
さ
 に
 、
こ
の
よ
う
な
独
自
性
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
よ
 
う
 に
 発
展
す
る
こ
と
の
で
 

り
し
て
い
き
、
そ
の
人
の
特
徴
が
ま
す
ま
す
発
達
し
て
 
い
き
な
が
ら
、
し
か
も
人
間
と
は
よ
べ
な
い
よ
う
に
な
 
っ
て
い
く
よ
う
な
例
を
 

し
く
ぎ
 仁
日
 ㏄
し
な
っ
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
 
。
人
間
が
ま
す
ま
す
個
人
的
と
な
り
、
そ
の
人
ら
し
 
さ
が
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
 

口
ざ
 乙
 仁
が
（
 

一
 
c
 こ
 
と
よ
ん
で
お
り
ま
す
。
人
間
が
ま
す
 
ま
す
個
人
と
し
て
成
長
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
必
ず
 
し
も
ま
す
ま
す
人
間
 ら
 

を
 発
達
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
発
達
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
ユ
ン
グ
 

目
 仁
コ
 
⑧
は
個
性
化
（
 ぎ
 

「
個
人
と
い
う
場
合
に
は
、
一
人
の
人
間
が
も
っ
て
 い
 る
 独
自
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
に
、
 
個
人
は
そ
の
独
自
性
 

「
超
越
」
に
は
っ
な
が
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
ブ
ー
バ
ー
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
興
味
 
深
い
発
言
を
し
て
 
ぃ
 

る
 。
 

は 想 
否 は ブ 
定 む l   
い と に 
ろ は お   
で う て 
も も @ 

な の 、   
た 個 界 

  
ず 佳品 

  

  
の ブ 主 

実 @ 義 
現 バ 的 

や l 発 
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なく るとて 。 の の中 は述 「 べ ず な と 義やこの 小 確 応 ） 消滅 存在 う。 「適 、枝道 る つまり 可能性 で、 ど 受容」 てい る 単独で れまで 集ムロ主 時先に かで不 が出現 い し、 論的 @ しかし 

  受 諾 

め る 在 こ や   とし 人 のまま ての そ 「確か 、さら意識」 ヵ 一 ま う 

ま す 能 理 安 を 個 た は 

肯 ら て 「 と と 

「 写 て 

界 

ら     

か も 」 い こ い l の   
の の と る の 。 バ み 個 ま 洋 義 金 た で 
」 で さ す 現 前 l な 入 る ぃ 一 塊 め あ 
と は れ べ 実 者 が ら 王   た 適 も の を 

  

「
人
格
」
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
 他
 者
と
の
「
関
係
」
へ
と
参
入
し
て
い
く
こ
と
は
、
生
物
 
学
や
心
理
学
等
で
問
題
 



う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
」
釜
中
 N
 
の
 
o
 
）
。
こ
の
よ
う
に
 創
 造
工
の
御
菜
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
被
造
物
を
拒
否
 
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
 

産
 で
は
な
く
、
創
造
王
の
意
志
に
よ
っ
て
手
渡
さ
れ
た
 
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
共
に
創
造
さ
れ
 、
そ
し
て
共
存
す
る
よ
 

は
 相
手
も
気
づ
い
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
そ
の
可
能
 性
 に
は
た
ら
き
か
け
、
そ
れ
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
く
 態
 度
 で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
 

相
手
を
「
受
容
」
せ
ず
し
て
は
「
確
か
め
」
は
成
立
し
 
な
い
。
し
か
し
「
受
容
」
だ
け
で
は
、
人
間
存
在
と
し
 
て
の
「
超
越
」
は
で
き
 

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
受
容
」
し
っ
 っ
 
「
確
か
め
」
 る
こ
 と
が
人
間
存
在
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
 
こ
 れ
ら
は
二
極
的
に
切
り
 

離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
同
時
並
行
的
 
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
相
手
を
拒
否
し
つ
 
っ
 
「
確
か
め
」
 る
と
ぃ
 

う
こ
と
は
成
立
し
に
く
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
論
理
的
 順
序
と
し
て
、
第
一
に
「
受
容
」
そ
し
て
第
二
に
「
 
確
 か
め
」
に
な
る
も
の
と
 

思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
 
な
 事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

「
た
と
え
ば
、
一
組
の
男
女
、
夫
と
そ
の
妻
を
考
え
て
 み
ま
し
ト
ム
 う
 。
そ
の
夫
は
、
こ
と
さ
ら
舌
口
 
笹
 木
で
Ⅰ
い
う
わ
 
け
で
は
な
い
が
、
 
妻
 

と
の
す
べ
て
の
関
係
に
よ
っ
て
 、
 "
 わ
た
し
は
、
お
前
 を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
容
れ
て
い
る
。
 "
 と
い
う
で
し
ょ
 う
 。
し
か
し
、
こ
の
こ
 

 
 

と
は
、
 "
 わ
た
し
は
、
お
前
に
今
よ
り
変
わ
っ
て
ほ
し
く
 な
い
の
だ
。
 "
 と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
 な
い
の
で
す
。
そ
う
で
 

は
な
く
て
、
そ
れ
は
 
"
 わ
た
し
は
お
前
を
愛
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
ま
さ
に
見
い
だ
し
て
い
る
の
だ
が
、
わ
た
し
 
は
お
前
の
中
に
生
成
し
 

て
い
く
は
ず
の
（
 ヨ
 9
 玉
（
 o
 汀
 n
o
 
ヨ
 ②
可
能
性
を
み
 い
だ
し
て
い
る
。
 "
 と
い
う
意
味
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
 
こ
れ
は
、
仰
々
し
い
 @
 

葉
 で
表
現
さ
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
 そ
 れ
は
日
常
生
活
の
中
で
、
年
と
と
も
に
成
長
し
つ
づ
け
 
ま
す
。
」
 

-
5
-
 

と
こ
ろ
で
こ
の
「
受
容
」
と
は
、
人
間
存
在
が
実
現
さ
 
れ
る
た
め
の
無
条
件
的
前
提
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
 受
 容
 」
と
は
、
ブ
ー
 バ
 

｜
 に
お
い
て
は
「
関
係
へ
の
参
入
」
の
た
め
の
前
提
 
だ
 か
ら
で
あ
る
。
「
受
容
」
せ
ず
に
は
「
関
係
」
は
成
立
 し
な
い
。
つ
ま
り
「
 受
 

容
 」
は
、
人
間
存
在
に
い
わ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
に
要
請
さ
 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
被
造
物
は
、
人
間
 
存
 在
を
含
め
て
人
間
の
所
 

  



ブ一バ 一における 

  話在 9 「 対 
と 万 語 
は な 」 
十目 細 め 

成立 手を 封に 

  愛 妾 
受 え ィ牛 

容 な と 

    
し と て 
つ し 、 
っ た 互 

、 な い 
且 ら が 
っ ば 「 

そ 、 受 」 し 恋庚廿 容 「対話」 の 

  
Ⅰ ト関わ しと る り土ド Ⅱ Ⅱ @ 」と @ 

  
と な あ 
と っ る   
え し と 

ころが よ う。 で ま ぅ 

変 あ 互 
容 ろ い 

がそれ 確 は「 ぅ 。し 
か た ぞ 
め が れ 
  つ め 

る て 確   

仁信 」と ふや 対 「 t 

  

人間存在の可能根拠と 実現根拠 

共 か 「 だ れ し は 容 了 そ 

さ 4 回 ら 受 け 、 以 て 人 」 解 の 
て ， 性 、 容 で そ 上 お 間 で が ま 

以 対 へ よ 」 は の の き の き そ ま 

土 語 さ 、 田 よ た 態 ず の 受 

者 （   前 け 

察 審 取 皮で の参入 り安定 れた 未 だ 能性 うに 地 提 
か し 個 人 が   あ 上 と る 

Ⅱ して 召 曲     「確 たもら ｜ 、 人や 聞 梓 て か 

きた（ こ 
な が理はな 論 

  ら で た い 

受 Ⅰー のになかえっ「確か ま 在にな かめ」 ノ @ も そ ら の 
容 て つ め っ 8 7 回 、 ね い で 

  個 て 」 て れ 人 削 ら て あ 

と 
造 を い る 

三 一 る 。 

確 「 0 面 こ ％ 

か 存 @  的 と   

め 
往 に は バ 

  と 評 注 l 

を 
切 佃 煮 が 

さ 

ら 
りしす 離 、 べ受 「 
す あ き 容 

に推 

こ る と 」 

  
  と い こ と 

の は る れ 
進 
め 

で 拒 で ぅ 

て 
き 否 あ 時   な す る に 

  い る 。 は 
  ネ中 こ と   
と 的 と も こ 

意 さ す ぅ 

そ 味 え れ し 

れ な あ ば た 
ら 備 る わ い 
ま @ ぇ か れ わ 

て ら わ ば 

「 対 二話   宗教 いる ナ こ 。 。 れは   こ し 諾 約 
@ と た 々 な 

な く な を が の 存 
る こ つ 被 在 

  こ て 造 感 
も   で 「 物 見 
ち る と の 者 だ 容 は 受 を ・ 

ろ 。 い 現 か そ 」 確 答 「 存 
ん ぅ 実 ら れ さ 認 」 受 花 



を
 通
し
て
生
じ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ー
バ
ー
に
お
 
け
る
「
対
話
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
の
そ
れ
 
と
は
大
分
異
な
っ
て
 
い
 

る
 。
む
し
ろ
そ
れ
は
人
間
存
在
の
生
成
に
関
わ
る
根
本
 
的
 態
度
を
示
し
て
い
る
。
「
恐
ら
く
私
は
わ
れ
わ
れ
の
 対
話
の
対
象
に
つ
い
て
 

の
彼
の
見
解
安
房
 は
ぎ
 ）
に
、
 度
化
 厳
し
く
私
の
見
 解
を
対
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
信
を
緩
め
 

る
こ
と
は
全
く
で
き
な
 

ぃ
 。
し
か
し
こ
の
人
物
す
な
わ
ち
確
信
の
人
格
的
担
い
 
手
を
 、
 私
は
そ
こ
か
ら
彼
の
確
信
が
育
っ
て
く
る
 
彼
 の
あ
り
の
ま
ま
の
存
在
 

㊤
。
お
邑
に
お
い
て
受
け
容
れ
る
」
田
が
 
N
q
q
l
N
 

「
の
）
。
 

と
も
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
、
相
手
と
自
分
と
の
見
解
が
 
違
 う
 と
い
う
理
由
だ
 

け
で
、
相
手
の
存
在
ま
で
を
拒
否
し
て
し
ま
う
こ
と
が
 
あ
る
。
ま
た
は
じ
め
か
ら
相
手
の
存
在
そ
の
も
の
を
 
拒
 否
 せ
ざ
る
を
得
な
い
時
 

も
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
限
界
に
よ
り
起
こ
る
不
幸
な
 
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
時
「
対
話
」
は
も
ち
ろ
ん
成
立
 
し
な
い
。
相
手
の
存
在
 

を
 拒
否
し
つ
つ
「
対
話
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
 
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
見
せ
掛
け
で
議
論
し
た
 
と
し
て
も
、
そ
の
途
上
 

「
対
話
」
は
稔
る
こ
と
は
な
く
、
い
た
ず
ら
に
堂
堂
巡
 り
に
陥
っ
た
り
、
あ
る
い
は
偽
装
さ
れ
た
結
末
に
導
か
 
れ
た
り
す
る
に
す
ぎ
な
 

い
 。
「
真
の
対
話
は
存
在
の
真
正
性
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
 存
在
論
的
領
域
す
目
。
 ヨ
 0
-
0
 

性
お
汀
の
ユ
品
 邑
で
 あ
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
 

仮
像
あ
の
ア
ま
已
の
侵
入
は
対
話
を
害
す
る
」
 
-
 
一
ヴ
一
口
：
 

2
8
f
 

一
 
。
し
た
が
っ
て
「
対
話
」
が
成
立
す
る
に
は
、
 
相
 手
に
こ
う
見
せ
た
 

あ
る
い
は
こ
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
 
ら
 生
じ
て
く
る
「
仮
像
」
を
排
し
「
彼
が
打
ち
明
け
 
る
 人
間
に
自
分
の
存
在
 

あ
巳
 已
に
関
与
す
る
の
を
許
す
」
 
-
@
0
@
 

口
・
、
 

2
7
5
-
 

こ
と
が
 何
よ
り
も
要
請
さ
れ
る
。
 

た
と
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
内
容
が
違
え
ば
「
そ
れ
 
は
な
ぜ
な
の
か
 目
 
「
他
に
考
え
よ
う
が
な
れ
の
か
」
、
「
 
私
は
こ
う
考
え
る
」
 

等
々
の
「
確
か
め
」
が
は
じ
き
 る
 。
は
じ
め
の
う
ち
は
 
「
確
か
め
」
ら
れ
る
の
は
「
対
話
」
の
内
容
で
あ
る
 見
 解
 で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 

そ
れ
が
真
の
「
対
話
」
で
あ
れ
ば
、
徐
々
に
、
あ
る
 
ぃ
 は
ほ
と
ん
ど
同
時
的
に
、
相
互
の
存
在
そ
の
も
の
に
 
も
 変
容
が
起
こ
っ
て
く
 

る
 。
こ
の
意
味
で
は
舌
口
業
 
と
 存
在
と
は
不
可
分
な
の
で
 あ
り
、
「
対
話
」
は
単
な
る
話
し
合
い
で
は
な
い
。
「
 人
 間
の
間
柄
の
領
域
は
 、
   



  一にお   卸
 

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
「
覚
知
」
、
「
現
実
 

想
像
」
、
「
人
格
の
現
前
化
」
、
「
受
容
」
と
「
確
か
め
」
 

そ
し
て
「
対
話
」
は
、
人
間
 

 
 

内
容
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
う
 
し
た
一
連
の
過
程
は
、
「
 
我
｜
 

そ
れ
」
か
ら
「
 
我
 １
次
」
へ
の
態
度
変
容
あ
る
い
は
 
世
 界
 変
容
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
 

述
 べ
た
よ
う
に
、
フ
ー
バ
 

｜
は
 二
つ
の
「
根
源
語
」
、
「
 

我
｜
 そ
れ
」
と
「
 我
 １
枚
 」
を
提
出
し
て
い
る
。
「
そ
れ
」
と
は
、
観
察
や
利
用
 

、
そ
し
て
記
述
の
対
象
 

と
な
る
世
界
で
あ
り
、
人
間
に
お
い
て
は
対
象
 

｜
 他
者
 を
 意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
「
 
汝
 」
と
は
、
語
り
か
け
 
る
こ
と
に
よ
り
現
わ
れ
   

  
が
 、
「
超
越
」
が
独
話
的
（
 
ョ
 0
 コ
 0
 」
 
0
 
哩
沼
 互
に
で
は
な
 く
 、
対
話
的
⑤
 田
こ
住
ぉ
 
ま
に
な
し
遂
げ
ら
れ
る
と
 こ
ろ
が
、
ブ
ー
バ
ー
の
 

思
索
の
決
定
的
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
 

5
 
 「
 
我
｜
 そ
れ
」
（
（
 

宰
 ・
 
申
 ）
か
ら
「
 我
 １
法
」
（
に
 
す
 ，
口
口
）
 

へ
 

相
互
１
対
向
ま
口
の
由
コ
ロ
コ
ロ
の
「
・
 

9
 の
㎎
の
 

コ
 巳
の
こ
の
領
域
 で
あ
り
、
そ
の
発
展
を
わ
れ
わ
れ
は
対
話
的
な
も
の
 
（
山
口
の
目
凹
 

o
 
也
 m
n
 
す
巴
 

と
 名
づ
け
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
間
柄
の
現
象
を
 
、
 
心
理
的
現
象
牙
の
 
ピ
 の
ま
の
 

已
 
ョ
 %
 コ
 0
 
ヨ
 0
 
コ
⑨
と
し
て
 理
 解
す
る
こ
と
は
根
本
的
 

に
 誤
っ
て
い
る
」
 宙
 
三
斗
。
 
2
7
2
-
0
 

こ
の
よ
う
に
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
対
話
」
と
は
、
 

単
 に
 言
葉
の
や
り
と
り
で
は
な
く
、
「
受
容
」
と
「
確
か
 

め
 」
を
通
し
て
、
 独
 

り
で
は
決
し
て
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
人
間
 

0
 間
柄
」
が
発
展
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
し
 た
が
っ
て
そ
の
内
容
は
 

「
個
性
化
」
し
た
り
、
あ
る
い
は
ハ
 

イ
デ
ガ
 ー
の
主
張
 す
る
よ
う
に
、
自
己
の
「
本
来
性
」
㊥
母
の
 

コ
 （
二
の
す
 

ギ
王
 
（
 
）
を
目
指
し
た
り
す
る
 

こ
と
で
は
な
く
、
「
人
間
と
共
に
い
る
人
間
」
に
な
っ
て
 

い
く
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
人
間
生
活
は
そ
の
 

絶
対
的
意
義
を
、
自
己
 

固
有
の
制
約
性
 お
 の
 
臼
コ
 
㎎
（
 
プ
の
 
@
 
（
）
を
事
実
上
超
越
す
 
ス
 Ⅰ
（
 
叶
 
Ⅰ
 
帥
コ
い
い
 

の
 
コ
什
 
由
 
り
 
Ⅱ
の
 
コ
 ）
と
い
う
点
に
上
 
u
 
 
つ
て
い
 ヱ
 
㌧
 
」
 釜
ヨ
 ・
の
の
 

い
 
@
 
 
の
で
あ
る
 



て
く
る
世
界
で
あ
り
、
人
間
に
お
い
て
は
主
体
性
１
個
 
者
 つ
ま
り
実
存
を
意
味
す
る
。
 

こ
の
よ
う
に
「
 我
｜
汝
 」
の
語
り
か
け
る
態
度
は
 
、
生
 き
た
「
関
係
」
の
世
界
を
 う
 ち
た
て
る
。
「
関
係
と
 は
 相
互
性
で
あ
る
」
 

（
（
 

ロ
 -
 
の
の
 
一
 
。
い
い
か
え
れ
ば
「
 我
｜
 そ
れ
」
は
「
 我
 」
 が
 中
心
と
な
っ
た
世
界
で
あ
る
が
、
「
 我
｜
汝
 」
は
「
 汝
 」
と
の
「
関
係
」
に
 佳
 

占
 が
あ
て
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
 我
 」
が
 相
 手
を
対
象
化
し
、
そ
の
従
属
 物
 と
す
る
の
で
は
な
く
、
 逆
に
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
 

に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
「
 我
｜
汝
 」
の
態
度
で
あ
る
 。
こ
の
よ
う
に
「
 我
｜
汝
 」
の
語
り
か
け
る
態
度
は
 
、
実
体
「
 我
 」
と
実
体
 

「
そ
れ
」
と
の
静
的
世
界
を
、
振
動
す
る
動
的
世
界
に
 変
換
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
 我
 」
の
 話
 り
か
け
が
「
そ
れ
」
に
 

伝
わ
り
、
「
そ
れ
」
が
振
動
し
て
「
 汝
 」
に
変
容
す
る
 の
だ
。
い
わ
ば
三
人
称
的
世
界
が
二
人
称
的
世
界
に
変
 
撰
 さ
れ
、
「
 我
 １
枚
」
 の
 

人
格
的
関
係
世
界
が
う
ち
た
て
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
 
わ
れ
わ
れ
の
住
ま
う
世
界
が
、
二
人
称
的
世
界
と
三
 
人
称
的
世
界
の
「
二
重
 

性
 」
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
 
。
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
三
人
称
的
あ
る
い
は
二
人
称
的
 
在
り
方
を
す
る
こ
と
が
 

で
き
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
態
度
に
応
じ
て
、
世
界
は
「
 
そ
れ
」
に
も
「
 汝
 」
に
も
変
容
す
る
の
だ
。
も
し
そ
 う
 だ
と
す
る
な
ら
ば
、
 語
 

り
か
け
さ
え
す
れ
。
 
ほ
 、
他
者
は
常
に
「
 汝
 」
と
し
て
 立
 ち
 現
わ
れ
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
こ
う
し
た
 
発
想
自
体
が
、
す
で
に
 

因
果
律
に
よ
る
「
 我
｜
 そ
れ
」
の
態
度
を
惹
起
し
、
 他
 者
を
も
「
そ
れ
」
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
「
 汝
 」
は
 、
 瞬
間
瞬
間
、
可
能
性
と
 

し
て
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
 
都
 度
 自
己
の
存
在
を
賭
け
な
が
ら
、
全
人
的
に
他
者
に
 
関
わ
り
、
「
 汝
 」
へ
の
 可
 

能
 性
を
現
実
化
し
て
い
く
し
か
な
い
。
「
 我
｜
汝
 」
 の
 
「
関
係
」
は
定
常
的
で
は
な
く
、
制
御
す
る
こ
と
が
で
 き
な
い
の
だ
。
 

わ
れ
わ
れ
の
経
験
世
界
で
は
、
他
者
や
諸
 物
 は
そ
の
ま
 ま
で
は
「
そ
れ
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
「
個
々
の
 
そ
 れ
は
関
係
事
象
の
中
 

へ
 歩
み
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 一
つ
の
汝
に
な
る
こ
と
 が
で
き
る
」
 -
@
r
 

ニ
 ：
）
 
目
 ㍉
と
こ
ろ
が
「
関
係
」
は
 
持
 続
 し
な
い
。
す
ぐ
に
 壊
 

れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
「
個
々
の
汝
は
関
係
事
象
が
過
 
ぎ
 去
る
と
、
ひ
と
つ
の
そ
れ
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
 
-
 
一
ヴ
 

ぎ
 -
 
。
こ
れ
は
人
間
   



ブ一バ 一における人間 

も
 
「
そ
れ
」
へ
と
 芝
 め
ら
れ
、
同
時
に
、
人
間
存
在
と
 し
て
の
可
能
根
拠
も
実
現
根
拠
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
 
だ
。
だ
か
ら
 ブ
 ー
バ
ー
 

の
 
「
人
間
学
」
の
構
想
，
展
開
は
 、 
期
せ
ず
し
て
、
 
宗
 教
 的
態
度
の
具
現
化
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
ブ
ー
バ
ー
の
思
想
を
 、
 

 
 

 
 
 
 
 
 

「
人
間
学
」
と
「
信
仰
」
と
に
二
分
し
て
と
ら
え
る
こ
と
 自
体
が
背
離
な
の
で
あ
り
、
両
者
間
に
境
界
線
を
引
 
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
 

 
  

 

こ
ろ
に
、
ブ
ー
バ
ー
研
究
の
難
し
さ
が
あ
る
の
だ
。
 

 
 

 
 袖

弄
 へ
と
、
正
し
く
地
上
の
論
理
で
振
り
分
け
て
し
 ま
い
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
二
分
法
に
 
よ
っ
て
 、
 図
ら
ず
も
、
「
 神
 」
 

姐
が
 繰
り
返
し
想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
こ
 う
し
た
「
関
係
」
の
三
重
性
」
を
は
た
し
て
わ
れ
わ
 
れ
は
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
 

根
 

離
か
。
や
や
も
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
存
在
の
 

"
 

問
題
と
神
的
な
こ
と
。
宗
教
的
な
こ
と
と
を
、
そ
れ
ぞ
 
れ
地
上
の
世
界
と
天
上
の
世
 

）
 
お
 て
こ
の
こ
と
は
忘
却
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
 
ブ
｜
 バ
ー
に
お
い
て
は
、
「
人
間
洋
子
」
と
「
信
仰
」
と
が
 

究
 極
 的
に
は
結
び
つ
い
て
 

 
 

 
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
時
で
さ
え
、
ブ
ー
バ
ー
は
「
 神
 」
 と
「
対
話
」
し
て
い
る
こ
と
 

実
 

と
の
「
関
係
へ
の
参
入
」
で
も
あ
る
こ
と
を
防
御
さ
せ
 
る
 。
「
人
間
と
の
関
係
は
 、
 神
と
の
関
係
の
本
来
的
 
な
化
 楡
 で
あ
る
」
（
 @
 
ヴ
 @
 
口
 

ブ
ー
バ
ー
の
「
人
間
学
」
の
内
容
、
す
な
わ
ち
 
ヒ
ト
か
 ら
 人
間
存
在
へ
の
変
容
が
 、
 単
に
地
上
だ
け
の
出
来
 事
 に
留
ま
ら
ず
、
「
 神
 」
 

た
 時
に
は
、
他
方
も
同
時
に
崩
壊
す
る
必
然
性
が
あ
る
 
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
 
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
 

二
つ
の
ど
ち
ら
か
片
方
だ
け
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
 は
、
 少
な
く
と
も
ブ
ー
バ
ー
か
ら
見
れ
ば
不
本
意
で
あ
 
り
 、
一
方
に
限
定
さ
れ
 

存
在
に
っ
き
ま
と
う
 憂
欝
 で
あ
 

の
世
界
を
そ
の
都
度
「
超
越
」
 

と
こ
ろ
で
フ
ー
バ
ー
に
お
け
 

と
の
「
関
係
」
の
、
い
わ
ば
「
 る

 。
わ
れ
わ
れ
は
、
「
 
汝
 」
の
世
界
の
み
に
生
き
る
こ
 
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
そ
れ
」
 

し
て
 い
 く
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
 

る
 
「
 
我
 １
次
」
の
語
り
か
け
て
い
く
態
度
は
、
人
間
と
 
人
間
と
の
「
関
係
」
、
そ
し
て
人
間
と
「
 神
 」
 

二
律
背
反
」
が
引
き
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
。
 し
た
が
っ
て
「
 我
｜
汝
 」
の
世
界
を
、
こ
れ
ら
 

 
 



略
記
号
 

㏄
 0 巾
 -
 一
曲
 
ミ
赴
ぺ
 
v
c
 
ぉ
 G
 ま
ま
 ぉ
 荘
田
努
め
。
 

お
鯉
 ・
 
-
 

一
般
に
現
代
の
諸
 学
は
 、
心
理
学
等
の
人
間
科
学
を
も
 含
め
て
、
機
能
主
義
的
言
語
（
 我
｜
 そ
れ
一
で
構
成
さ
 れ
て
い
る
。
し
か
し
 

機
能
主
義
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
 
弓
ギ
注
 好
日
色
に
よ
っ
て
 、
ブ
ー
バ
ー
の
「
人
間
学
」
を
了
解
す
る
こ
と
は
 
原
 理
 的
に
で
き
な
い
。
 そ
 

れ
は
、
正
に
宗
教
的
営
み
（
 我
 １
枚
 一
 と
見
な
さ
れ
た
 時
 、
は
じ
め
て
了
解
可
能
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
 
こ
と
は
特
に
任
意
を
要
 

す
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
「
関
係
」
、
正
確
 に
は
、
「
関
係
」
の
 口
 一
重
佳
ヒ
が
も
つ
今
日
的
意
味
は
 、
そ
れ
が
い
み
じ
く
 

0
 機
能
主
義
田
ロ
 コ
 村
立
 
0
 コ
リ
二
の
ヨ
ロ
の
 

一
 批
判
に
な
っ
て
 い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
機
能
主
義
は
、
す
で
に
言
及
し
 
た
よ
う
に
、
現
代
の
諸
 

学
の
多
く
の
分
野
に
浸
透
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
 

「
関
係
」
さ
え
対
象
化
さ
れ
、
相
互
作
用
，
因
果
関
係
 等
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
 

ぅ
 。
し
か
し
「
 我
 １
枚
」
の
根
源
的
「
関
係
」
は
 、
た
 だ
 直
接
的
に
生
き
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
ュ
 ダ
ヤ
 的
 宗
教
伝
統
に
身
 

を
 置
く
ブ
ー
バ
ー
の
「
 神
 」
の
感
覚
と
結
び
つ
い
て
い
 る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
の
 
み
に
留
め
、
詳
細
な
研
 

究
は
今
後
の
課
題
と
し
た
 

以
上
の
よ
う
に
、
ブ
ー
バ
ー
に
お
け
る
人
間
存
在
の
実
 塊
根
拠
と
し
て
の
「
関
係
へ
の
参
入
」
と
は
、
個
々
の
 
「
 
汝
 」
に
語
り
か
け
 

て
い
き
な
が
ら
も
、
同
時
に
「
永
遠
の
汝
」
（
 紳
 一
と
の
 「
関
係
」
へ
と
参
入
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 個
 々
の
「
 汝
 」
と
コ
永
遠
 

の
汝
 」
 -
 
伸
一
と
の
「
関
係
」
の
 
ヨ
 一
重
 
性
 」
が
生
き
ら
 れ
る
こ
と
で
、
人
間
存
在
は
は
じ
め
て
真
に
す
の
す
（
 一
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
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版
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「
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
主
著
「
全
体
性
と
無
限
」
に
お
い
て
、
 人
間
ど
 う
 し
の
間
に
結
ば
れ
る
関
係
と
、
人
間
と
神
と
 の
間
に
結
ば
れ
る
 関
 

保
 と
は
常
に
絡
み
合
っ
た
仕
方
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
 
「
絶
対
的
（
他
者
 
宙
 （「
の
 

し
 、
そ
れ
は
（
他
人
目
 亡
 （
「
 
巴
 ）
で
あ
る
」
 宍
リ
 
（
 

巴
 、
あ
る
い
は
「
 神
 、
そ
れ
は
 
へ
 
他
者
）
で
あ
る
」
 縛
 Ⅰ
）
の
 

6
-
 
と
い
つ
た
よ
う
に
、
 他
 な
る
人
間
と
し
て
の
 
へ
 
他
人
）
も
神
も
ど
ち
ら
 

も
 
「
私
」
に
と
っ
て
は
 へ
 
他
者
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
 
（
他
者
）
の
概
念
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
の
が
、
 
デ
 カ
ル
ト
の
「
無
限
の
観
 

  

序
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
倫
理
を
哲
学
の
根
本
に
据
え
る
 
。
そ
れ
は
理
論
と
実
践
の
丸
の
う
ち
の
実
践
を
根
本
と
す
る
 立
 場
 で
は
な
い
。
彼
は
理
 

論
も
実
践
も
そ
れ
が
現
勢
化
す
る
時
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
「
行
為
 
」
の
問
題
に
着
目
す
る
。
人
間
の
一
切
の
自
発
的
行
為
は
 、
 「
 
私
 」
と
い
う
玉
体
 に
 

お
い
て
し
か
存
在
内
に
現
勢
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
 こ
 の
 現
勢
化
は
へ
他
人
）
の
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
る
可
能
性
と
共
 に
あ
る
。
 へ
 
他
人
）
 

と
の
対
面
に
お
い
て
、
こ
の
可
能
性
は
顕
在
化
し
、
自
発
的
行
 為
正
体
と
し
て
の
「
私
」
の
存
在
が
責
任
と
共
に
あ
る
こ
と
が
 自
 覚
 さ
れ
る
。
 つ
 ま
 

り
 、
「
私
」
は
自
由
と
共
に
責
任
を
も
担
う
者
と
し
て
存
在
す
る
 の
で
あ
り
、
「
私
」
の
存
在
の
意
味
は
そ
こ
に
お
い
て
の
み
 
理
 解
さ
れ
う
る
。
こ
の
 

「
私
」
の
存
在
の
倫
理
的
意
味
の
根
本
旺
を
前
提
と
す
る
も
の
で
 
な
い
限
り
、
人
間
に
対
す
る
神
の
超
越
性
は
、
事
物
に
対
す
る
 
超
 越
性
と
 等
し
い
 形
 

式
 的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
、
精
神
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
は
な
い
 の
で
あ
る
。
 

ハ
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
自
発
性
、
責
任
、
超
越
 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
倫
理
と
宗
教
の
 問
題
 

重
松
健
人
 



て の レ 式 に 荷 役 の 区 念 乃 重 を明 なけも 形 ヴに負 上 割意則 し私Ⅰ」 「自 要れら で はか 論 ののを こ式 ィ ナすせ 対わ 学的 は味さか」 、 な れ しと 
平中 こ る 

A 

  ま 

引 目Ⅱ 旧 
ス 

「 ノ 

私 」 と   と 甲 他人の関 、 へ ゃ 

し 

面 

関 

  と 保 持 
る の な は 
の 居、 も ど   
は 想 の う ノ い   と る いう そ 全体、 であ い も あ 間 が こ 的 倫 に の 存 
れ に 6 こ 
が お か と 

関 左 ぅ原る間我そ 言始 経理も 。 の 々 、 験 か か ィ系 と 

倫 い が か 葉 的 し 関 の 一 に ら か も の 
理 て 示   で な か 係 諸 切 字 そ ね 関 
酌 も さ そ ま ィ 系 
  最 れ れ も宗 っ 教 しが概のえ 、 形 念 形たらず ね ら た 

」 

(378)  70 

  



レヴィナスにおけ 

め に @ 
て 物 す 
正 質 る 

雪 や 認 
な 精 誠 
実 ネ 申 に 

践 や 佐 
が 社 拠 
司 会 し 
肯巨 の て 
で 友 ぃ 

あ 配 る 

り す 。 

そし 実 、 ね な 

    
文理 ， 、 自 
え 

らの純粋な遂行に必要政治を要請している」られている。その場 ム 

自認識が 綺 Ⅰ 沓 平穏 な   
  （も 曲 オ 技術 ） 

やまを 雙り、 手 
  正 に 

放 し 入 
治 く れ 
と 認 る 
ぃ 識 た 

つ し め 
た て に 
実 こ " 

践 そ ィ 千 

の 初 烏 

  

  

る 倫理と宗教の 問題 

一
 

観
照
と
実
践
の
「
混
同
」
 

倫
理
は
一
般
に
は
実
践
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
 
る
 。
そ
し
て
実
践
は
観
照
（
 目
ゅ
 0
q
 
巳
か
ら
区
別
さ
 れ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
 

は
こ
う
し
た
領
域
区
分
を
哲
学
に
お
け
る
一
つ
の
伝
統
 
と
 理
解
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
…
…
観
照
 と
 実
践
の
あ
 い
 だ
の
 連
 

関
は
 、
連
帯
関
係
あ
る
い
は
階
層
的
関
係
以
外
の
仕
方
 
で
 考
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
実
活
動
す
 

往
 ぎ
ざ
③
は
、
そ
れ
を
 照
 

道
徳
的
で
あ
り
 ぅ
 る
か
 

一
 
2
 一
 

な
の
で
す
」
と
舌
口
わ
れ
 

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
 

し
か
し
、
倫
理
や
通
 

と
い
う
主
張
は
容
易
に
 

根
本
的
位
置
を
占
め
る
 

人
 ）
と
の
関
係
が
ど
の
 

｜
 四
節
㍉
そ
の
上
で
、
 

る
 
（
第
五
節
）
。
 

ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
道
徳
は
哲
学
の
分
枝
で
は
な
く
 
、
第
一
哲
学
で
あ
る
」
 玲
 H
.
2
 

の
）
 
@
 
 
「
第
一
哲
学
は
倫
 
理
 

る
よ
う
に
、
こ
の
関
係
の
倫
理
性
，
道
徳
性
が
哲
学
 そ
 の
も
の
に
と
っ
て
も
根
本
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の
 
と
 

一
 
3
-
 

あ
る
。
 

徳
が
 哲
学
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
て
 も
 、
そ
れ
ら
が
哲
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の
で
あ
 
る
 

首
肯
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
 
我
 々

は
、
「
私
」
と
（
他
人
）
と
の
関
係
が
な
ぜ
哲
学
  
 

と
 舌
口
わ
れ
る
の
か
、
そ
の
点
の
考
察
か
ら
取
り
か
か
る
 こ
と
と
す
る
。
こ
の
考
察
を
通
し
て
、
「
私
」
と
（
 他
 

よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
 
お
い
て
重
要
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
以
上
第
一
 

「
私
」
と
（
他
人
）
と
の
関
係
が
宗
教
に
と
っ
て
不
可
 欠
 な
内
容
と
な
る
の
は
な
ぜ
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
 



様
相
と
し
て
扱
う
。
外
見
上
の
混
同
は
意
図
的
な
も
 

の
で
あ
り
、
こ
の
書
の
諸
主
張
の
内
の
一
つ
を
成
し
 

て
い
る
」
 -
 
き
ご
㌔
こ
の
 

「
混
同
」
が
「
全
体
性
と
無
限
」
を
貫
い
て
い
る
と
す
 れ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
舌
口
 
う
 
「
倫
理
」
は
、
伝
統
的
な
 観
照
と
実
践
の
対
の
片
 

方
 に
属
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
 （
他
人
）
と
の
関
係
の
倫
理
性
が
哲
学
に
お
い
て
根
本
 的
で
あ
る
、
と
い
う
 主
 

張
の
意
味
は
、
観
照
の
実
践
に
対
す
る
優
先
を
逆
転
さ
 
せ
 、
実
践
が
 観
暗
 に
優
先
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
考
え
 ら
れ
な
い
。
観
照
に
 支
 

え
ら
れ
た
実
践
で
も
な
く
、
ま
た
観
照
と
は
 別
 領
域
の
 実
践
で
も
な
い
「
倫
理
」
こ
そ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
 
と
に
な
ろ
う
 0
 

そ
れ
で
は
、
い
っ
た
い
彼
の
言
う
「
倫
理
」
と
は
何
か
 
。
ま
た
 観
昭
 と
実
践
を
「
混
同
」
す
る
と
は
ど
う
い
う
 
こ
と
な
の
か
。
さ
ら
 

に
 、
観
照
と
実
践
が
と
も
に
「
形
而
上
学
的
超
越
の
諸
 
様
相
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま
た
 
い
 か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
 

て
こ
の
「
混
同
」
を
主
張
す
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
 
に
 答
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
伝
統
的
な
観
照
と
実
践
の
 
射
 に
関
す
る
 レ
 ヴ
ィ
 ナ
 

ス
の
 理
解
に
対
し
、
考
察
を
深
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
 
,
 
つ
 。
 

観
照
が
実
践
を
支
え
る
と
い
う
伝
統
的
理
解
は
理
由
の
 
な
 い
 も
の
で
は
な
い
。
観
照
は
 、
 我
々
が
存
在
す
る
も
 の
と
知
的
な
関
り
を
 

持
つ
場
合
に
、
実
践
に
比
べ
て
あ
る
意
味
で
優
れ
た
も
 
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
め
て
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
 
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 

る
 。
「
 知
 あ
る
い
は
観
照
は
、
ま
ず
も
っ
て
存
在
と
の
 
次
の
よ
う
な
関
係
を
意
味
す
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
認
識
さ
 れ
る
存
在
を
現
出
せ
し
 

め
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
認
識
す
る
 存
 在
は
認
識
さ
れ
る
存
在
の
他
性
を
尊
重
し
、
認
識
の
関
 
係
 に
よ
っ
て
そ
の
存
在
 

に
ど
の
よ
う
な
手
段
に
よ
っ
て
で
あ
れ
印
を
残
す
こ
と
 
は
な
 い
 」
 月
戸
 ）
 
2
-
 
。
観
照
と
し
て
の
知
は
 、
 物
で
あ
れ
 他
 な
る
人
間
で
あ
れ
、
 

問
題
に
煩
わ
さ
れ
た
り
歪
め
ら
れ
た
り
す
る
の
で
あ
っ
 
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
さ
し
あ
た
っ
て
は
実
践
の
 
問
題
は
除
外
さ
れ
る
の
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
 
て
 来
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
点
に
お
い
て
異
を
唱
 
，
 
え
る
。
「
我
々
は
さ
ら
に
 

一
 
問
題
を
」
進
め
て
、
観
照
と
実
践
を
混
同
し
て
い
る
よ
 
う
 に
見
え
る
危
険
を
冒
し
て
で
も
、
我
々
は
双
方
を
 形
而
上
学
的
超
越
の
諸
   



レヴィナスにおける 倫理と宗教の 問題 

だ
が
、
「
第
三
項
」
と
し
て
の
場
を
開
く
こ
と
は
単
に
 

窓
意
的
 ・
独
善
的
な
立
場
で
は
な
い
。
認
識
が
単
な
る
 

蒸
煮
 的
 ・
独
断
的
な
 

主
観
的
妄
想
と
異
な
る
の
は
、
認
識
が
い
か
に
し
て
 

対
 象
の
認
識
で
あ
り
つ
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
の
条
件
が
 

保
証
さ
れ
て
こ
そ
の
こ
 

と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
条
件
と
し
て
の
「
 
場
 」
を
明
ら
 か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
知
を
独
善
的
臆
見
か
ら
区
別
す
 

る
 批
判
性
の
は
ず
で
あ
   

認
識
さ
れ
る
存
在
を
そ
れ
が
現
れ
出
る
ま
ま
に
知
る
。
 
そ
の
認
識
の
場
に
お
い
て
、
認
識
さ
れ
る
存
在
と
認
識
 
者
と
の
区
別
が
消
え
去
 

る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
認
識
さ
れ
る
存
在
が
関
り
に
 
ょ
 っ
て
別
の
も
の
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
認
識
の
 痕
跡
の
よ
う
な
も
の
が
 

残
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
伝
統
的
に
は
、
 
あ
 り
の
ま
ま
の
事
実
を
知
る
に
は
知
は
観
照
的
で
あ
る
べ
 
き
と
さ
れ
、
認
識
に
 ょ
 

っ
て
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
れ
ば
こ
そ
、
正
当
な
実
 践
も
可
能
と
な
る
と
さ
れ
る
。
 

し
か
し
他
面
、
こ
う
し
た
関
り
に
は
問
題
が
あ
る
と
 
レ
 ヴ
ィ
 ナ
ス
 は
考
え
て
い
る
。
「
し
か
し
観
照
と
は
知
解
 
（
 
@
 （
の
二
 

%
 の
コ
 
の
⑨
を
 

も
 、
す
な
わ
ち
存
在
の
ロ
ゴ
ス
を
も
意
味
し
て
い
る
。
 
一
 
言
い
換
え
る
な
ら
、
認
識
さ
れ
る
存
在
が
認
識
す
る
 存
 在
 に
対
し
て
持
っ
て
 い
 

る
他
 性
が
消
失
し
て
し
ま
う
よ
う
な
仕
方
で
、
認
識
さ
 
れ
る
存
在
に
近
付
く
仕
方
を
も
意
味
し
て
い
る
。
認
識
 
の
 過
程
は
、
こ
の
段
階
 

で
は
、
自
分
自
身
以
外
に
自
ら
を
制
限
す
る
も
の
に
 出
 会
う
こ
と
の
な
い
認
識
す
る
存
在
の
自
由
と
混
同
 
さ
 れ
て
し
ま
う
」
 一
 
三
 %
 。
 

観
照
に
お
い
て
他
性
が
消
失
す
る
の
は
、
認
識
す
る
 
存
在
と
認
識
さ
れ
る
存
在
と
の
 
他
 性
の
衝
突
の
緩
衝
 
物
 と
し
て
「
第
三
項
」
 

雪
 し
を
介
在
さ
せ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
 、
哲
学
史
上
「
概
念
」
で
あ
る
場
合
や
、
客
観
的
 性
質
と
主
観
的
情
動
 

す
 年
の
の
（
 

@
0
 
已
 
と
が
混
同
し
た
形
で
の
「
感
覚
」
で
あ
 る
 場
合
、
あ
る
い
は
（
「
存
在
の
ロ
ゴ
ス
」
と
い
う
舌
口
 
業
 か
ら
も
う
か
が
わ
れ
 

る
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
 最
も
強
く
意
識
し
て
い
る
の
だ
が
一
存
在
者
か
ら
区
別
 
さ
れ
た
「
存
在
」
で
あ
 

る
場
合
も
あ
る
と
舌
口
 
。
こ
い
ず
れ
に
せ
 

う
 

よ
 、
認
識
す
る
 存

在
と
認
識
さ
れ
る
存
在
と
が
関
り
 ぅ
る
 
「
 
場
 」
と
で
 も
 言
う
べ
き
第
三
項
を
 

介
在
さ
せ
る
こ
と
で
、
認
識
さ
れ
る
存
在
は
「
認
識
さ
 
れ
ぅ
る
 存
在
」
と
し
て
、
認
識
者
の
認
識
可
能
性
の
内
 
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
 



ィ
ナ
ス
 が
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
 明
 ら
か
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
ゆ
え
問
題
の
佳
 点
は
、
 先
の
引
用
の
後
半
部
分
、
 

す
な
わ
ち
「
自
由
」
に
あ
る
。
つ
ま
り
認
識
の
過
程
が
 
「
認
識
す
る
存
在
の
 

自
由
」
と
混
同
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
 
レ
 ヴ
ィ
 ナ
 ス
の
 批
判
の
佳
 点
 は
あ
る
の
だ
、
と
考
え
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
 

「
認
識
す
る
存
在
の
自
由
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
 の
か
、
ま
た
そ
う
し
た
自
由
が
な
に
ゆ
え
に
問
題
を
引
 
き
 起
こ
す
の
か
。
裏
を
 

返
せ
ば
、
観
照
と
実
践
の
区
別
と
階
層
関
係
を
立
て
る
 
伝
統
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
「
認
識
す
る
存
在
の
自
 由
 」
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
 

意
識
す
る
よ
う
な
問
題
性
を
持
た
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
 
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
こ
の
立
場
の
違
 
い
は
 、
「
 知
 の
 批
判
性
」
の
問
題
に
 

お
い
て
際
立
た
さ
れ
て
い
る
。
 

三
 

知
の
批
判
性
と
無
限
の
観
念
 

観
照
は
対
象
の
他
性
を
尊
重
す
る
。
そ
の
限
り
で
は
 
観
 照
 に
お
い
て
働
く
自
由
は
無
差
別
な
自
由
で
あ
っ
て
は
 な
ら
な
い
 
0
 思
惟
。
が
 

独
断
性
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
無
差
別
な
自
 
由
の
乗
り
越
え
が
為
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
観
照
的
な
知
 
は
 自
ら
を
問
題
視
す
る
 

が
 、
そ
れ
は
認
識
の
「
批
判
」
と
い
う
仕
方
で
展
開
さ
 
れ
る
。
対
象
は
単
な
る
障
害
と
し
て
排
除
さ
れ
る
の
で
 
は
な
く
、
認
識
者
は
自
 

ら
の
認
識
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
自
ら
を
批
判
す
る
こ
 
と
に
よ
っ
て
独
断
性
を
乗
り
越
え
る
の
で
あ
る
。
「
 真
 理
 が
生
起
す
る
と
こ
ろ
 

と
し
て
の
観
照
と
は
、
自
己
を
信
用
し
な
い
一
個
の
存
 
在
の
態
度
で
あ
る
」
 目
ゲ
巴
 。
さ
て
、
自
己
を
信
用
 
し
な
い
と
い
っ
て
も
、
 

い 識 る 

で に 。 

あ お そ 
ろ い れ 

うてゆ 。 第え 
第 三 第 
三 項 三 

頃 を 項 

介在 を介在 を 介在さ 

さ せ さ 

せ て せ 
ず 

ること 他 「 他性 「 
性 が は 
の 消 、 

消 失 客 
失 」 観 
」 し 的 
も て 真 
刊 し 理 
き ま の 
起 う 可     ムヒ 

肚性 さ 」 」と 

な そ の 
い の た 
よ も め 
う の に 
な な は 
「 槍 欠 
認 玉 く 

誠 に べ 

」 あ か 
力さ げ ら 

あ て ざ 

ること も、有るのだ 
、 効 で 

と な あ 
い 批 る 
う 牛口   
主 と 従 
張 は っ 

な な て 
レ ら 、 
ヴ な 認 

  



レヴィナスに     る 倫理と宗教の 問題 

批
判
の
道
に
は
二
つ
あ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
る
。
 

一
つ
は
「
誤
り
の
意
識
」
か
ら
出
発
す
る
道
で
あ
る
。
 そ
れ
は
、
哲
学
が
伝
統
的
に
選
ん
で
来
た
道
だ
と
 
レ
ヴ
 ィ
ナ
ス
 は
考
え
て
い
 

る
 。
認
識
は
時
に
誤
る
。
し
か
し
自
ら
の
認
識
が
誤
っ
 
た
こ
と
を
認
識
で
き
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
認
識
の
仕
方
 
へ
と
批
判
が
向
け
ら
れ
 

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
批
判
は
、
正
当
な
対
象
認
識
 
が
 成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
 
目
 指
す
。
認
識
の
可
能
性
 

の
場
と
し
て
の
「
第
三
項
」
を
自
ら
の
条
件
と
し
て
 認
 め
る
の
は
、
こ
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
 
い
 て
「
認
識
す
る
存
在
 

の
 自
由
」
は
、
無
差
別
の
自
由
と
区
別
さ
れ
る
も
の
と
 し
て
立
て
ら
れ
う
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
立
て
ら
れ
る
 
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

つ
ま
り
、
無
差
別
の
自
由
の
克
服
と
同
時
に
 、
デ
 カ
ル
ト
が
そ
れ
か
ら
区
別
し
た
と
こ
ろ
の
自
由
、
す
な
 わ
ち
行
為
の
内
の
自
発
 

的
 ・
意
志
的
な
自
由
が
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
 れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
認
識
 批
 判
は
 
「
自
発
性
が
持
っ
 

異
論
を
挟
む
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
」
 
宵
 Ⅰ
・
 
0
 巴
の
保
 証
を
想
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
自
発
性
が
阻
害
さ
れ
 
る
な
ら
、
認
識
が
 、
そ
 

し
て
自
ら
の
認
識
に
つ
い
て
の
認
識
が
不
可
能
と
な
る
 か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自
発
性
の
自
由
の
価
値
と
「
理
性
 的
 存
在
が
全
体
性
の
内
 

に
位
置
す
る
可
能
性
」
 ぎ
三
 ・
 
-
 の
保
証
と
が
結
び
付
い
 た
 時
、
認
識
者
は
一
切
の
対
象
に
関
す
る
認
識
の
可
能
 
性
を
手
に
す
る
超
越
論
 

的
 主
観
性
へ
と
自
ら
を
昇
華
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

し
か
し
、
認
識
批
判
の
起
点
と
な
る
「
認
識
が
誤
っ
た
 と
す
る
認
識
」
が
正
し
い
と
舌
口
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
 誤
 っ
 た
と
す
る
認
識
が
 

再
び
誤
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
に
 
問
 い
は
じ
め
る
と
、
懐
疑
的
遡
行
は
無
限
に
進
展
す
る
こ
 と
に
な
ろ
 う
 。
だ
が
、
 

認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
問
 う
 問
い
と
は
、
「
そ
の
よ
，
 
つ
む
 認
識
が
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
懐
疑
の
 
も
と
に
あ
る
の
で
は
な
 

認
識
は
或
る
場
合
に
は
現
に
真
な
る
認
識
と
し
て
 成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
な
け
れ
ば
、
別
の
認
 
調
を
「
誤
り
」
と
し
て
 

認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
或
る
 認
識
と
そ
の
認
識
の
認
識
と
が
真
で
あ
る
こ
と
が
前
提
 
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
   



根
拠
は
 、
 神
が
誠
実
な
神
と
 

一
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
 

内
容
と
し
て
の
無
限
は
 コ
ギ
 

を
 包
摂
的
に
理
解
で
き
な
い
 

こ
の
区
別
こ
そ
が
「
自
ら
 し

て
存
在
す
る
こ
と
の
証
明
に
よ
っ
て
初
め
て
与
え
 

ろ
 れ
る
の
で
あ
る
。
「
省
察
」
の
な
か
で
証
明
の
第
 

「
無
限
の
観
念
」
に
よ
る
証
明
で
あ
っ
た
。
「
無
限
の
観
 

念
 」
が
 コ
ギ
ト
 の
内
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
観
念
 

ト
の
 内
に
包
摂
さ
れ
得
な
い
。
「
無
限
の
観
念
」
は
 

無
 限
は
 つ
い
て
の
十
全
的
観
念
で
は
な
い
。
「
無
限
」
 

こ
と
に
お
い
て
、
 コ
ギ
ト
 の
有
限
な
認
識
と
神
の
無
限
 
な
る
認
識
の
区
別
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

固
有
の
不
完
全
性
」
の
認
識
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
 
一
 面
 で
は
「
無
限
の
観
念
」
は
明
証
性
の
規
則
の
根
 

存
在
証
明
へ
の
歩
み
を
考
え
る
な
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
明
証
性
の
規
則
は
一
般
的
な
規
則
と
し
て
立
て
 
ら
れ
る
よ
 う
 に
「
思
わ
 

-
5
-
 

れ
る
す
日
の
 0
 こ
 」
の
で
あ
っ
て
 、
コ
ギ
ト
 は
そ
の
 根
 拠

を
独
力
で
自
己
自
身
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
 
た
 。
明
証
性
の
規
則
の
 

な
い
か
な
る
可
能
的
認
識
に
お
い
て
も
誤
る
こ
と
の
な
 

い
 確
実
性
へ
と
高
め
る
こ
と
こ
そ
が
認
識
批
判
の
目
的
 
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
認
 

識
 批
判
は
認
識
と
真
理
の
事
実
性
の
上
に
立
つ
も
の
で
 

あ
り
、
そ
れ
ら
を
十
分
に
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
 

と
 レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
考
え
 

る
 。
 

知
 は
も
う
一
つ
の
道
に
お
い
て
批
判
さ
れ
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
知
の
自
由
の
「
道
徳
的
 

低
劣
 さ
宙
コ
日
 ㎎
 コ
 耳
目
 

ョ
 0
 「
 
ヒ
 ③
」
 宜
 r
@
 
色
 ・
 
-
 の
発
見
、
言
い
換
え
れ
ば
「
罪
責
 

性
ず
 口
占
き
 目
 （
③
の
意
識
」
 宙
 b
@
 

色
 ・
 
-
 に
よ
っ
て
生
み
 出
さ
れ
る
知
の
「
自
発
 

性
の
批
判
」
で
あ
る
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
述
べ
る
。
 

こ
 の
 「
自
発
性
の
批
判
」
は
次
の
よ
う
な
仕
方
で
提
示
 

さ
れ
て
い
る
。
「
権
能
 

ず
 0
u
4
 

日
こ
と
自
由
の
正
当
化
さ
れ
て
い
な
い
事
実
性
 

を
見
出
す
た
め
に
は
、
そ
の
事
実
性
を
対
象
と
し
て
 

考
察
す
る
の
で
も
、
 

（
他
人
）
を
対
象
と
し
て
考
察
す
る
の
で
も
な
く
、
 自
 ら

を
無
限
に
よ
っ
て
評
価
す
る
、
つ
ま
り
は
無
限
を
欲
 
望
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

自
ら
固
有
の
不
完
全
性
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
 
@
 

ア
 カ
ル
ト
が
言
っ
た
よ
う
に
、
無
限
の
観
念
、
完
全
の
 
観
念
を
持
た
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
Ⅰ
 
い
 」
 コ
リ
 
Ⅰ
㎝
㏄
 

-
 
。
 レ
 ヴ
ィ
ナ
ウ
 ハ
 の
舌
口
わ
ん
と
す
る
 

と
こ
ろ
は
、
ま
ず
デ
カ
ル
ト
の
「
省
察
 
L
 に
お
け
る
 方
法
的
懐
疑
か
ら
神
の
 

  



レヴィナスにおける 倫理と宗教の 問題 

回 雁 さ 

煮 に れ 
を 読 て 

差 明 い 
し さ る 

控 れ と 

え る 考 
る で え 

無 あ ら 

差別のれるろう。 
自 コ こ 

由 ギ の 
の ト こ 

内 は と 

は あ 神は の 、 
っ 存 デ 

た 在 カ 
。 が ル 

誠 証 ト 

美 明 の 

なさ『 るれ 哲 
平中 ろ 学 
の ま 原 
存 で 理 
在 は L 
き 、 の 
確 わ 第 

信ず でか部 一 
き で の 
な も 三 

ぃ 疑 十 
コ い 九 

ギ を 9 
ト さ 四 
は し 十 
  @ ま j 行 

意 さ を 

志 め 参 
の る 照 
白 も す 
由 の る 

ほ ほ な 

基 射 る 

づ し ょ 

き て り 

平中 は 明 

  

拠
 づ
け
の
た
め
の
 鍵
 と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
 
「
誤
り
の
意
識
」
に
よ
る
批
判
と
同
じ
く
、
無
差
別
の
 自
由
を
克
服
せ
し
め
る
 

と
 同
時
に
自
発
性
の
自
由
を
保
証
し
、
認
識
の
確
実
性
 
を
 根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
無
限
の
観
念
 
」
の
意
義
は
単
に
認
識
 

論
 的
問
題
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
無
限
の
完
全
性
 
に
よ
っ
て
自
ら
を
測
る
と
い
う
こ
の
 

ロ
 
評
価
の
」
 
仕
 方
は
、
 
従
っ
て
純
理
的
 

一
 
（
 
註
 0
 「
 
ゅ
 （
 
ざ
 E
 ③
考
察
で
は
な
い
。
 
恥
 と
し
て
成
就
 さ
 れ
る
。
恥
に
お
い
て
は
、
自
由
は
ま
さ
に
そ
の
遂
行
に
 
お
い
て
、
自
ら
を
 殺
 

意
 あ
る
も
の
と
し
て
見
出
す
」
 宙
旺
ミ
と
 
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
 は
 述
べ
る
。
つ
ま
り
、
「
無
限
の
観
念
」
は
 コ
ギ
ト
 を
 
「
 
恥
 」
と
い
う
「
道
徳
 

的
 低
劣
 さ
 」
へ
と
導
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
こ
の
「
 恥
 」
と
い
う
事
態
が
デ
カ
ル
ト
の
 コ
ギ
 ト
 の
ど
こ
に
対
応
す
る
の
か
を
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
こ
の
 箇
 所
で
明
確
に
述
べ
て
 

は
い
な
い
。
し
か
し
、
他
所
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
 デ
カ
ル
ト
の
第
三
省
察
の
最
後
の
一
節
を
引
用
し
 
、
そ
 こ
に
見
ら
れ
る
神
へ
の
 

崇
敬
の
舌
口
業
に
重
要
性
を
認
め
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
 

レ
 ヴ
ィ
 ナ
ス
 の
デ
カ
ル
ト
解
釈
の
鍵
が
あ
る
。
 

レ
 ヴ
ィ
 ナ
 ス
は
 
「
：
：
：
こ
の
段
落
 

は
 文
飾
あ
る
い
は
宗
教
へ
の
慎
み
深
い
賛
辞
の
よ
う
に
 
は
 思
わ
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
認
識
に
よ
っ
て
 
導
か
れ
た
無
限
の
観
念
 

が
、
 顔
と
し
て
近
づ
か
れ
る
荘
厳
さ
に
変
ず
る
こ
と
を
 表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
 玲
 Ⅰ
）
の
～
 

-
 と
 述
べ
 る
 。
認
識
論
的
な
観
点
 

か
ら
す
れ
 ば
、
 神
の
「
荘
厳
さ
」
を
た
た
え
る
こ
と
は
 本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
 
な
い
。
し
か
し
「
無
限
 

の
 観
念
」
に
よ
り
神
の
存
在
を
証
明
し
た
こ
と
は
、
 
単
 に
コ
ギ
ト
 の
認
識
能
力
の
有
限
性
の
自
覚
を
帰
結
さ
せ
 た
だ
け
で
は
な
い
。
 
そ
 

こ
で
コ
ギ
ト
 は
神
の
偉
大
さ
の
前
に
自
ら
の
低
劣
さ
を
 思
い
知
ら
さ
れ
、
恥
を
覚
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
 
カ
 点
が
置
か
れ
解
釈
が
な
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レウィ ナス におけ る 倫理   と 宗教の問題 

も
の
を
専
有
し
、
そ
れ
に
意
味
を
付
す
こ
と
で
そ
れ
を
 世
界
の
内
に
統
合
し
、
最
終
的
に
は
構
成
す
る
。
 
言
述
 
ま
ガ
 n
o
u
 

「
③
に
お
 

い
 

  
視 レ 
覚 ヴ   
に ィ 

お 々 
リ ス 

て は 

見地 （ 
ら 人   
た と 

対 の 
象 関 
@ ま り 

確 の 
か め 
@"  Ⅰ り ノ Ⅰ ー 丁 よ 

慕 う 

- 、 を   
往の一 な 認識と 

  
つ 」 

る   と 

  
お 

そ い 

  
  
ら 認 

れ 識 
た な 
@   

  

と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
「
省
察
」
が
単
な
る
「
 我
思
 ，
 
三
で
は
な
く
形
而
上
学
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
 
可
 能
 に
し
た
の
は
、
道
徳
 

的
 意
識
に
あ
る
の
だ
と
い
う
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
理
解
が
そ
 
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
つ
 ま
 り
 、
哲
学
に
お
け
る
 道
 

徳
性
の
意
義
を
デ
カ
ル
ト
に
比
し
て
よ
り
根
本
的
な
も
 
の
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
舌
口
え
よ
う
。
 

デ
カ
ル
ト
と
の
違
い
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
 択
 り
言
葉
に
明
 ら
か
で
あ
る
。
「
哲
学
が
批
判
的
な
仕
方
で
知
る
こ
と
 に
、
 言
い
換
え
る
な
 

ら
、
 知
の
自
由
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
根
拠
を
探
求
す
 
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
哲
学
は
道
徳
的
意
 識
 と
と
も
に
、
つ
ま
り
 

（
他
者
）
が
（
他
人
）
と
し
て
現
前
 し
 、
主
題
化
の
運
 動
 が
逆
転
さ
れ
る
場
と
し
て
の
道
徳
的
意
識
と
と
も
 
に
 始
ま
る
」
 閂
 Ⅰ
㎝
の
 

一
 
。
 

デ
カ
ル
ト
と
の
決
定
的
な
違
い
は
、
 八
 他
人
）
の
現
前
 の
 重
視
で
あ
る
。
確
か
に
、
他
人
と
い
う
モ
メ
ン
ト
を
 
臆
見
の
可
能
性
を
招
く
 

も
の
と
し
て
忌
避
す
る
立
場
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
 
は
あ
く
ま
で
知
の
確
実
性
の
保
証
を
最
大
の
課
題
と
す
 
る
 立
場
で
あ
る
。
レ
 ダ
 

ィ
ナ
ス
 が
（
他
人
）
を
議
論
に
持
ち
込
む
の
は
、
こ
の
 
確
実
性
の
問
題
の
次
元
に
お
い
て
で
は
な
い
。
つ
ま
 
り
へ
他
人
）
は
、
「
私
」
 

0
 対
象
認
識
を
墳
乱
さ
せ
る
モ
メ
ン
ト
と
し
て
議
論
に
 
導
入
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
（
他
人
）
の
現
前
に
よ
っ
 て
 
「
私
」
が
道
徳
的
意
 

識
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
 
る
 。
で
は
、
 コ
ギ
ト
 の
「
道
徳
的
低
劣
 さ
 」
の
自
覚
 と
 
へ
 
他
人
）
の
現
前
に
よ
 

っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
道
徳
的
意
識
と
は
ど
こ
が
違
う
 の
か
。
ま
た
、
な
に
 ゆ
え
 （
他
人
）
の
現
前
が
道
徳
的
 意
識
を
引
き
起
こ
す
の
 

か
 。
さ
ら
に
、
先
の
引
用
の
「
三
題
化
の
運
動
が
逆
転
 
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
ま
ず
は
、
 現
前
す
る
（
他
人
）
 と
 

の
 関
り
が
 い
 か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
 な
け
れ
ば
な
ら
な
 



て
、
 私
の
主
題
と
し
て
の
（
他
人
）
と
私
の
対
話
者
と
 
し
て
の
（
他
人
）
と
の
間
に
懸
隔
が
際
立
つ
。
主
題
は
 
一
瞬
（
他
人
）
を
捉
え
 

た
 よ
 う
 に
見
え
た
と
し
て
も
、
対
話
者
と
し
て
の
他
人
 は
 主
題
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 言
述
 に
お
い
 て
 、
対
話
者
に
対
し
て
 

私
が
付
与
し
た
意
味
に
す
ぐ
さ
ま
こ
の
懸
隔
が
抗
議
す
 
も
の
で
あ
る
」
 
玲
 Ⅰ
）
の
の
 

一
 。
つ
ま
り
、
認
識
の
立
場
に
 立
つ
な
ら
確
か
に
（
 他
 

人
 ）
も
対
象
と
し
て
主
題
的
に
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
 
（
他
人
）
を
主
題
化
し
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
と
 、
面
前
す
る
 

と
 対
話
す
る
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
そ
れ
は
、
 
「
私
」
が
発
話
 
G
 戟
 。
こ
に
お
い
て
舌
口
述
を
向
け
る
 先
は
意
味
と
し
て
理
解
 

さ
れ
た
（
他
人
）
で
は
な
い
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
は
 
な
い
。
（
他
人
）
を
対
話
者
と
認
識
し
て
か
ら
対
話
が
 行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
 

か
ら
で
あ
る
。
仮
に
（
他
人
）
を
対
話
者
と
し
て
認
識
 
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
対
話
す
る
こ
 
と
に
よ
っ
て
初
め
て
 可
 

能
 な
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
認
識
は
対
話
 
か
ら
一
歩
身
を
引
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
す
る
。
 
そ
し
て
そ
の
時
に
は
 認
 

試
 さ
れ
た
（
他
人
）
は
 末
だ
 対
話
者
で
は
な
い
か
あ
る
 ぃ
 は
も
は
や
対
話
者
で
は
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
 
。
あ
る
意
味
で
対
話
者
 

の
 認
識
は
成
立
し
得
な
い
（
と
い
う
よ
り
対
話
は
そ
も
 
そ
も
認
識
で
は
な
い
）
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
 主
 題
 と
し
て
の
（
他
人
Ⅹ
 

と
「
対
話
者
と
し
て
の
（
他
人
Ⅹ
と
の
間
の
懸
隔
は
 
相
互
に
還
元
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
、
「
三
題
と
し
て
の
 へ
 他
人
Ⅹ
と
関
る
認
識
と
 、
「
対
話
者
と
し
て
の
 へ
 他
人
Ⅹ
と
関
る
対
話
で
は
、
 
「
私
」
の
あ
り
よ
う
 

が
 全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
認
識
は
、
「
私
」
の
自
発
 的
な
能
動
性
 
す
降
ぎ
岸
 ③
に
よ
る
も
の
と
理
解
で
き
 よ
う
。
対
話
に
お
い
て
 

も
 、
「
私
」
は
発
話
し
自
己
表
出
す
る
す
 
、
の
ハ
 

ロ
「
 
@
 
域
 ㍉
そ
れ
が
自
分
の
思
惟
内
容
の
表
出
で
あ
る
な
ら
 ば
 、
言
語
活
動
も
ま
た
 

「
私
」
の
自
発
性
な
能
動
性
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

し
 か
し
対
話
に
お
け
る
自
己
表
出
は
、
そ
れ
が
た
と
え
 能
 動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
 

も
 、
「
受
動
的
」
で
あ
る
と
い
う
逆
接
的
事
態
で
も
あ
 る
 。
も
ち
ろ
ん
、
「
私
」
の
行
為
が
 へ
 他
人
）
の
行
為
に
 転
ず
る
わ
け
で
は
な
い
 

か
ら
、
そ
の
意
味
で
受
動
的
な
の
で
は
な
い
。
対
話
が
 
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
私
」
は
 
へ
 他
人
）
を
対
話
者
 と
し
て
迎
え
な
く
て
は
 

  



レウィナス @= @ る 倫理と宗 

あ 対 と に が 私自 こり、， 産み話 。 @ 自ら 身に 「私」お い 出す 晒 を 

  
と 

@ こ ，へ   

  

    

人 は     
  

  問
題
 

 
 

こ
う
し
た
 
へ
 他
人
）
と
の
対
面
こ
そ
が
「
私
」
を
道
徳
 
的
 意
識
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
次
の
 
よ
う
に
述
べ
る
。
「
私
 

教
 

  

受動 

， @ 
四 」 

  
「 生 
払 超 
」 " 

め そ 、 

  
任 見 

  
「ヅ逆 

転   

な 
  
で 

あ 
る 

な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
「
私
」
の
行
為
と
（
 他
 人
 ）
の
行
為
と
の
対
立
の
意
味
で
の
能
動
性
 
｜
 受
動
性
 0
 対
立
と
は
別
の
「
 受
 

動
性
 」
が
経
験
さ
れ
る
。
「
 ア
 ・
プ
リ
 オ
リ
と
ア
 ・
 ポ
 ス
テ
リ
 オ
リ
 と
の
二
分
法
と
、
能
動
性
と
受
動
性
と
の
 
二
分
法
は
、
事
物
に
対
 

し
て
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
人
を
迎
え
入
れ
る
 
こ
と
こ
の
言
葉
は
能
動
性
と
受
動
性
と
の
同
時
性
 を
 表
現
し
て
い
る
 

は
 、
そ
う
し
た
二
分
法
の
外
に
他
者
と
の
関
係
を
位
 
置
付
け
る
」
 月
 Ⅰ
の
 
2
 
）
。
つ
ま
り
、
「
私
」
の
行
為
の
能
 
動
 性
が
現
勢
化
す
る
と
 

「
同
時
」
に
、
そ
の
行
為
が
（
他
人
）
の
ま
な
ざ
し
に
 晒
さ
れ
る
と
い
う
「
受
動
性
」
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
 
。
「
私
」
の
自
発
的
能
 

動
性
は
 、
対
面
で
の
行
為
と
し
て
存
在
の
内
に
現
勢
化
 
す
る
ず
の
（
 仁
ゅ
ヱ
 
の
 
0
 （
）
時
に
は
、
必
ず
や
（
他
人
）
の
 ま
な
ざ
し
と
思
惟
に
 晒
 

さ
れ
る
と
い
う
「
受
動
的
」
事
態
に
陥
る
の
で
あ
り
、
 
そ
れ
以
外
で
は
在
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
為
は
 
、
 い
 か
な
る
受
動
性
も
受
 

-
x
 
一
 

け
 付
け
な
い
能
動
性
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
受
動
的
」
 な
在
り
方
を
す
る
能
動
性
で
あ
る
と
い
う
逆
接
的
 
事
 態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
 



い
か
け
に
対
し
「
私
」
は
自
発
的
に
返
答
（
志
 
せ
 。
呂
の
 
）
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
「
返
答
可
能
 

性
 」
が
「
私
」
の
「
 責
 

任
 」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

確
か
に
返
答
を
拒
む
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
 
返
 答
 可
能
性
を
自
発
的
行
為
に
お
い
て
現
勢
化
し
な
い
こ
 
と
も
可
能
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
返
答
可
能
性
そ
の
も
の
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
 
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
た
と
え
返
答
を
拒
ん
だ
と
し
て
 
も
 返
答
可
能
性
と
し
て
 

の
 責
任
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
対
話
の
関
 
係
の
内
に
立
つ
時
、
「
私
」
は
自
発
的
に
自
由
で
あ
る
 が
ゆ
え
に
、
返
答
可
能
 

性
 と
し
て
の
責
任
に
い
わ
ば
常
に
付
き
ま
と
わ
れ
て
い
 
る
の
で
あ
る
。
「
自
ら
を
措
定
す
る
主
体
の
自
由
は
 、
 風
 の
よ
う
に
自
由
な
存
 

在
の
自
由
に
は
似
て
い
な
い
。
主
体
の
自
由
は
責
任
を
 
含
ん
で
い
る
。
こ
の
主
張
は
驚
き
を
与
え
る
か
も
し
れ
 
な
 Ⅱ
 
い
 。
生
貝
 
任
庄
と
 
Ⅱ
 
ド
う
非
 

自
由
以
上
に
自
由
に
対
立
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
 
る
 。
自
由
と
責
任
の
一
致
が
我
を
構
成
し
て
お
り
、
 
我
 は
 自
己
を
伴
い
、
自
己
 

に
よ
っ
て
塞
が
れ
て
Ⅱ
 ド
る
 」
 コ
つ
ヴ
 
N
 
苗
 
㏄
 
-
 
。
つ
ま
り
は
、
 レ
 ヴ
ィ
 ナ
ス
 の
言
う
責
任
と
は
な
ん
ら
か
の
一
般
的
 
秩
 序
の
内
で
の
役
割
に
付
 

陣
 す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
「
私
」
が
負
 う
 責
任
 と
は
、
あ
ら
か
じ
め
「
私
」
が
存
在
し
、
後
に
負
う
こ
 
と
に
な
る
よ
う
な
も
の
 

で
は
な
い
。
責
任
と
は
、
誰
も
代
り
に
負
っ
て
く
れ
る
 
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
私
」
の
存
在
は
 責
任
と
切
り
離
し
得
な
 

い
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
「
私
」
を
責
任
へ
と
導
く
こ
の
対
面
に
お
い
て
、
 「
私
」
の
自
発
性
は
阻
生
口
さ
れ
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
る
 
こ
と
も
な
い
。
む
し
 

ろ
 
「
私
」
は
発
話
し
返
答
す
る
者
と
し
て
自
発
的
に
自
 由
 で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
単
に
自
由
で
さ
 
え
あ
れ
ば
 よ
い
 の
で
は
 

な
く
、
責
任
を
伴
っ
た
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
自
由
の
正
当
化
と
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
ひ
と
ま
 
ず
 成
就
さ
れ
た
と
舌
口
 
え
 

よ
う
。
つ
ま
り
、
自
由
の
正
当
化
と
は
、
「
私
」
の
 自
 発
 性
の
自
由
を
何
ら
か
別
の
も
の
に
変
え
る
こ
と
で
は
 
な
い
。
自
由
が
「
風
の
 

よ
 う
 」
 な
 自
由
で
は
な
く
、
責
任
と
一
つ
と
な
っ
て
「
 
私
 」
の
存
在
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
す
る
 
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 コ
   



                                            と 示教の問題 

る あ ー さ で な る な 純 覚 ら ろ で の ま ギ 
荷 る 点 く あ る 貴 く 粋 す し な う あ で り ト 

物 限 の な る よ 任 、 は る か か 。 る あ   
た っ と 。 す 徳 

の が な な か の で 、 て 際 も 低 
で 要 能 も に 責 あ こ 、 @ 劣 

  の 責 現 」 覚 

自任 覚を的 勢 とも し 、 
こ負 そう なて 対疑本 根 
が 昔 話 ぅ 的 

コ と が コ に 

が 
ギ し な ギ は 
ト て か ト こ 

0 目 し た る 動 の 在 っ の の   遣 る た 自 責 
己 は 貴 行 、 な 徳 と と 先 任 

、 任 為 私 自   
低 う て 行 宮 

劣 こ も 左 党 閂 Ⅰ レしレし あス ㌧ さ と 、 は に 
の が そ 、 お 

自 、 の コ い 
覚 自 行 ギ て 
よ ら 為 ト 基 
り を を 白 襟 
も 「 眼 身 づ 責な転 た 根 低 差 の け 
木 男 し 午干 る 

的 」 て 為 れ 
な で い と て 

も あ る し い 
の る 神 て る 
と と に コ と 

の む し 百 村 ギ ぃ 

て 覚 し ト ラ   見 す て が こ 

出 る 弁 責 と って が存すこか ろ ろ と ど、 箇所 在 な 行為 され たの さ こ 萌 佳 が 
の と 在 し 弘 か り に う で い れ と の を で 
で で す て の ら 万 件 る な る な の 返 負 き 

け 条 答 う よ   
。 さ の 宙 は ら 実 ら で り を れ ばで可き 件が べ つ , 0 

こ れ で の か か と な は 、 自 な あ 能 も っ 

  



ぅ
 し
た
責
任
の
自
覚
は
、
認
識
の
確
実
性
の
意
識
の
次
 
元
よ
り
も
深
い
次
元
へ
と
「
私
」
を
導
く
。
「
…
…
 実
 際
 の
と
こ
ろ
、
自
由
の
 

道
徳
的
正
当
化
は
確
実
性
で
も
未
確
実
性
で
も
な
い
。
 
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
位
格
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
 
運
動
と
主
と
し
て
成
就
 

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
の
自
由
に
無
限
の
要
 
求
を
突
き
つ
け
る
こ
と
に
、
自
ら
の
自
由
に
対
し
徹
底
 
的
に
非
寛
容
的
で
あ
る
 

こ
と
に
存
す
る
」
 縛
 （
・
 

2
8
 

）
 
一
 
。
つ
ま
り
責
任
の
自
覚
は
 、
 絶
え
ざ
る
生
の
運
動
と
し
て
、
責
任
の
自
覚
を
重
ね
 
続
け
る
と
い
う
仕
方
で
 

の
み
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
認
識
の
正
当
化
の
よ
う
 
に
 確
実
性
を
手
に
し
て
終
局
を
み
る
も
の
で
は
な
い
の
 
で
あ
る
。
 

知
の
自
発
性
の
批
判
は
こ
こ
に
お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
 
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
て
、
我
々
は
 ム
フ
や
 
第
一
節
に
お
 い
て
立
て
た
問
い
に
 

答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
観
照
と
実
践
の
「
 
混
同
」
に
お
い
て
目
指
さ
れ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
 
現
 勢
 化
す
る
「
私
」
の
 行
 

為
 と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
第
三
節
の
 
ビ
戸
ふ
ゅ
 か
ら
の
 引
 m
 で
認
識
に
「
行
為
」
の
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
の
 
は
 偶
然
で
は
な
い
と
 思
 

わ
れ
る
。
物
理
的
・
身
体
的
行
為
に
限
ら
ず
、
発
話
 
行
 為
 、
認
識
の
み
な
ら
ず
反
省
的
思
惟
さ
え
も
、
そ
し
て
 
普
遍
的
な
位
格
を
持
っ
 

超
越
論
的
な
思
惟
で
さ
え
も
、
「
私
」
と
い
う
一
個
の
 主
観
の
行
為
と
し
て
し
か
存
在
の
内
に
現
れ
出
る
こ
と
 
は
な
い
 0
 従
っ
て
 、
行
 

為
の
概
念
，
」
そ
が
観
照
と
実
践
の
差
異
を
解
消
す
る
こ
 と
な
く
、
双
方
を
統
一
的
に
理
解
さ
せ
る
。
知
の
自
発
 
性
の
批
判
と
は
、
認
識
 

と
し
て
働
く
知
に
関
し
て
言
え
ば
、
認
識
の
帰
結
の
真
 
理
性
に
関
す
る
批
判
で
は
な
く
、
ま
た
認
識
能
力
の
 
批
判
で
も
な
く
、
「
認
識
 

す
る
」
と
い
う
 現
 働
の
行
為
の
自
発
性
に
対
す
る
批
判
 と
し
て
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
こ
の
批
判
は
、
認
識
批
判
に
 お
い
て
は
成
立
し
え
な
 

ぃ
 。
た
だ
し
、
二
つ
の
批
判
が
並
立
す
る
わ
け
で
は
な
 
ぃ
 。
認
識
は
「
私
」
の
意
識
に
お
い
て
の
み
現
勢
的
な
 
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
 

ゆ
え
自
発
性
の
批
判
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、
認
識
、
ひ
い
 
て
は
認
識
批
判
の
現
勢
的
な
あ
り
ょ
う
も
明
ら
か
に
な
 
る
こ
と
は
な
い
。
自
発
 

性
の
批
判
が
「
私
」
と
（
他
人
）
と
の
関
係
に
お
い
て
 
し
か
為
さ
れ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
関
係
こ
そ
が
 
根
 本
 的
な
位
置
を
与
え
る
 

れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   ス にお 
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が 
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な 
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さ
ら
に
、
責
任
は
包
括
的
把
握
を
横
溢
す
る
も
の
と
し
 
て
 理
解
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
自
由
と
責
任
の
一
致
と
し
 
て
の
「
私
」
の
存
在
 

も
ま
た
、
包
括
的
把
握
を
横
溢
す
る
。
観
照
と
実
践
 
と
 を
と
も
に
「
形
而
上
学
的
超
越
の
諸
様
相
」
と
し
て
 
扱
 う
 、
と
い
う
 レ
 ヴ
ィ
 ナ
 

ス
 0
 玉
張
の
理
由
は
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
双
方
 の
 「
混
同
」
と
し
て
の
行
為
に
お
い
て
、
思
惟
す
る
「
 我
 」
は
、
自
由
と
責
任
 

の
 一
致
と
し
て
の
自
ら
の
存
在
へ
と
不
可
避
的
に
関
っ
 て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
存
在
が
包
括
的
把
握
を
横
溢
 
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 

行
為
は
思
惟
の
内
在
を
越
え
出
る
も
の
へ
と
「
私
」
を
 
関
ら
せ
し
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
序
文
に
も
引
用
 
し
た
よ
 う
 に
 、
 「
そ
れ
を
 

思
惟
す
る
も
の
に
対
し
て
の
全
面
的
外
部
性
を
保
持
し
 
て
い
る
存
在
と
の
関
係
」
 宵
 H
.
N
o
.
 

ド
 
）
 
一
 「
超
越
そ
の
も
 の
 」
「
十
全
的
観
念
か
ら
 

の
 横
溢
」
 月
 H
.
m
o
-
 

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
 無
限
の
観
念
」
と
い
う
形
而
上
学
的
な
関
係
で
あ
る
 
。
行
為
は
、
思
惟
と
の
 

結
び
付
き
に
お
い
て
、
こ
の
「
無
限
の
観
念
」
の
超
越
 
の
形
式
を
具
体
的
に
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
 
て
 、
こ
の
思
惟
に
対
す
 

る
 
「
超
越
」
の
生
起
と
し
て
の
行
為
は
、
「
形
而
上
学
 
的
 超
越
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
「
私
」
と
（
他
人
）
と
の
関
り
に
は
、
常
に
「
 私
 」
の
責
任
の
問
題
が
伴
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
関
り
が
 

「
倫
理
的
」
と
言
わ
 

れ
る
理
由
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
言
 
う
 倫
理
 と
は
、
実
践
的
問
題
に
具
体
的
指
針
を
与
え
る
も
の
 
で
は
な
く
、
「
私
」
の
 行
 

為
の
存
在
そ
の
も
の
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
て
 
、
 ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
の
存
在
の
意
味
を
 
明
か
す
も
の
な
の
で
あ
 

る
 。
観
照
は
「
私
」
に
よ
る
観
照
と
し
て
し
か
現
勢
化
 
し
な
い
。
ま
た
実
践
も
「
私
」
の
実
践
的
行
為
に
お
 
い
 て
し
か
現
勢
化
し
な
 

ぃ
 。
観
照
も
実
践
も
共
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
 自
 由
 と
責
任
の
一
致
」
と
し
て
の
「
私
」
と
い
う
主
体
を
 
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
 



と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
で
あ
 
る
 。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
す
る
と
、
「
無
限
の
観
念
 」
は
こ
の
問
題
に
手
掛
 

か
り
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。
「
無
限
の
観
念
」
は
無
限
 に
つ
い
て
の
十
全
的
観
念
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
 
つ
ま
り
、
無
限
と
し
て
 

の
神
に
関
す
る
認
識
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
対
話
者
と
 
し
て
の
 
へ
 
他
人
）
に
関
す
る
認
識
は
成
立
し
な
い
。
 従
 っ
て
二
つ
の
関
係
は
認
 

識
の
不
可
能
性
に
お
い
て
共
通
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
 
。
ま
た
、
「
無
限
の
観
念
」
に
は
道
徳
的
低
劣
さ
の
 自
 寛
 が
介
在
し
て
い
る
。
 

ま
た
（
他
人
）
と
の
対
面
は
道
徳
的
意
識
の
成
立
の
場
 
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
既
に
デ
カ
ル
ト
の
言
う
神
と
の
 
関
り
と
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
 

の
 舌
口
 
う
 
（
他
人
）
と
の
倫
理
的
関
係
と
は
、
漠
然
と
は
 結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
 コ
ギ
ト
 の
道
徳
的
低
劣
さ
の
自
覚
は
（
他
人
 ）
と
の
関
係
の
よ
う
に
「
私
」
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
 
る
こ
と
は
な
い
。
 さ
 

ら
に
、
そ
も
そ
も
神
と
へ
他
人
）
は
明
ら
が
に
異
な
る
 
の
で
あ
っ
て
、
認
識
の
不
成
立
や
道
徳
性
の
介
在
の
み
 
で
 二
つ
の
関
係
の
結
び
 

付
き
を
説
明
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
 
0
 玉
帳
 は
、
 序
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
 と
 
（
他
人
）
と
の
関
り
 

が
な
け
れ
ば
神
と
の
関
り
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
も
の
 

と
し
て
の
問
い
は
、
 へ
 
他
人
）
と
の
対
話
に
お
い
て
 自
 見
 さ
れ
る
「
自
由
と
責
任
の
一
致
」
と
し
て
の
「
私
」
 

で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 二
つ
の
関
係
の
結
び
付
き
は
、
（
 他
人
）
と
の
倫
理
的
関
 

の
 存
在
の
理
解
が
 、
神
 

係
の
根
本
性
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
我
々
は
す
で
 
に
 一
定
の
理
解
を
導
き
 

出
し
て
い
る
。
責
任
と
「
私
」
の
存
在
の
結
び
付
き
で
 
あ
る
。
 コ
ギ
ト
 の
道
徳
的
低
劣
さ
の
自
覚
に
と
ど
ま
ら
 な
い
責
任
の
自
覚
が
あ
 

っ
て
は
じ
め
て
「
 我
 思
う
故
に
 我
 在
り
」
よ
り
深
い
「
 私
 」
の
存
在
の
意
味
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
 
そ
 れ
ゆ
え
、
我
々
の
課
題
 

さ 

て 

ム 

や 「 
我 
  
ま @ 
序 
@ 
お 
  
て   
刀て 

  
た 

取 口 

後 
  
問 
  
を 

検 
- 一 一 日、 寸 

す 
る 
  
  
と 

が 

で 
き 

よ 

つ , 0 

「 @   

と 

  
    

と 

  
関 
係 
が 
  

ホ知 払 
K 

(394) 
 
  

 

五
倫
理
的
関
係
と
超
越
者
と
の
関
係
 



レウィ ナス におけ 

と
の
関
り
に
お
い
て
な
に
ゆ
え
根
本
的
で
あ
る
と
言
え
 る
の
か
、
と
い
う
問
い
と
し
て
立
て
直
さ
れ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
 

「
私
」
の
存
在
の
根
本
的
な
理
解
が
 、
他
 な
る
存
在
と
 の
 認
識
関
係
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
 
と
は
重
要
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
認
識
と
は
異
な
る
次
元
で
あ
っ
た
と
し
て
も
 
、
「
私
」
の
責
任
を
理
解
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
 存
在
の
根
本
的
な
意
味
 

の
 理
解
に
導
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
仮
に
神
 
を
 認
識
さ
れ
得
な
い
も
の
と
し
て
措
定
し
た
と
し
て
も
 、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
真
意
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
無
限
は
語
る
の
で
あ
り
、
神
話
的
で
 立
ち
向
か
う
こ
と
が
 不
 

可
能
で
自
我
を
そ
の
見
え
な
い
網
に
捕
ら
え
る
よ
う
な
 形
式
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
無
限
は
 
ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 ゼ
 的
で
は
な
い
。
無
限
 

に
 近
づ
く
自
我
は
、
そ
れ
に
触
れ
て
も
無
化
さ
れ
る
こ
 
と
は
な
い
し
、
自
己
の
外
へ
と
運
び
去
ら
れ
る
こ
と
も
 
な
い
。
分
離
さ
れ
た
ま
 

ま
に
と
ど
ま
り
、
自
己
に
関
る
態
度
を
保
っ
て
い
る
。
 

超
越
は
参
与
 
G
 円
 （
 
@
n
 
逼
の
（
 
@
0
 
已
に
よ
る
超
越
 者
と
の
合
一
と
は
異
な
 

る
 」
 縛
 （
・
 

4
 
の
 
-
 と
い
う
仕
方
で
、
神
と
の
関
り
に
つ
い
 て
の
自
ら
の
立
場
を
明
確
に
す
る
が
、
そ
こ
で
区
別
さ
 
れ
て
い
る
の
は
、
 伸
 そ
 

の
も
の
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
神
へ
と
関
る
者
と
し
て
 の
 
「
私
」
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
神
が
認
識
さ
れ
 得
 な
い
と
い
う
点
で
は
、
 

題
非
 ムロ
 
理
 的
な
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 と
の
関
係
や
、
あ
る
い
 は
 税
目
的
な
参
与
の
関
係
も
同
じ
で
あ
る
。
 
ヌ
 ミ
ノ
 ｜
 ゼ
 と
の
関
り
や
参
与
が
否
定
 

 
 

 
 

の
で
あ
っ
て
も
、
自
我
が
「
 無
 化
さ
れ
る
こ
と
は
な
 い
 」
「
自
己
の
外
へ
と
運
び
 去
 

蝦
 
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
」
あ
り
方
、
ま
た
自
我
が
神
 
と
 合
一
す
る
こ
と
な
く
「
分
離
」
さ
れ
て
い
る
あ
り
方
 

つ
ま
り
忌
避
で
き
な
い
 責
 

瑞
 
任
を
含
む
「
私
」
の
存
在
の
理
解
に
至
る
こ
と
は
 
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

従
っ
て
 、
 神
が
認
識
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
、
裏
を
 返
せ
ば
「
私
」
を
有
限
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
 
だ
け
で
は
十
分
で
は
 

な
い
。
そ
れ
は
、
神
と
人
間
と
の
差
異
な
い
し
 
他
 性
を
 形
式
的
に
理
解
さ
せ
る
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
 
で
、
序
文
で
引
用
し
た
 

「
形
式
」
と
「
内
容
」
の
問
題
に
一
定
の
決
着
を
つ
け
 る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
再
び
引
用
す
る
な
ら
、
「
神
学
 的
 諸
概
念
は
、
倫
理
か
 

  



ら
そ
れ
ら
の
意
味
を
引
出
す
の
で
な
け
れ
 ば
 、
空
虚
で
 形
式
的
な
制
約
に
と
ど
ま
る
。
カ
ン
ト
が
悟
性
の
領
域
 
に
お
い
て
感
性
的
経
験
 

に
 与
え
た
役
割
は
、
形
而
上
学
に
お
い
て
は
、
人
間
間
 
の
 諸
関
係
に
帰
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
道
徳
的
諸
関
係
 
を
 起
点
と
し
て
こ
そ
、
 

一
切
の
形
而
上
学
的
な
主
張
は
（
精
神
的
な
）
意
味
を
 得
る
の
で
あ
り
、
諸
事
物
に
と
ら
わ
れ
参
与
の
犠
牲
 
と
 な
っ
た
想
像
力
が
我
々
 

の
 諸
概
念
に
負
わ
せ
た
一
切
の
も
の
か
ら
浄
化
さ
れ
る
 
の
で
あ
る
」
 コ
リ
ヴ
簿
 

・
 
5
 
ド
 
-
 と
 舌
口
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
 
、
「
私
」
の
責
任
の
自
 

覚
 へ
と
導
く
へ
他
人
）
と
の
関
係
が
な
け
れ
ば
、
い
か
 な
る
神
と
の
関
係
も
形
式
的
で
空
虚
な
も
の
に
す
ぎ
な
   

ン
ト
 の
第
一
批
判
に
お
け
る
感
性
の
役
割
に
な
ぞ
ら
え
 ら
れ
る
の
で
あ
る
。
認
識
に
お
い
て
、
も
し
形
式
に
対
 
す
る
内
容
と
し
て
の
感
 

性
的
経
験
の
役
割
を
過
小
評
価
す
る
な
ら
、
構
想
 
力
は
 無
差
別
な
想
像
力
と
し
て
飛
翔
 し
 、
認
識
者
は
超
越
者
 と
 自
ら
の
ム
ロ
 一
 を
認
識
 

と
し
て
思
い
描
く
錯
誤
も
可
能
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
 、
 神
と
の
関
り
に
関
す
る
形
式
的
な
理
解
が
あ
っ
て
は
 
じ
め
て
、
神
と
の
関
り
 

が
あ
る
の
で
あ
っ
て
 、
 （
他
人
）
と
の
倫
理
的
関
係
 そ
 れ
 自
体
で
は
決
し
て
神
と
の
関
り
で
は
あ
り
え
な
 

し
か
し
事
物
で
す
ら
も
 

有
限
な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
が
有
限
で
あ
る
と
の
 
認
 識
は
人
間
と
神
と
の
関
り
と
し
て
の
内
実
を
伴
わ
な
 
い
 形
式
的
な
も
の
で
あ
 

る
 。
有
限
性
が
道
徳
的
低
劣
さ
の
自
覚
へ
と
深
め
ら
れ
 
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
（
他
人
）
と
の
関
り
を
 通
 し
て
「
私
」
の
存
在
が
 

責
任
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
に
よ
っ
て
、
事
物
 
と
 神
と
の
関
り
と
は
異
な
る
人
間
と
神
と
の
関
り
、
 
す
 な
わ
ち
不
精
神
的
な
）
 

関
り
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
倫
理
 
的
な
意
味
を
内
容
と
し
て
含
ま
な
い
形
式
的
な
超
越
 
の
 関
係
は
 、
 「
い
つ
ま
で
 

も
 原
始
的
な
宗
教
の
形
式
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
 
、
宗
教
の
優
れ
た
形
式
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
 
一
二
Ⅰ
 

山
 
・
 
5
2
@
 
 

と
舌
口
わ
れ
る
 

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
倫
理
を
根
本
に
お
い
て
こ
そ
、
 事
物
と
ほ
異
な
る
人
間
の
精
神
の
意
義
を
十
分
に
理
解
 
し
た
宗
教
で
あ
る
と
 考
 

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

  



こ
う
し
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
想
に
お
い
て
は
、
一
見
 
ゐ
示
 
教
は
積
極
的
な
意
義
を
持
た
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
 
る
 。
「
私
」
の
存
在
が
 

神
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
言
明
さ
れ
る
 
わ
け
で
も
、
ま
た
倫
理
は
神
の
存
在
に
よ
っ
て
可
能
と
 
な
る
、
 と
 @
 
二
ロ
わ
れ
る
わ
 

け
で
も
な
い
。
倫
理
的
関
係
を
通
し
て
神
と
関
る
の
で
 
あ
る
な
ら
、
な
に
ゆ
え
神
に
つ
い
て
語
る
の
だ
ろ
う
か
 
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
 

な
ら
、
神
の
存
在
証
明
は
決
定
的
な
基
盤
で
あ
る
。
 
こ
 れ
に
対
し
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
「
無
限
の
観
念
」
に
 
つ
 い
 て
 舌
口
 
及
 す
る
 か
 
り
は
、
 け
 

つ
 し
て
神
の
存
在
証
明
に
導
か
れ
る
た
め
で
は
な
い
。
 
で
は
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
無
限
の
観
念
」
に
舌
口
 
及
 す
る
の
 で
あ
ろ
う
か
。
 

一
つ
に
は
、
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
「
無
限
の
観
念
」
 に
よ
る
神
と
の
関
り
が
、
認
識
批
判
と
は
異
な
る
 
自
 発
 性
の
批
判
の
一
 つ
 

0
 タ
イ
プ
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
 
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
 我
 思
う
故
に
 我
 在
り
」
 

か
ら
神
に
出
会
う
ま
で
の
 コ
ギ
ト
 の
歩
み
そ
の
も
の
が
 、
人
間
の
知
の
あ
り
よ
 う
 の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
も
 の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
 

題
 

い
る
の
で
あ
る
。
 コ
ギ
ト
 の
歩
ん
だ
こ
の
過
程
は
 論
理
的
循
環
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
論
理
的
に
は
 
コ
ギ
 ト
の
 存
在
は
神
に
よ
っ
て
 支
 

 
 

あ
る
が
ゆ
え
に
退
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
 
て
い
る
。
「
存
在
の
原
因
は
 、
 

 
 

神
の
存
在
を
証
明
す
る
よ
り
も
前
に
、
「
 我
 思
う
故
に
 我
 在
り
」
と
自
ら
の
存
在
を
 

七
本
 

ぬ
 
あ
た
か
も
原
因
が
結
果
に
後
続
す
る
か
の
 
よ
う
 に
 、
結
果
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
か
認
識
さ
れ
る
」
 

一
 
コ
 ・
 
2
4
-
 

と
い
う
こ
の
逆
説
こ
 

 
 ，

そ
 
無
限
者
の
思
惟
か
ら
「
分
離
」
さ
れ
た
有
限
 
者
の
思
惟
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
限
者
 の
 思
惟
は
無
限
者
の
思
惟
 と
 

 
 

 
 

ナ
 
し
て
始
ま
る
の
で
は
な
い
。
「
デ
カ
ル
ト
的
循
環
」
 は
 単
な
る
思
想
の
末
 執
 さ
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
 人
間
の
知
の
あ
り
よ
う
そ
の
 

 
 

の
も
の
と
し
て
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
理
解
し
て
い
る
。
 

  

結
び
 



さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
分
離
」
さ
れ
た
存
在
と
 
し
て
の
有
限
者
が
、
無
神
論
者
で
あ
る
と
舌
口
わ
れ
る
 @
 
」
と
で
あ
る
。
「
悪
神
 

論
 と
い
う
こ
と
で
我
々
は
、
神
的
な
も
の
の
否
定
な
ら
 び
に
肯
定
に
先
立
っ
位
置
を
、
参
与
の
断
絶
を
理
解
し
 
て
い
る
。
そ
の
断
絶
を
 

起
点
と
し
て
、
自
我
は
自
ら
を
自
同
者
市
ヨ
 0
 ヨ
③
 
と
し
て
、
ま
た
自
我
と
し
て
措
定
す
る
」
 
吠
 （
・
 
お
 1
 
の
。
 
一
 
。
「
 我
 思
う
故
に
 我
在
 

り
 」
と
い
う
自
己
措
定
こ
そ
が
、
超
越
考
へ
参
与
す
る
 
こ
と
の
な
い
人
間
の
あ
り
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 
こ
 の
 自
己
措
定
は
神
の
存
 

在
を
前
提
と
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
神
と
出
会
う
保
証
が
 
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
 コ
ギ
ト
 が
こ
の
よ
う
 な
 者
と
し
て
自
己
措
定
 

し
た
か
ら
こ
そ
、
神
の
前
に
「
罪
悪
」
を
感
じ
る
こ
と
 
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
無
神
論
は
単
に
否
定
 
的
な
意
味
を
持
っ
の
で
 

は
な
い
。
 

倫
理
を
根
本
に
置
く
宗
教
理
解
は
、
倫
理
の
前
提
と
し
 
て
 宗
教
を
立
て
る
こ
と
が
な
い
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
 血
 一
 
神
論
の
可
能
性
へ
も
 

開
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
逆
説
的
な
こ
と
で
あ
る
が
、
 
無
神
論
へ
と
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
神
と
の
関
係
に
と
 
っ
て
重
要
な
も
の
と
し
 

て
 評
価
さ
れ
て
い
る
。
「
全
体
性
と
無
限
」
出
版
の
四
年
 前
の
 ユ
ダ
ヤ
教
に
関
す
る
講
演
の
な
か
で
、
 
レ
 ヴ
ィ
 ナ
ス
 は
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
 

の
 塑
性
 を
ヌ
 ミ
ノ
ー
ゼ
的
な
塑
性
と
区
別
し
、
腕
白
 的
 な
 神
と
の
関
り
を
退
け
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
 
い
ろ
。
「
人
間
が
自
立
 

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
知
解
可
能
な
現
実
に
 
対
し
て
人
間
が
知
性
的
に
現
前
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
 
て
、
 突
き
つ
め
た
仕
方
 

で
 主
張
し
、
ま
た
聖
な
る
も
の
の
 ヌ
 ミ
ノ
ー
ゼ
的
な
観
 念
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
無
神
論
の
危
険
を
は
ら
ん
で
 
い
る
。
そ
の
危
険
に
立
 

 
 

ち
 向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
危
険
を
経
て
の
 
み
 人
間
は
（
超
越
者
）
に
つ
い
て
の
精
神
的
な
観
念
へ
 
と
古
同
 
め
ら
れ
る
こ
と
が
 

 
 

で
き
る
。
…
実
際
、
次
の
よ
う
に
問
う
こ
と
が
で
き
 

る
 。
西
洋
的
精
神
と
は
、
つ
ま
り
哲
学
と
は
、
結
局
の
 
と
こ
ろ
無
神
論
の
危
険
 

を
 受
け
入
れ
る
人
間
性
の
姿
勢
で
は
な
い
の
か
。
 無
神
 論
の
危
険
を
犯
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
自
ら
の
成
熟
を
代
 
償
 と
し
て
で
も
乗
り
越
 

え
る
人
間
性
の
姿
勢
で
は
な
い
の
か
」
 

一
 
9
-
 一
 
傍
点
引
用
者
一
。
 つ
ま
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
神
と
の
神
秘
的
 ム
ロ
一
 
や
 参
与
を
否
定
す
   



  宗教の問題 

  丁 注 2           
原 も 引 

不 - 又 の 月     
き 文 隈 主 語る 全 

頭 。 て   拙   
  

  
念 ） 
  
  
ヘ 一 コ ド 六 こ 

し箇   
であ は 

    
  

で一 て一   
小 小 し し     あ 

ゼの ゼ   の   
る 。 

ま ま   り り Ⅰ Ⅰ       Ⅰ 仁の の s   ア @ Z 一 
括           

  曲 曲 た一               日立 @ 木 

ム ム 
  
訳     

正 正 上   筆 
訳 訳 者 

  「 全 「 存 補 
柱 体 足 
す @ 生   と る   

  

の ィ の と き と し 険 る 

こ
と
に
お
い
て
、
神
と
の
あ
ら
か
じ
め
の
絶
対
的
関
り
 

の
 保
証
を
措
定
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
無
神
 

論
 に
陥
っ
て
い
く
 
危
 

を
は
ら
む
。
し
か
し
そ
の
危
険
を
あ
え
て
引
き
受
け
さ
 

ら
に
乗
り
越
え
る
こ
と
で
、
人
間
は
神
と
の
関
係
の
非
 

ム
 
日
興
的
理
解
を
一
掃
 

、
 神
と
の
関
係
に
精
神
的
な
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
 

き
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
間
精
神
の
あ
り
方
に
お
い
 

て
 ユ
ダ
ヤ
教
 と
 哲
学
 

の
 接
点
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
 

人
間
の
知
と
し
て
、
無
神
論
に
至
る
ま
で
に
自
立
的
に
 

成
 執
す
る
こ
と
が
で
 

る
 。
た
と
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
 
コ
ギ
ト
 は
 、
 神
を
も
 疑
 う
こ
と
に
よ
り
絶
対
に
確
実
な
一
点
と
し
て
の
「
考
え
 

る
我
 」
を
見
出
す
 ，
 
」
 

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 
血
神
 論
の
成
熟
 は
決
 し
て
柚
釜
 
局
味
 で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
 
成
 執
を
絶
対
化
 す
る
こ
と
が
で
き
る
 

だ
ろ
う
か
。
無
神
論
に
陥
っ
た
自
ら
を
乗
り
越
え
る
こ
 

ナ
ス
 は
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
「
私
」
の
 

存
在
の
理
解
を
自
由
と
責
任
の
問
題
に
限
定
し
て
考
察
 

と
に
よ
っ
て
よ
り
深
い
「
人
間
性
」
が
開
か
れ
る
の
で
 

を
 展
開
し
た
。
 ム
 
「
 
後
 

は
な
い
か
、
 と
 レ
 ダ
 

課
題
と
し
て
、
彼
の
舌
口
 

う
 「
人
間
性
」
「
精
神
」
へ
と
 

視
野
を
広
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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て 。 教 

自 を 日 

外 信 奉   
宗 し は 
教 て 宗 
に い 教 
つ る 心   
て い 低 
尋 う い 

ね 人 国 
ら は 民 
れ 全 で 
た 体 あ 
と め る 
き 三 と 

レ こ三 吉Ⅱ よ 
無 ほ く   示 教で と 。 わ い 

と あ れ 
答 り る 

@  "  」 "  @  穿ミ 。 

際、 訪し れは 
が 欧 さ 

ら 米 ま 

れ 冬 ざ 
た 国 ま 

り と な 
怪 比 せ 

しべ論 まて 調 
れ か 査 
た な の 

り り 結 
し 仮 果 
た い を 

と 数 見 
い 値 る 
ぅ で と 

言舌 あ   

も る 日 

頻 。 本 
繁 ま 人 
に た で 
耳 、 何 
に 海 か 
す 外 宗 

  

杉
山
幸
子
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
民
俗
宗
教
を
歴
史
宗
教
や
新
宗
教
の
基
層
に
息
 
づ
く
も
の
と
と
ら
え
た
場
合
、
特
定
の
信
仰
を
も
っ
た
人
の
宗
 
放
心
 は
、
 少
な
く
と
も
 

そ
の
信
仰
と
民
俗
宗
教
と
の
二
重
の
層
か
ら
成
り
立
っ
こ
と
に
な
 
る
 。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
信
仰
と
し
て
モ
ル
モ
ン
教
を
取
り
上
 
げ
て
、
東
北
地
方
の
 

三
つ
の
教
会
に
所
属
す
る
信
者
を
対
象
に
質
問
紙
調
査
を
行
い
、
 

モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
と
日
本
人
の
民
俗
宗
教
性
と
が
ど
の
よ
う
 
に
 分
化
・
関
連
し
 
、
 

そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
要
因
が
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
 検
 訂
 し
た
。
そ
の
結
果
、
民
俗
宗
教
性
は
広
範
な
民
俗
宗
教
意
識
、
 

俗
信
・
 タ
 タ
リ
 意
 

識
 、
現
世
利
益
的
行
動
の
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
、
後
二
者
は
 民
俗
宗
教
意
識
と
プ
ラ
ス
の
相
関
を
、
モ
ル
モ
ン
信
仰
と
は
 て
 イ
ナ
ス
の
 柑
関
 を
有
 

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
宗
教
心
の
世
代
間
差
異
に
注
目
 
し
た
と
こ
ろ
、
男
性
の
二
世
信
者
に
い
わ
ゆ
る
「
信
仰
離
れ
」
 

の
 傾
向
が
認
め
ら
れ
 

た
 。
そ
の
他
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
年
齢
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
 か
っ
た
が
、
入
信
後
年
数
が
長
く
な
る
と
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
 
が
 強
く
な
り
、
逆
に
 

民
俗
宗
教
性
は
弱
く
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
モ
ル
モ
ン
教
、
民
俗
宗
教
性
、
民
俗
宗
教
 意
 識
 、
俗
信
・
 
タ
 タ
リ
意
識
、
現
世
利
益
的
行
動
、
世
代
間
差
異
 

一
間
頭
 

外
来
宗
教
と
民
俗
宗
教
と
の
ダ
イ
ナ
、
 、
ト
 
ク
ス
 

ー
モ
ル
モ
ン
教
徒
の
世
代
に
よ
る
変
化
を
中
、
心
に
 
c
 

 
 



数
 に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
 

る
 。
山
折
哲
雄
に
 よ
 る
と
、
 

宗
教
を
問
 い
 信
仰
を
問
 う
 

な
 決
断
を
要
請
す
る
も
の
 

こ
 

と
は
い
つ
ま
で
も
な
い
。
 

宗
教
を
信
じ
る
こ
と
を
こ
の
 

態
度
を
省
み
た
と
き
、
自
ら
を
 

社
に
も
お
寺
に
も
行
き
、
し
か
 

リ
ス
ト
 教
 的
な
ま
な
ざ
し
に
は
 

し
か
し
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
 

も
ま
た
日
本
人
の
中
に
は
存
在
 

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
に
 

い
、
あ
る
特
定
の
立
場
や
 イ
デ
 

非
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
 非
 一
神
教
芭
の
信
仰
態
度
を
と
 ら
え
る
の
に
適
切
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
 

こ
と
は
、
い
ず
れ
か
の
教
派
や
宗
派
に
排
他
的
に
所
属
 
す
る
こ
と
の
如
何
を
問
い
、
何
よ
り
も
主
体
的
 

だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
い
が
キ
リ
ス
ト
教
的
 
思
考
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
 

よ
う
に
「
主
体
的
か
つ
排
他
的
」
 な
 キ
リ
ス
ト
教
的
態
 度
 と
し
て
と
ら
え
る
と
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
 

「
仲
ヱ
示
教
」
と
す
る
見
方
が
生
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
 
で
は
な
い
。
季
節
の
折
々
や
儀
式
に
よ
っ
て
 神
 

も
あ
え
て
積
極
的
な
意
志
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
、
 
そ
 れ
が
伝
統
や
慣
習
だ
か
ら
と
い
う
の
で
は
、
 キ
 

「
あ
ま
り
に
も
い
い
加
減
」
と
映
る
か
ら
で
あ
る
。
 

受
け
身
な
見
方
だ
け
で
な
く
、
特
定
の
宗
教
を
排
他
的
 
に
 信
じ
る
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に
嫌
う
傾
向
 

す
る
。
 い
 わ
ゆ
る
「
日
本
教
」
論
に
示
さ
れ
る
知
見
だ
 が
 、
日
本
人
は
宗
教
に
寛
容
な
よ
う
で
い
て
 決
 

は
 世
間
一
般
主
日
な
ら
村
落
共
同
体
）
の
常
識
に
沿
っ
 
て
 自
己
玉
帳
せ
ず
に
生
き
る
こ
と
を
大
切
に
思
 

オ
ロ
ギ
ー
を
絶
対
視
す
る
こ
と
を
忌
み
嫌
う
傾
向
が
あ
 
る
 。
宗
教
に
つ
い
て
は
、
他
の
宗
派
を
認
め
、
 

 
 

入
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
仝
 小
 教
を
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
 あ
り
方
に
つ
い
て
の
概
念
も
い
わ
ば
外
か
ら
来
た
も
の
 

  

    る   
閑 か 

  
は 一 万 
闇 で 
単   
に 二 「 七ヨ 

  

  
ヵしよ、 。 と考 

" 二 % 

  
  
に無 そ も （ 

0  レ教 万く 

  
ジ あ 

ョ る     
観 照 
訳 神 
の 論 
た 者 
の む   
嘆 か 
五   
口口 

か と 

ち い 
尊 う 

  



外来宗教と民俗宗教   
裕
巳
は
そ
う
し
た
日
本
的
な
宗
教
観
に
つ
い
て
、
そ
の
 
仏
教
的
な
表
現
が
「
 空
 」
で
あ
り
、
神
道
的
な
表
現
で
 は
 
「
舌
口
挙
げ
せ
ず
」
に
 

 
 

し
た
が
っ
て
、
日
本
人
の
一
見
 無
 宗
教
な
態
度
の
裏
に
 は
、
 外
か
ら
の
規
範
に
照
ら
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
 
や
や
自
虐
的
な
気
分
 

と
 、
そ
の
規
範
自
体
を
拒
否
す
る
気
持
ち
の
両
方
が
存
 
在
す
る
と
 い
 え
よ
 う
 。
 

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
規
範
を
排
他
的
と
は
い
っ
て
 も
 、
実
際
の
と
こ
ろ
、
欧
米
人
の
信
仰
も
決
し
て
純
粋
 
に
 キ
リ
ス
ト
教
の
み
 

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
 生
誕
を
祝
う
ク
リ
ス
マ
ス
が
 、
 実
は
キ
リ
ス
ト
教
伝
来
 以
 一
明
 
の
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
 

冬
至
の
祭
り
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
 
う
 に
、
キ
リ
ス
ト
 教
の
中
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
宗
教
的
要
素
が
入
り
 
混
じ
っ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
い
え
ば
、
島
田
も
い
う
 
よ
う
に
、
欧
米
よ
り
も
日
本
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
ほ
う
 
が
む
し
ろ
純
粋
で
 真
 

面
目
な
信
仰
を
保
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
 
こ
れ
は
、
日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
 い
 わ
ゆ
る
知
識
 階
 級
を
中
心
に
広
が
り
、
 

し
か
も
あ
ま
り
勢
力
を
拡
大
せ
ず
に
少
数
派
（
大
口
の
 
一
 % 未
満
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
 

葬
儀
に
 注
 

目
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
が
日
本
の
伝
統
的
な
 葬
送
儀
礼
と
の
接
触
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
 
か
を
示
し
た
研
究
も
見
 

ど
ん
な
信
仰
も
「
土
着
化
」
の
過
程
 
で
ま
っ
た
く
変
化
を
被
ら
な
い
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
 不
 可
能
で
あ
る
。
特
に
死
 

に
ま
つ
わ
る
思
考
や
行
動
は
宗
教
の
核
と
も
い
う
べ
き
 部
分
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
土
着
の
信
仰
の
根
も
深
く
 
、
 外
来
の
信
仰
に
よ
っ
て
 

置
き
換
え
る
の
が
困
難
な
部
分
で
あ
ろ
う
。
大
 濱
 徹
也
 は
 、
普
遍
的
な
キ
リ
ス
ト
教
 像
 に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
こ
 そ
が
誤
り
で
あ
り
、
 

む
 

し
ろ
「
文
化
的
抗
体
」
を
経
て
形
成
さ
れ
た
「
日
本
の
 
キ
リ
ス
ト
教
」
が
ど
う
あ
っ
た
か
を
積
極
的
に
検
討
す
 
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
 

  

伝
統
を
尊
重
す
る
も
の
に
対
し
て
は
寛
容
だ
が
、
例
え
 
ば
 仏
壇
を
壊
す
よ
う
な
宗
派
の
こ
と
は
徹
底
的
に
排
除
 
し
ょ
う
と
す
る
。
島
田
 



一
般
に
モ
ル
モ
ン
教
と
か
モ
ル
モ
ン
教
徒
と
称
さ
れ
る
 

の
は
、
彼
ら
が
モ
ル
モ
 一
 
最
近
の
訳
で
は
モ
ル
 

モ
ン
 圭
こ
 と
い
う
聖
典
 

モ
ル
モ
ン
教
は
正
式
名
称
を
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
キ
リ
ス
 

ト
 数
ム
 
ム
 一
の
 
ア
 
/
r
e
 

ア
 o
h
 

目
の
の
 

/
 の
の
町
 
ガ
 （
 o
h
 
ド
曲
侍
 

侍
 
り
 
ロ
ム
 

レ
 
㏄
 

 
 

  
と た タ     て 論 

の め イ そ で 
二 化 に ナ か は 

  
け ぃ 達 明 闇 と 

  。 い よ て ン 

教 こ う み 教 
と 試 た な 
と み い 取 
" る 。 り 

日 。 そ 上 
木 モ め げ 
で ル 襟 、 

め そ 、 質 

歴 ン 世 間 
史 教 伏 組 
が な に 調 

上ヒ 村 よ 査 
較 象 る の 
的 に 変 結 
新 選 化 果 
し ん に @ こ 

ぃ だ 注 基 
た の 目 づ 
め は す い 

に 、 る て 
  キ こ   

切 り と 信 
代 ス で 者   
信 教 二 民 
者 系 つ 俗 

宗教性 と二代 の外来 のタイ 

目 の プ の 

以 宗 の 種 

降 ので教、 教案 度 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
よ
う
 

を
与
え
る
土
着
の
信
仰
で
あ
り
、
 

ム
ロ
、
そ
の
担
い
手
が
民
衆
で
あ
る
 

影
響
を
免
れ
な
い
と
す
る
と
、
 

た
 

-
6
-
 

い
え
る
だ
ろ
う
。
 

な
 世
界
一
歴
史
）
宗
教
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
新
奈
 
教
の
根
底
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
強
い
影
響
 

ま
た
そ
れ
自
体
に
歴
史
宗
教
の
要
素
を
濃
厚
に
含
ん
だ
 
も
の
と
考
え
る
。
民
俗
宗
教
を
考
え
る
 
場
 

と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ど
ん
な
 
宗
教
も
土
着
化
の
過
程
で
民
俗
宗
教
か
ら
の
 

と
え
宗
教
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
そ
の
土
地
に
生
ま
れ
 
育
つ
限
り
、
民
俗
宗
教
と
無
縁
で
は
な
い
と
 

と 

を そう 示   
た て 
イ一 言 @ @ 

  
変 

容 
@ 
つ 
  
て 
考 
え 

る 

土場 

@- 

口 , 

重 
要 
な 
  
が 

民 
    

万ヰ 笘 
と 

  

ぅ概 

念 ，、 

で 
あ 
る 

民 
    

不皓秩 

c 
つ 
  
て 

  
  
    
で 

  

二
代
、
三
代
の
信
者
に
な
る
に
つ
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
 イ
エ
 の
宗
旨
化
し
、
初
代
が
切
り
捨
て
た
習
俗
を
逆
に
 取
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
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外来宗教と民俗示教とのダイナミクス 

催 す 
- 、 る @ 」 

モ 人 の 
ル 種 よ 

モ 美 う @ 
教 は 、 
徒 長 モ 
と ら か 

し く そ 

ン教 て、 存在   
プ 、 ア 
テ ア メ   
ス リ カ   
授 内 の 
け の 歴 
る 公 吏 
な 展 観 
ど 権 を 

さ 通 有 

し、ま の吉岡まざま 諦鋤 

な ま た 
， し り 

と や 伝 
を 第 統 
行 三 的 
う 世 に 
た 界 白 
め へ 人   
別教主 一の 義 
が 推 の 

与 造 立 
え の 場 
ら 結 を   
の 里   
は 人 里     

一 O 神村 もに 

  

た
の
が
レ
ー
マ
ン
 人
 、
す
な
わ
ち
後
の
ア
メ
リ
カ
・
 イ
 ン
デ
ィ
ア
ン
だ
と
い
う
。
 

の
 教
え
を
守
っ
た
の
が
白
人
の
ニ
ー
フ
ァ
イ
 大
 、
神
の
 教
え
を
離
れ
て
ニ
ー
フ
ァ
イ
人
を
滅
ぼ
し
、
そ
の
た
め
 
に
 肌
の
色
が
黒
く
な
っ
 

0
 年
 、
エ
ル
サ
レ
ム
の
地
を
離
れ
る
よ
う
神
か
ら
命
じ
 
ら
れ
た
リ
ー
ハ
イ
と
そ
の
家
族
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
移
 
住
し
、
そ
の
子
孫
で
 神
 

モ
ル
モ
ン
教
は
、
そ
も
そ
も
教
義
の
上
で
も
き
わ
め
て
 
「
ア
メ
リ
カ
的
」
 
な
 宗
教
で
あ
る
。
モ
ル
モ
ン
書
に
よ
 る
と
、
紀
元
前
六
 0
 

 
 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
新
し
い
宗
教
で
あ
り
、
ま
た
、
 
有
名
な
一
夫
多
妻
の
問
題
を
中
心
と
し
て
、
長
く
国
家
 
と
 対
立
し
迫
害
を
受
 

 
 

け
た
「
セ
ク
ト
的
宗
教
」
と
し
て
の
過
去
を
有
す
る
に
 
も
 関
わ
ら
ず
、
現
在
の
モ
ル
モ
ン
教
の
最
大
の
特
徴
は
 
そ
の
「
保
守
性
」
に
あ
 

る
と
い
え
る
。
政
治
的
に
は
あ
く
ま
で
国
家
に
忠
実
で
 
あ
り
、
湾
岸
戦
争
時
に
は
海
外
派
兵
に
も
積
極
的
に
応
 
じ
た
。
こ
の
 ょ
う
 な
 モ
 

 
 

ル
モ
ン
教
の
現
状
を
、
 

森
 孝
一
は
「
ア
メ
リ
カ
の
見
え
 ざ
る
国
教
」
化
と
い
う
。
 

苗
 0
0
 
ヰ
 0
 （
 ま
 0
 「
 ヨ
 0
 已
を
用
い
る
故
で
あ
る
。
 

モ
ル
モ
ン
教
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
 
し
な
い
 

期
 、
天
理
教
の
立
教
の
八
年
前
に
当
た
る
）
と
い
う
 
比
 較
的
 新
し
 

て
 ア
メ
リ
カ
ム
国
衆
国
で
誕
生
し
た
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
 
で
あ
る
。
 

り
 、
一
般
に
キ
リ
ス
ト
教
の
一
派
と
見
な
さ
れ
て
い
る
  
 

-
9
-
 

も
す
る
。
 

が
 、
ま
ず
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
一
八
三
 0
 年
 
（
日
本
 で
は
江
戸
 末
 

い
 時
期
に
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ス
ミ
ス
と
い
う
一
人
の
白
人
 
土
日
午
Ⅰ
に
よ
っ
 

つ
ま
り
、
モ
ル
モ
ン
教
は
日
本
式
に
言
え
ば
「
新
宗
教
 」
な
の
で
あ
 

ア
メ
リ
カ
の
世
論
調
査
で
は
「
そ
の
他
の
宗
教
」
に
 分
 類
さ
れ
た
り
 



そ
れ
に
対
し
て
、
モ
ル
モ
ン
教
の
場
合
、
ま
さ
し
く
 
キ
 リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
沿
っ
て
、
い
く
つ
か
の
明
確
な
 
戒
 律
 
（
律
法
）
が
存
在
 

す
る
。
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
安
息
日
（
日
曜
 
日
 に
は
仕
事
や
レ
ジ
ャ
ー
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
 
を
 守
る
た
め
に
仕
事
を
 

変
え
る
人
も
珍
し
く
な
い
と
い
う
）
、
知
恵
の
舌
口
業
（
 
酒
 、
タ
バ
コ
、
コ
ー
ヒ
Ⅰ
お
茶
な
ど
の
刺
激
物
を
摂
 
放
 し
て
は
な
ら
な
い
）
 、
 

純
潔
（
性
的
な
力
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
夫
婦
の
間
 
で
の
み
認
め
ら
れ
る
）
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
仲
介
 
の
 一
の
律
法
（
信
者
は
全
 

年
前
の
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
、
白
人
で
も
黒
人
で
も
 
女
性
に
は
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
）
。
 

こ
う
し
た
モ
ル
モ
ン
教
の
白
人
中
心
主
義
を
考
え
る
と
 
意
外
な
感
も
あ
る
が
、
非
白
人
圏
へ
の
布
教
は
古
く
 
か
ら
活
発
に
行
わ
れ
 

た
 。
日
本
に
初
め
て
宣
教
師
が
訪
れ
た
の
は
一
九
 0
 
一
 年
 の
こ
と
で
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
前
後
の
二
十
数
年
間
 
は
 中
断
さ
れ
た
が
、
 

一
 

-
 
ば
 -
 

九
四
八
年
に
は
再
開
し
、
一
九
 セ
 0
 年
の
大
阪
万
博
に
 参
加
し
た
の
を
契
機
に
飛
躍
的
に
教
勢
を
拡
大
し
た
。
 
一
九
八
 0
 年
に
は
東
京
 

の
 麻
布
に
東
洋
初
の
神
殿
で
あ
る
「
東
京
神
殿
」
が
 
建
 設
 さ
れ
、
そ
れ
ま
で
海
外
の
神
殿
に
出
向
か
な
け
れ
ば
 
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
 さ
 

ま
ざ
ま
な
儀
式
が
国
内
で
も
可
能
に
な
っ
た
。
 

 
 

筆
者
の
聞
き
取
り
で
は
、
現
在
、
調
査
を
依
頼
し
た
 
仙
 台
 支
部
に
は
約
三
千
人
の
信
者
が
登
録
し
て
お
り
、
 
信
 者
数
は
日
本
全
体
で
 

 
 

約
十
万
人
、
世
界
中
で
は
九
五
 0
 万
人
に
上
る
。
し
か
 し
 、
近
年
、
中
南
米
や
東
南
ア
ジ
ア
で
著
し
い
発
展
を
 
示
し
て
い
る
の
に
対
し
 

て
 、
日
本
で
は
信
者
数
が
伸
び
悩
ん
で
い
る
と
い
う
。
 
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
戒
律
 
の
 厳
し
さ
で
あ
る
。
 

日
本
の
宗
教
は
一
般
に
戒
律
に
関
し
て
は
厳
し
く
な
い
 
傾
向
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
新
宗
教
に
お
い
て
も
、
精
神
 
的
 ・
身
体
的
に
負
担
 

の
 大
き
い
活
動
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
 
フ
 」
う
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
禁
止
事
項
は
少
な
い
 
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
 背
 

景
 に
は
、
大
村
英
昭
が
い
 う
 よ
 う
 に
、
人
間
の
欲
望
は
 無
理
に
断
と
う
と
す
る
ほ
ど
反
対
に
高
ま
る
も
の
で
あ
 
り
 、
禁
欲
は
む
し
ろ
 不
 

健
全
て
あ
る
と
し
う
認
識
力
あ
ろ
う
。
 

三
ぃ
 ・
Ⅰ
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  来 宗教と民俗宗教。  
 

  

ば
、
 
「
 ご
 先
祖
様
を
大
切
に
す
る
」
、
「
今
の
自
分
が
あ
 る
の
は
ご
先
祖
 様
 の
お
か
げ
」
と
い
う
感
覚
が
日
本
人
 
-
 少
な
く
と
も
あ
る
 程
 

 
 

度
 年
配
の
日
本
人
）
に
は
広
く
認
め
ら
れ
る
。
改
宗
 
し
 た
 人
が
戒
名
の
付
け
替
え
を
す
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
 感
覚
の
延
長
線
上
に
あ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

る
 行
為
で
あ
ろ
う
。
モ
ル
モ
ン
教
の
教
え
で
は
、
キ
リ
 
ス
ト
の
再
臨
後
、
来
世
に
お
い
て
住
む
場
所
が
三
つ
に
 分
か
れ
て
お
り
、
 
バ
プ
 

9
 9

 

テ
ィ
ス
 マ
 を
受
け
た
人
た
ち
は
「
日
の
栄
え
」
の
王
国
 に
 家
族
一
緒
に
暮
ら
せ
る
が
、
ど
ん
な
に
行
い
が
良
く
 
て
も
 バ
 
プ
テ
ィ
ス
 マ
 を
 

日
本
の
民
俗
宗
教
の
柱
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
 
祖
 先
 崇
拝
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
異
論
を
挟
む
人
は
少
 
な
い
だ
ろ
う
。
平
た
く
 
@
 
ニ
 
ロ
え
 

 
 

員
 各
自
の
収
入
の
十
分
の
一
を
教
会
に
納
め
る
）
は
 
現
 在
の
 
モ
ル
モ
ン
教
会
の
財
政
的
な
成
功
の
要
因
と
し
て
 も
 重
要
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
こ
と
は
一
般
に
も
比
較
的
広
く
知
ら
れ
て
お
 
り
 、
日
本
の
慣
習
か
ら
す
る
と
「
異
質
」
と
い
う
感
が
 
否
め
な
い
。
で
は
、
 

モ
ル
モ
ン
教
の
教
え
や
儀
式
の
中
で
、
日
本
の
民
俗
 ゐ
不
 
教
 に
通
じ
る
よ
う
な
面
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
で
 
任
 目
さ
れ
る
の
が
、
「
死
者
の
 バ
 プ
テ
ィ
ス
 マ
 
（
身
代
わ
り
の
 バ
 プ
テ
ィ
ス
 マ
 こ
と
「
系
図
の
作
成
」
 
で
あ
る
。
死
者
の
 バ
 

プ
テ
ィ
ス
 マ
 と
は
、
神
の
教
え
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
 亡
 く
な
っ
た
先
祖
が
霊
界
で
 バ
 プ
テ
ィ
ス
 マ
 を
受
け
ら
れ
 る
 よ
 う
 に
子
孫
が
身
代
 

わ
り
と
な
っ
て
行
う
儀
式
で
あ
り
、
聖
書
に
そ
の
根
拠
 
を
お
く
と
い
う
が
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教
に
は
見
ら
れ
な
 
い
 教
え
で
あ
り
、
モ
ル
 

 
 

モ
ン
教
を
異
端
と
す
る
立
場
か
ら
は
最
も
弾
劾
さ
れ
る
 材
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
は
モ
ル
モ
ン
教
徒
 
に
と
っ
て
非
常
に
大
切
 

な
も
の
で
あ
り
、
信
者
は
皆
そ
の
た
め
に
自
分
の
先
祖
 
を
調
べ
、
系
図
を
作
成
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
（
 
曾
祖
父
母
の
代
ま
で
は
 

「
義
務
」
だ
と
い
う
）
。
 

 
 

宣
喜
 口
 宗
の
僧
侶
で
も
あ
る
佐
伯
真
光
が
指
摘
す
る
よ
 
う
 に
 、
系
図
調
べ
と
い
う
の
は
移
民
の
国
ア
メ
リ
カ
で
 広
 く
 見
ら
れ
る
現
象
で
 

ス
 

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
き
わ
め
て
ア
メ
リ
カ
的
な
 行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
彼
自
身
が
指
摘
し
て
 
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
日
本
 

 
 

だ
の
新
宗
教
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
先
祖
の
戒
名
の
 

付
け
替
え
と
い
う
風
習
に
も
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



受
け
ず
に
死
ん
だ
場
合
は
別
の
王
国
に
一
人
で
住
ま
な
 
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
来
世
の
先
 
祖
を
 救
 う
 た
め
に
身
代
 

わ
り
の
 バ
 プ
テ
ィ
ス
 で
 と
い
う
儀
式
が
必
要
と
な
る
の
 だ
が
、
こ
れ
が
「
先
祖
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
「
 
日
 木
杓
」
 な
 心
情
に
 ア
ピ
 

｜
 か
す
る
程
度
は
少
な
く
な
 い
 の
で
は
な
い
だ
ら
つ
か
 。
モ
ル
モ
ン
教
が
日
本
で
教
勢
を
拡
大
し
た
要
因
の
ひ
 
と
つ
に
、
こ
の
点
を
指
 

摘
 す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
情
緒
的
な
共
感
可
能
性
は
と
も
か
 
く
と
し
て
、
モ
ル
モ
ン
教
徒
は
現
実
に
日
本
の
社
会
で
 
生
活
す
る
中
で
、
 さ
 

ま
ざ
ま
な
宗
教
的
慣
習
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
る
 
の
 だ
ろ
う
か
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
一
言
で
い
え
ば
、
「
形
の
上
で
合
わ
 せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
 
葬
儀
は
教
会
の
礼
拝
 

堂
で
 執
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
周
囲
の
意
向
に
よ
 
っ
て
は
仏
式
で
行
っ
て
も
よ
く
、
墓
も
東
京
に
は
数
ム
 ム
 0
 基
因
が
あ
る
が
、
 普
 

通
の
寺
院
の
墓
で
も
構
わ
な
い
（
教
会
員
が
有
志
で
 
共
 同
の
墓
所
を
購
入
す
る
こ
と
は
あ
る
）
。
ま
た
、
墓
参
 は
 
「
先
祖
に
と
っ
て
は
 

あ
ま
り
意
味
は
な
い
」
が
、
「
先
祖
に
心
を
向
け
る
磯
ム
 至
 
な
の
で
普
通
に
行
 う
 。
仏
壇
は
教
会
員
で
な
 
い
兄
 弟
や
親
戚
に
譲
っ
て
な
 

る
べ
く
家
に
お
か
な
い
よ
う
指
導
さ
れ
る
が
、
現
実
に
 
は
な
か
な
か
難
し
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
例
え
 ば
 集
団
で
神
社
に
行
く
 

こ
と
に
な
っ
た
よ
う
な
と
き
に
は
、
心
で
は
拝
ま
ず
 手
 だ
け
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
と
い
う
。
 

こ
う
し
た
対
処
の
仕
方
は
 、
 言
っ
て
み
れ
 ば
 、
そ
れ
 自
 体
 が
き
わ
め
て
「
日
本
的
」
 な
 手
法
で
あ
り
、
こ
れ
が
 モ
ル
モ
ン
教
の
一
般
 

的
な
や
り
方
な
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
で
の
布
教
の
た
 
め
に
独
自
に
採
用
し
た
も
の
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
 
が
 、
興
味
深
い
点
で
あ
 

る
 。
民
俗
宗
教
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
 
手
 法
 を
と
る
こ
と
自
体
が
民
俗
宗
教
か
ら
の
影
響
、
す
な
 
わ
ち
習
俗
化
の
表
れ
と
 

も
 考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
は
た
し
て
「
 
形
 で
 合
わ
せ
る
」
こ
と
は
内
容
の
変
質
を
伴
わ
な
い
の
か
 
、
す
な
 ね
 ち
、
形
を
   



外来宗教と民俗宗教   
こ
の
節
で
は
、
筆
者
が
行
っ
た
質
問
紙
調
査
か
ら
入
信
 
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
用
い
て
、
モ
ル
モ
ン
教
へ
の
入
信
 
の
 特
徴
に
つ
い
て
 検
 

記
 す
る
。
 

調
査
を
行
っ
た
の
は
一
九
九
四
年
か
ら
九
六
年
に
か
け
 
て
で
あ
り
、
末
日
聖
徒
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
教
会
 仙
 ム
ロ
 
支
 部
 、
盛
岡
支
部
、
福
 

島
 支
部
に
そ
れ
ぞ
れ
 ご
 協
力
を
い
た
だ
い
た
。
手
順
 と
 し
て
は
、
ま
ず
手
紙
で
調
査
の
依
頼
を
し
、
許
可
を
受
 
け
て
か
ら
配
布
可
能
な
 

人
数
分
の
質
問
紙
用
紙
を
送
付
し
た
。
質
問
紙
の
信
者
 
へ
の
配
布
お
よ
び
回
収
は
相
談
の
上
、
教
会
の
方
に
一
 住
 し
た
。
報
告
書
を
提
 

出
 後
、
仙
ム
ロ
支
部
の
教
会
を
訪
問
し
、
信
者
の
人
に
面
 接
し
て
質
問
紙
の
結
果
か
ら
感
じ
た
疑
問
点
な
ど
に
つ
 
い
て
詳
し
い
話
を
伺
っ
 

 
 

ナ
 
L
@
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し
 
。
 

本
論
で
は
、
三
つ
の
支
部
か
ら
受
け
取
っ
た
回
答
（
 
仙
 ム
ロ
八
四
名
、
盛
岡
 
三
 0
 名
 、
福
島
二
六
名
の
計
一
四
 0
 名
 ）
を
す
べ
て
込
み
 

に
し
て
分
析
を
行
 う
 。
た
だ
し
、
回
答
に
は
欠
損
 値
が
 多
く
含
ま
れ
る
の
で
、
分
析
の
項
目
に
よ
っ
て
回
答
者
 
数
は
変
動
す
る
。
回
答
 

者
の
性
別
は
男
性
六
五
名
、
女
性
七
四
名
（
不
明
一
名
 
）
。
年
齢
の
内
訳
は
、
一
三
歳
か
ら
二
二
歳
ま
で
が
 四
 三
名
、
二
三
歳
か
ら
 三
   

 
 

三
 

モ
ル
モ
ン
教
へ
の
入
信
 

合
わ
せ
て
い
る
 う
 ち
に
、
そ
れ
が
意
味
す
る
も
の
を
 意
 識
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
い
、
信
仰
と
民
俗
宗
教
性
 
が
 湛
然
と
な
る
こ
と
は
 

な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
本
論
の
第
四
節
で
は
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
 
と
 祖
先
崇
拝
を
初
め
と
す
る
民
俗
宗
教
性
と
が
信
者
の
 
意
識
や
行
動
の
中
で
 

ど
の
よ
う
に
分
化
し
て
い
る
の
か
、
す
な
 む
 ち
、
両
者
 は
 融
合
し
た
形
で
存
在
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
や
 
は
り
別
物
と
し
て
と
ら
 

え
ら
れ
て
い
る
の
か
に
注
目
し
て
み
た
い
。
 



な
っ
た
き
っ
か
け
は
表
 1
 に
示
し
た
通
り
で
あ
り
、
 男
 女
 別
に
見
る
と
、
男
性
で
は
宣
教
師
と
の
出
会
い
を
 
き
 っ
 か
け
と
す
る
人
が
 、
 

女
性
で
は
教
会
の
英
会
話
教
室
や
友
人
・
知
人
の
影
響
 
で
夫
始
め
た
人
が
比
較
的
多
い
。
一
方
、
年
齢
に
よ
る
 
影
響
が
顕
著
に
見
ら
れ
 

る
の
は
、
家
族
の
影
響
で
教
会
に
来
る
よ
う
に
な
る
 
パ
 タ
ー
ン
で
あ
り
、
一
二
歳
ま
で
（
小
学
生
 -
 の
ほ
と
ん
 ど
 全
員
が
そ
れ
を
示
し
 

て
い
る
の
に
対
し
て
、
 中
 ・
高
校
生
で
は
二
割
に
満
た
 ず
 、
一
八
歳
以
上
で
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
筆
者
が
 
以
 前
に
宗
教
真
光
で
行
っ
 

 
 

た
 調
査
で
は
、
青
年
期
（
一
 二
 6
 二
 二
歳
 -
 で
も
四
割
 以
上
の
人
が
親
の
導
き
で
入
信
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
 
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
 

傾
向
で
あ
る
。
入
信
可
能
な
年
齢
の
下
限
は
モ
ル
モ
ン
 
教
 で
は
八
歳
、
真
光
で
は
 
一
 0 歳
 な
の
で
、
青
年
期
に
 親
の
影
響
で
入
信
す
る
 

と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
時
点
で
規
が
入
信
し
た
 
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ル
モ
ン
教
で
は
 
そ
の
よ
う
に
青
年
期
に
 

親
 と
共
に
入
信
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
比
較
的
少
な
い
 
と
い
え
る
。
 

次
に
、
教
会
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
動
機
に
つ
い
て
だ
 
が
 、
そ
の
当
時
何
ら
か
の
悩
み
が
あ
っ
た
と
い
う
人
は
 
三
六
 %
 に
過
ぎ
ず
、
 

無
か
っ
た
人
の
ほ
う
が
多
数
派
で
あ
っ
た
。
表
 
2
 に
 悩
 み
の
内
容
を
複
数
回
答
で
尋
ね
た
結
果
を
示
す
と
、
 
男
 友
美
は
あ
ま
り
見
ら
れ
 

ず
、
 最
も
多
 い
 の
が
「
性
格
や
生
き
方
に
関
す
る
悩
み
 」
、
次
い
で
「
人
間
関
係
の
問
題
」
、
「
自
分
や
家
族
の
 
身
体
上
の
問
題
（
病
気
 

な
ど
こ
の
順
で
あ
る
。
年
齢
別
で
見
る
と
、
対
象
者
 
数
が
少
な
い
の
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
も
 
の
の
、
一
三
 6
 
一
七
歳
 

0
 層
で
は
悩
み
の
大
半
は
性
格
や
生
き
方
に
つ
い
て
な
 
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
三
五
歳
以
上
の
成
人
の
 
悩
み
に
は
人
間
関
係
が
 

多
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
 

員 四 
入 が 歳 

まで 信の ムロ わ 
伏 せ が 

況 て 四 

二名、 につい 三割強   
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ま 占 五 
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外来宗教と民俗宗教 と り タイナミ     

 
 

ホ
バ
 
の
証
人
、
 
G
L
A
 

、
日
蓮
宗
、
真
光
、
生
長
の
家
 、
創
価
学
会
、
 
霊
 波
の
光
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
系
な
 の
は
 エ
ホ
バ
の
証
人
の
 

し
か
し
、
入
信
の
理
由
を
尋
ね
た
場
合
（
表
 
3
 ）
、
「
 
悩
 み
を
解
決
し
た
か
っ
た
」
と
い
う
の
を
挙
げ
た
人
は
 
全
体
の
わ
ず
か
 セ
拷
 

（
悩
み
が
あ
っ
た
人
の
約
五
分
の
一
）
で
あ
っ
た
。
選
択
 肢
の
表
現
が
直
接
的
す
ぎ
て
選
び
に
く
か
っ
た
と
し
 
て
も
、
複
数
回
答
で
あ
 

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
な
り
小
さ
い
数
字
で
あ
る
。
 
そ
れ
に
対
し
て
、
「
教
え
が
真
実
だ
と
思
っ
た
」
は
い
 わ
ば
信
者
の
公
式
見
解
 

で
あ
り
、
数
値
が
ど
の
年
齢
層
で
も
高
い
の
は
当
然
で
 
あ
ろ
う
。
 任
 目
さ
れ
る
の
は
、
「
教
会
の
雰
囲
気
や
信
 者
の
人
た
ち
に
魅
力
を
 

感
じ
た
」
と
い
う
対
人
的
な
理
由
を
挙
げ
た
人
が
全
体
 
的
に
多
く
 、
 特
に
青
年
期
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
 と
 、
学
童
期
で
は
「
 受
 

け
る
の
が
当
然
だ
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
理
由
が
多
 く
 選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
 
こ
の
年
齢
層
に
お
け
る
 

家
族
の
影
響
の
大
き
さ
を
裏
づ
け
る
結
果
で
あ
る
と
い
 
え
 よ
 う
 。
な
お
、
「
そ
の
他
」
と
し
て
記
述
さ
れ
た
も
 の
が
一
一
例
あ
っ
た
が
、
 

そ
の
内
の
五
つ
が
宣
教
師
に
関
係
し
た
も
の
で
、
「
 宣
 教
師
に
感
銘
を
受
け
た
」
と
「
断
り
き
れ
な
か
っ
た
」
 
の
 二
通
り
の
パ
タ
ー
ン
 

を
 示
し
た
。
 

が
 三
八
 %
 、
 「
と
て
も
興
味
が
あ
っ
た
」
が
三
二
 %
 で
 

入
会
以
前
に
宗
教
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
 

あ
り
、
明
確
な
男
女
差
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
 

て
は
、
「
あ
ま
り
興
味
は
な
か
っ
た
」
が
三
二
 %
 、
「
 少
 

入
会
以
前
の
宗
教
経
験
 

し
 興
味
が
あ
っ
た
」
 

に
 関
し
て
は
、
男
性
よ
り
女
性
の
ほ
う
が
経
験
が
あ
っ
 
た
 人
の
割
合
が
大
き
か
っ
た
。
内
訳
と
し
て
は
、
「
 特
 に
な
か
っ
た
」
が
男
性
 

で
 八
四
 %
 、
女
性
で
も
六
一
 %
 と
最
も
多
い
が
、
「
プ
ロ
 テ
ス
タ
ン
ト
 か
 カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
に
通
っ
た
」
 
人
 が
 男
性
で
は
六
 %
 に
 過
 

ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
女
性
で
は
二
二
 %
 に
上
っ
た
。
 「
お
寺
に
通
っ
た
」
の
は
三
 %
 対
 七
 %
 、
 「
そ
の
他
の
宗
 教
の
 メ
ン
バ
ー
に
な
っ
 

た
 」
の
は
六
 %
 対
 九
 %
 と
あ
ま
り
差
が
見
ら
れ
な
い
の
 で
、
女
性
の
信
者
に
は
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
惹
か
れ
る
 
傾
向
の
あ
る
人
が
多
い
 

と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
な
お
、
「
そ
の
他
の
み
 
ホ
教
」
と
し
て
は
、
天
理
教
が
二
例
あ
っ
た
以
外
は
ど
 
れ
も
一
例
ず
つ
で
、
 ェ
   



表 1- Ⅰ 教会に来るようになったきっかけ (, 性別 ) 

男   全体 

街で 宣教師に出会った 

宣教師の訪問を 受けた 

英会話教室に 通っていた 

親や兄弟の影響で 

結婚相手の影 捧で 

友人・知人の 繕 岩 で 

自分から教会を 訪ねた 

その他 

15(23.4) 

15(23.4) 

3(  4.7) 

20(31.3) 

0(  0.0) 

6(@ 9.4) 

5(@ 7.8) 

  

9(12.3)   
11(15.1) 

16(21.9) 

2(  2.7) 

13(17.8) 

4(@ 5.5) 

5(@ 6.8) 

24(17.5) 

28(20.4) 

14(19.2) 

36(26.8) 

2(@ 1.5) 

19(13.9) 

9(@ 6.6) 

5(@ 3.6) 

計 64(46.7)@ 73(53.3)@ 137(100%) 

表 2-1  悩み ( 性別 ) 

    全体 

病気 6(26.1)@ 6(23,1)@ 12(24.5) 

人間関係 9(39.1)  12(46.2)  21(42.9) 

経済的問題             3(11.5) 3( 6.1) 

進路 2(@ 8.7)@ 4(15.4)@ 6(12.2) 

，性格や生き 方 12(52.2) 16(6l.5) 28(57. け 

その他 2(@ 8.7)               5(10.2) 

回答者数 23(46.9) 26(53.1) 49(100%) 

米 複数回答、 パーセンテージの 分母は回答者数 

表 3-1  バ プティス マ を受けた理由 ( 性別 ) 

男   全体 

教えが真実だと 9 、 った 47(72.3) 53(72.6) l00(72       
教会の耳門俺や 信者の魅力 3 Ⅱ 47.7@  34(46.6@  65(47       
悩みを解決したかった 3(@ 4.6)@ 7(@ 9.6)@ 10(@ 7.2) 

受けるのが 当伏 13(20.0)@ 18(24.7)@ 31(22.5) 

その他 8 ㎝ 2.3) 12 ㎝ 6.4) 20 け 4.5) 

回答者数 65(47.1) 73(52.9) 138(100%) 

み
で
あ
り
、
宗
教
間
の
移
動
に
特
定
の
パ
タ
ー
ン
は
 見
 ら
れ
な
か
っ
た
。
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外来宗教と民俗宗教とのダイナミ ハ 

表 1-2  教会に来るよ う になったきっかけ ( 入信時年齢別 ) 

街で 宣教師に出会った 

宣教師の訪問を 受けた 

英会話教室に 通っていた 

親や兄弟の影響で 

結婚相手の影響で 

友人・知人の 影響で 

自分から教会を 訪ねた 

その他 

8-12 歳 

0(@ 0.0) 

0(  0.0) 

0(  0.0) 

30(96.8) 

0(  0.0) 

1(  3.2) 

0(  0.0) 

  

13 一 17 歳 1a-22 歳 23-34 歳． 35 歳以上 

4 け 7.4) 

4(17.4) 

7(30.4) 

4 Ⅰ 7.4) 

0( 0-0) 

2( 8-7) 

Ⅱ 4. 助 

Ⅱ 4. 助 

11(34.4) 

7(21.9) 
2( 6. 鋤 

It  3.1) 

  
9(28.1) 
2( 6. 鈴 

  

  
9(25.7) 

11(31.4) 

4(11.4) 

1(@ 2.9) 

2(@ 5.7) 

朕 8.6) 

2(13.3) 

3(20.0) 

  
  
1(  6.7) 

  
  
3(20.0) 

2(13.3) 

3(20.0) 

全体 

24(17.6) 

28(20.6) 

14(10.3) 

36(26.5)   
18(13.2) 

  
  

計
 

31(22.8) 23(16.9) 32(23.5) 35(25.7) 15(11.0) 136(100%) 

表 2-2 悩み ( 入信時年齢別 ) 

8-12 歳 13 一 l7 歳 l8-?.2 歳 2.,i-34 歳 35 歳以上 全体 

病気 

人間関係 

経済的問題 

進路 

性格や生き方 

その他 

回答者数 

0(  0.0) 

1(100) 

0(  0.0) 

  
  
  
1(  2.1) 

2(25.0) 

3(37.5) 

0(@ 0.0) 

1(12.5) 

7(87.5) 

0(  0.0) 

8(16.7) 

5(41.7) 

5(41.7) 

  
2(16.7) 

  
  

12(25.0) 

3(15.8) 

6(31.6) 

1(@ 5.3) 

  
10(52.5) 

4(21.1) 

  

2(25.0)@ 12(25.0) 

6(75.0)@ 21(43.8) 

2(25.0)@ 3(@ 6.3) 

2(25.0)@ 6(12.5) 

3(37.5)@ 27(56.3) 

0(@ 0.0)@ 5(10.4) 

8(16.7)@ 48(100%) 

米 複数回答、 パーセンテージの 分母は回答者数 

表 3-2  バ プティス マ を受けた理由 ( 入信時年齢別 ) 

8-l2 歳 13 一 A7 歳 1S 一 22 歳 23-34 歳 35 歳以上， 全体 

教えが真実だと 思った                 16(69.6) 25(75.8) 29(85.3) 9(56.3) 99(72.3) 

教会の雰囲気や 信者の魅力 日 47.7) l4(60 ． 9) 22(66.7) 15(44.n 6(37.5) 65(47.4) 

悩みを解決したかった 0(@ 0.0)@ 2(@ 8.7)@ 2(@ 6.1)@ 5(14.7)@ 1(@ 6.3)@ 10(@ 7.3) 

受けるのが当然 20(64.5)@ 2(@ 8.7) 4(12.1) 3( 8.8) 2(12.5) 31(22.6) 

その他                       ． 7) 5(15.2) 7(20.6) 3(18.8) 20(14.6) 
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1
 
 宗
教
心
の
 

初
め
に
、
宗
教
 

年
率
は
四
 セ
九
 ）
。
 

①
 第
 1
 因
子
 

い
う
 項
目
で
あ
る
 

な
予
想
を
表
す
上
 

に
他
の
因
子
に
も
 構

造
 

心
 に
関
す
る
全
項
目
に
因
子
分
析
を
施
し
た
結
果
、
表
 4
 の
結
果
が
得
ら
れ
た
（
主
成
分
法
、
斜
交
回
転
で
 累
 積
寄
 

各
因
子
に
最
も
一
日
日
い
負
荷
を
示
し
た
項
目
を
中
心
に
 

、
 そ
れ
ぞ
れ
の
因
子
の
表
す
内
容
を
検
討
す
る
。
 

こ
の
因
子
を
構
成
す
る
の
は
、
俗
信
に
関
す
る
六
項
目
 
と
「
死
者
の
供
養
を
し
な
い
と
た
た
り
が
あ
る
と
思
う
 
」
と
 

。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
「
俗
信
・
 タ
 タ
リ
意
識
」
の
 因
子
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
俗
信
に
つ
い
て
は
、
 
不
吉
 

位
 五
項
目
が
際
立
っ
て
高
い
負
荷
を
示
し
て
い
る
の
に
 対
し
て
、
最
後
の
「
字
画
」
は
比
較
的
負
荷
量
が
小
さ
 
い
上
 

同
程
度
の
負
荷
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
因
子
と
の
関
係
 
は
や
や
弱
い
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
は
俗
信
の
な
か
で
も
 
負
の
 

四
民
俗
宗
教
と
モ
ル
モ
ン
教
 

こ
の
節
で
は
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
者
の
意
識
や
行
動
の
 中
で
、
民
俗
宗
教
性
と
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
と
が
ど
う
 
分
化
し
て
お
り
、
 
そ
 

れ
ら
が
ど
う
関
連
し
あ
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
世
代
を
 
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
心
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
 
じ
て
い
る
か
を
検
討
す
 

る
 。
 

 
 

-
%
-
 

民
俗
宗
教
性
に
関
す
る
質
問
項
目
と
し
て
は
、
主
に
金
 
児
暁
 嗣
の
民
俗
宗
教
性
調
査
と
 N
H
K
 

の
世
論
調
査
を
 参
考
に
し
て
、
 
オ
カ
 

ゲ
や
タ
タ
リ
 の
意
識
、
俗
信
、
現
世
利
益
的
行
動
に
関
 す
る
十
八
項
目
を
採
用
し
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
に
 
関
 し
て
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
 

八
項
目
を
作
成
し
た
。
各
項
目
へ
の
反
応
 
ご
 一
）
五
件
 法
 ）
は
、
民
俗
宗
教
性
や
信
仰
の
程
度
が
高
い
ほ
う
が
 
得
点
が
高
く
な
る
よ
う
 

に
 ス
コ
ア
リ
ン
グ
し
た
。
 

  



 
 

 
 

 
 

撒
 

い
う
こ
と
が
い
え
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 反
応
か
ら
見
た
モ
ル
モ
ン
教
の
信
者
の
宗
教
心
の
構
 造
は
大
き
く
五
つ
の
次
元
か
 

側
面
を
強
く
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
俗
信
 

と
 「
タ
タ
 

リ
 
」
 一
 
さ
ら
に
「
水
子
供
養
」
も
あ
る
程
度
）
 

は
 
同
一
線
上
に
と
ら
え
 

ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

②
 
第
 
Ⅱ
因
子
こ
の
因
子
に
は
、
祖
先
崇
拝
、
オ
カ
 

ゲ
 
意
識
、
霊
魂
観
念
な
ど
、
民
俗
宗
教
の
意
識
の
側
面
に
 

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
 

項
目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
信
者
の
宗
教
心
に
 

お
い
て
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
 

る
 
。
こ
の
た
め
、
「
民
俗
 

宗
教
意
識
」
の
因
子
と
命
名
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

③
 
第
 
Ⅲ
因
子
こ
こ
に
は
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
に
 

関
 
す
る
項
目
の
う
ち
の
五
つ
が
高
い
負
荷
を
示
し
て
い
る
 

。
し
た
が
っ
て
 

、
こ
 

れ
は
「
モ
ル
モ
ン
信
仰
」
の
因
子
と
い
う
こ
と
が
で
き
 

る
 
。
 

④
 
第
 
Ⅳ
因
子
こ
の
因
子
は
正
負
の
反
対
方
向
に
負
荷
 

を
 
示
す
二
つ
の
種
類
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

す
が
 
ね
ち
、
モ
ル
モ
 

ン
の
 
信
仰
に
関
す
る
三
項
目
と
、
現
世
利
益
的
行
動
（
 

占
い
、
祈
願
、
お
守
り
等
に
関
す
る
も
の
）
に
関
す
る
 

三
項
目
お
よ
び
「
 

針
供
 

 
 

 
 

 
 

  



表 4  宗教心に関する 質問項目と因子負荷量 

項 目   ii in iv 

北 に頭を向けて 寝る ( のは気になる ) 

仏滅の日に結婚式をあ げる ( のは気になる ) 

葬式から帰ったときに 塩をまくのを 忘れる ( のは気になる ) 

友引の日に葬式をする ( のは気になる ) 

悪い方角に移転する ( のは気になる ) 

死者の供養をしないと 崇 りがあ ると思う 

命名するときの 字画の数 @ 気になる ) 

神社の境内にいると 心が落ちつく 

観音さんやお 不動さんに親しみを 感じる 

祖先崇拝は大切な 風習であ る 

お盆などの昔からの 宗教的行事には 親しみを感じる 

氏神の祭りは、 地域の結びつきを 高めるのに必要であ る 

r 苦しいときの 神頼み @ はもっともなことだ 

水子供養はするべきであ る 

  .009   ・ 012 .069 

.097   .069 .021 

.086 .041 .072 

.099 一 ． 237 .024 

.218   ・ 249                   
一 .0f66 .742 一 ． mln   .109 

.121   
        .018 

.217           
日曜日には教会に 行く 

教会のプロバラムには 参加する 

ふだんプライベートにお 祈りをする 

知恵の言葉を 守っている 

モルモン経が 真実の書物であ ることを信じている   
十分の一を納めている                   一 ・ 054                 
最も親しい友人 5 人の内の末日聖徒の 人の数 

祈っているとき、 みたまの導きを 感じることがあ る                 .058   .156 一 .414 

お守りやお札など、 縁起ものを自分の 身の回りにおいている .164         一 ． 2247   
(416)@ 108 



外来宗教と 民俗宗教   

 
 

民
俗
宗
教
性
と
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
と
の
関
係
を
探
る
 
た
め
、
因
子
分
析
の
結
果
に
基
づ
い
て
四
つ
の
宗
教
心
 
尺
度
を
作
成
し
た
。
 

2 

民 
Ⅰ 谷   

ホ教 

Ⅱ 珪 
と 

モ 

ノレ 

モ 

ン 

信仰 

と 

の関 

係 

  

ら
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
す
な
 
む
 ち
 、
民
 俗
 宗
教
意
識
、
俗
信
・
 タ
 タ
リ
意
識
、
現
世
利
益
的
 付
 動
 、
二
次
元
の
モ
ル
モ
 

ン
 信
仰
で
あ
る
。
な
お
、
「
俗
信
・
 タ
 タ
リ
意
識
」
 や
 
「
現
世
利
益
的
行
動
」
も
民
俗
宗
教
性
の
一
部
で
あ
る
 が
 、
そ
の
う
ち
の
特
定
 

の
 側
面
を
表
す
も
の
と
し
て
そ
 う
 表
現
し
、
「
民
俗
宗
教
 意
識
」
に
つ
い
て
は
よ
り
広
範
な
意
識
的
側
面
を
表
 
す
も
の
と
し
た
。
信
者
 

の
 宗
教
心
が
こ
の
 ょ
う
 な
構
造
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
 モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
の
な
か
の
「
祖
先
を
大
切
に
す
る
 」
と
い
う
要
素
が
民
俗
 

宗
教
性
の
祖
先
崇
拝
意
識
と
融
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
 
と
は
な
く
、
両
者
は
別
物
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
 
こ
と
が
分
か
っ
た
。
 こ
 

の
点
を
よ
り
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
た
め
に
、
回
答
者
が
 質
問
紙
の
欄
外
に
書
き
入
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
参
照
し
て
 
み
よ
う
。
 

祖
先
崇
拝
に
つ
い
て
の
質
問
の
箇
所
に
コ
メ
ン
ト
を
 
く
 れ
た
回
答
者
は
八
人
 い
 た
が
、
そ
の
う
ち
の
五
人
に
っ
 い
て
は
ほ
ぼ
同
じ
 内
 

容
 で
あ
っ
た
。
す
な
 む
 ち
、
「
祖
先
を
大
切
に
思
 う
こ
 と
と
崇
拝
す
る
こ
と
は
似
て
い
る
よ
う
で
ま
っ
た
く
 
違
 ぅ
 」
、
「
大
切
に
し
ま
す
 

が
 崇
拝
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
な
ど
で
あ
る
。
 
こ
の
場
合
、
「
祖
先
崇
拝
は
大
切
な
風
習
で
あ
る
」
に
 対
す
る
回
答
は
大
体
が
 

「
ま
っ
た
く
反
対
」
と
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
は
、
 こ
 0
 タ
イ
プ
の
反
応
が
多
数
派
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
 
な
る
。
ま
た
、
「
祖
先
 

な
 う
や
ま
う
こ
と
は
大
切
だ
と
思
い
ま
す
が
、
崇
拝
 
と
 い
 う
舌
口
業
に
は
違
和
感
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
コ
メ
ン
 ト
 の
上
で
回
答
を
避
け
 

た
 人
も
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
先
祖
を
大
切
に
す
 る
の
は
れ
い
こ
と
だ
と
思
 う
 」
、
「
先
祖
が
い
な
か
っ
た
 
ら
 私
達
は
い
な
い
の
で
 

み
ん
な
大
切
な
家
族
だ
と
思
う
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
の
 上
で
 
「
ま
っ
た
く
賛
成
」
と
回
答
し
た
人
が
二
人
お
り
 

一
部
に
モ
ル
モ
ン
教
 

の
 教
え
と
民
俗
宗
教
的
な
祖
先
崇
拝
意
識
と
を
区
別
し
 
て
い
な
い
人
も
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
 



 
 

N
.
 の
ト
 
-
 
、
「
現
世
利
益
的
行
動
」
 察
 Ⅳ
因
子
か
ら
の
三
一
 項
目
、
 

f
Q
n
 

㌫
と
、
「
 

モ
 

ル
モ
ン
信
仰
」
一
策
Ⅲ
因
子
か
ら
の
五
項
目
、
。
 n ふ
と
 で
あ
る
。
な
お
、
因
子
分
析
の
結
果
か
ら
す
る
と
 
現
 世
 利
益
的
行
動
の
尺
度
 

に
は
「
針
供
養
」
の
項
目
も
含
ま
れ
る
が
、
信
頼
性
 係
 数
 が
大
き
く
低
下
す
る
た
め
に
尺
度
か
ら
は
除
外
す
る
 
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、
 

第
 Ⅳ
因
子
か
ら
導
か
れ
る
は
ず
の
モ
ル
モ
ン
教
に
関
す
 
る
も
う
ひ
と
つ
の
尺
度
に
つ
い
て
は
、
信
頼
性
係
数
 
の
 値
が
・
 
u
 ト
と
 低
い
た
め
 

に
 採
用
し
な
か
っ
た
。
 

尺
度
を
構
成
す
る
項
目
の
総
得
点
を
そ
の
尺
度
の
得
 
占
 と
し
、
各
尺
度
の
平
均
値
を
眺
め
て
み
る
と
、
ま
ず
、
 
「
民
俗
宗
教
意
識
」
 

の
 平
均
値
は
目
目
で
あ
り
、
こ
の
尺
度
の
中
位
点
と
一
 
致
す
る
。
こ
れ
は
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
に
相
当
す
 
る
の
で
、
回
答
者
の
平
 

切
的
な
民
俗
宗
教
意
識
は
肯
定
的
と
も
否
定
的
と
も
つ
 
か
な
れ
、
 暖
味
 な
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
い
え
よ
 
う
 。
 次
 に
 、
「
俗
信
・
 タ
 タ
リ
 意
 

識
 」
の
平
均
値
 
谷
 。
色
は
「
少
し
気
に
な
る
」
を
 
意
 抹
 す
る
中
位
点
と
「
全
然
気
に
な
ら
な
い
」
を
意
味
す
 
る
 最
小
値
と
の
ほ
ぼ
 中
 

間
 に
当
た
る
の
で
、
回
答
者
の
平
均
的
な
俗
信
・
 タ
タ
 リ
 意
識
は
か
な
り
弱
い
 
宅
 あ
ま
り
気
に
な
ら
な
い
」
 あ
た
り
か
 -
 と
思
わ
れ
 

る
 。
ま
た
、
「
現
世
利
益
的
行
動
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
 ぞ
れ
の
項
目
に
当
て
は
ま
る
人
の
割
合
を
見
て
み
る
と
、
 
「
お
み
く
じ
・
 易
 ・
 占
 

-
 
托
 -
 

い
 」
が
二
五
 %
 、
「
祈
願
」
が
 セ
拷
 、
「
お
守
り
・
お
 礼
 」
が
一
二
 %
 で
あ
っ
た
。
一
九
八
八
年
の
全
国
調
査
の
 結
果
は
順
に
二
一
、
二
一
 

二
、
三
五
 %
 な
の
で
、
「
お
み
く
じ
・
 ラ
 ・
占
い
」
に
 つ
い
て
は
全
国
レ
ベ
ル
よ
り
携
わ
っ
た
人
の
割
合
が
や
 
や
 大
き
く
、
残
り
の
 二
 

つ
ほ
 つ
い
て
は
か
な
り
小
さ
い
と
い
え
る
。
一
方
、
「
 モ
 ル
モ
ン
信
仰
」
の
平
均
値
は
最
大
値
 
G
 じ
に
近
い
㏄
 つ
ト
 で
あ
っ
た
。
 

尺
度
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
四
つ
の
 
尺
 度
 得
点
間
の
偏
相
関
係
数
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
表
 
5
 の
 結
果
が
得
ら
れ
た
。
 

表
 に
示
す
と
お
り
、
民
俗
宗
教
意
識
と
俗
信
・
 タ
タ
リ
 意
識
、
お
よ
び
現
世
利
益
的
行
動
と
の
間
に
は
弱
い
な
 
が
ら
正
の
相
関
が
認
め
 

  

そ
れ
ぞ
れ
の
尺
度
の
名
前
、
項
目
 
数
 、
お
よ
び
信
頼
性
 係
数
は
、
「
民
俗
宗
教
意
識
」
一
策
Ⅱ
因
子
か
ら
の
 セ
 項
目
、
。
 n
 
Ⅰ
㊥
、
「
 俗
 

 
 

 
 



外来示 拙と 民俗宗教とのダ イ ナミクス 

表 5  尺度間の偏相関係数 

俗信 
・ タタ リ 意識 現世利益的行動 モルモ 、 ノイ高 { 卵 

 
  

 

29** 

識
 

識
り
行
 

言
動
 

恵
タ
的
 

教
タ
益
 

宗
 
・
 利
 

俗
信
也
 

民
俗
 現
 

.20 * 
 
 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  

** p く ． 0l * p く ． 05 

認 と めます四 な性心 か 、 に次 3   
っ 0 分 心 、 信 え を よ る変 ナ，、 。 効果 析を 尺度 世代 後年 要 る 経る   

の た れ 準 そ っ に 
尺 と ぞ は し い よ 

度 こ れ 二 て て っ 

に ろ 従 っ 世 検 て 
っ 、 属 で 代 詞 宗 

い ての数 攻究あ る取 な を 血心 裁 
も よ と 。 り え が 
有 う し 上 る ど 
意 な   げ 。 の 

で 結 年 た 要 ょ 
な 果 齢 。 因 う 

か が と な と に 
つ 待 人 お し 変 
た ら ィ言 、 て ィヒ 

の れ 後 国 は す 
で た 年 答 、 る 数 者 こ の 
年 を に れ か 
齢 二七 

変 K   
よ 

る 士 ぅ 三 見元 %- 占、 の信 の知 川 

下里 笘 
性 老 兄 な 
と は は 中 

l し @ 世 含 要 心 
の 代 ま づ に 
変 を ね い   

@ @ 要 
@@. @.@ ひ 因 宗教 てい て 、 

Ill (419) 

ら
れ
の
で
、
民
俗
宗
教
意
識
の
強
 い
 人
は
俗
信
 や
タ
タ
 リ
の
 観
念
を
信
じ
、
現
世
利
益
的
な
習
俗
に
も
関
わ
 

り
や
す
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一
方
、
 
モ
 ル
モ
ン
信
仰
と
俗
信
、
お
よ
び
現
世
利
益
的
行
動
の
 

間
 に
は
弱
い
負
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
民
俗
ぬ
本
 
教
 性
の
場
合
と
は
逆
に
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
の
強
 

い
 人
は
俗
信
 や
タ
タ
リ
 の
観
念
を
信
じ
ず
、
現
世
利
益
 的
な
習
俗
か
ら
は
遠
ざ
か
る
傾
向
が
あ
る
と
 

い
 え
 

る
 。
こ
の
こ
と
か
ら
、
民
俗
宗
教
意
識
と
モ
ル
モ
ン
教
 
の
 信
仰
は
、
俗
信
や
現
世
利
益
的
行
動
に
対
し
て
ま
 

Ⅱ
 一
 

っ
 た
く
逆
の
作
用
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
 
し
 、
民
俗
士
不
敬
意
識
と
モ
ル
モ
ン
信
仰
の
間
に
は
ま
 

っ
 た
く
相
関
が
な
い
と
い
つ
て
よ
く
、
こ
の
二
つ
の
 宗
 執
心
 は
 互
い
に
独
立
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
 



世
 利
益
的
行
動
」
 弓
 Ⅱ
Ⅰ
 

0
.
 

お
 。
も
 
八
 ・
 
0
 こ
、
 「
モ
ル
モ
ン
 信
仰
」
 弓
 n
P
o
.
N
 

脂
 -
 も八
ら
こ
の
ど
の
尺
度
に
つ
い
て
 も
 有
意
で
あ
っ
た
。
 午
 

数
の
影
響
の
方
向
を
見
る
た
め
に
、
標
準
 偏
 回
帰
係
数
 を
 検
討
し
た
と
こ
ろ
、
民
俗
宗
教
性
に
関
す
る
三
つ
の
 
尺
度
に
つ
い
て
は
す
べ
 

て
 マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、
モ
ル
モ
ン
信
仰
に
つ
い
て
の
み
 プ
ラ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
前
者
の
三
つ
の
 
尺
 度
 に
お
い
て
は
回
答
者
 

の
 入
信
後
年
数
が
長
く
な
る
に
 つ
 れ
て
尺
度
 得
占
が
低
 下
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
モ
ル
モ
ン
信
仰
に
お
い
 
て
は
 逆
に
得
点
が
高
く
 

な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
信
者
と
し
 て
の
経
験
を
積
む
に
 つ
 れ
 て
 モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
は
強
 く
な
り
、
逆
に
民
俗
 宗
 

教
 性
は
弱
ま
る
と
い
え
る
。
 

次
に
 、
 性
と
世
代
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
 主
 効
果
は
ど
 の
 尺
度
に
お
い
て
も
有
意
で
な
か
っ
た
が
、
「
俗
信
・
 タ
 タ
リ
意
識
」
 田
 Ⅱ
 

ゃ
 。
 
9
 ロ
 八 ・
 
寮
一
 、
「
現
世
利
益
的
行
動
」
 田
 Ⅱ
「
・
 

S
-
 も
八
 0
 こ
、
 「
モ
ル
モ
ン
信
仰
」
 @
H
o
.
0
0
.
 

も
 八 ら
こ
の
一
一
 
ち
の
尺
度
に
お
い
て
 
交
 

夏
作
用
が
有
意
で
あ
っ
た
。
各
尺
度
得
点
の
性
と
世
代
 
別
の
平
均
値
を
図
Ⅰ
か
ら
図
 4
 に
示
す
。
 

単
純
効
果
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
ま
ず
、
「
俗
信
・
 タ
 タ
リ
意
識
」
に
つ
い
て
は
、
男
性
の
水
準
に
お
い
て
 
世
 代
の
効
果
が
有
意
 傾
 

向
田
Ⅱ
の
・
 N
 
の
。
も
八
レ
㊥
で
あ
っ
た
の
で
、
男
性
に
関
 し
て
は
一
世
よ
り
二
世
の
信
者
の
ほ
う
が
俗
信
 
や
タ
タ
 リ
の
 観
念
を
よ
り
強
く
 

信
じ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
「
現
世
 利
 盃
酌
行
動
」
に
関
し
て
は
、
や
は
り
男
性
の
水
準
に
お
 
い
 て
世
代
の
単
純
効
果
 

が
 宿
昔
心
 弓
 n
o
.
 
の
 
P
.
 
も
 八
 ら
ま
で
あ
り
、
ま
た
二
世
の
 水
準
に
お
い
て
性
の
単
純
効
果
が
有
意
向
 

H
o
.
 

ヨ
 -
 口
 八
 ・
 
邑
 
で
あ
っ
た
。
 こ
 

の
こ
と
か
ら
、
男
性
に
つ
い
て
は
一
世
よ
り
二
世
の
信
 者
の
ほ
う
が
現
世
利
益
の
習
俗
に
関
わ
り
や
す
く
、
 
ま
 た
 、
二
世
に
つ
い
て
 見
 

れ
ば
 、
女
性
よ
り
男
性
の
信
者
の
ほ
う
が
そ
の
傾
向
が
 
強
い
と
い
え
る
。
 

一
方
、
「
モ
ル
モ
ン
信
仰
」
に
関
し
て
は
、
図
に
見
ら
れ
 る
と
お
り
、
他
の
尺
度
と
は
平
均
値
の
変
化
の
様
子
 
が
 異
な
る
。
単
純
 効
 

  

そ
れ
に
対
し
て
、
年
数
の
効
果
は
「
民
俗
宗
教
意
識
」
 
弓
 Ⅱ
中
空
 
-
 も
八
・
 

0
0
 

一
 、
「
俗
信
・
 
タ
 タ
リ
意
識
」
 
弓
 Ⅱ
 の
 ・
 き
 -
 ロ
八
 
・
 寮
 ）
、
「
 現
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こ
れ
ら
の
結
果
を
世
代
に
よ
る
変
化
に
絞
っ
て
眺
め
て
 
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
 
、
男
性
の
信
者
に
関
 

し
て
は
、
第
二
世
代
に
な
る
と
第
一
世
代
の
信
者
よ
り
 
も
 
「
俗
信
，
タ
タ
リ
意
識
」
と
「
現
世
利
益
的
行
動
」
 と
い
う
一
一
つ
の
民
俗
 
宗
 

果
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
男
性
の
水
準
に
お
い
て
世
代
 
の
 効
果
が
有
意
向
 H
o
.
 
の
）
 
、
で
八
 
・
 
0
 巴
 

弓
 Ⅱ
の
・
 

0
 の
・
で
八
二
 

0
 一
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
世
の
水
 
準
 に
お
い
て
性
の
単
純
効
果
が
有
意
 

た
が
っ
て
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
男
性
 
で
は
二
世
よ
り
一
世
の
信
者
の
ほ
う
が
 

一
世
よ
り
二
世
の
信
者
の
ほ
う
が
強
い
傾
向
が
あ
る
と
 い
え
る
。
ま
た
、
二
世
の
男
女
で
は
、
 

が
 強
い
と
い
え
る
。
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八
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0
 こ
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あ
っ
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し
 

信
仰
の
程
度
が
強
く
 、
 逆
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女
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で
は
 

男
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よ
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女
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う
が
信
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の
程
度
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る て お と で り い 結 性 

五
 

ま
と
め
 

本
論
で
は
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
者
を
対
象
に
し
た
質
問
 
紙
 調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
 
と
 日
本
人
の
民
俗
宗
教
 

と
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
世
代
を
経
 
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
う
変
化
す
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
 
し
た
。
以
下
、
そ
の
 

果
は
 
つ
い
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
、
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
に
対
す
る
反
応
と
民
俗
 宗
 教
性
 に
対
す
る
反
応
と
は
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
お
り
 、
両
者
が
融
合
し
て
 

る
 様
子
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
モ
ル
モ
ン
教
が
 
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
的
慣
習
を
形
式
的
に
尊
重
す
 
る
 態
度
を
と
っ
て
 お
 

両
者
は
別
物
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
 

、
ま
た
、
モ
ル
モ
ン
教
の
教
え
に
「
祖
先
世
ホ
拝
」
に
 
通
 じ
る
よ
う
な
面
が
見
い
だ
せ
は
し
て
も
、
や
は
り
信
者
 

て
い
る
。
こ
れ
は
、
モ
ル
モ
ン
教
が
ま
だ
「
家
の
宗
教
 
」
化
し
て
い
な
い
こ
 

の
 意
識
や
行
動
の
中
 

を
 表
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
 

次
に
、
民
俗
宗
教
性
に
対
す
る
反
応
は
、
民
俗
宗
教
 
意
 識
 、
俗
信
・
 
タ
 タ
リ
意
識
、
現
世
利
益
的
行
動
の
三
つ
 に
 大
き
く
分
か
れ
て
 

り
 、
民
俗
宗
教
意
識
が
高
い
人
は
後
の
二
つ
の
民
俗
家
 教
 体
も
高
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
民
俗
 
宗
教
性
の
構
造
と
し
 

は
 、
民
俗
宗
教
意
識
が
中
心
に
位
置
し
、
俗
信
・
 
タ
タ
 リ
 意
識
お
よ
び
現
世
利
益
的
行
動
と
有
機
的
な
関
連
を
 
保
つ
形
に
な
っ
て
 い
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
モ
ル
モ
ン
教
の
信
仰
と
の
関
係
を
見
 
れ
ば
、
信
仰
が
厚
い
人
は
俗
信
・
 タ
 タ
リ
意
識
と
現
世
 利
益
的
行
動
へ
の
 関
 

俗 第 教 
近 二 的 

り 世 傾 
」 代 向   
も ほ 弓牟 

い う ま 

え が り 

る モ 、 
よ ル 道 
う そ に 

な 、 ノ モ 

傾 教 ル 
向 0 モ 
を 信 ン 

示 仲 裁   
て や 信   
る 強 は 
と く や 
い な や 
え る 弱 
よ 、 { 

なる っ , 。 と。   
  
こ し 

と て よ @ 女 
男 ， 性 

， 性 の 
の 信 
二 者 
世 に 

関し 信者 

め て 

肩 は   
離 村 
れ に 第 
あ - 
る 世   
は よ 

「 民も り 
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に
 見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
分
析
の
結
果
を
 
見
る
と
、
お
そ
ら
く
男
性
に
お
い
て
よ
り
顕
著
な
の
で
 
は
な
い
だ
ろ
う
か
 0 
合
 

与
が
よ
 り
薄
か
っ
た
の
で
、
信
仰
が
民
俗
宗
教
性
の
 う
 ち
の
こ
の
二
つ
の
側
面
を
弱
め
る
働
き
を
し
て
い
る
こ
 
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
 

し
 、
民
俗
宗
教
意
識
と
信
仰
と
は
互
い
に
独
立
の
関
係
 
に
あ
っ
た
の
で
、
民
俗
宗
教
性
の
中
核
の
部
分
は
 、
信
 仰
の
程
度
に
関
わ
り
な
 

く
 信
者
の
意
識
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 信
 者
の
民
俗
宗
教
意
識
は
決
し
て
強
く
な
か
っ
た
も
の
の
 
、
こ
の
よ
う
に
信
仰
の
 

程
度
に
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
日
本
人
の
 
民
俗
宗
教
性
の
根
深
さ
の
一
端
を
伺
わ
せ
る
と
い
っ
て
 
よ
い
の
で
は
な
い
だ
 る
 

ぅ
か
 。
 

宗
教
心
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
 
入
信
後
年
数
が
長
く
な
る
に
つ
れ
て
民
俗
宗
教
性
は
よ
 
り
 弱
ま
り
、
モ
ル
モ
 

ン
 教
の
信
仰
は
よ
り
強
く
な
る
と
い
う
ク
リ
ア
な
結
果
 が
 得
ら
れ
た
。
こ
こ
に
は
入
信
後
の
社
会
化
の
成
果
が
 
現
れ
て
い
る
と
い
え
よ
 

う
 。
一
方
、
年
齢
に
よ
る
影
響
は
宗
教
心
の
ど
の
側
面
 
に
 関
し
て
も
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
は
筆
者
が
別
の
新
奈
 
教
の
信
者
を
対
象
に
行
 

っ
た
 調
査
結
果
 や
 、
ア
メ
リ
カ
 の
 大
規
模
な
世
論
調
査
 
一
 
o
-
3
 

か
ら
予
想
さ
れ
る
結
果
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
民
俗
 宗
 教
性
は
 つ
い
て
は
、
 
金
 

 
 

 
 

児
が
 浄
土
真
宗
の
門
徒
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
で
、
 
五
 0
 歳
を
過
ぎ
る
と
急
速
に
深
化
す
る
と
い
う
結
果
を
得
 
て
い
る
が
、
今
回
の
調
 

査
 で
は
そ
の
年
齢
層
の
回
答
者
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
 そ
の
点
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
 

世
代
に
よ
る
変
化
は
性
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
 
主
 に
 男
性
に
つ
い
て
そ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
 
ち
 、
俗
信
・
 
タ
タ
リ
 

意
識
と
現
世
利
益
的
行
動
へ
の
関
与
の
程
度
が
男
性
で
 
は
 
一
世
よ
り
二
世
の
ほ
う
が
強
く
 、
 逆
に
モ
ル
モ
ン
教
 の
 信
仰
は
一
世
よ
り
 二
 

世
 の
ほ
う
が
弱
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
う
し
た
男
性
 の
 二
世
信
者
の
「
信
仰
離
れ
」
の
傾
向
は
 、
 実
は
イ
ン
 

タ
ビ
ュ
ー
か
ら
も
伺
わ
 

れ
た
。
と
い
う
の
も
、
二
世
の
信
者
が
小
学
生
の
う
ち
 は
 熱
心
で
あ
っ
て
も
中
学
、
高
校
の
年
齢
に
な
っ
て
 
教
 会
 に
来
な
く
な
る
と
い
 

つ
め
 は
 よ
 く
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
世
信
者
の
育
成
は
 教
会
に
と
っ
て
大
き
な
問
題
だ
と
い
う
。
聞
き
取
り
で
 
は
そ
の
傾
向
は
男
女
共
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一
 巨
大
 濱 徹
也
「
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
」
一
国
掌
暁
天
草
 

日
本
文
化
研
究
所
編
「
近
代
化
と
宗
教
ブ
ー
ム
」
同
朋
 舎
 、
一
九
 九
 0
 年
 一
一
一
三
 
｜
一
 

七
 0
 頁
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-
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 一
 
従
来
、
民
俗
宗
教
と
無
縁
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
が
ち
 
な
 真
宗
信
仰
を
民
俗
宗
教
と
積
極
的
に
関
連
づ
け
て
論
じ
た
も
 

大
村
英
昭
・
 

令
月
焼
桐
・
佐
々
木
正
典
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
親
鸞
 
｜
 真
宗
 信
 仰
と
 民
俗
宗
教
の
あ
い
 
た
｜
 」
同
朋
 舎
 、
一
九
九
 
0
 午
が
あ
る
 
 
 

-
7
 一
実
際
に
は
モ
ル
モ
ン
教
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
派
が
あ
る
が
 、
末
口
聖
徒
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
教
会
は
そ
の
う
ち
の
最
大
の
も
 
の
で
あ
り
、
一
般
に
「
 
モ
 

ル
モ
ン
 教
 」
と
い
え
ば
こ
の
教
会
を
指
す
。
高
橋
弘
「
素
顔
の
 モ
 ル
モ
ン
散
日
新
教
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
五
 

｜
 六
頁
。
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8
 一
 
そ
の
他
の
重
要
な
聖
典
と
し
て
は
「
教
義
 レ 品
玉
 
約
 」
「
 一
 
@
 
同
 価
 な
真
珠
」
が
あ
り
、
こ
の
三
白
が
一
冊
に
収
め
ら
れ
た
も
の
も
 
発
行
さ
れ
て
い
る
。
 

一
 
9
 一
 
い
わ
ゆ
る
「
正
統
」
 
な
 キ
リ
ス
ト
教
会
が
モ
ル
モ
ン
教
を
 

ど
う
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
モ
ル
モ
ン
教
 
を
 エ
ホ
バ
の
証
人
、
統
一
 

教
会
と
並
ぶ
「
異
端
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
キ
リ
ス
卜
者
の
著
作
 
も
あ
る
。
例
え
ば
、
井
出
定
治
 申
 異
端
と
は
何
か
」
い
の
ち
の
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」
と
ば
社
、
一
九
八
 

二
年
。
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夫
多
妻
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題
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い
て
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山
真
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子
「
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リ
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」
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 井
 間
宮
二
夫
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多
元
社
会
の
宗
教
集
団
 
｜
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メ
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カ
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宗
教
・
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巻
 

｜
 」
大
明
堂
、
一
九
九
二
年
、
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0
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四
三
頁
一
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詳
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頁
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頁
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回
の
分
析
に
は
残
念
な
が
ら
二
世
ま
で
の
信
者
し
か
 含
 ま
れ
て
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
モ
ル
モ
ン
教
が
日
本
で
 
の
 歴
史
を
重
ね
、
三
世
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井
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順
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編
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新
宗
教
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団
・
人
物
事
 ぬ
臼
 
弘
文
室
、
 

一
九
九
六
年
、
二
八
八
ー
二
八
九
頁
。
 

一
口
一
正
確
に
は
 
仙
 ム
ロ
ス
テ
ー
ク
と
い
う
。
モ
ル
モ
ン
教
会
は
地
 
区
 制
を
取
っ
て
お
り
、
信
者
が
三
十
 
@
 四
十
人
集
ま
る
と
支
部
、
 
白
 @
 百
五
十
人
で
 
フ
｜
 

ド
 
と
な
り
、
㍉
箇
所
ほ
ど
の
支
部
と
フ
ー
ド
を
 
統
 侍
す
る
の
が
 
ス
 テ
ー
ク
で
あ
る
。
 

-
 し
前
掲
の
「
新
宗
教
教
団
・
人
物
事
典
」
に
 
ょ
 れ
ば
、
日
本
 
に
お
け
る
信
者
数
は
一
七
万
人
、
世
界
全
体
で
九
 
0
 
二
万
人
で
 あ
る
。
 

（
亜
大
村
英
昭
「
死
ね
な
い
時
代
 
｜
 い
ま
、
な
ぜ
宗
教
 
か
｜
 」
 有
妻
 閻
 、
一
九
九
 0
 年
 、
八
二
ー
八
七
頁
。
 

一
リ
 -
 
井
出
定
治
、
前
掲
 書
 、
五
五
 ｜
 五
八
頁
。
 

（
Ⅸ
 -
 
佐
伯
真
光
「
ア
メ
リ
カ
教
の
風
景
」
 

悠
 飛
札
、
一
九
九
一
 
年
 、
一
 
0
 八
｜
一
 
0
 九
頁
。
 

-
 円
）
こ
こ
で
は
、
「
回
心
」
で
は
な
く
モ
ル
モ
ン
教
会
へ
の
大
ム
 

五
 を
も
っ
て
入
信
と
す
る
。
 

元
 @
 
 な
お
、
卒
業
論
文
作
成
時
の
一
九
八
六
年
に
数
 
ケ
 月
間
 モ
 ル
モ
ン
教
会
に
通
い
、
数
人
の
宣
教
師
に
面
接
を
行
っ
て
い
る
。
 

刀
 ）
こ
の
性
・
年
齢
別
構
成
は
な
る
べ
く
均
等
に
な
る
よ
う
 取
 り
 計
ら
っ
て
い
た
だ
い
た
結
果
で
あ
り
、
教
会
の
人
口
構
成
を
 反
映
し
た
も
の
で
は
な
 

 
 

 
 

一
刀
 -
 
の
目
の
 
一
ピ
 
Ⅳ
 ヨ
 Ⅳ
 -
 の
 ・
。
 
巾
 Ⅳ
Ⅰ
の
 
コ
 @
 
Ⅳ
 -
 一
 
コ
コ
ロ
の
 
コ
い
 
の
仁
で
。
 
昌
 Ⅰ
の
古
沢
 
-
 
っ
仁
 
⑦
 つ
コ
 の
口
ロ
 
ゆ
コ
 0
 昌
 -
 
コ
 Ⅳ
 ヒ
い
 
で
 ゆ
コ
 
の
の
の
 
コ
 の
す
 
@
 Ⅰ
の
 
亡
 ㎎
 一
 
0
 仁
の
㎎
Ⅰ
 
0
 廷
で
 ，
 Ⅱ
 目
 寸
口
 
ト
 ご
 ㌔
 ぜ
 -
Q
 

き
ら
～
 

5
%
 

や
ぬ
㍉
 

ミ
爵
 。
 

ト
の
 
・
Ⅰ
 
む
む
つ
 
・
の
 
つ
 １
 0
 ひ
 

-
 花
 一
 
令
兄
焼
桐
「
日
本
人
の
民
俗
宗
教
性
と
そ
の
伝
播
」
三
心
 
理
学
評
論
」
三
六
、
一
九
九
三
年
、
四
六
 
0
 ｜
 四
九
六
 夏
 。
 

一
型
 

N
H
K
 

世
論
調
査
部
「
現
代
日
本
人
の
意
識
構
造
第
二
一
 
版
 」
 N
H
K
 
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
九
一
年
、
八
七
 ｜
 九
七
頁
。
 

@
@
 
 
こ
の
命
名
で
は
針
供
養
の
項
目
の
意
味
が
失
わ
れ
る
が
、
 

こ
の
項
目
は
唯
一
の
逆
転
項
目
で
あ
る
た
め
か
、
回
答
者
の
反
応
 
に
や
や
疑
問
が
あ
り
、
 

後
述
す
る
よ
う
に
尺
度
と
し
て
の
信
頼
性
係
数
を
下
げ
る
も
の
で
 
も
あ
る
の
で
、
あ
え
て
重
き
を
置
か
な
い
こ
と
に
し
た
。
 

@
@
 
N
H
K
 

世
論
調
査
部
、
前
掲
 書
 、
九
三
 ｜
 九
四
頁
。
 

一
乙
 

厳
密
に
は
、
相
関
関
係
か
ら
直
接
的
に
因
果
関
係
を
導
き
 
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
妥
 
当
 で
あ
る
と
考
え
る
。
 

宏
一
年
齢
と
入
信
後
年
数
に
は
相
関
が
あ
り
、
年
齢
が
高
い
層
 で
は
年
数
が
長
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
 
統
 計
 手
法
に
よ
り
、
両
者
を
 

別
個
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

宛
 ）
杉
山
幸
子
「
宗
教
心
の
多
元
性
に
つ
い
て
 ｜
性
 、
年
齢
、
 

入
信
後
年
数
に
よ
る
検
討
 ｜
 」
三
社
会
心
理
学
研
究
」
 
九
 、
一
九
 九
三
年
、
一
三
ー
三
一
 

 
 
 
 
 
 
 
 

真
一
。
 

 
 

 
 

一
 ㏄
一
の
三
オ
 p
.
 ロ
 。
 エ
 o
o
P
 力
 ・
 ミ
 ・
。
 
ヒ
 「
：
径
の
 0
 「
の
 
亡
い
 
二
刀
・
Ⅰ
 

Ⅱ
 ぎ
 
㌔
 雙
ぎ
蛉
 ぎ
ぬ
Ⅱ
 陳
 
キ
 %
 武
ぎ
 ギ
巾
 「
の
コ
 

%
c
e
.
 

エ
巴
 二
）
 ま
 9
 の
 串
 l
O
 
㏄
 

 
 

@
 
一
会
兜
焼
 桐
 
「
宗
門
人
の
信
の
構
造
」
一
大
村
英
昭
・
令
兄
 
暁
嗣
 
・
佐
々
木
正
典
、
前
掲
喜
一
三
四
三
頁
。
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付
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島
薗
進
 ・
 磯
 前
順
一
編
 

「
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
旧
蔵
書
 

目
録
お
よ
び
解
説
」
 

東
京
堂
出
版
一
九
九
六
年
六
月
三
 
0
 日
刊
 

B
5
 判
五
二
八
頁
二
五
、
 0
0
0
 
円
 

鈴
木
 
範
久
 

旧
 東
京
帝
国
大
学
の
文
学
部
に
神
道
研
究
室
の
置
か
れ
て
い
た
 
こ
と
 

を
 、
も
う
今
日
で
は
知
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
幻
の
研
究
室
 
 
 

て
も
よ
い
。
本
書
は
、
そ
の
研
究
室
に
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
後
東
京
 
大
学
文
 

学
部
宗
教
学
宗
教
史
学
研
究
室
に
移
管
さ
れ
た
蔵
書
の
「
目
録
 
お
 ょ
び
解
 

説
 」
で
あ
る
。
 

東
京
帝
国
大
字
に
神
道
講
座
が
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
の
は
、
 

一
 九
二
 

0
 
 一
大
正
九
）
 年
 九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
年
前
の
六
月
 、臨
時
 

教
育
会
議
に
お
い
て
、
大
字
に
「
人
格
 ノ
 陶
冶
 友
 国
家
思
想
 
ノ
酒
 養
 」
 が
 

い
っ
そ
う
に
求
め
ら
れ
た
結
果
と
さ
れ
る
。
し
か
し
当
初
は
 
、
神
 道
 講
座
 

は
 専
任
も
な
け
れ
ば
所
属
す
る
学
生
も
な
く
、
明
治
聖
徳
記
念
 
学
 会
 研
究
 

所
所
長
で
宗
教
学
科
講
師
の
加
藤
支
管
、
内
務
省
神
社
局
考
証
 
官
 で
 国
史
 

学
科
の
講
師
の
宮
地
直
一
の
両
名
が
、
兼
任
の
か
た
ち
で
講
義
を
 
担
当
す
 

る
の
み
で
あ
っ
た
。
一
九
二
一
年
四
月
に
な
り
、
加
藤
文
音
 
と
田
 中
毒
 能
 

書
評
と
紹
介
 

が
 助
教
授
と
し
て
就
任
、
宮
地
は
講
師
と
し
て
兼
任
し
た
。
 
一
 九
三
三
 

年
 、
加
藤
と
田
中
が
退
職
を
迎
え
、
そ
の
後
五
年
間
、
二
人
の
後
 
任
は
末
 

補
充
の
ま
ま
の
時
代
が
つ
づ
く
。
こ
の
間
の
講
義
は
、
宮
地
を
は
 
 
 

山
本
信
哉
、
原
田
敏
明
、
小
林
健
三
ら
の
講
師
陣
に
よ
っ
て
に
 な
わ
れ
 

@
@
 

+
 
八
 。
 一

九
二
五
年
に
設
置
さ
れ
た
教
学
刷
新
評
議
会
に
お
い
て
、
日
本
 

 
 

関
係
字
間
の
拡
充
方
針
が
示
さ
れ
た
。
た
か
ま
る
戦
時
体
制
の
な
 
ヵ
、
 
で
、
 

一
九
三
八
年
、
日
本
思
想
史
講
座
の
設
置
と
と
も
に
神
道
講
座
の
 

拡
充
が
 

認
め
ら
れ
た
。
こ
の
結
果
、
欠
員
の
神
道
講
座
の
王
佐
教
授
に
は
 
宮
地
面
 

一
 が
任
命
、
新
た
に
講
師
と
し
て
は
武
田
祐
吉
と
坂
本
広
太
郎
の
 
両
名
が
 

増
員
さ
れ
た
。
し
か
し
、
他
学
科
の
よ
う
な
学
科
で
も
な
け
れ
ば
 
固
有
の
 

学
生
の
い
な
い
点
で
は
変
わ
り
な
か
っ
た
。
 

一
九
四
五
年
、
敗
戦
を
迎
え
る
と
と
も
に
神
道
講
座
は
廃
止
一
一
 

 
 

六
年
三
月
一
四
日
 
-
 さ
れ
、
神
道
研
究
室
も
閉
鎖
さ
れ
た
。
こ
 

う
  
 

神
道
研
究
室
の
蔵
書
は
宗
教
学
宗
教
史
学
研
究
室
に
移
管
さ
れ
た
 
。
そ
し
 

て
 蔵
書
の
多
く
が
 
末
 整
理
の
ま
ま
、
長
年
月
を
過
ぎ
て
き
た
が
、
 

今
回
よ
 

ぅ
 や
く
目
録
の
発
行
と
い
う
か
た
ち
で
、
文
字
通
り
陽
の
目
を
見
 
た
の
で
 

あ
る
。
な
に
よ
り
も
本
目
録
の
作
成
に
貢
献
し
た
諸
氏
の
労
力
に
 
感
謝
し
 

@
@
 
。
 

本
書
は
、
第
一
部
解
説
、
第
二
部
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
 

室
旧
 

蔵
 和
漢
書
目
録
の
二
部
か
ら
な
っ
て
い
る
。
執
筆
担
当
者
の
一
覧
 
表
 が
見
 

ら
れ
な
い
の
で
、
目
次
の
紹
介
を
兼
ね
て
主
要
執
筆
者
名
を
括
弧
 
内
に
掲
 

 
 
 
 

 
 

g
 

 
 

は
 し
が
き
 
-
 真
菌
 

進
 -
 

 
 

第
一
部
解
説
 



第
一
章
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
 

第
一
節
神
道
研
究
室
の
歴
史
的
変
遷
 

-
 遠
藤
潤
一
 

第
二
節
書
籍
の
購
入
と
移
管
一
機
 
前
 順
二
 

第
三
節
神
道
研
究
室
の
教
官
 

田
中
表
龍
一
機
 
前
 順
二
 

加
藤
 玄
 智
一
 島
 貢
進
一
 

宮
地
直
一
一
遠
藤
 
潤
 -
 

第
四
節
近
世
神
道
か
ら
近
代
神
道
学
へ
 
-
 
機
 前
 順
一
 -
 

第
二
章
書
籍
解
題
 
一
 遠
藤
 
潤
 、
 磯
 前
順
一
、
小
倉
慈
 円
 、
 林
 

淳
 、
黒
崎
浩
行
、
和
田
光
俊
、
前
川
理
子
、
池
澤
 
優
 、
 

宮
田
正
彦
、
島
貢
進
一
 

第
三
章
正
親
町
家
旧
蔵
書
 

-
 
磯
 前
順
一
、
小
倉
 慈
 同
一
 

第
二
部
東
京
帝
国
大
学
神
道
研
究
室
旧
蔵
和
漢
書
目
録
 

-
 
磯
  
 

一
 、
小
倉
慈
 
円
 、
黒
崎
浩
行
 一
 

付
録
姉
崎
正
治
収
集
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
書
一
宮
崎
賢
太
郎
 

一
 

こ
れ
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
本
書
の
大
き
な
特
徴
は
、
た
だ
の
 
蔵
 書
目
 

録
 で
な
く
、
蔵
書
の
成
立
と
歴
史
、
旧
所
蔵
者
な
ど
に
っ
き
、
 

実
 
に
 丁
寧
 

な
 解
説
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
、
前
述
し
た
神
道
 
講
 座
の
略
 

述
も
本
書
の
「
神
道
研
究
室
の
歴
史
的
変
遷
」
に
よ
っ
た
ま
で
で
 あ
る
。
 

こ
れ
に
よ
り
改
め
て
神
道
講
座
と
は
何
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
さ
れ
 
る
 。
 国
 

策
 に
翻
弄
さ
れ
た
小
さ
な
講
座
の
歴
史
で
あ
る
が
、
他
方
、
さ
さ
 やか
な
 

り
と
も
歴
史
学
や
宗
教
学
の
学
問
的
姿
勢
を
残
そ
 
ち
 ，
と
し
た
痕
跡
  
 

ら
れ
な
い
で
も
な
い
。
正
親
町
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
を
中
心
と
 する
 蔵
 

書
の
内
容
は
、
お
そ
ら
く
大
き
な
価
値
を
持
つ
に
ち
が
い
な
い
  
 

し
 、
そ
れ
は
評
者
の
守
備
範
囲
を
は
る
か
に
逸
脱
す
る
こ
と
な
の
 で
、
 直
 

接
 、
本
書
を
綺
か
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。
他
の
分
野
も
 
、
 
そ
の
 占
 

で
は
変
わ
り
な
い
な
が
ら
、
評
者
に
と
り
、
特
に
興
味
を
寄
せ
ら
 
1
2
0
 

分
に
 、
第
三
節
の
「
神
道
研
究
室
の
教
官
」
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

分
 に
か
ぎ
り
感
想
を
記
す
。
 

磯
前
 順
一
の
「
田
中
 
義
能
 」
は
、
同
人
が
「
思
想
」
八
六
 0 号
 

二
九
 

九
六
年
 -
 に
発
表
し
た
「
近
代
神
道
学
の
成
立
 

｜
 田
中
表
 能
論
｜
 
 
 

筆
と
 修
正
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
井
上
哲
次
郎
門
下
の
国
民
 
道
 徳
教
育
 

家
 と
し
て
出
発
し
た
田
中
が
、
教
育
勅
語
の
神
道
的
な
解
釈
か
ら
 
、
や
が
 

て
 神
道
研
究
に
入
り
、
つ
い
に
神
道
神
学
者
と
で
も
称
し
て
よ
い
 
 
 

ま
で
進
む
経
歴
と
思
想
を
た
ど
る
。
田
中
が
、
神
道
を
政
治
と
 
道
 彼
 と
 宗
 

教
 と
の
統
一
さ
れ
た
「
超
歴
史
的
な
民
族
精
神
」
と
み
た
こ
と
か
 ら
 、
 申
 
甲
 

社
 非
宗
教
論
で
は
、
神
道
を
他
の
宗
教
の
う
え
に
超
越
し
た
存
在
 と
す
る
 

積
極
的
な
非
宗
教
論
者
と
み
る
。
神
社
の
祭
祀
と
神
道
と
を
分
け
 る
 消
極
 

論
 と
の
相
違
で
あ
る
。
こ
の
田
中
を
中
心
と
し
て
神
道
学
会
が
設
 正
 さ
れ
 

た
の
は
一
九
二
六
年
で
あ
る
。
「
神
道
学
」
の
名
称
も
、
こ
れ
に
 
 
 

め
ら
れ
る
。
将
来
、
磯
前
に
よ
り
田
中
の
神
道
学
と
今
日
の
神
 道
学
と
 

の
 、
連
続
と
不
連
続
の
問
題
の
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
 る
 。
 

島
薗
進
 「
加
藤
 玄
智
 」
は
、
こ
れ
も
「
加
藤
 玄
 智
の
宗
教
学
的
 神
道
 

学
の
形
成
」
の
題
で
「
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
」
二
八
号
 二
 
九
九
五
 

年
 ）
に
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
論
文
で
あ
る
。
加
藤
は
 
、
真
 宗
 の
 僧
 

門
の
出
身
で
あ
る
う
え
、
宗
教
学
科
の
講
師
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
 

常
に
 宗
 

教
学
的
研
究
の
意
識
だ
け
は
忘
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
加
藤
も
 田
中
岡
 

様
に
井
上
哲
次
郎
門
下
で
あ
る
。
そ
の
転
機
に
は
乃
木
大
将
の
殉
 死 が
あ
 

る
 。
神
道
の
汎
神
論
と
倫
理
性
に
お
い
て
宗
教
的
要
素
を
見
 い
た
 し
、
そ
 

れ
を
加
藤
は
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
 

島
薗
は
 、
こ
れ
と
「
 
天
 白
玉
井
 
払
 
」
 



を
 重
視
す
る
神
道
観
と
の
間
に
「
ず
れ
」
を
み
る
。
そ
れ
は
「
 
ず
 ね
 」
と
 

い
う
よ
り
は
、
加
藤
の
「
宗
教
学
的
神
道
学
」
が
、
む
し
ろ
「
 
神
 道
学
的
 

宗
教
学
」
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。
 

遠
藤
 

潤
 
「
宮
地
直
一
」
は
、
宮
地
の
学
問
を
つ
ら
ぬ
く
二
大
佐
 

格
と
 

し
て
、
実
証
的
史
学
者
と
神
道
行
政
家
の
立
場
を
取
り
上
げ
る
。
 

ま
た
 学
 

統
 の
う
え
で
は
、
東
大
国
史
学
科
の
実
証
主
義
と
な
ら
び
、
億
冊
 
的
な
国
 

学
の
流
れ
も
指
摘
す
る
。
宮
地
と
い
う
と
、
と
も
す
れ
ば
前
者
の
 
 
 

み
を
強
く
抱
い
て
い
た
評
者
に
は
、
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
 

た
 だ
、
せ
 

っ
 か
く
宮
地
の
「
神
祇
空
」
か
ら
「
神
道
 史 」
へ
の
変
化
の
問
題
 
に
ま
で
 

言
及
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
性
格
を
か
ら
ま
せ
て
、
 

ム
 
「
一
歩
 深
 

 
 

三
者
と
も
、
文
末
に
は
詳
細
な
「
年
譜
」
が
付
さ
れ
て
い
て
参
考
 
に
な
 

る
 。
 

個
人
的
な
回
想
を
記
す
な
ら
ば
、
神
道
研
究
室
の
名
を
聞
く
と
、
 

ど
う
 

し
て
も
、
そ
の
研
究
室
の
最
後
の
副
手
を
 つ
 と
め
た
野
田
幸
三
郎
 
氏
 の
こ
 

と
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
野
田
氏
は
、
神
道
研
究
室
 
の
 閉
鎖
 

後
も
引
き
続
き
宗
教
学
宗
教
史
学
研
究
室
で
研
究
を
な
し
、
非
常
 
勤
 講
師
 

と
し
て
何
年
 
か
 講
義
も
担
当
さ
れ
た
。
た
し
か
富
山
大
学
で
学
 ム
 
 
 

れ
た
と
き
で
あ
っ
た
ト
占
じ
う
。
能
登
半
島
を
ま
わ
っ
た
帰
途
の
七
 

尾
線
の
 

車
中
で
、
宗
教
研
究
の
方
法
に
つ
き
、
野
田
氏
と
 我タ
 若
手
と
の
 間
 の
 議
 

論
 が
日
動
化
し
、
気
が
付
け
ば
金
沢
駅
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
 

敗
戦
に
 

よ
り
神
道
研
究
室
が
閉
鎖
さ
れ
た
あ
と
、
野
田
氏
は
小
石
川
高
校
 
に
教
 -
 
貝
 

 
 

 
 

 
 

、
と
の
空
想
を
 

何
度
も
し
た
こ
と
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら
野
田
氏
は
、
現
在
で
は
 
惜
し
ま
 

れ
る
ほ
ど
の
年
齢
で
世
を
去
ら
れ
た
。
 

野
田
氏
の
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
理
由
は
、
も
し
も
野
田
氏
 
 
 

う
 な
学
風
の
神
道
研
究
室
で
あ
る
な
ら
 ぱ 、
閉
鎖
の
必
要
は
全
 披
 
な
か
っ
 

た
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
戦
前
の
日
本
 
の
 宗
教
 

学
 研
究
は
 、
 他
の
宗
教
は
と
も
か
く
、
こ
と
神
道
の
研
究
に
関
す
 る
か
ぎ
 

り
 、
無
力
に
ひ
と
し
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
 

も
つ
と
 

も
 野
田
氏
に
し
て
も
、
そ
れ
は
敗
戦
と
い
う
決
定
的
な
出
来
事
が
 
 
 

た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
ム
コ
日
の
神
道
学
の
研
究
に
、
そ
の
結
果
 

は
、
ど
 

の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
本
垂
 

日
の
 
「
 抽
 
W
 
肝
 

説
 」
を
読
む
か
ぎ
り
、
真
の
意
味
で
の
宗
教
学
的
神
道
研
究
の
生
 
 
 

あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
し
だ
い
で
あ
る
。
 

  



著
者
は
フ
ィ
ヒ
テ
を
中
小
に
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
の
研
究
で
は
 夙
に
 

ム
 Ⅰ
 名
 高
き
研
究
者
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
毎
日
新
聞
の
俳
壇
の
 
選
者
の
 

一
人
と
し
て
、
は
た
ま
た
俳
句
同
人
誌
の
共
同
主
宰
者
と
し
て
 

活
 躍
 さ
れ
 

て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
寺
を
住
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
著
者
は
 「
哲
学
 

と
詩
と
 宗
教
」
を
論
じ
る
に
適
任
の
人
で
あ
る
。
か
つ
て
芸
術
と
 
宗
教
と
 

哲
学
を
、
永
遠
で
無
限
な
絶
対
者
と
つ
な
が
る
領
域
と
し
て
選
び
 
、
こ
れ
 

ら
を
「
絶
対
精
神
」
と
呼
ん
だ
の
は
 へ
｜
 ゲ
ル
で
あ
っ
た
が
、
 
こ
 の
 一
二
つ
 

を
人
間
の
営
み
の
最
高
の
も
の
と
す
る
 へ
｜
 ゲ
ル
の
考
え
方
を
著
 者
は
と
 

ら
な
い
。
こ
の
考
え
方
は
教
養
・
文
化
主
義
の
色
合
い
な
も
っ
 て
い
る
 

が
 、
宗
教
と
詩
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
著
者
は
言
う
。
 
つ
ま
り
 

「
人
間
を
一
 
@
 
回
 み
に
 み
 ち
び
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
 ろそ
れ
 

が
な
い
と
、
人
間
が
人
間
と
し
て
あ
り
え
な
い
よ
う
な
い
と
な
み
 
、
人
間
 

を
 自
分
自
身
の
存
立
の
基
礎
へ
つ
れ
て
ゆ
く
い
と
な
み
の
こ
と
 」
 -
 一
一
五
 

0
 頁
 -
 こ
そ
が
宗
教
と
詩
で
あ
る
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。
さ
ら
 
に
 現
代
 

と
い
う
時
代
は
こ
う
し
た
宗
教
と
詩
に
と
っ
て
は
か
つ
て
な
い
 
亜
 小
 天
候
で
 

あ
る
と
言
う
。
表
面
的
に
は
宗
教
も
詩
も
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
 
 
 

佐
々
木
兎
 

大
筆
頭
 著
 

コ
ホ
 教
と
 詩
の
源
泉
」
 

法
蔵
 館
 

一
九
九
六
年
五
月
三
 0
 日
刊
 

A
5
 判
二
五
二
頁
三
七
八
六
円
 

う
な
観
を
呈
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
プ
ー
ム
は
本
当
の
宗
教
と
 
詩
 の
 復
 

 
 

権
 で
は
な
い
と
著
者
は
言
う
。
ま
さ
し
く
宗
教
と
詩
の
源
泉
を
問
 
わ
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
こ
の
源
泉
か
ら
宗
教
と
詩
を
捉
え
た
と
き
に
、
う
わ
 つい
た
 

宗
教
ブ
ー
ム
や
ハ
イ
ク
プ
ー
ム
な
ど
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、
宗
教
団
 
有
 の
 使
 

命
 に
根
本
的
に
覚
醒
 
し
 、
あ
る
い
は
詩
の
本
質
に
触
れ
、
わ
れ
わ
 
 
 

生
 は
そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
の
次
元
に
直
 
面
す
る
 

こ
と
に
な
る
と
著
者
は
言
う
。
し
た
が
っ
て
本
書
を
ひ
も
と
く
と
 
き
、
 
わ
 

れ
わ
れ
は
自
己
の
存
在
の
基
礎
を
絶
え
ず
顧
み
る
こ
と
を
促
さ
れ
 
て
い
る
 

と
 舌
口
わ
ざ
る
を
 宙
 
佳
月
な
 

本
書
は
平
成
二
年
か
ら
平
成
七
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
論
文
の
集
 
成
で
 

あ
る
。
つ
ま
り
か
つ
て
の
論
文
集
「
花
月
の
思
想
」
一
平
成
元
年
 
 
 

の
 続
編
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
論
文
集
で
あ
る
。
ま
ず
目
次
を
 
見
て
 、
 

テ
ー
マ
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
 

目
次
 

今
日
の
宗
教
の
可
能
性
大
い
な
る
生
命
へ
 

 
 

西
田
幾
多
郎
と
夏
目
漱
石
ポ
エ
ジ
ー
の
意
味
す
る
も
の
 

西
田
哲
学
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋
の
対
話
 

悲
哀
の
弁
証
法
西
田
哲
学
に
お
け
る
清
貢
的
な
も
の
に
つ
い
て
 

宗
教
の
源
泉
西
田
哲
 学
と
 浄
土
真
宗
 

 
 
 
 

詩
と
 宗
教
芸
術
と
宗
教
の
つ
な
が
り
 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
西
晋
智
治
に
お
け
る
「
 
空
 」
の
思
想
 

花
は
救
い
と
な
っ
た
か
西
行
の
さ
く
ら
の
歌
 

人
間
的
自
由
の
根
底
 

親
寮
と
 シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
 

  



書評と紹介 

第
一
論
文
で
は
、
著
者
の
専
門
で
あ
る
「
宗
教
哲
学
」
か
ら
、
々
 

示
教
 の
 

現
状
把
握
と
さ
ら
に
は
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
 
。
さ
て
 

宗
教
哲
学
と
は
 い
 か
な
る
人
間
の
い
と
な
み
か
。
「
宗
教
以
外
の
 

人
間
の
 

い
 と
な
み
か
ら
区
別
さ
れ
る
何
か
が
宗
教
に
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
 
o
@
 」
 

何
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
ま
れ
 
た
 学
問
 

が
 宗
教
哲
学
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
通
じ
る
普
遍
的
な
本
 
質
 を
探
 

究
 す
る
」
 
-
 
四
頁
 一
と
 著
者
は
舌
口
 ぅ
 。
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
哲
学
が
 生
ま
れ
 

た
が
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
ほ
ど
宗
教
の
本
質
を
見
事
に
と
 
ら
え
た
 

人
 ほ
い
な
い
、
彼
は
神
と
い
う
舌
口
 葉
 を
一
つ
も
使
わ
な
い
で
、
 
あ
  
 

キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
中
に
出
て
く
る
概
念
を
一
つ
も
使
わ
な
い
 
で
 七
 
%
 教
 

0
 本
質
を
と
ら
え
た
と
著
者
は
非
常
に
高
く
評
価
す
る
。
彼
は
人
 
間
 に
お
 

け
る
社
会
的
な
連
関
と
宗
教
的
な
連
関
と
は
全
く
次
元
が
違
 
う
と
 い
 ,
 
っ
 @
 
」
 

と
を
い
ち
ば
ん
は
っ
き
り
と
言
っ
た
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
は
 
無
限
者
 

が
 有
限
者
に
働
き
か
け
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

人
間
 は
 

こ
の
次
元
で
は
任
せ
き
る
し
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
社
会
的
な
連
関
 
で
は
、
 

有
限
者
と
有
限
者
と
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、
他
人
に
任
せ
き
っ
て
 
生
き
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
。
彼
は
宗
教
的
な
連
関
に
お
け
る
 
こ
の
感
 

 
 

 
 

じ
る
こ
と
、
任
せ
き
る
こ
と
を
宇
宙
の
直
観
、
あ
る
い
は
絶
対
の
 
依
存
感
 

と
 呼
ん
だ
。
宗
教
に
お
け
る
人
間
の
「
絶
対
的
受
動
性
」
を
は
っ
 き
り
と
 

見
事
に
と
ら
え
た
彼
の
洞
察
は
ま
こ
と
に
素
晴
し
い
と
著
者
は
最
 
大
の
評
 

価
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
評
価
は
、
俳
句
の
実
作
を
通
 
し
て
、
 

あ
る
い
は
芭
蕉
の
俳
論
、
つ
ま
り
自
分
の
頭
で
作
り
上
げ
た
と
い
 
ぅ
 作
為
 

与
 す
る
 句
ヒ
を
 排
し
て
 自
殊
と
 詩
的
舌
口
語
が
出
て
く
る
、
つ
ま
  
 

る
句
 」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
俳
論
を
介
し
て
、
さ
ら
に
 
自
ら
の
 

手
術
の
経
験
か
ら
、
実
感
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
わ
 
 
 

の
 存
在
の
基
本
的
な
状
態
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
著
者
の
洞
 票
 が
あ
 

る
 。
 

宗
教
と
詩
の
根
底
に
は
、
「
襲
わ
れ
る
」
と
い
う
根
本
経
験
が
あ
 
 
 

こ
れ
は
感
じ
る
以
外
は
な
く
、
ま
さ
に
感
じ
の
リ
ズ
ム
に
任
せ
き
 
 
 

な
い
。
宗
教
 哲
 宇
の
分
野
で
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
 -
 
」
 の
 事
態
を
 

「
宗
教
を
蔑
視
す
る
知
識
人
」
に
向
か
っ
て
語
っ
た
。
道
徳
や
形
 

面
上
手
 

-
 哲
学
一
は
、
人
間
が
自
分
の
思
考
や
意
志
の
力
で
有
限
な
も
の
 
か
ら
 佃
 

限
な
も
の
へ
向
か
っ
て
い
こ
う
と
す
る
方
向
を
持
つ
が
、
宗
教
は
 
正
反
対
 

の
方
向
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
考
え
に
対
し
て
は
、
当
時
か
 
ち
 い
ろ
 

い
ろ
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。
「
自
己
意
識
」
と
い
う
も
の
を
発
見
 
 
 

イ
ツ
観
念
論
は
、
自
我
と
か
正
体
と
か
が
世
界
の
根
本
の
原
理
で
 
あ
る
と
 

考
え
る
立
場
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
立
場
は
不
徹
底
、
つ
ま
り
人
間
 
が
 本
当
 

に
 自
己
に
目
覚
め
て
い
な
い
状
態
を
示
し
て
い
る
と
批
判
し
た
。
 

 
 

か
 な
ど
の
ド
イ
ツ
観
念
論
の
批
判
や
さ
ら
に
「
ロ
マ
ン
 圭
表
 的
で
 芸
術
に
 

近
い
も
の
」
 
一
 
田
辺
元
一
と
か
、
「
三
観
正
義
 
的
 」
で
「
人
間
に
内
 在
 的
な
 

宗
教
観
」
 
一
 
バ
ル
ト
）
と
か
の
批
判
を
著
者
は
紹
介
し
た
上
で
、
 

こ
れ
ら
 

を
 逆
に
批
判
し
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
を
擁
護
す
る
。
こ
の
 
擁
護
の
 

背
景
に
は
著
者
の
宗
教
観
が
存
し
て
い
る
。
「
本
当
の
」
宗
教
と
 
 
 

あ
る
か
と
い
う
問
が
絶
え
ず
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
 

絶
対
者
 
-
 
伸
一
と
相
対
者
一
人
間
一
と
は
い
か
に
関
わ
る
の
か
。
 

こ
の
 

関
わ
り
を
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
捉
え
る
か
。
 

伸
 中
心
主
義
と
人
 
間
中
心
 

正
義
と
い
う
立
場
の
相
違
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
し
た
批
判
も
 
、
 ま
た
そ
 

れ
へ
の
高
批
判
も
説
明
で
き
る
か
。
立
場
が
相
違
す
れ
ば
宗
教
観
 
も
異
な
 

ろ
 う
 、
と
い
う
寛
容
な
立
場
が
宗
教
哲
学
の
立
場
だ
ら
つ
か
。
「
 

本
当
の
」
 

盤
 

 
 

宗
教
を
巡
っ
て
凄
ま
じ
い
闘
い
が
歴
史
を
舞
台
に
な
さ
れ
て
き
た
 
の
で
は
 



な
い
か
。
た
ん
に
社
会
的
連
関
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
。
と
こ
ろ
 で 相
対
 

者
 ・
有
限
者
と
し
て
の
人
間
が
絶
対
者
・
 

軸
限
 者
と
し
て
の
神
と
 
 
 

う
 に
関
わ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
に
問
う
な
ら
ば
、
こ
の
間
い
に
 
は
神
を
 

対
象
と
し
て
い
る
立
場
が
潜
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。
人
間
の
意
識
 
 
 

存
す
る
神
は
真
の
神
で
は
な
い
、
真
の
神
は
人
間
の
意
識
の
底
を
 
破
る
 、
 

こ
の
次
元
に
お
い
て
人
間
を
襲
う
。
し
か
し
襲
わ
れ
た
選
ば
れ
た
 
人
間
は
 

い
つ
ま
で
も
自
己
の
意
識
を
失
っ
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
は
 こ
 ,
 
つ
 

し
た
人
間
の
自
己
存
在
の
根
源
と
自
己
と
の
緊
張
関
係
か
ら
「
 6
 
本
 @
@
 
」
 

き
 、
ま
さ
に
同
じ
関
係
か
ら
「
文
士
二
話
二
を
論
じ
て
い
る
。
 

第
一
論
文
は
宗
教
の
本
質
を
論
じ
る
の
が
中
心
で
あ
る
が
、
さ
ま
 ざ
ま
 

な
 現
象
に
対
す
る
 

-
 た
と
え
ば
、
オ
ウ
ム
真
理
教
 は
 つ
い
て
、
 さ
 ら
に
 臓
 

器
 移
植
に
対
し
て
の
仏
教
者
の
対
応
に
つ
い
て
、
等
々
 
-
 批
判
が
 鋭
く
 展
 

聞
 さ
れ
て
い
る
。
「
今
日
の
宗
教
」
状
況
は
「
世
俗
化
」
を
抜
き
 

に
し
て
 

は
語
れ
な
い
、
特
に
わ
が
日
本
で
は
。
世
俗
化
と
は
、
宗
教
の
真
 
理
 が
見
 

失
わ
れ
て
 
い
 く
過
程
と
見
な
さ
れ
る
。
わ
が
日
本
は
こ
の
世
俗
化
 0 日
収
 
む
 
@
 し
 

進
ん
だ
非
宗
教
的
社
会
だ
と
著
者
は
言
う
。
著
者
は
、
西
谷
宮
治
 0 日
本
 

宗
教
学
会
で
の
講
演
を
引
い
て
、
「
現
代
に
は
宗
教
が
な
 

い
 」
 -
 
紛
 れ
も
な
 

く
 世
俗
化
の
証
 一
 と
と
も
に
、
「
宗
教
に
は
現
代
が
な
い
」
と
い
 

う
 側
面
 

を
も
世
俗
化
に
関
し
て
問
題
に
す
る
。
既
成
教
団
は
硬
直
化
し
て
 い
る
、
 

つ
ま
り
「
少
し
も
リ
ア
 
り
 テ
ィ
に
触
れ
て
い
な
い
」
で
、
で
き
 

上
  
 

教
義
の
体
系
に
し
が
み
つ
き
、
 

字
 づ
ら
の
解
釈
に
の
み
没
頭
し
そ
 れ
で
 事
 

足
れ
り
と
し
て
い
る
、
言
葉
が
硬
直
し
て
い
る
、
と
批
判
す
る
。
 

お
 経
の
 

言
葉
や
、
教
祖
の
言
葉
、
等
々
の
な
か
か
ら
光
っ
て
く
る
も
の
に
 
触
れ
な
 

 
 

こ
れ
ら
の
言
葉
の
な
か
に
は
い
ま
だ
に
新
し
 

い
 生
人
 叩
 

こ
の
脈
絡
で
、
親
鸞
は
食
べ
物
が
腐
ら
な
い
よ
う
に
と
、
「
敢
行
 

信
証
」
 

と
い
う
大
き
な
冷
凍
庫
を
作
っ
た
 
-
 一
一
頁
 -
 と
い
う
発
言
が
 な
さ
れ
Ⅲ
 

る
 。
冷
凍
庫
か
ら
取
り
出
す
と
腐
る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
  
 

 
 

人
々
に
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
解
凍
し
て
調
理
し
な
 

 
 

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
大
胆
な
言
い
替
え
が
試
み
ら
れ
ね
ば
 な
ら
な
 

い
 。
そ
の
例
と
し
て
、
蓮
如
の
「
御
文
章
」
中
の
「
伝
助
け
た
 
ま
 
え
 」
と
 

い
 う
 
一
種
危
険
に
見
え
る
よ
う
な
言
葉
を
挙
げ
る
。
こ
の
蓮
如
の
 

ミ
ロ
大
正
木
は
 

親
鸞
の
浄
土
真
宗
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
舌
口
 

う
 人
々
が
い
る
 
が
、
彼
 

ら
は
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
「
助
け
た
ま
え
」
は
仏
の
他
力
 
を
 生
き
 

生
き
と
表
わ
す
た
め
に
使
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
仏
に
頼
 む、
懇
 

願
 す
る
と
い
う
自
力
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
と
著
者
は
言
う
。
 

ま
 さ
に
こ
 

こ
に
言
語
表
現
と
そ
の
解
釈
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
「
 
廿
 Ⅱ
苗
の
間
 題
 」
 が
 

生
じ
る
 
@
 
れ
は
浄
土
真
宗
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
 て
 
開
祖
 親
 鸞
 の
 説
 

い
た
宗
教
的
な
生
命
が
分
か
る
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
  
 

か
 。
こ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
 
@
 語
の
問
題
と
絡
む
。
し
か
し
舌
口
語
 
せ
 わ
れ
 

わ
れ
人
間
の
息
の
ま
ま
に
な
る
道
具
で
あ
る
と
す
る
 
@
 語
 観
 で
は
 捕
え
 ろ
 

れ
な
い
次
元
で
。
「
舌
口
業
が
生
じ
る
」
と
い
う
次
元
で
舌
口
語
表
現
 
を
 捉
え
、
 

そ
の
解
釈
を
す
る
。
し
か
ら
ば
解
釈
学
の
問
題
か
。
ハ
イ
デ
 
ガ
｜
 が
 言
 う
 

 
 

 
 

-
 神
々
の
使
い
。
広
く
解
し
て
、
神
や
仏
か
ら
の
呼
び
か
け
 
-
 を
 含
意
す
 

る
よ
う
な
解
釈
学
が
容
認
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
ま
さ
に
解
釈
 
学
の
 問
題
で
 

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
宗
教
の
源
泉
、
詩
の
源
泉
に
触
れ
る
。
こ
の
 
次
 一
万
で
の
 

根
本
経
験
を
神
秘
主
義
の
軍
門
に
降
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
 表
 現
す
る
 

か
 。
い
か
に
解
釈
す
る
か
。
 

本
書
の
各
論
文
は
、
「
自
己
」
「
 
自
殊
 」
「
生
命
」
な
ど
の
キ
ー
フ
 

 
 



書評と紹介 

を
 中
心
に
し
て
、
宗
教
と
許
の
源
泉
を
論
じ
て
い
る
。
 

@
 語
が
 、
 ぎ
 し
く
 

ミ
ロ
う
と
言
語
表
現
・
解
釈
が
問
題
の
要
と
な
る
と
評
者
に
は
思
わ
 

れ
る
。
 

こ
の
と
き
「
宗
教
の
生
命
が
硬
直
し
て
い
く
危
険
を
切
開
す
る
 一
 種
 の
 外
 

科
 手
術
」
二
八
頁
 -
 と
し
て
の
宗
教
哲
学
が
存
在
理
由
を
有
す
 る
こ
と
 

と
 な
ろ
う
。
た
だ
し
絶
え
ず
心
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
 

こ
 れ
も
ま
 

た
 単
な
る
舌
口
語
表
現
と
化
し
硬
直
す
る
可
能
性
を
有
す
る
と
い
う
 

こ
と
で
 

あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
営
み
が
人
間
存
在
の
根
源
と
自
己
と
の
 
関
係
 

そ
れ
も
極
め
て
緊
張
し
た
関
係
か
ら
発
現
す
る
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 、
「
 科
 

学
 は
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
も
芸
術
も
み
な
自
己
存
在
の
根
源
か
ら
 
自
 分
 を
と
 

ら
え
な
い
で
、
す
べ
て
自
分
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
す
る
が
、
自
分
 
 
 

か
ら
自
分
を
と
ら
え
な
い
と
本
当
の
自
分
と
い
う
も
の
を
問
題
に
 
し
た
こ
 

と
に
は
な
ら
な
い
」
二
五
頁
㍉
こ
の
こ
ど
が
現
代
人
（
宗
教
に
 関
係
す
 

る
 人
も
し
な
い
人
も
一
に
は
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
 
 
 

著
者
の
現
状
把
握
で
あ
る
。
具
体
的
実
在
す
な
わ
ち
生
命
そ
の
も
 
の
を
 宗
 

教
は
 問
題
に
す
る
が
、
「
生
命
は
自
己
を
否
定
し
て
自
己
を
肯
定
 
す
る
と
 

い
 う
 無
限
の
自
己
超
越
の
運
動
で
あ
る
」
「
自
己
目
的
で
あ
る
の
 
は
 普
遍
 

的
な
 命
 そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
個
体
の
命
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

命
 は
か
え
っ
て
普
遍
的
な
 
命
 そ
の
も
の
の
手
段
だ
、
と
い
う
と
 

@
 
」
ろ
が
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
三
一
頁
 -
 と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
考
え
が
 、
現
代
 

に
は
非
常
に
分
か
り
に
く
い
孤
独
な
 

巴
想
 に
な
っ
て
し
ま
っ
た
 
と
 著
者
は
 

言
う
。
現
代
で
は
、
た
と
え
ば
脳
死
と
臓
器
移
植
の
問
題
の
よ
う
 
 
 

間
 の
 生
 と
死
と
が
非
常
に
厳
し
い
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
人
格
と
 
身
体
と
 

を
 区
別
し
な
い
で
自
分
の
臓
器
は
自
分
の
人
格
の
一
部
分
だ
と
吾
一
 
ロ
ラ
 仏
教
 

者
 も
い
る
が
、
こ
れ
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
た
日
本
的
ア
ニ
 
 
 

の
 現
代
版
、
素
朴
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
問
題
を
解
く
こ
と
 
は
で
き
 

な
い
、
と
著
者
は
言
う
 
"
 
一
 こ
の
生
死
は
仏
の
御
い
の
ち
な
り
」
「
 
仏
道
の
 

た
め
に
身
も
心
も
惜
し
む
べ
か
ら
ず
」
と
舌
口
 
う
 
一
仏
道
の
た
め
に
 命
 を
惜
 

し
め
と
も
舌
口
 
う
 一
道
元
の
生
死
観
に
立
ち
戻
っ
て
、
世
俗
化
の
行
 
き
 着
く
 

九
 で
あ
る
命
の
個
体
主
義
的
な
理
解
に
対
時
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
い
と
 著
 

者
は
考
え
て
い
る
。
「
大
い
な
る
命
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
 
自
 分
 の
 命
 

の
 自
覚
」
、
こ
れ
こ
そ
宗
教
で
あ
り
、
芸
術
 

-
 
誌
一
に
も
通
底
し
て
 
い
る
。
 

本
書
で
扱
わ
れ
て
い
る
人
々
の
考
え
方
や
生
き
方
は
こ
の
事
柄
に
 
焦
点
を
 

当
て
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
 
I
 
で
は
、
西
田
幾
多
郎
・
西
田
哲
学
 
を
 中
心
 

と
し
て
、
Ⅱ
で
は
、
王
と
し
て
芸
術
一
話
 

一
 を
中
心
に
し
て
、
こ
の
 
自
己
 存
 

在
の
根
底
を
問
う
本
書
は
「
生
命
の
論
理
」
構
造
に
貫
か
れ
て
い
 
る
と
 -
=
 

口
 

え
よ
う
。
 

西
田
幾
多
郎
に
お
け
る
「
生
命
の
論
理
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
 
 
 

れ
は
西
田
の
思
索
の
変
遷
を
貫
い
て
い
る
、
し
か
も
最
大
の
関
心
 
事
で
あ
 

っ
た
 宗
教
の
領
域
に
お
け
る
独
自
な
論
理
に
、
つ
ま
り
「
 逆 対
応
 」
の
 払
冊
 

理
 構
造
に
究
極
す
る
。
一
般
的
な
「
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
」
 

の
 論
理
構
 

進
 
-
 弁
証
法
的
論
理
一
は
歴
史
的
世
界
の
す
べ
て
の
領
域
に
わ
た
 って
 当
 

て
は
ま
る
が
、
宗
教
の
領
域
の
み
に
当
て
は
ま
る
も
の
が
こ
の
逆
 
 
 

い
う
構
造
で
あ
る
と
著
者
は
考
え
る
。
絶
対
者
と
人
間
と
の
関
係
 
を
い
わ
 

ば
そ
の
 両
 項
一
周
辺
一
か
ら
捉
え
た
語
が
「
絶
対
矛
盾
の
自
己
 
同
 
一
 」
と
 

い
う
表
現
で
あ
り
、
こ
の
同
じ
関
係
を
そ
れ
自
身
 -
 
中
、
お
か
ら
 
捉
え
た
 

語
が
 
「
 
逆
 対
応
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
一
一
二
八
頁
Ⅱ
こ
れ
は
 山
下
 
散
の
 

領
域
に
お
い
て
は
じ
め
て
出
現
す
る
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
と
い
 
ぅ
 事
態
 

 
 

を
 指
す
言
葉
で
あ
る
と
著
者
は
言
う
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
 
0
%
 本
仏
 

刊
弘
 

竹
 生
の
本
質
は
こ
の
逆
対
応
と
い
う
事
態
に
あ
る
。
西
田
は
最
 
晩
 年
に
、
お
 

 
 

「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
い
て
こ
の
新
し
い
術
語
 

で
も
っ
 



て
 、
宗
教
的
 
主
 に
固
有
の
論
理
を
「
説
明
」
せ
ん
と
し
た
。
「
 

宗
 教
は
心
 

雲
上
の
事
実
で
あ
る
。
哲
学
者
は
自
己
の
体
系
の
上
か
ら
宗
教
を
 
埋
造
す
 

べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
こ
の
心
霊
上
の
事
実
を
説
明
せ
な
け
 
れ
ば
な
 

ら
な
い
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
で
始
ま
る
西
田
の
宗
教
論
の
到
り
 
着
い
た
 

と
こ
ろ
が
「
 逆
 対
応
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
 ぬ 日
通
に
 

考
え
ら
れ
て
い
る
論
理
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
生
命
の
根
本
事
 
実
で
あ
 

る
 宗
教
の
「
論
理
」
を
「
説
明
」
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
 れ
ま
で
 

西
洋
の
宗
教
哲
学
は
宗
教
 -
 
キ
リ
ス
ト
教
一
の
真
理
性
を
証
明
し
 

よ
う
と
 

し
て
、
か
え
っ
て
宗
教
を
自
己
の
哲
学
体
系
の
立
場
か
ら
構
成
す
 
 
 

う
 傾
向
を
含
む
、
つ
ま
り
宗
教
を
桿
 遣
 す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
 

西
田
は
 

こ
れ
を
対
象
論
理
と
し
て
 
排
す
 。
さ
ら
に
宗
教
を
非
ム
ロ
 理
 的
と
か
 非
論
理
 

的
と
か
見
る
立
場
も
排
し
て
「
宗
教
者
に
よ
っ
て
直
接
に
生
き
ら
 れて
ぃ
 

る
 生
命
の
論
理
」
 
二
 
二
四
頁
 一
 を
捉
え
れ
と
し
た
。
ま
さ
に
 
こ
れ
を
 

「
 
逆
 対
応
」
の
論
理
と
名
づ
け
た
。
歴
史
的
世
界
の
最
も
深
い
領
 
域
 で
あ
 

る
 宗
教
に
固
有
の
論
理
は
、
し
か
し
他
の
領
域
と
切
れ
て
は
い
な
 い
、
 オ
 
@
 

盾
の
自
己
同
一
と
い
う
論
理
形
式
は
ど
の
領
域
で
も
見
い
出
さ
れ
 
る
、
と
 

西
田
は
言
う
。
つ
ま
り
物
理
的
世
界
、
生
物
的
世
界
、
意
識
の
 世
界
に
 

は
 、
そ
れ
ぞ
れ
矛
盾
の
自
己
同
一
一
あ
る
い
は
非
連
続
の
連
続
 
-
  
 

形
 が
見
ら
れ
る
と
西
田
は
考
え
、
い
わ
ば
こ
れ
ら
を
体
系
的
に
 
捉
  
 

す
る
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
に
は
一
度
排
さ
れ
た
 
対
象
論
 

理
は
西
田
の
場
所
の
論
理
の
な
か
に
 紐
 こ
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 
こ
の
 占
 

を
 矛
盾
、
な
い
し
は
あ
く
ま
で
非
連
続
と
見
る
か
、
卓
越
し
た
 
体
 系
 構
想
 

の
 試
み
と
見
る
か
。
こ
こ
に
西
田
理
解
・
評
価
の
岐
 れ
 道
が
存
  
 

る
 。
本
書
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
中
村
雄
二
郎
の
よ
 
 
 

宗
教
の
世
界
と
社
会
的
・
制
度
的
な
世
界
と
を
癒
着
さ
せ
る
べ
き
 
で
 な
 い
 

と
い
う
主
張
も
考
慮
の
う
ち
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 

逆
 対
応
は
宗
教
に
共
通
に
見
い
出
さ
れ
る
構
造
で
あ
る
と
西
田
は
 考
え
Ⅸ
 

る
 。
特
に
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
は
こ
の
同
じ
構
造
を
有
し
て
お
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

対
応
の
典
型
的
な
二
類
型
と
見
な
さ
れ
る
。
さ
ら
に
仏
教
の
う
ち
 
で
は
、
 

禅
と
 浄
土
を
取
り
上
げ
て
、
「
 
逆
 対
応
」
の
事
態
が
説
明
さ
れ
る
   

し
こ
れ
ら
は
同
じ
構
造
を
有
し
な
が
ら
、
方
向
が
異
な
る
と
さ
れ
 
る
 。
 キ
 

リ
ス
ト
教
は
、
自
己
が
空
間
的
に
、
い
わ
ば
客
観
的
方
向
に
自
己
 
自
身
を
 

超
え
て
絶
対
者
の
自
己
表
現
に
出
会
う
と
い
う
彰
一
超
越
的
内
在
 
と
 名
付
 

け
ら
れ
る
 -
 を
持
ち
、
他
方
、
仏
教
は
、
自
己
が
時
間
面
的
に
 
、
 
 
 

る
 主
観
的
方
向
に
自
己
自
身
を
超
え
て
、
超
越
者
に
出
会
う
と
  
 

-
 内
在
的
超
越
と
名
付
け
ら
れ
る
一
を
持
つ
宗
教
で
あ
る
と
さ
れ
 
る
 。
 同
 

じ
 仏
教
に
あ
っ
て
も
、
 
禅
と
 浄
土
と
で
は
、
内
在
的
超
越
の
在
り
 方
が
異
 

な
る
。
著
者
は
光
と
闇
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
説
明
す
る
。
つ
ま
り
 
禅
 は
 
「
 光
 

の
 自
党
」
で
あ
り
、
浄
土
は
「
闇
の
自
党
」
で
あ
る
と
言
 
う
 。
 し
  
 

者
 と
も
に
 逆
 対
応
的
で
あ
る
ゆ
え
に
、
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
豆
に
 帰さ
ざ
 

る
を
得
な
い
。
 
光
と
闇
 と
の
交
錯
が
あ
る
の
み
。
光
 -
 仏
性
 -
 が
  
 

と
 自
己
の
う
ち
に
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
。
こ
こ
に
は
根
本
的
な
 
立
場
の
 

相
違
が
存
す
る
と
思
え
る
。
つ
ま
り
自
己
の
転
換
の
構
造
と
し
て
 
 
 

応
は
同
じ
と
言
え
て
も
、
転
換
す
る
前
の
自
己
の
把
握
の
仕
方
が
 
正
反
対
 

で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
論
理
を
西
田
に
即
し
て
、
詳
細
に
論
じ
っ
 

っ
、
西
 

国
解
釈
に
新
た
な
知
見
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
叡
智
的
 非
心
一
 

%
 」
 

一
 西
田
は
論
じ
て
い
な
い
 
-
 を
叡
智
的
自
己
の
立
場
に
残
さ
れ
た
 自
己
 矛
 

盾
の
自
覚
と
し
て
取
り
上
げ
る
 

占
 、
さ
ら
に
西
田
を
禅
の
立
場
か
 

ら
 捉
え
 

る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
 
最
 晩
年
の
宗
教
論
は
浄
土
真
宗
の
立
場
 に
 接
近
 

す
る
、
特
に
逆
対
応
の
関
係
は
名
号
の
構
造
の
う
ち
に
見
い
出
き
 

、
 れ
る
、
 



士官ア   
つ
ま
り
 仏
 と
人
間
の
間
の
非
連
続
を
つ
な
ぐ
こ
と
の
で
き
る
も
の
 
は
 名
号
 

と
い
う
言
葉
の
不
思
議
な
力
で
あ
る
と
論
じ
る
 
点
 。
鋭
い
問
題
提
 起
 で
あ
 

る
 。
著
者
の
こ
の
提
唱
は
大
い
に
論
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

西
田
哲
 

学
を
 
「
情
動
と
い
う
も
の
が
先
取
し
得
る
人
間
存
在
の
地
平
を
論
 

理
化
し
 

よ
う
と
し
た
体
系
的
努
力
」
 

-
 一
一
五
頁
 一
 と
解
す
著
者
に
評
者
 は
 賛
同
 

す
る
。
我
々
の
う
ち
に
あ
る
「
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
見
る
よ
う
な
 
深
い
意
 

識
 」
、
 底
 な
き
意
識
に
逆
対
応
的
に
映
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
を
 捉
 え
、
表
 

現
す
る
こ
と
は
私
の
営
み
か
 n
?
.
 
漱
石
の
「
自
己
本
位
」
と
「
 即
 犬
芸
 

私
 」
の
間
の
問
題
に
も
、
東
洋
圏
の
詩
人
の
生
き
方
、
詩
作
の
営
 みに
も
 

通
底
し
て
い
る
構
造
を
西
田
は
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
で
す
べ
て
を
 
包
み
こ
 

 
 

西
田
の
宗
教
論
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
 平
等
 

底
 」
は
ど
う
論
じ
ら
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
こ
と
は
本
書
に
お
い
て
 
は
 論
じ
 

ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
Ⅱ
で
の
 

自
 殊
に
対
す
る
論
及
に
お
い
て
 

晴
一
木
さ
 

れ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
つ
ま
り
「
白
状
を
文
と
し
て
」
生
き
る
 
o
 こ
 

自
然
と
自
己
と
の
関
わ
り
，
」
 そ
 西
田
の
言
う
平
等
 底
 に
通
底
す
る
  
 

兄
 な
せ
よ
う
。
だ
が
、
西
行
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
如
く
、
仏
道
 
と
 歌
道
 

と
の
 ム
ロ
 一
は
 理
念
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
根
源
的
自
然
の
う
 ちに
あ
 

る
が
ま
ま
に
生
き
る
こ
と
は
、
詩
的
 -
 
詩
人
と
し
て
の
 
-
 生
で
は
 あ
ろ
う
 

が
 、
そ
の
と
き
何
故
詩
作
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
詩
人
の
 
業
 の
ご
 

と
き
も
の
か
。
「
な
る
 
句
 」
を
得
よ
う
と
し
て
地
獄
の
苦
し
み
を
 経
験
し
 

た
 芭
蕉
の
小
中
に
お
い
て
、
 

詩
と
 宗
教
の
「
 運
 航
と
非
連
続
の
 力
学
」
 

二
七
二
頁
）
を
見
る
、
つ
ま
り
妄
執
の
自
覚
が
か
え
っ
て
詩
心
  
 

な
る
深
ま
り
を
準
備
す
る
と
説
く
著
者
の
洞
察
の
深
さ
に
敬
意
を
 
表
し
た
 

い
 。
 詩
と
 宗
教
の
根
底
に
ほ
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
か
そ
け
き
 道 が
 通
っ
 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

著
者
は
、
日
本
の
芸
術
を
貫
道
す
る
も
の
芭
蕉
 
が
 
「
笈
の
小
文
 」
で
 

見
事
に
舌
ロ
 い
 表
し
た
、
「
風
雅
に
お
け
る
も
の
、
造
化
に
し
た
が
 

ひ
て
 四
 

時
 を
友
と
す
」
と
い
う
立
場
 -
 は
 
「
 
空
 」
と
お
き
か
え
て
よ
い
の
 で
は
な
 

い
 か
二
七
六
頁
Ⅰ
さ
ら
に
大
乗
仏
教
の
こ
の
空
の
概
念
の
最
 

も
一
 
@
 
日
産
 

で
 深
 い
 受
容
が
十
二
世
紀
以
後
の
日
本
の
芸
術
、
文
学
、
詩
歌
で
 
お
こ
っ
 

た
 、
と
い
う
見
解
を
著
者
は
示
す
。
 

-
 
天
ム
 5
 
 本
覚
思
想
と
い
う
 壺
 刊
で
 

こ
の
事
態
を
説
明
す
る
人
々
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
事
態
に
対
し
 
て
 正
反
 

対
の
評
価
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
 我タ
 は
ど
う
捉
え
る
か
。
 

日
本
の
詩
人
は
、
西
洋
圏
の
詩
人
と
異
な
り
、
 

詩
と
 宗
教
と
の
 間
 の
緊
 

張
 関
係
が
薄
く
、
ま
っ
た
く
密
着
す
る
。
い
わ
ば
 自 殊
を
母
と
す
 
る
 。
 こ
 

の
 態
度
を
著
者
は
素
朴
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
 思
え
る
 

が
 、
こ
れ
は
あ
る
が
ま
ま
の
 
自
 殊
の
絶
対
肯
定
で
は
な
い
の
か
。
 

良
寛
の
 

「
天
真
」
に
顕
著
に
う
か
が
え
る
「
花
鳥
風
月
を
友
と
す
る
」
と
 

い
う
 能
 @
 

度
は
 、
た
と
え
ば
詩
人
・
西
行
の
心
が
花
に
魅
か
れ
、
物
狂
お
し
 い 苦
し
 

い
 心
と
な
る
、
自
分
で
も
 
ビ
 う
し
よ
う
も
な
い
 

-
 
プ
ラ
ト
ン
の
 
=
=
 

ロ
 う
 神
来
 

の
 狂
気
と
か
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
お
け
る
ア
ポ
ロ
ン
に
撃
た
れ
る
 
 
 

事
態
に
似
た
）
状
態
に
な
る
と
い
う
い
わ
ば
迂
路
を
含
む
。
自
己
 
 
 

祐
 
-
 
真
如
そ
の
も
の
に
し
て
真
如
の
シ
ン
ボ
ル
 

-
 と
の
間
に
は
 
断
 純
一
 組
 

対
 の
 空
 じ
が
あ
る
。
憧
れ
行
く
わ
が
心
の
行
方
は
 n
?
.
 
自
肚
を
超
 
え
る
こ
 

と
が
か
え
っ
て
深
く
自
然
そ
の
も
の
に
つ
な
が
る
道
で
あ
る
、
 

つ
 ま
り
 自
 

己
 否
定
を
経
て
絶
対
肯
定
へ
、
と
い
う
弁
証
法
的
連
動
を
含
む
。
 

自
己
と
 

 
 

自
 殊
の
間
に
こ
の
運
動
を
見
る
。
し
か
し
こ
の
運
動
は
 
、
 行
っ
て
 田
促
 
@
 
る
と
 

い
う
単
な
る
循
環
運
動
で
は
な
く
、
行
く
こ
と
は
還
る
こ
と
、
 

っ
 
 
 

殊
か
ら
出
る
こ
と
が
即
自
殊
に
還
る
こ
と
と
い
う
 
形
 
五
日
産
 め
 
「
 吐
阻
 
化
に
 



し
た
が
 
ひ
 、
造
化
に
か
へ
れ
 ヒ
 
の
運
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
 禅
 の
 @
@
 

口
う
 

「
真
空
妙
有
」
で
あ
る
と
著
者
は
解
し
て
い
る
。
母
と
し
て
の
 

自
  
 

え
石
 こ
と
な
く
、
し
か
も
こ
の
大
い
な
る
 

自
 殊
の
内
な
る
「
私
」
 
の
 存
在
 

の
 自
覚
が
、
連
続
と
非
連
続
の
 力
 字
を
生
み
出
す
と
言
え
よ
う
か
 

こ
こ
 

に
 神
の
世
界
が
存
す
る
の
か
、
悪
魔
の
世
界
が
存
す
る
の
か
。
 

光
 0
 世
界
 

か
、
 闇
の
世
界
か
。
 

こ
の
す
ぐ
れ
た
著
作
を
読
み
進
み
な
が
ら
、
評
者
の
心
に
去
来
し
 
た
想
 

い
は
記
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
え
て
い
く
ら
か
を
記
し
 
て
、
筆
 

を
欄
 き
た
い
。
自
分
で
も
わ
か
ら
な
い
暗
い
領
域
は
私
を
押
し
つ
 
 
 

し
な
い
か
。
食
材
は
冷
凍
庫
の
な
か
に
の
み
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

む
し
ろ
 

大
地
を
耕
し
そ
こ
か
ら
得
る
こ
と
こ
そ
第
一
義
な
の
で
は
な
か
ろ
 
う
か
。
 

「
 
ム
 「
こ
こ
で
」
我
々
は
何
を
食
材
と
し
て
い
る
の
だ
 

る
 向
か
。
 口
  
 

上
に
詩
人
と
し
て
住
む
」
「
二
重
写
し
の
見
方
こ
そ
真
実
の
見
 方
で
あ
 

る
 」
、
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
つ
つ
、
な
ん
と
難
し
き
 
こ
と
か
 

 
 

 
 

詰
ま
る
と
こ
ろ
「
私
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
 
究
極
 す
 

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
い
を
禁
じ
得
な
い
。
 



山
戎
哲
雄
 

創
世
記
は
旧
約
聖
書
中
で
も
最
も
広
く
愛
読
さ
れ
て
い
る
文
書
の
 一つ
 

で
あ
る
が
、
実
は
解
釈
上
の
難
所
も
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
海
外
で
 
は
 注
解
 

書
も
数
多
い
。
こ
れ
ま
で
ド
ラ
イ
ヴ
 ァ
 Ⅰ
 
グ
 ン
ケ
ル
、
プ
ロ
ク
 
ン
ユ
 

 
 

ス
パ
イ
 ザ
 
Ⅰ
ブ
ル
 

ッ
 グ
マ
ン
と
い
っ
た
大
家
が
手
を
染
め
、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
の
 
記
 念
碑
的
 

と
も
言
え
る
三
巻
本
の
注
解
が
完
結
 -
 一
九
八
二
年
一
し
た
後
も
 
 
 

 
 

的
な
 任
 

緯
書
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
も
、
ル
ッ
ペ
ル
ト
 とソ
ッ
ジ
 
ン
に
よ
 

る
そ
れ
ぞ
れ
清
櫛
な
注
解
 
書
 が
進
行
中
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
 わ
が
 国
 

の
 状
況
を
省
み
れ
 
ば
 、
意
外
な
こ
と
に
、
翻
訳
物
を
除
け
ば
、
 

創
 世
記
に
 

関
係
す
る
書
物
の
ほ
と
ん
ど
は
教
会
関
係
者
が
信
徒
向
け
に
書
い
 
ト
 八
枚
 ム
云
 

的
 性
格
の
も
の
で
、
 
尭
 長
日
覚
ま
し
い
旧
約
学
的
研
究
の
成
果
を
 

存
分
に
 

取
り
入
れ
た
も
の
は
皆
無
に
等
し
か
っ
た
。
こ
の
占
で
、
こ
の
た
 
び
 用
木
 

昭
男
氏
に
よ
る
本
格
的
な
創
世
記
注
解
の
第
一
巻
が
上
梓
さ
れ
た
 
こ
と
は
 

ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
。
創
世
記
解
釈
に
関
わ
る
特
殊
な
問
題
の
 一
 つ
ヰ
ム
 

@
@
 
,
 

特
に
世
界
と
人
頻
の
原
初
の
歴
史
を
物
詰
る
冒
頭
の
部
分
が
 
、
古
  
 

円
本
昭
男
 著
 

日
 創
世
記
注
解
 1
 し
 

（
リ
ー
フ
・
バ
イ
ブ
ル
・
コ
ン
メ
 

日
本
基
督
教
団
出
版
局
 

一
 

A
5
 判
   

九
九
六
年
四
月
一
 
0
 日
刊
 

三
六
四
頁
二
九
一
三
円
 

  



書評と   

エ
ン
ト
の
諸
文
化
の
神
話
や
世
界
観
と
密
接
な
関
連
性
を
持
つ
こ
 

と
で
あ
 

る
が
、
こ
の
占
で
も
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
旧
約
研
究
者
の
一
人
 
で
あ
る
 

と
と
も
に
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
宗
教
儀
礼
や
「
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
 

叙
 事
詩
 」
 

の
 研
究
で
世
界
的
な
業
績
を
挙
げ
て
い
る
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
で
も
 
あ
る
 月
 

本
床
 は
 、
創
世
記
注
解
の
執
筆
者
と
し
て
ま
さ
に
余
人
を
も
っ
て
 
代
え
難
 

い
 適
材
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

本
書
は
ロ
木
基
督
教
団
出
版
局
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
リ
ー
フ
  
 

イ
ブ
ル
・
コ
ン
メ
ン
タ
リ
ー
・
シ
リ
ー
ズ
）
の
一
つ
と
し
て
書
か
 
れ
た
も
 

の
で
あ
り
、
同
シ
リ
ー
ズ
か
ら
は
す
で
に
勝
村
 浩
 杜
若
「
詩
篇
 」
一
部
分
 

的
 注
解
 一
 と
大
貫
 隆
著
 
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
 
-
 第
一
巻
 -
  
 

さ
れ
て
い
る
。
シ
リ
ー
ズ
そ
の
も
の
の
性
格
が
、
学
術
的
な
も
の
 
と
い
，
 っ
 

よ
り
も
一
般
読
者
向
け
の
も
の
な
の
で
、
本
書
で
も
本
文
批
判
等
 
の
 釈
義
 

に
 関
わ
る
専
門
的
な
議
論
や
他
の
研
究
者
と
の
学
問
的
討
論
な
ど
 には
 重
 

点
が
置
か
れ
ず
、
む
し
ろ
現
に
あ
る
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
の
言
わ
 んと
す
 

る
と
こ
ろ
を
き
め
て
平
易
な
語
り
口
で
解
明
す
る
こ
と
に
正
眼
 が
あ
る
 

が
 、
随
所
に
最
前
線
の
旧
約
 宇
 、
オ
リ
エ
ン
ト
 
字
 、
考
古
学
等
の
 
知
見
や
 

研
究
成
果
を
取
り
入
れ
て
お
り
、
現
在
の
日
本
の
聖
書
学
的
研
究
 の水
準
 

を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
学
問
的
価
値
も
高
い
。
こ
れ
は
こ
  
 

｜
ズ
 全
体
に
つ
い
て
も
舌
口
え
る
こ
と
で
あ
る
 
-
 。
 

本
書
は
創
世
記
一
章
一
節
か
ら
一
一
章
二
六
節
ま
で
の
「
原
初
空
 
 
 

部
分
を
扱
う
。
三
股
に
は
「
原
初
 更
 」
の
語
は
耳
慣
れ
な
い
か
   

な
い
が
、
ド
イ
ツ
語
の
 
C
 「
の
の
 

s
n
 

ま
ぃ
 

プ
 （
の
の
訳
語
で
あ
り
、
 
旧
 約
 学
界
 

で
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
始
ま
る
「
族
長
吏
」
に
先
立
つ
こ
の
部
分
を
 
表
す
 術
 

語
 と
し
て
ほ
 ほ
 定
着
し
て
い
る
 一
 。
ま
ず
巻
頭
に
、
原
初
空
全
体
 に
 関
わ
 

る
 全
体
的
構
成
、
資
料
と
編
集
、
諸
主
題
な
ど
に
つ
い
て
一
般
的
 
に
 論
ず
 

る
 序
論
と
で
も
言
う
べ
き
「
原
初
空
 は つ
い
て
」
が
置
か
れ
、
 
次
 に
圧
 解
 

本
体
で
は
、
原
初
 更
 全
体
が
十
二
の
単
元
に
分
け
ら
れ
て
扱
わ
れ
 る 。
 そ
 

れ
ぞ
れ
の
単
元
で
は
、
ま
ず
（
は
じ
め
に
）
で
当
該
単
元
の
構
 成
や
性
 

格
 、
資
料
と
編
集
の
状
況
、
主
題
的
特
色
や
釈
義
上
の
間
頭
点
、
 

物
旺
曲
の
 

成
立
の
背
景
な
ど
に
つ
い
て
、
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
う
え
で
 
必
 要
 な
事
 

頃
 が
あ
ら
か
じ
め
解
説
さ
れ
る
。
次
に
（
注
解
）
の
部
分
で
は
 
ま
ず
数
 

節
づ
っ
 
の
段
落
に
区
切
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
 

試
訳
が
 示
さ
れ
、
 
そ
 れ
に
 各
 

節
 ご
と
の
 
狂
解
 が
続
く
。
さ
ら
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
単
元
の
末
 
尾
に
、
 

当
該
単
元
の
内
容
に
関
係
す
る
主
題
に
つ
い
て
主
と
し
て
文
化
史
 
 
 

較
 思
想
的
に
論
じ
る
（
何
 % 巴
が
加
わ
る
目
付
 弘
 巴
は
全
体
で
 
九
 つ
 Ⅰ
 

非
常
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
、
綿
密
で
周
到
な
構
成
で
あ
る
。
 

テ
キ
ス
ト
の
扱
い
万
 
と
 翻
訳
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
 

マ
ソ
ラ
 本
文
（
 標
準
 

的
な
へ
フ
ラ
イ
語
の
伝
承
テ
キ
ス
ト
 -
 を
最
大
限
尊
重
す
る
姿
勢
 が 顕
著
 

で
あ
り
、
文
脈
上
不
自
然
な
点
が
生
じ
て
い
る
場
合
で
も
、
基
本
 
 
 

訳
の
部
分
で
は
 
て
ソ
ラ
 本
文
に
従
い
、
注
解
の
部
分
で
 里弐
腕
 の
 存
 在
 ゃ
読
 

み
 換
え
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
形
を
取
っ
て
い
る
一
例
え
ば
 
一
  
 

「
す
る
と
そ
う
な
っ
た
」
 
や
 、
 
一
 0.
 

一
四
の
ぺ
リ
シ
テ
人
の
起
 
源
 に
つ
 

い
て
の
 狂
 記
の
位
置
、
五
・
二
二
の
 エ
ノ
ク
 に
つ
い
て
の
記
述
、
 
等
一
 。
 

訳
文
へ
の
七
十
人
 
訳
 等
か
ら
の
補
い
が
見
ら
れ
る
の
は
、
評
者
の
 見
た
 限
 

9
 匹
・
 
ハ
の
 
「
さ
あ
、
野
に
行
こ
う
」
の
み
。
な
お
こ
れ
と
の
 

関
 連
 で
、
 

マ
ソ
ラ
 本
文
に
創
造
の
第
二
日
二
・
と
に
限
り
「
神
は
見
て
 
 
 

と
し
た
」
の
語
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
一
七
十
人
 
訳
 は
は
あ
り
 !
-
 
 
 

 
 

て
 、
注
解
部
分
で
説
明
が
な
れ
こ
と
は
残
念
。
た
だ
し
、
ニ
ー
 
三
 章
 で
マ
 

ソ
ラ
 本
文
で
の
冠
詞
の
有
益
に
関
わ
り
な
く
、
「
ア
ダ
ム
」
の
 

語
 を
 
一
貫
 

豹
 

 
 

し
て
「
 人
 」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
は
一
つ
の
見
識
で
あ
る
。
翻
訳
 
は
 概
し
 



て
 原
文
に
忠
実
で
あ
り
、
意
味
を
明
確
化
さ
せ
る
た
め
の
訳
者
の
 
補
語
は
 

-
-
 

で
明
示
さ
れ
て
い
る
。
地
の
文
で
神
に
関
し
て
敬
語
が
用
 
 
 

な
い
こ
と
や
、
 
四
 ，
一
四
、
二
三
等
に
お
け
る
原
文
に
忠
実
な
 

完
  
 

訳
は
、
 読
み
手
に
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
よ
う
。
 

マ
ソ
ラ
 本
文
に
忠
実
な
著
者
の
姿
勢
が
釈
義
に
も
興
味
深
い
帰
結
 な
 も
 

た
ら
し
て
い
る
例
と
し
て
、
四
・
七
 
b
 
の
 訳
と
 解
釈
を
挙
げ
よ
う
 。
目
付
 

の
献
げ
 物
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
憤
慨
し
た
ヵ
ィ
 ン
 に
村
 

し
、
神
 ヤ
ハ
ウ
ェ
が
警
告
を
与
え
る
場
面
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ン
ベ
 

ッ
ク
 が
 

こ
の
一
句
か
ら
名
作
「
エ
デ
ン
の
 

東
 」
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
も
 有
名
な
 

部
分
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
名
詞
と
動
詞
の
形
が
合
わ
ず
 
、
原
文
 

の
破
 Ⅲ
が
明
ら
か
な
難
所
で
も
あ
る
。
ま
た
、
三
・
一
六
に
酷
似
 
し
た
 表
 

現
 が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
 
議
論
が
 

な
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
原
文
「
ユ
ー
レ
ー
ハ
ー
・
テ
シ
 ュ  
 

ト
ー
、
ヴ
ェ
ア
ッ
タ
ー
・
テ
ィ
ム
シ
ョ
ル
・
ボ
ー
」
を
直
訳
す
 れ
ば
、
 

「
そ
れ
 ノ
彼
 
-
 
男
性
 形
 一
の
愛
着
は
あ
な
た
の
上
に
。
そ
し
て
あ
 な
た
は
 

そ
れ
 /
 伸
 
-
 
男
性
 形
 -
 を
治
め
る
」
と
で
も
な
ろ
う
。
一
般
的
に
 は 先
行
 

詞
を
直
前
に
あ
る
「
 
罪
 」
と
取
り
、
罪
が
カ
イ
ン
を
追
い
求
め
る
 
 
 

イ
ン
は
そ
れ
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
に
解
 
さ
れ
る
 

-
 口
語
訳
、
新
改
訳
、
新
共
同
課
、
関
根
正
雄
新
訳
、
フ
ォ
ン
 
 
 

ト
 、
ヴ
ェ
ス
タ
ー
マ
ン
等
㍉
と
こ
ろ
が
、
「
 罪
 」
を
意
味
す
る
「
 
 
 

｜
ト
 」
は
女
性
名
詞
で
あ
り
、
文
法
的
に
は
こ
の
文
の
元
付
記
 に  
 

得
な
い
。
そ
こ
で
通
常
は
男
性
形
を
女
性
形
に
読
み
換
え
る
な
ど
 
し
て
 解
 

釈
す
る
の
で
あ
る
が
、
月
水
底
は
あ
く
ま
で
原
文
を
保
持
し
、
 

先
 付
記
 を
 

 
 ア

ベ
ル
と
解
し
て
「
彼
の
想
い
は
あ
な
た
に
向
か
い
、
あ
な
た
は
 
彼
を
治
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訳
し
、
「
兄
で
あ
る
お
前
は
お
前
を
 
慕
う
 弟
 

ア
ベ
ル
を
責
任
を
も
っ
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
 
と
だ
、
 

 
 

と
江
 解
す
る
二
四
四
 ｜
 八
頁
 -
 。
同
じ
よ
う
な
 見
 万
は
古
く
は
   

リ
ツ
ヒ
 、
最
近
で
は
 
ド
 ウ
ー
ロ
ー
等
に
よ
っ
て
も
提
唱
さ
れ
た
が
 
 
 

 
 

ほ
ど
文
法
的
に
は
最
も
合
理
的
な
解
釈
と
も
舌
口
え
る
。
た
だ
し
、
 

先
行
 詞
 

と
し
て
は
ア
ベ
ル
の
 
話
 
（
四
節
 一
 が
遠
す
ぎ
る
 
占
や
 、
こ
こ
で
用
 
 
 

て
い
る
動
詞
が
意
味
論
的
に
本
当
に
月
末
氏
の
舌
口
う
よ
う
に
弟
の
 

元
に
 対
 

す
る
愛
慕
と
兄
の
弟
に
対
す
る
責
任
あ
る
保
護
を
表
現
す
る
か
ど
 
ぅ
 か
な
 

ど
 、
な
お
検
討
の
余
地
を
残
そ
う
。
評
者
と
し
て
は
、
こ
の
解
釈
 
で
は
、
 

「
カ
イ
ン
を
大
い
な
る
試
み
に
 
置
 」
い
た
二
四
四
頁
 -
 神
の
警
 生
口
の
 @
-
 

口
 

葉
が
 、
陳
腐
と
は
舌
口
れ
な
い
も
の
の
、
あ
ま
り
に
も
凡
庸
な
も
の
 

に
な
っ
 

て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
 

内
容
的
に
見
た
第
一
の
特
色
は
、
い
か
に
も
オ
リ
エ
ン
ト
学
者
で
 
も
あ
 

6
 月
 本
 氏
ら
し
く
、
主
と
し
て
注
解
の
（
は
じ
め
に
）
や
（
行
論
 
）
の
 部
 

分
 で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
を
理
解
す
る
 

ぅ
 え
で
参
考
に
な
る
 
メ
ソ
 ポ
タ
、
、
 
.
 

ア
や
 エ
ジ
プ
ト
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
や
伝
説
が
豊
富
に
紹
介
さ
れ
 

る
こ
と
 

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
も
、
エ
デ
ン
の
園
の
物
語
と
 
ア
ダ
 パ
 物
語
 

や
、
 
ノ
ア
の
洪
水
の
物
語
と
ギ
ル
ガ
メ
シ
ュ
叙
事
詩
、
ア
ダ
ム
の
 
系
図
と
 

シ
ュ
メ
ル
三
名
表
な
ど
の
間
の
部
分
的
な
類
似
性
に
つ
い
て
は
さ
 
ま
ざ
ま
 

な
形
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
が
、
創
世
記
翻
の
文
脈
で
、
し
か
も
 原
文
の
 

部
分
的
な
翻
訳
を
も
用
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
綿
密
で
充
実
し
た
比
較
 
考
察
が
 

行
わ
れ
て
い
る
類
書
を
評
者
は
知
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
 
 
 

約
 聖
書
の
思
想
世
界
が
ど
れ
ほ
ど
深
い
意
味
で
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
 
 
 

一
部
を
な
し
て
い
た
か
を
改
め
て
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
 

は
、
序
 

論
 部
の
終
わ
り
に
著
者
自
身
が
、
「
本
書
に
神
学
的
に
深
み
の
あ
 
る
 釈
義
 

を
 期
待
さ
れ
る
読
者
は
お
そ
ら
く
失
望
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
 
、
そ
れ
 



書評と紹介 

に
 代
わ
る
取
り
柄
が
本
書
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
文
化
史
的
 
考
察
で
 

あ
ろ
う
」
三
八
頁
 -
 と
謙
遜
の
う
ち
に
も
自
負
し
て
い
る
こ
と
   

す
る
。
一
な
お
、
評
者
が
本
書
に
お
い
て
い
さ
さ
か
の
「
神
学
的
 
な
 深
み
 

上
述
の
四
・
七
 
b
 の
解
釈
た
だ
一
箇
 
所
で
あ
 

っ
 た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
㍉
 

も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
原
初
史
の
物
語
と
周
辺
諸
文
化
の
そ
れ
と
の
 
類
似
 

性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
原
初
史
の
著
者
 で
ち
 -
 が
イ
 ス
ラ
エ
 

か
め
 
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
の
も
と
で
そ
れ
ら
を
い
か
に
換
骨
奪
胎
 
し
、
 場
ム
 口
に
 

よ
っ
て
は
意
味
を
逆
転
し
き
え
し
て
そ
こ
に
ま
っ
た
く
別
の
新
し
 
い
 円
心
柏
り
 

を
 籠
め
て
い
っ
た
か
を
そ
の
都
度
具
体
的
に
指
摘
し
、
そ
れ
に
よ
 って
 逆
 

に
 旧
約
的
信
仰
の
独
自
性
を
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
一
一
 

 
 

三
一
二
、
三
一
九
頁
等
）
。
そ
の
手
際
は
見
事
と
言
う
ほ
か
は
な
 
 
 

リ
エ
ン
ト
学
的
な
知
見
か
ら
、
従
来
の
理
解
に
修
正
が
加
え
ら
れ
 
ブ
 
0
 場
ム
ロ
 

も
 少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
一
般
に
遊
牧
的
な
背
景
の
想
定
さ
れ
 
 
 

ン
 の
子
孫
た
ち
の
記
述
 

-
 四
二
七
 ｜
 
一
八
 -
 ほ
 つ
い
て
、
著
者
 
は
こ
れ
 

ま
で
の
欧
米
の
学
者
た
ち
の
「
 西
ョ
 ー
ロ
ッ
 バ
的
 類
推
」
を
排
し
 
、
文
化
 

史
的
検
討
か
ら
む
し
ろ
そ
れ
が
都
市
一
国
家
 -
 社
会
を
反
映
す
る
 
と
 指
摘
 

す
る
二
六
七
ー
七
四
頁
Ⅰ
バ
ベ
ル
の
塔
の
物
語
に
つ
い
て
も
 
 
 

ポ
タ
ミ
ア
 
の
ジ
ッ
ク
ラ
ト
に
つ
い
て
の
厳
密
な
考
古
学
的
・
文
献
 
学
的
 考
 

証
か
ら
、
通
説
に
反
し
て
前
八
世
紀
以
降
と
い
う
年
代
を
引
き
出
 
 
 

る
 

三
二
七
 ｜
三
 0
 貞
 -
 。
い
ず
れ
も
、
今
後
真
剣
に
検
討
さ
れ
 る
べ
き
 

重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
通
常
は
ノ
ア
の
物
語
と
バ
ベ
ル
の
塔
の
 物
ユ
 明
山
 
リ
 

「
繋
ぎ
」
の
部
分
と
し
て
軽
視
さ
れ
が
ち
な
「
民
族
 
表
 」
 -
 一
 0
 土
 
早
 -
 の
 

各
民
族
名
 
は
 つ
い
て
の
委
細
を
づ
く
し
た
解
説
は
、
キ
ュ
ニ
フ
 

オ
  
 

と
し
て
の
用
木
氏
の
ま
さ
に
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
り
、
 圧
 巻
 で
あ
 

る
 。
な
お
、
細
か
い
 
白
 だ
が
、
二
四
頁
で
エ
ジ
プ
ト
の
ホ
ル
ス
 神  
 

て
 、
「
後
に
死
者
の
国
の
王
と
さ
れ
る
 
父
 
オ
シ
リ
ス
と
争
っ
て
 勝
 利
す
る
 

王
 な
る
 神
 」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
伝
承
を
念
頭
 
に
 置
い
 

て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
著
者
の
勘
違
い
で
は
な
い
か
。
プ
ル
 
タ
 
ル
コ
ス
 

に
も
知
ら
れ
て
い
た
へ
 
り
オ
 ポ
リ
ス
系
の
神
話
で
は
、
オ
シ
リ
ス
 を 殺
す
 

の
は
そ
の
 男
セ
ト
 で
あ
り
、
オ
シ
リ
ス
の
死
後
そ
の
妻
イ
シ
ス
が
 

産
ん
だ
 

ホ
ル
ス
は
 、
 父
の
仇
 セ
ト
 を
倒
し
て
王
権
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
 
 
 

第
二
の
、
旧
約
学
的
方
法
論
の
観
点
か
ら
見
た
大
き
な
特
徴
は
 
、
 従
来
 

の
 資
料
仮
説
を
放
棄
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
資
料
仮
説
に
よ
れ
ば
 、
創
世
 

記
を
含
む
モ
ー
セ
五
言
 は
主
 た
る
四
つ
の
資
料
か
ら
な
り
、
そ
の
 う
ち
 原
 

初
更
 は
 前
九
世
紀
頃
の
 
J
 資
料
と
前
六
世
紀
頃
の
 
P
 資
料
の
二
つ
 
ぶ
円
 
緒
ム
 ロ
 

さ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
周
知
の
 
よ
う
に
 

一
九
七
 0
 年
代
後
半
か
ら
は
、
 
R
.
 
レ
ン
ト
ル
 フ
や
 
H
.
H
.
 

シ
 

.
 ツ
 

ト
 な
ど
に
よ
り
資
料
仮
説
の
根
底
を
揺
る
が
す
よ
う
な
新
し
い
 
見
 方
が
提
 

唱
 き
れ
、
現
在
五
善
研
究
は
定
説
不
在
と
も
言
え
る
混
沌
状
態
に
 
あ
る
。
 

月
水
氏
の
今
回
の
立
場
も
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
た
も
 
の
で
あ
 

る
 。
資
料
仮
説
に
替
え
て
月
水
氏
が
提
案
す
る
の
は
あ
る
種
の
断
 
片
 ・
 編
 

集
 仮
説
で
あ
り
、
レ
ン
ト
ル
 

フ
や
 F
.
M
.
 

ク
ロ
ス
の
理
論
に
近
 
 
 

な
わ
ち
月
水
底
 
は
 、
通
常
 P
 資
料
に
帰
さ
れ
て
き
た
部
分
の
多
く
 
を
 独
立
 

し
た
一
続
き
の
資
料
と
は
見
ず
、
既
存
の
伝
承
に
対
す
る
改
訂
 増
補
 層
 

な
い
し
編
集
 
層
 と
見
な
し
、
従
来
 
J
 資
料
に
帰
さ
れ
て
き
た
よ
り
 古
い
伝
 

承
は
 つ
い
て
は
、
個
々
の
物
語
の
相
互
の
つ
な
が
り
が
き
わ
め
て
 

 
 

 
 

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
統
一
的
な
資
料
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
 
疑
問
を
 

呈
す
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
「
原
初
更
に
基
本
的
枠
組
み
を
与
え
 た
 

編
者
㎝
 

 
 

一
 評
者
 注
 、
す
な
わ
ち
改
訂
層
の
作
者
一
が
そ
こ
に
個
々
の
物
語
 
を
 配
置
 



し
て
ま
と
め
あ
げ
た
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
 
後
者
の
 

問
題
に
つ
い
て
は
、
「
配
置
さ
れ
た
個
々
の
物
語
が
、
編
集
以
前
 

す
で
に
、
 

ひ
と
つ
づ
き
の
物
語
（
 
J
 資
料
）
を
な
し
て
い
た
可
能
性
は
認
め
 得
る
と
 

し
て
も
、
編
者
は
そ
れ
を
何
ら
か
に
解
体
し
て
再
構
成
し
て
い
る
 
よ
う
に
 

み
え
る
」
と
、
い
さ
さ
か
歯
切
れ
が
わ
る
い
二
八
頁
Ⅰ
 

月
水
氏
が
従
来
の
 
P
 資
料
を
既
存
の
伝
承
へ
の
改
訂
・
編
集
 層
と
 見
る
 

論
拠
の
一
つ
は
、
従
来
 P
 に
帰
さ
れ
て
き
た
系
図
の
中
に
 

、
 P
 の
 初
五
曲
 
に
 

は
 現
れ
ず
、
従
来
 
J
 と
さ
れ
て
き
た
部
分
の
み
に
登
場
す
る
人
物
  
 

ば
ナ
ホ
ル
 、
ハ
ラ
ン
 
-
 が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
一
一
 

-
 
八
百
 
ご
 。
 

た
だ
し
、
こ
れ
は
 
J
 と
 P
 が
ア
フ
ラ
ハ
ム
の
親
族
関
係
に
つ
い
て
 

共
通
の
 

伝
承
や
系
図
を
知
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
説
明
可
能
で
あ
る
。
も
 ,
 
っ
  
 
一
 つ
 

の
 、
よ
り
説
得
力
の
あ
る
論
拠
は
、
洪
水
物
語
で
、
従
来
の
 
J
 で
 は
 大
雨
 

算
術
で
あ
り
、
ま
た
オ
リ
エ
ン
ト
 学
舌
 な
ら
で
は
の
指
摘
で
あ
る
 

が
 四
十
日
降
っ
て
洪
水
と
な
り
、
七
日
ご
と
に
二
度
鳩
を
放
っ
て
 

O
@
@
@
@
@
 

@
@
 

ハ
リ
 
7
 
ハ
 

、
計
五
 

十
四
日
で
洪
水
が
終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
 

P
 で
は
 増
水
と
 

減
水
に
そ
れ
ぞ
れ
一
五
 
0
 日
 か
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
占
で
あ
る
 

。
月
水
 

氏
に
よ
 れ
 ば
 、
編
集
 層
一
 従
来
の
 P
 一
の
著
者
は
基
層
（
従
来
の
 

J
 ）
の
 

 
 

五
十
四
日
と
い
う
数
字
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
一
五
 
0
 甘
 二
を
   

合
計
で
三
五
四
日
と
し
、
洪
水
期
間
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
太
陰
暦
で
 丸
一
年
 

に
な
る
よ
う
に
し
た
、
と
い
う
二
二
六
 
｜
 七
頁
て
ま
こ
と
に
 見
事
な
 

 
 

し
 、
月
水
氏
の
言
う
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
一
五
 0 日
の
数
字
を
 
操
作
し
 

た
の
が
、
 J
 と
 P
 を
結
合
し
た
最
終
編
集
者
で
あ
っ
た
と
い
う
 可 龍
佳
 は
 

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
月
水
氏
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
洪
水
物
 
語
中
の
 

数
字
に
は
、
未
解
明
の
占
も
多
く
、
他
方
で
さ
ま
ざ
ま
な
意
図
に
 
基
づ
く
 

後
代
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
な
の
だ
か
ら
。
 

洪
水
物
語
で
は
、
特
に
箱
舟
に
入
っ
た
動
物
の
数
の
相
違
が
 
、
増
 補
 ・
 

 
 

己
 @
,
 

。
 説
 て
は
う
ま
く
説
明
し
き
れ
な
い
。
六
・
一
九
で
は
そ
れ
が
 

1
3
2
 

 
 

 
 

る
 生
き
物
の
雌
雄
一
対
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
七
・
二
 では
そ
 

 
 

 
 

 
 

れ
が
き
よ
い
動
物
七
匹
（
な
い
し
七
対
一
と
き
よ
く
な
い
動
物
 
雌
 雄
一
対
 

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
通
常
は
前
者
が
 

P
 、
後
者
が
 J
 と
さ
れ
、
 

よ
り
 歴
 

史
的
体
系
性
に
配
慮
す
る
 P
 で
は
、
動
物
の
浄
・
不
浄
の
区
別
は
 

後
の
 モ
 

｜
セ
 の
時
代
に
シ
ナ
イ
山
で
初
め
て
規
定
さ
れ
る
た
め
 

-
 レ
ビ
 
一
 一
生
田
十
 

-
 、
 

ノ
ア
の
時
代
に
つ
い
て
は
あ
え
て
両
者
を
区
別
し
な
か
っ
た
の
だ
 
と
 説
明
 

さ
れ
る
が
、
同
本
氏
の
注
解
で
は
ど
ち
ら
が
基
層
で
ど
ち
ら
が
 
改
 訂
 層
で
 

あ
る
か
 判
妖
 
と
し
な
い
し
、
両
者
の
違
い
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
 
、
な
ぜ
 

そ
の
よ
う
な
食
い
違
い
が
生
じ
る
の
か
何
の
説
明
も
な
い
 @
 
・
 一
一
 
｜
 一
一
一
 

の
 注
解
を
参
 蟹
 。
一
般
的
に
改
訂
・
増
補
 層
 と
は
「
あ
る
箇
所
 を
 敷
桁
 

し
 、
あ
る
箇
所
に
は
独
自
の
解
釈
を
加
え
」
る
も
の
 二
 一
一
五
頁
 -
 で
は
 

あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
端
的
な
矛
盾
を
新
た
に
創
り
出
す
も
の
 
と
は
田
り
 

わ
れ
な
い
（
不
都
合
な
要
素
は
「
改
訂
」
で
き
る
か
ら
で
あ
る
 
-
  
 

二
つ
の
「
別
の
洪
水
物
語
」
が
 

結
 ム
ロ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
 
も
 決
し
 

て
 失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
 
よ
 、
資
料
 

仮
説
の
当
否
の
最
終
的
な
決
着
 は ま
だ
遠
い
と
舌
口
わ
れ
ば
な
ら
な
 
 
 

第
三
の
特
徴
と
し
て
、
原
初
史
を
単
に
太
古
の
物
語
と
し
て
客
観
 
 
 

扱
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
現
代
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
 
な
 問
題
と
積
 
極
 的
に
 

関
連
づ
け
る
姿
勢
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第
一
は
 
、
現
 代
 に
お
 

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
問
い
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
自
然
と
人
間
 
の
 関
係
 

0
 間
 題
 で
あ
る
。
月
水
底
 
は
 、
ま
さ
に
こ
の
問
題
を
原
初
更
全
体
 を
 貫
く
 

大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
と
位
置
づ
け
て
い
る
二
九
 
｜
三
 
一
頁
 ㍉
天
地
 

創
造
を
扱
う
第
一
章
の
注
解
に
は
「
人
間
に
よ
る
自
然
支
配
」
と
 
題
す
る
 



書評と紹介 

（
 
付
ョ
 巴
が
付
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
神
の
似
 姿
 」
と
し
て
の
人
間
 を
白
状
 

の
 支
配
者
と
す
る
聖
書
的
「
人
間
中
心
主
義
」
が
自
然
を
客
観
的
 
に
 対
象
 

化
す
る
態
度
を
生
み
、
近
代
自
然
科
学
 ｜
 ひ
い
て
は
現
代
の
自
 
吠
 破
壊
 ｜
 

の
 源
泉
の
一
つ
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
同
時
に
 
、
ェ
  
 

園
の
物
語
で
は
人
間
が
「
大
地
に
仕
え
る
」
存
在
と
し
て
描
か
れ
 
て
お
り
 

（
目
木
氏
は
通
常
「
耕
す
」
と
訳
さ
れ
る
動
詞
ア
ー
バ
 

ド
 を
 、
語
 源
に
遡
 

っ
て
あ
え
て
「
仕
え
る
」
と
訳
す
一
、
自
 

吠
に
 対
す
る
人
間
の
関
   

が
 両
義
的
な
性
格
と
持
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
 
-
 
七
三
 ｜
 四
頁
 -
 
 
 

し
 、
原
初
更
で
は
人
間
の
罪
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
白
状
 と人
 間
 の
 本
 

来
 的
関
係
に
ど
の
よ
う
な
亀
裂
が
生
じ
る
か
が
描
か
れ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 

ア
ダ
ム
の
罪
に
よ
っ
て
人
間
の
ゆ
え
に
大
地
が
呪
わ
れ
、
さ
ら
に
 
 
 

仕
え
る
べ
き
農
民
で
あ
っ
た
カ
イ
ン
の
罪
に
よ
っ
て
大
地
か
ら
の
 
 
 

疎
外
が
結
果
す
る
。
そ
し
て
こ
の
 ょ
う
 な
白
状
 と
 人
間
の
関
係
の
 
破
綻
の
 

極
限
と
し
て
、
人
間
の
悪
の
ゆ
え
に
、
人
間
の
み
な
ら
ず
 
自
 鉄
男
 全
体
が
 

破
局
に
さ
ら
さ
れ
る
の
が
洪
水
物
語
な
の
で
あ
る
。
「
人
間
の
亜
 

じ
は
結
果
 

と
し
て
臼
伏
 
界
 を
も
荒
廃
せ
ず
に
は
お
か
な
い
」
と
い
う
旧
約
聖
 
書
 の
 観
 

念
 の
う
ち
に
、
著
者
は
神
の
似
 
姿
 と
し
て
「
特
別
な
地
位
を
与
 ，
 
ぇ
 ら
れ
た
 

人
間
が
他
の
被
造
物
に
対
し
て
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
倫
理
的
責
 庄
 
-
 
応
 

答
 ）
 性
 」
を
読
み
取
っ
て
い
る
一
七
六
頁
 -
 。
こ
こ
に
は
、
自
然
 破
壊
や
 

生
態
系
の
破
局
に
直
面
し
た
人
類
に
対
す
る
聖
書
か
ら
の
 
使
肩
 を
 旺
 
-
m
@
a
 

り
取
 

ろ
う
と
す
る
、
リ
ー
ト
ケ
 
や
 モ
ル
ト
マ
ン
と
も
共
通
す
る
き
 
わ
 ぬ
 て
ム
 「
 
日
 

的
な
神
学
的
視
座
が
認
め
ら
れ
る
。
 

次
に
、
最
近
特
に
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
神
学
の
側
 
か
ら
 

0
 間
頭
提
起
が
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
 
占
 。
エ
デ
ン
の
 
国
 の
 初
五
山
 

は
 、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
男
尊
女
卑
の
物
語
と
解
さ
れ
や
す
い
が
 
、
目
木
 

氏
は
女
性
が
男
性
の
「
つ
れ
 合
 う
助
け
手
」
と
し
て
造
ら
れ
た
 の
で
あ
 

り
 、
そ
こ
に
「
互
い
を
支
え
合
う
対
等
な
相
互
性
」
 

-
 九
七
頁
 -
 が
あ
る
 

こ
と
を
強
調
す
る
。
男
性
が
先
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
は
「
 
家
 火
長
 与
 性
 二 

の
 強
 い
 社
会
で
書
か
れ
た
か
ら
」
だ
が
、
「
創
造
の
前
後
関
係
と
 
価
値
 評
 

価
は
別
 」
で
あ
り
、
む
し
ろ
 
人
 問
 
-
 
ア
ダ
ム
 -
 の
語
は
男
女
を
含
 
む
 隼
人
ロ
 

名
詞
で
あ
っ
て
、
「
口
取
初
の
人
間
の
身
体
の
一
部
を
も
っ
て
女
性
 

が
 造
ら
 

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
最
初
の
人
間
が
実
は
男
性
で
あ
 
っ
た
、
 

と
 判
明
す
る
」
 
-
 
九
八
頁
 -
 と
い
う
の
で
あ
る
。
三
・
一
六
の
妻
  
 

罪
の
言
葉
で
も
、
従
来
の
よ
う
に
産
み
の
苦
し
み
を
神
の
罰
 
と
関
 わ
ら
せ
 

る
の
で
は
な
く
、
「
労
苦
」
を
家
の
労
働
に
関
わ
る
苦
労
の
意
味
 

に
 解
し
、
 

「
み
ご
も
り
」
や
「
息
子
た
ち
を
産
む
」
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
 

厳
し
い
 

生
活
の
な
か
で
女
性
に
与
え
ら
れ
る
祝
福
を
表
す
と
す
る
、
注
目
 
す
べ
き
 

解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
 
-
 一
一
三
 
｜
 四
頁
Ⅱ
ま
た
、
一
夫
多
妻
  
 

代
 イ
ス
ラ
エ
ル
で
書
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
初
空
で
は
 一
 天
一
掃
 

制
 が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
一
九
九
 

一
七
 

0
 、
 二
 0
 四
 、
二
三
三
頁
 @
 
ニ
 
・
二
四
の
 
コ
 大
は
そ
の
 
父
 と
母
 を
見
放
 

し
て
、
そ
の
妻
と
結
び
合
い
、
ふ
た
り
は
一
体
と
な
る
」
と
い
う
 
言
葉
か
 

ら
は
、
「
父
系
家
族
共
同
体
の
存
続
が
至
上
命
題
と
さ
れ
、
子
を
 
生
む
女
 

性
 は
そ
の
た
め
の
手
段
と
み
な
さ
れ
か
れ
な
か
っ
た
家
父
長
制
札
 
ム
広
」
 
由
 り
 

「
一
般
社
会
通
念
」
に
対
す
る
批
判
的
主
張
さ
え
読
み
取
ら
れ
る
 

 
 

貞
一
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
あ
え
て
一
点
不
満
を
記
せ
ば
、
誘
惑
 
や
破
戒
 

の
場
面
で
、
妻
の
「
 
軸
 思
慮
」
と
夫
の
「
 皿 感
動
、
血
だ
行
動
」
の
 同
罪
性
 

 
 

 
 

が
 強
調
さ
れ
は
す
る
が
 
二
 
0
 六
｜
 七
頁
 -
 、
な
ぜ
蛇
が
妻
の
方
 を 誘
惑
 

 
 

す
る
の
か
、
な
ぜ
妻
の
方
が
破
戒
の
王
導
権
を
握
る
の
か
に
つ
い
 

 
 

得
 の
い
く
説
明
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
オ
リ
エ
ン
ト
 
手
者
、
 



宗
教
学
者
で
も
あ
る
円
本
氏
に
は
、
別
の
角
度
か
ら
の
解
答
が
用
 
意
 さ
れ
 

示
さ
れ
た
円
本
氏
の
優
れ
た
釈
義
が
、
今
後
わ
が
国
に
お
け
る
 
旧
 約
 学
的
 

論
議
の
基
準
と
な
っ
て
い
く
こ
と
は
疑
い
な
い
。
今
後
、
一
二
章
 
1
3
4
 

て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
。
 

第
四
の
特
徴
と
し
て
、
直
前
に
挙
げ
た
二
・
二
四
へ
の
釈
義
と
も
 
関
連
族
長
物
語
に
つ
い
て
も
順
調
に
注
解
が
発
表
さ
れ
、
 

早
期
に
創
世
記
全
巻
 

 
 
 
 

 
 
 
 

す
る
が
、
原
初
 
更
 全
体
が
き
わ
て
旺
盛
で
鋭
 い
 批
判
精
神
の
産
物
 と
し
て
 

の
 注
解
が
完
結
す
る
こ
と
を
願
っ
て
止
ま
な
い
。
 

読
み
解
か
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
 う 。
人
間
が
神
の
似
 
姿
 と
さ
れ
 

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
で
も
っ
ぱ
ら
王
が
 
 
 

姿
 と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
対
比
し
、
そ
こ
か
ら
人
間
す
べ
て
に
 
平
 等
に
口
Ⅰ
 
方
 

わ
る
尊
厳
に
つ
い
て
の
批
判
的
玉
帳
が
読
み
取
ら
れ
る
エ
八
一
 

｜
 二
頁
 @
 

エ
デ
ン
の
園
の
物
語
 
ニ
 ー
三
上
呈
 

や
 
カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
の
 物
 睾
 m
 
-
 
四
 

上
呈
、
ネ
フ
ィ
リ
ー
ム
伝
説
二
八
・
一
 

｜
 四
一
に
は
、
政
治
的
 権
 カ
と
宗
 

教
的
 権
威
を
誇
り
な
が
ら
血
な
ま
ぐ
さ
い
権
力
闘
争
や
窓
 
意
 的
な
 快
楽
 追
 

求
 に
明
け
暮
れ
る
エ
ル
サ
レ
ム
の
ダ
ビ
デ
王
朝
に
対
す
る
批
判
 が
 、
「
 暗
 

号
 」
や
「
隠
し
絵
」
の
よ
う
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
 
さ
れ
る
 

二
三
 0
 ｜
三
 、
一
三
六
、
二
 
0
 
一
頁
 ス
ヵ
イ
 ン
の
系
譜
 
-
 四
 
・
 一
セ
 

｜
 
一
八
一
で
 
は
 、
都
市
と
そ
の
権
力
構
造
を
背
景
に
、
文
明
や
技
 
 
 

穿
 と
悪
の
増
大
と
結
び
付
け
る
文
明
批
判
的
視
座
が
読
み
取
ら
れ
 -
 一
 -
 
/
 
、
 

セ
 ー
 九
頁
 一
 、
バ
ベ
ル
の
塔
の
物
語
艮
一
・
一
 

 
 

統
一
的
な
支
配
の
も
と
に
糾
合
し
統
制
し
よ
う
と
す
る
古
代
 
西
ア
 ジ
ア
 の
 

中
央
集
権
国
家
の
政
治
的
野
望
へ
の
批
判
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
  
 

三
三
一
 
｜
 二
頁
 一
 。
こ
れ
ら
の
占
に
月
水
氏
は
原
初
史
の
語
り
 手
 
（
 た
 

ち
 一
の
「
歴
史
を
見
る
確
か
な
視
座
」
三
三
一
頁
 -
 を
見
る
の
 
で
あ
る
 

が
 、
そ
れ
は
同
時
に
原
初
史
を
見
る
月
水
氏
自
身
の
視
座
と
も
 
重
 な
る
も
 

の
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
、
限
ら
れ
た
紙
幅
で
、
こ
の
内
容
豊
か
で
多
く
の
ユ
ニ
ー
ク
 さを
 

持
っ
た
 任
 緯
書
め
ご
く
一
面
だ
け
が
紹
介
で
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
 

こ
こ
に
 



 
 

無
主
 

 
 

 
 

近
年
、
中
国
に
お
い
て
宗
教
研
究
は
非
常
に
盛
ん
で
あ
る
。
本
垂
 

ヨ
の
 

者
が
所
属
す
る
中
国
社
会
科
学
院
世
界
宗
教
研
究
所
は
国
家
レ
ベ
 ル
 
の
 

究
 機
関
と
し
て
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
道
教
な
 
 
 

宗
教
を
専
門
的
に
研
究
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
、
北
京
大
学
 

南
京
 

学
 、
四
川
大
学
、
武
漢
大
学
な
ど
の
大
学
に
も
宗
教
研
究
の
施
設
 
 
 

は
 宗
教
学
系
一
日
本
で
言
力
学
部
一
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
研
究
 
活
動
 

行
う
と
と
も
に
、
宗
教
研
究
の
人
材
を
養
成
し
て
い
る
。
民
間
の
 
研
究
 

体
 と
し
て
は
、
中
国
仏
教
文
化
研
究
所
な
ど
が
あ
り
、
宗
教
は
 
ム
 「
日
の
 

国
 の
学
界
で
重
要
な
研
究
分
野
と
し
て
脚
光
を
浴
び
っ
 っ
 あ
る
 と
 @
-
 

ロ
 え 中日 を く 大話 研著 
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書評と 

る
 。
 

諸
宗
教
の
中
で
、
仏
教
に
つ
い
て
の
研
究
は
殊
に
盛
ん
で
あ
り
、
 

 
 

も
 、
研
究
分
野
は
従
来
の
中
国
や
イ
ン
ド
の
仏
教
か
ら
朝
鮮
や
日
 
 
 

教
へ
と
拡
大
し
つ
つ
あ
る
。
日
本
仏
教
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
 
中
国
で
 

全
く
 任
 目
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
ほ
な
い
が
、
日
本
人
に
よ
る
 
研
 完
成
果
 

を
 翻
訳
紹
介
し
た
り
、
中
国
仏
教
と
関
わ
り
を
持
っ
た
人
物
に
つ
 
 
 

中
 仏
教
交
流
史
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
る
程
度
で
あ
り
、
本
格
的
 
こ
ま
一
丁
 

@
l
l
 
宇
 

わ
れ
な
か
っ
た
。
本
書
は
、
日
本
仏
教
の
全
般
的
歴
史
を
扱
っ
た
 
、
中
国
 

人
 に
よ
る
は
じ
め
て
の
研
究
成
果
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。
 

著
者
は
、
一
九
三
九
年
に
生
ま
れ
、
一
九
六
四
年
に
北
京
大
学
歴
 
史
系
 

を
 卒
業
し
、
現
在
は
中
国
社
会
科
学
院
世
界
宗
教
研
究
所
の
研
究
 
貫
 
-
 
教
 

授
 ）
で
あ
る
。
専
門
分
野
は
中
国
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
歴
史
で
 
 
 

近
年
は
敦
 炬
禅
 文
献
の
研
究
に
力
を
注
い
で
い
る
。
評
者
に
語
っ
 

た
 話
に
 

よ
れ
ば
、
著
者
が
日
本
仏
教
に
関
心
を
持
つ
よ
 う
 に
な
っ
た
 
契
 機
は
、
 

「
文
革
」
の
時
、
正
常
な
研
究
活
動
を
許
さ
れ
ず
、
 

眠
 っ
ぶ
し
に
 -
 
フ
ジ
オ
 

放
送
な
ど
で
日
本
語
を
勉
強
し
、
そ
の
傍
ら
、
村
上
専
精
の
「
 
日
 本
仏
教
 

安
綱
」
を
読
ん
だ
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
。
以
来
学
会
 な
ど
で
 

度
々
来
日
し
、
本
書
の
「
 序
 」
に
 よ
 る
と
、
特
に
一
九
九
一
年
十
 

月
 に
日
 

本
国
際
交
流
基
金
の
助
成
を
受
け
、
京
都
大
学
の
招
 
耽
 教
授
と
し
 
て
 日
本
 

に
 一
年
間
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
り
、
日
本
仏
教
を
中
心
に
文
献
 

調
 査
 や
研
 

完
成
果
の
蒐
集
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
本
書
の
扉
の
三
十
数
枚
 
に
 及
ぶ
 

カ
ラ
ー
写
真
も
こ
の
時
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
 

日
 本
仏
教
 

は
 中
国
仏
教
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
 

中
 国
 で
今
 

日
 に
至
る
ま
で
そ
れ
に
つ
い
て
の
研
究
が
殆
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
 
、
中
国
 

人
の
手
に
よ
る
「
日
本
仏
教
 史
 」
さ
え
一
冊
も
な
い
と
い
う
 現
  
 

「平安 め、そ 本書 識 」、「 「神と そして に変容 境の丁 もので べられ 」 序 「 」 表 か 享年表 第六章 織 から 

れ一現時 教 」   

色五 な   
  

し
 、
「
心
に
言
い
難
い
衝
撃
を
覚
え
」
、
本
書
を
執
筆
す
る
こ
と
を
 

 
 

た
 、
と
本
書
の
「
 
序
 」
で
そ
の
執
筆
の
動
機
を
告
白
し
て
い
る
。
 

著
者
の
 

学
術
研
究
に
対
す
る
強
 い
 責
任
感
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
 に
、
著
 

舌
長
年
の
願
い
が
見
事
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
心
か
ら
が
 
慶
び
申
  
 

が
 、
こ
の
度
、
「
宗
教
研
究
」
の
紙
面
を
借
り
て
、
本
書
の
内
容
 

る
次
第
で
あ
る
。
 

本
書
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
、
日
本
の
学
界
で
は
ま
だ
紹
介
が
な
か
 

や
 特
色
 

っ
た
 

を
 紹
介
し
、
ま
た
、
評
者
の
感
想
を
若
干
述
べ
て
み
た
い
。
 



仏
教
が
そ
の
母
体
を
な
す
中
国
仏
教
と
は
異
な
っ
た
占
で
も
あ
る
 
と
 指
摘
 

し
て
い
ろ
。
 

第
一
章
は
五
節
に
分
け
ら
れ
、
日
本
古
代
の
社
会
と
文
化
、
仏
教
 
 
 

本
に
伝
え
ら
れ
た
時
期
と
初
伝
期
の
状
況
、
聖
徳
太
子
と
仏
教
 大
化
政
 

新
以
後
の
仏
教
、
南
都
六
宗
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
 
 
 

題
は
 
つ
い
て
は
、
従
来
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
優
れ
た
成
果
を
あ
 
 
 

る
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
を
 
日
本
と
 

中
国
の
文
献
で
照
合
し
、
問
題
の
整
理
を
行
い
、
そ
の
全
体
的
 
把
 握
を
試
 

み
て
い
る
。
そ
し
て
章
末
で
、
そ
の
よ
う
な
研
究
を
通
し
て
、
 

こ
 の
時
期
 

0
 日
本
仏
教
に
は
以
下
の
よ
う
な
特
色
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
 
O
 「
 一
 

仏
教
は
国
家
に
よ
る
直
接
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
、
当
時
中
 
 
 

遣
さ
れ
る
留
学
僧
と
求
法
僧
は
国
家
に
よ
り
 決 圧
さ
れ
、
行
き
帰
 
り
は
 遣
 

唐
 使
の
船
に
搭
乗
し
た
。
 

ニ
 、
各
宗
派
の
初
期
の
伝
播
者
と
学
問
 僧
の
中
 

で
、
朝
鮮
人
と
中
国
人
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
。
 

三
 、
六
宗
が
 
日
本
に
 

伝
え
ら
れ
た
当
時
、
伝
承
者
の
間
に
は
厳
密
な
に
別
が
な
く
、
 

一
 寺 も
し
 

く
は
一
人
が
幾
つ
か
の
宗
派
を
兼
 習
 す
る
現
生
が
比
較
的
に
多
く
 

-
 
ハ
白
 
下
 

は
 単
な
る
学
派
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
 

四
 、
南
都
 人
 宗
は
以
 

後
の
日
本
仏
教
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
の
中
、
法
相
宗
、
華
厳
 ぁ
 不
 
、
三
味
 柵
 

票
 が
継
続
的
に
発
展
し
て
い
く
が
、
六
宗
の
僧
侶
が
中
国
か
ら
 
将
 来
し
た
 

仏
典
教
法
は
 
、
 例
え
ば
、
三
論
宗
の
道
悪
 が
 密
宗
を
兼
ね
て
伝
え
 
、
鑑
真
 

の
師
徒
が
 
「
皆
な
ム
コ
宗
一
天
ム
目
ま
を
兼
ね
る
」
と
い
う
よ
う
に
 
、
平
安
 

時
代
の
真
言
宗
と
 天
 ム
コ
宗
の
創
立
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
て
 

い
る
」
 

一
八
五
、
八
六
頁
㍉
 

第
二
章
も
前
章
同
様
、
五
節
か
ら
な
る
。
平
安
時
代
の
社
会
と
仏
 
教
を
 

ま
ず
概
観
し
 
、
 続
い
て
 最
泣
と
 日
本
天
ム
コ
 
宗
 、
空
海
と
日
本
真
言
 
ニ
不
、
 
ぽ
 
@
 

土
 信
仰
の
興
起
、
仏
教
と
日
本
民
族
の
神
道
信
仰
、
 

ほ
 つ
い
て
論
  
 

い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
最
澄
の
天
ム
コ
思
想
の
特
徴
は
「
 

圓
密
一
 致
 」
 説
 

 
 

の
 捉
え
万
や
大
乗
戒
の
宣
揚
と
護
国
思
想
の
強
調
に
在
り
、
空
海
 の
 真
 @
 

 
 

密
教
の
特
徴
は
顕
密
二
教
に
関
す
る
解
釈
と
「
十
住
心
」
に
よ
る
 
教
相
判
 

釈
 お
よ
び
即
身
成
仏
の
捉
え
方
の
中
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
 
。
そ
し
 

て
こ
の
時
期
の
浄
土
信
仰
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
 
 
 

状
況
や
浄
土
経
典
の
日
本
へ
の
伝
来
な
ど
の
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
 え
た
 上
 

で
 論
述
を
展
開
し
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
浄
土
教
は
 王
 と
し
 

て
天
 ム
ロ
宗
の
僧
侶
、
例
え
ば
同
仁
や
そ
の
弟
子
相
応
、
延
 

昌
 、
 良
 源
 、
 覚
 

連
な
ど
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
、
そ
の
学
説
の
特
徴
は
阿
弥
陀
浄
土
 
信
仰
を
 

天
台
の
理
論
な
い
し
密
教
の
教
理
と
結
び
つ
け
て
会
通
さ
せ
た
 
占
 に
 在
る
 

と
い
う
。
さ
ら
に
浄
土
信
仰
を
民
間
社
会
に
普
及
さ
せ
た
空
也
 華
厳
 や
 

天
台
を
浄
土
教
と
融
合
さ
せ
、
「
融
通
念
仏
」
を
唱
え
た
良
源
、
「
 

往
生
栗
 

集
ヒ
 な
ど
の
著
述
を
著
し
て
当
時
の
浄
土
教
を
大
成
さ
せ
た
と
さ
 
れ
る
 源
 

信
の
生
涯
と
学
説
に
つ
い
て
詳
論
し
て
い
る
。
最
後
に
貴
族
の
浄
 
土
 信
仰
 

に
 舌
口
 
反
 し
、
当
時
の
浄
土
信
仰
の
流
行
は
三
に
末
法
思
想
の
影
 
饗
 目
 に
よ
 八
 
@
 w
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
仏
教
と
仲
田
の
関
係
に
つ
い
て
 
は
、
諸
 

文
献
に
見
ら
れ
る
神
宮
寺
院
の
営
造
の
記
録
や
「
神
前
読
経
」
、
 

本
地
車
 

遊
説
に
関
す
る
種
々
の
記
述
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
習
合
の
 
歴
史
的
 

過
程
を
論
じ
る
と
共
に
、
そ
の
影
響
の
も
と
で
建
立
さ
れ
た
幾
つ
 
 
 

社
は
 つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
 

第
三
章
は
本
書
の
中
で
著
者
が
最
も
力
を
注
い
だ
章
で
あ
り
、
 

全
 部
で
 

九
節
か
ら
な
る
。
ま
ず
鎌
倉
時
代
の
社
会
と
仏
教
の
全
体
的
様
相
 
を
傭
轍
 

し
 、
幕
府
と
仏
教
の
関
係
や
僧
兵
の
形
成
と
幕
府
の
そ
れ
に
対
す
 る 対
策
 

な
ど
を
 中
 L
 
に
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
鎌
倉
時
代
に
形
成
 
採
 
 
 



書評と紹 カ 

教
 諸
宗
を
論
じ
、
具
体
的
に
は
源
空
と
浄
土
宗
、
親
鸞
と
浄
土
真
 
士
小
 
、
一
 

遍
と
 時
宗
、
栄
西
や
辮
圓
な
ど
と
臨
済
宗
、
道
元
と
曹
洞
宗
、
日
 
蓮
と
日
 

蓮
宗
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
創
始
者
に
 佳 点
を
当
て
て
 
思
 無
体
系
 

や
 宗
派
の
変
遷
を
探
り
な
が
ら
、
そ
の
全
体
的
把
握
を
試
み
て
 ぃ る
 。
 源
 

空
は
 つ
い
て
は
、
「
選
択
集
」
を
中
小
資
料
と
し
て
そ
の
浄
土
教
 

を
 検
討
 

し
 、
そ
の
特
色
の
一
 
つ
は
 、
「
聖
道
を
棄
て
て
浄
土
門
に
入
ら
し
 

め
る
」
 

こ
と
を
強
調
す
る
，
」
と
に
よ
っ
て
、
浄
土
教
を
一
つ
の
宗
派
と
し
 

て
 独
立
 

き
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
は
、
「
選
択
」
や
「
念
仏
石
本
」
 

を
 唱
え
た
 

こ
と
で
、
善
導
な
ど
の
従
来
の
浄
土
教
と
は
異
な
っ
た
様
相
を
呈
 
示
し
、
 

三
 つ
は
 、
民
衆
に
向
け
て
「
一
切
衆
生
」
、
「
罪
悪
凡
夫
」
が
皆
な
 

浄
土
に
 

往
生
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
、
多
く
の
武
士
や
民
衆
に
受
け
入
れ
 
ら
れ
た
 

点
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

親
 鷺
の
浄
土
教
に
つ
い
て
は
、
「
 
教
 行
信
 

証
 」
を
中
心
に
考
察
し
、
浄
土
真
宗
の
総
体
的
教
義
体
系
は
「
 
教
 」
「
 @
 」
 

「
 
信
 」
「
 証
 」
で
あ
る
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
意
味
を
紹
介
し
な
 
 
 

親
鸞
の
浄
土
教
の
特
色
は
「
信
心
烏
木
」
を
主
張
し
、
「
悪
人
工
 
機
 @
 
」
 説
 

を
 唱
え
た
点
に
在
る
と
す
る
。
一
遍
に
つ
い
て
は
、
三
遍
語
録
 」
な
ど
 

に
 基
づ
き
、
ま
ず
そ
の
「
六
字
名
号
」
の
強
調
の
意
味
を
分
析
し
 
、
そ
し
 

て
そ
の
語
録
に
見
ら
れ
る
「
 
空
 」
、
「
無
念
」
、
「
 

捨
 」
の
概
念
に
着
 
目
し
、
 

一
遍
の
思
想
に
お
け
る
禅
宗
の
影
響
を
論
じ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
 

の
 臨
済
 

宗
に
 関
し
て
は
、
上
下
二
節
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
、
上
前
で
は
 
中
 国
 禅
宗
 

0
 日
本
へ
の
伝
来
や
栄
西
と
「
 興
禅
 護
国
弘
 鯉
 、
 圓
爾
辮
 圓
な
ど
 と
 臨
済
 

宗
 が
論
じ
ら
れ
、
下
前
で
は
蘭
渓
道
隆
と
そ
の
 

禅
 思
想
と
北
條
 
時
 頼
 や
北
 

條
 時
宗
と
の
関
係
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
栄
西
の
禅
思
想
に
 つ
い
て
 

は
 、
そ
の
王
者
「
 
興
禅
 護
国
 ョ
 鯉
を
中
心
に
考
察
し
、
禅
宗
に
お
 け
る
 戒
 

律
の
重
要
性
の
強
調
や
禅
に
よ
る
鎮
護
国
家
の
主
張
が
栄
西
の
中
 七
日
仏
相
 

心
 

で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
国
富
 

辮
圓
 の
 禅
 思
想
に
つ
い
て
は
、
「
 坐
禅
 ぬ
珊
 
」
 

を
手
が
か
り
に
、
一
方
で
は
「
禅
門
を
諸
法
の
根
本
と
す
る
」
 

こ
 と
を
 主
 

張
し
 、
他
方
で
は
具
体
的
に
は
臨
済
宗
の
「
理
致
」
、
「
機
関
」
、
「
 
向
上
」
 

の
 三
つ
を
も
っ
て
人
々
を
教
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
 明
  
 

し
、
 
且
 つ
、
 彼
の
禅
思
想
に
お
け
る
宋
学
や
宋
代
 禅
 思
想
の
影
型
 日
を
考
察
 

し
て
い
る
。
蘭
渓
道
隆
に
つ
い
て
は
、
「
大
覚
禅
師
語
録
」
な
ど
 

を
 引
き
 

な
が
ら
、
当
時
の
執
権
者
に
対
す
る
道
隆
の
迎
合
的
態
度
を
指
摘
 
す
る
 
一
 

方
 、
そ
の
 禅
 思
想
に
見
ら
れ
る
中
国
の
臨
済
 禅
的
 様
相
や
看
話
禅
 の
 提
唱
 

な
ど
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
凡
庸
普
寧
、
大
体
正
念
、
 西
 冊
子
 

曇
 、
無
学
祖
元
、
一
山
一
寧
、
南
浦
 紹
明
 、
宗
蜂
起
 妙
 、
関
山
 慧
 玄
な
ど
 

ほ
 つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

禅
 思
想
に
も
そ
れ
 
 
 

特
色
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
道
元
と
曹
洞
宗
に
つ
い
て
 
は
、
 
@
 
即
 

を
 改
め
て
論
じ
、
「
正
法
眼
蔵
」
や
「
水
平
 

底
録
 」
な
ど
を
手
が
 
 
 

道
元
の
生
涯
や
そ
の
 
禅
 思
想
を
具
体
的
に
考
察
し
て
い
る
。
著
者
 に
よ
 れ
 

ば
 、
道
元
が
宋
代
中
国
の
曹
洞
宗
の
宏
 智
 、
如
浄
の
黙
照
禅
を
直
 接
受
け
 

継
ぎ
、
「
只
管
打
坐
」
を
提
唱
し
、
そ
の
点
で
は
当
時
の
臨
済
宗
 
の
 
「
 兼
 

修
禅
」
や
「
話
頭
」
を
重
ん
じ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
 
純
禅
 」
に
比
し
 
て
、
濃
 

厚
な
 

-
 

枯
淡
的
色
彩
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
日
蓮
に
つ
い
て
は
 
第
  
 

論
及
さ
れ
、
日
蓮
の
生
涯
や
著
作
と
思
想
と
が
詳
細
に
検
討
さ
  
 

る
 。
最
後
は
「
 
旧
 仏
教
の
新
し
い
光
景
」
と
し
て
、
南
都
諸
宗
の
 学
問
僧
 

に
よ
る
仏
教
研
究
や
律
宗
の
復
興
、
天
ム
ロ
宗
と
「
山
王
神
道
」
、
 

真
言
宗
 

と
 両
部
神
道
を
取
り
挙
げ
て
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
、
鎌
倉
時
代
 
を
 
「
 日
 

 
 

 
 
 
 

本
 民
族
仏
教
」
の
構
造
が
確
立
し
た
時
代
だ
と
し
、
そ
れ
は
具
体
 
 
 

源
空
に
よ
る
浄
土
宗
、
親
席
に
よ
る
浄
土
真
宗
、
一
遍
に
よ
る
 
時
 み
示
 
、
日
 

甜
 

 
 

蓮
 に
よ
る
日
蓮
宗
の
創
立
と
い
う
占
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
で
あ
 る
と
い
 



う
 。
著
者
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
「
 

@
 
」
れ
ら
の
仏
教
宗
派
の
 
創
始
者
 

は
 日
本
本
土
に
生
ま
れ
育
ち
、
中
国
へ
求
法
し
た
こ
と
が
な
く
、
 

当
時
日
 

本
 で
広
く
伝
え
ら
れ
て
い
た
漢
訳
仏
典
と
中
国
仏
教
の
著
作
に
依
 
ぬ
 し
 、
 

自
ら
の
理
解
に
基
づ
い
て
新
し
い
教
義
体
系
を
創
り
出
し
た
の
で
 
 
 

こ
れ
ら
の
宗
派
は
顕
著
な
民
族
的
特
色
を
も
っ
て
い
る
」
三
一
一
 

-
 
八
一
日
目
 

-
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
 

新
 仏
教
 宗
 

派
は
 、
従
来
の
南
都
奈
良
の
仏
教
宗
派
や
平
安
時
代
に
興
っ
た
 
天
 ム
ロ
・
古
兵
 

青
二
宗
と
共
に
、
日
本
民
族
仏
教
の
基
本
的
構
造
を
構
成
し
て
お
 
@
 、
こ
 

の
よ
う
な
構
造
は
近
代
以
後
に
も
続
い
て
い
る
」
三
一
七
頁
 -
 と
も
 指
 

摘
 し
て
い
る
。
 

第
四
章
は
三
節
か
ら
な
り
、
室
町
時
代
か
ら
織
田
、
豊
臣
時
期
に
 
至
る
 

ま
で
の
社
会
と
仏
教
を
概
観
し
た
上
で
、
禅
宗
の
五
山
十
刹
 と
 五
山
文
 

学
 、
真
宗
に
お
け
る
蓮
如
の
活
躍
と
「
一
同
一
 

侯
 」
の
問
題
、
日
 
蓮
宗
に
 

お
け
ら
「
法
華
 
一
倭
 」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
の
 時
期
の
 

日
本
仏
教
に
つ
い
て
、
旧
来
の
法
相
宗
や
天
ム
ロ
 
宗
 、
真
言
宗
な
ど
 
が
 依
然
 

と
し
て
衰
退
の
状
態
に
あ
り
、
鎌
倉
時
代
に
新
し
く
形
成
さ
れ
た
 
浄
土
宗
 

や
 真
宗
、
日
蓮
宗
、
禅
宗
な
ど
が
大
き
な
発
展
を
遂
げ
、
中
で
も
 特
に
臨
 

済
 宗
が
幕
府
や
朝
廷
の
積
極
的
な
関
与
、
す
な
む
ち
「
五
山
十
刹
 
」
制
度
 

の
 設
立
な
ど
に
 
ょ
 り
、
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
と
指
摘
す
る
。
 

そ
 し
て
 蓮
 

如
は
 
つ
い
て
、
彼
の
多
彩
な
布
教
活
動
で
真
宗
が
見
事
に
地
方
 
社
 ム
ム
へ
か
り
 

発
展
に
成
功
し
、
ま
た
組
織
の
面
で
「
 講 」
な
ど
を
設
け
、
真
宗
 な
し
て
 

強
大
で
勢
力
あ
る
宗
教
団
体
へ
と
成
長
さ
せ
て
い
っ
た
と
述
べ
 、
「
一
向
 

一
 %
 」
に
つ
い
て
は
、
主
に
そ
の
歴
史
的
実
態
を
簡
潔
に
紹
介
  
 

る
 。
日
蓮
宗
の
「
法
華
一
 
%
 」
に
関
し
て
は
、
当
時
の
日
蓮
宗
の
 白
下
勢
 
は
 

目
を
配
り
な
が
ら
、
そ
の
発
生
と
発
展
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
 

第
五
章
は
四
節
か
ら
な
り
、
徳
川
時
代
の
社
会
と
仏
教
の
概
況
、
 

同
時
 

代
 に
形
成
さ
れ
た
仏
教
寺
院
の
本
末
制
度
や
寺
 
檀
 制
度
、
各
宗
派
 
 
 

や
 教
育
の
活
動
と
仏
教
研
究
の
状
況
、
仏
教
の
世
俗
化
現
象
と
 
儒
 教
 や
仲
 

 
 
 
  
 

道
学
者
に
よ
る
 
排
仏
 論
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。
著
者
に
よ
 
 
 

徳
川
時
代
の
仏
教
は
総
体
的
に
は
停
滞
的
状
態
に
陥
っ
て
い
く
が
 
、
そ
れ
 

は
 
一
方
で
は
儒
学
の
独
立
と
発
展
、
特
に
国
学
や
復
古
神
道
思
想
 

の
 流
行
 

に
よ
り
、
仏
教
が
当
時
に
お
い
て
全
体
的
文
化
と
し
て
の
機
能
を
 
失
い
 

他
方
で
は
仏
教
が
幕
府
の
政
治
体
制
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
 

本
 山
 末
寺
 

と
い
う
組
織
体
制
の
も
と
で
、
僧
侶
が
新
し
い
教
義
学
説
や
新
奈
 
派
 を
創
 

り
 出
す
可
能
性
と
自
由
を
失
わ
れ
た
こ
と
に
要
因
が
あ
る
と
い
う
 
 
 

し
 、
著
者
は
、
仏
教
の
布
教
活
動
や
仏
教
研
究
の
面
で
こ
の
時
代
 にお
い
 

て
 多
く
の
業
績
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
、
中
国
仏
教
に
お
 
け
る
 儒
 

仏
道
三
教
一
致
論
の
影
響
を
受
け
て
、
三
教
一
致
を
唱
え
た
り
、
 

儒
仏
神
 

道
一
致
論
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
で
、
当
時
の
仏
教
は
世
俗
化
へ
 
と
そ
の
 

面
目
を
変
え
て
い
っ
た
こ
と
を
説
き
明
か
し
て
い
る
。
 

第
六
章
は
二
節
か
ら
構
成
さ
れ
、
ま
ず
明
治
維
新
以
後
の
日
本
仏
 
教
を
 

取
り
あ
げ
、
当
時
の
社
会
情
勢
に
着
目
し
な
が
ら
、
「
神
仏
 分
 離
 」
と
 

「
廃
仏
殿
枕
」
、
仏
教
教
団
に
お
け
る
改
革
と
社
会
活
動
、
戦
争
 

体
制
下
 

の
 仏
教
と
そ
の
思
想
的
動
向
、
仏
教
の
学
問
研
究
な
ど
に
つ
い
て
 
論
じ
て
 

い
る
。
そ
し
て
次
に
戦
後
の
日
本
仏
教
に
論
及
し
、
当
時
の
既
成
 
仏
教
教
 

団
の
現
状
を
概
観
す
る
と
共
に
、
新
興
宗
教
と
し
て
の
 
創
 価
学
 ム
 万
や
憲
文
 

会
 、
立
正
佼
成
会
お
よ
び
戦
後
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
研
究
を
紹
 
 
 

い
る
。
 

最
後
は
上
述
の
三
つ
の
付
録
で
あ
り
、
本
書
の
読
者
層
が
中
国
人
 
で
あ
 

る
こ
と
を
考
慮
し
て
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
千
年
以
上
 
に
わ
た
 



書評     

一
 一
 

さ
て
、
日
本
に
お
い
て
、
「
日
本
仏
教
典
」
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
 
 
 

で
 日
本
仏
教
の
歴
史
を
扱
っ
た
著
書
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
あ
り
 
 
 

ば
 、
村
上
専
精
の
「
日
本
仏
教
曳
綱
」
、
辻
善
之
助
の
「
日
本
仏
 

を
 取
り
入
れ
て
い
る
と
告
白
し
て
い
る
が
、
本
書
を
通
読
し
 
、
本
 敦

史
」
 

書
 に
も
 

一
一
 
0
 研
 -
 、
家
永
三
郎
 他
 監
修
の
「
日
本
仏
教
典
」
 

二
 二
冊
 -
 、
大
 野
達
 

之
助
の
「
新
穂
日
本
仏
教
思
想
史
」
、
石
田
 

端
麿
の
 
「
日
本
仏
教
 史
 」
、
 末
 

本
文
夫
 土
の
 
「
日
本
仏
教
 史
 

思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
 
 
 

な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
著
者
は
本
書
を
執
筆
 
す
 z
 つ
に
 上
ヨ
 

た
っ
て
、
そ
れ
ら
を
 
王
要
 な
参
考
文
献
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
 
や
 観
 占
 

幾
 っ
か
の
占
で
特
色
が
あ
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

そ
の
一
つ
は
研
究
祝
日
で
あ
る
。
冒
頭
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
 

著
 者
の
 

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
中
国
を
中
小
と
し
た
仏
教
の
歴
史
的
研
究
 で
あ
る
 

が
 、
そ
の
研
究
の
方
法
は
、
端
的
に
言
え
ば
仏
教
を
各
時
代
の
社
 
全
的
経
 

済
 的
基
盤
や
歴
史
的
背
景
の
中
に
お
い
て
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
 
。
著
者
 

は
 本
書
に
お
い
て
も
同
様
の
視
占
を
堅
持
し
、
日
本
の
そ
れ
ぞ
れ
 
 
 

の
 仏
教
を
論
じ
る
際
、
当
時
の
社
会
情
勢
や
文
化
的
背
景
に
ゆ
 

里
思
   

教
の
盛
衰
状
況
や
そ
の
原
因
を
探
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
 
 
 

で
 紹
介
し
て
き
た
本
書
の
各
章
に
見
え
る
「
…
・
・
・
時
代
の
社
会
と
 
文
化
」
 

と
い
う
節
立
て
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
 
う
 な
 試
 

み
に
よ
り
、
「
仏
法
護
国
観
念
」
、
つ
ま
り
政
治
体
制
と
密
接
な
関
 

 
 

る
 日
本
仏
教
の
重
要
な
出
来
事
が
ほ
ぼ
漏
れ
な
く
記
述
さ
れ
て
お
 
り
、
ま
 

た
 日
本
仏
教
 史
 に
関
す
る
従
来
の
代
表
的
な
研
究
も
大
体
列
挙
さ
 
れ
て
い
 

る
 。
日
本
国
宗
 
名
 対
照
表
 は
 古
代
と
現
代
を
対
照
し
て
作
ら
れ
て
 
 
 

る
 日
本
仏
教
の
性
格
が
よ
り
鮮
明
に
な
り
、
仏
教
を
も
っ
て
仏
教
 
を
 解
釈
 

す
る
だ
け
の
教
理
解
釈
的
研
究
の
欠
点
が
克
服
さ
れ
、
日
本
仏
教
 
の
 理
解
 

に
 客
観
的
な
視
座
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
円
本
 
で
 刊
行
 

さ
れ
た
「
日
本
仏
教
 
史
 」
に
も
同
様
の
視
占
の
採
用
が
見
ら
れ
、
 

家
 ・
ヰ
本
二
一
 

郎
 の
一
連
の
業
績
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
本
書
も
 
，
 
」
の
占
で
 

か
な
り
の
成
功
を
収
め
て
お
り
、
本
書
の
特
色
の
一
つ
と
言
え
よ
 
 
 

次
に
、
日
本
仏
教
思
想
の
歴
史
的
な
流
れ
に
対
す
る
考
察
と
い
う
 
有
一
で
 

あ
る
。
周
知
の
如
く
、
日
本
仏
教
は
中
国
の
そ
れ
の
移
植
で
あ
り
 
、
 多
く
 

の
 宗
派
は
今
日
に
お
い
て
も
中
国
の
仏
教
者
を
宗
祖
と
し
、
中
国
 
仏
教
と
 

深
い
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
社
会
に
受
容
さ
れ
た
 
仏
教
は
 

当
然
日
本
的
特
徴
を
持
っ
て
お
り
、
中
国
仏
教
と
は
全
く
同
様
 で
は
な
 

そ
の
た
め
、
日
本
仏
教
を
論
じ
る
場
合
、
そ
の
独
自
性
を
明
 
@
 か
に
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
そ
の
淵
源
 
を
な
し
 

た
 中
国
仏
教
と
の
関
連
に
お
い
て
思
想
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
 
 
 

け
 必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
 
万
 針
 を
尊
 

重
し
て
お
り
、
日
本
仏
教
史
上
の
各
人
物
の
思
想
を
論
じ
る
 
際
 

な
る
べ
 

く
そ
の
人
物
と
思
想
的
な
関
わ
り
を
も
っ
た
こ
れ
ま
で
の
中
国
の
 
仏
教
者
 

の
そ
れ
を
も
っ
て
照
合
し
、
比
較
を
行
う
中
で
解
明
す
る
こ
と
を
 
日
指
し
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
教
団
史
的
も
し
く
は
宗
派
の
教
学
 
史
的
解
 

明
に
重
点
を
お
い
た
従
来
の
幾
つ
か
の
「
日
本
仏
教
典
」
に
は
 
見
 ら
れ
な
 

い
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
特
色
と
言
え
よ
う
。
そ
の
 
他
 、
基
 

本
文
献
の
利
用
を
重
視
す
る
占
で
も
本
書
の
特
色
が
読
み
と
れ
る
 
が
、
著
 

 
 

者
の
日
本
語
文
献
の
原
典
に
対
す
る
理
解
お
よ
び
現
代
日
本
話
に
 
対
す
る
 

造
詣
は
相
当
深
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
日
本
語
は
独
学
し
た
も
の
 

 
 

こ
と
を
思
 う
と
 、
た
だ
敬
服
す
る
の
み
で
あ
る
。
 



だ
が
、
管
見
に
 ょ
 
れ
ば
、
本
書
に
も
全
く
問
題
が
な
れ
わ
け
で
 は
な
 

し
 日
本
宗
教
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
、
中
口
 
 
 

い
 。
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
評
者
が
疑
問
も
し
く
 は 問
題
学
術
交
流
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
 祈
 り
つ
つ
、
本
書
の
紹
介
の
 

と
 思
っ
た
 キ
 を
三
点
指
摘
し
、
著
者
の
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。
一
つ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
 言
 う
 
「
日
本
民
族
仏
教
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
 

円
本
に
 

生
ま
れ
た
諸
宗
派
の
仏
教
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
 
著
者
が
 

纏
め
た
円
本
仏
教
の
五
つ
の
特
色
を
指
す
も
の
な
の
か
、
著
者
は
 
 
 

き
り
と
し
た
説
明
を
与
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
目
木
 
民
族
 仏
 

教
 」
と
い
う
概
念
に
対
す
る
著
者
の
明
確
な
概
念
規
定
が
欲
し
い
 
 
 

る
 。
第
二
は
、
道
元
の
禅
思
想
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
著
者
は
道
 
一
九
の
山
心
 

想
 を
一
護
国
正
法
」
や
只
管
打
坐
、
修
証
一
等
、
山
林
主
義
、
一
一
 

一
散
一
致
 

論
 批
判
な
ど
に
纏
め
て
論
じ
て
い
る
が
、
実
際
、
道
元
の
書
物
を
 
厳
密
に
 

読
む
と
、
そ
の
思
想
は
時
と
共
に
変
化
し
て
お
り
、
そ
 
う
 単
純
に
 纏
め
き
 

れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
 
法
 殊
や
親
鸞
、
三
遍
な
ど
に
つ
い
て
の
 論
  
 

同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
第
三
は
 
、
 
用
い
ら
れ
る
文
献
の
真
偽
 に
 関
し
 

て
 、
従
来
の
研
究
成
果
の
導
入
が
不
十
分
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
 とで
あ
 

る
 。
例
え
ば
源
信
の
作
と
さ
れ
る
「
観
心
 略
要
集
 」
や
道
元
の
撰
 と
さ
れ
 

る
 
「
天
童
如
浄
禅
師
語
録
 祓
 」
な
ど
は
近
年
の
研
究
に
よ
り
偽
作
 で
あ
る
 

こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
著
者
が
そ
れ
ら
を
用
い
て
論
述
の
根
拠
 
と
し
て
 

い
る
の
は
、
そ
の
結
論
の
妥
当
性
を
弱
め
て
い
る
。
そ
の
他
、
近
 
 
 

日
本
仏
教
に
お
け
る
仏
教
研
究
や
布
教
活
動
を
論
じ
る
際
、
楊
 
仁
 山
と
南
 

候
 文
雄
と
の
仏
典
交
流
活
動
や
日
本
仏
教
 各
 宗
の
中
国
で
の
閑
散
 活
動
な
 

ど
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
占
も
問
題
と
思
わ
れ
る
が
 
 
 

れ
に
せ
 よ
 、
本
書
の
刊
行
は
中
国
の
学
界
に
お
け
る
円
本
仏
教
研
 
 
 

緒
を
開
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
画
期
的
な
業
績
は
高
く
評
価
さ
 れる
べ
 

き
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
刊
行
に
よ
り
、
中
国
の
研
究
者
の
目
木
仏
 
教
 な
い
 



渡
辺
 喜
勝
著
 

三
遍
 智
 真
の
宗
教
 ュ
哩
 

岩
田
書
院
一
九
九
六
年
九
月
刊
 

A
5
 
判
三
一
四
頁
七
九
 00
 
円
 

鎌
田
東
 
二
 

日
本
宗
教
史
に
お
い
て
、
一
宗
一
派
の
開
祖
の
中
で
、
近
年
 
に
到
 る
ま
 

で
も
っ
と
も
不
遇
な
扱
 い
と
 
評
価
を
受
け
て
き
た
の
が
一
遍
 智
 真
で
あ
 

る
 。
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
と
呼
ば
れ
る
人
々
、
法
然
、
現
世
、
 栄
 西
 、
道
 

元
 、
日
蓮
の
五
人
の
仏
教
者
は
、
宗
派
内
の
信
仰
に
お
い
て
も
、
 

ま
た
 日
 

本
 宗
教
史
な
い
し
日
本
仏
教
 丈
 に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
し
か
る
 

べ
き
 評
 

価
 と
注
目
を
集
め
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
た
だ
一
人
、
一
 

遍
智
真
 

た
け
は
う
さ
ん
く
さ
い
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
な
ぜ
か
 
 
 

思
う
に
、
大
き
く
二
つ
の
原
因
が
あ
る
。
一
つ
は
、
一
遍
の
創
始
 
 
 

時
宗
教
団
が
、
鎌
倉
，
室
町
，
戦
国
時
代
に
お
け
る
隆
盛
の
あ
と
 
、
近
世
 

以
降
、
仏
教
各
宗
門
の
中
で
小
さ
な
勢
力
に
収
束
し
て
い
っ
た
こ
 
と
 O
 
つ
 

ま
り
教
団
勢
力
の
規
模
の
問
題
と
仏
教
各
教
団
内
の
位
置
の
間
 題
 で
あ
 



る
 。
そ
の
点
で
さ
ほ
ど
大
き
く
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
な
 
か
っ
た
 

と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
鈴
木
大
拙
の
「
日
本
的
 
霊
性
 」
 論
 に
 代
表
 

さ
れ
る
よ
う
な
、
近
代
知
識
人
や
近
代
仏
教
教
学
全
体
の
中
で
、
 

関
心
と
 

注
目
を
集
め
る
こ
と
が
少
な
く
、
正
当
に
評
価
の
対
象
に
な
る
よ
 
う
な
 気
 

運
 が
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
。
鈴
木
大
拙
は
、
日
本
的
 
霊
性
が
情
 性
の
方
 

面
 に
お
い
て
発
現
し
た
も
の
と
し
て
浄
土
教
を
、
知
性
の
方
面
に
 
お
い
て
 

発
現
し
た
も
の
と
し
て
禅
宗
を
高
く
評
価
し
た
。
念
仏
と
禅
の
二
 
派
 を
日
 

本
仏
教
の
中
で
こ
の
時
代
の
世
界
に
通
ず
べ
き
宗
教
精
神
と
し
て
 
評
価
し
 

た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
鈴
木
大
拙
的
臆
断
は
、
空
海
の
密
教
や
日
蓮
の
法
華
経
 
や
一
 逼
め
 

念
仏
や
神
道
の
流
れ
を
不
当
に
低
く
評
価
す
る
か
故
意
に
無
視
す
 
る
か
 批
 

刊
 す
る
か
の
方
向
を
促
進
し
た
。
そ
れ
で
も
、
真
言
 

旦
 不
教
団
に
も
 日
蓮
系
 

教
団
に
も
伝
統
と
一
定
の
勢
力
や
新
規
勢
力
が
あ
っ
た
か
ら
、
 

b
 
ホ
 祖
に
 対
 

す
る
尊
崇
も
仏
教
教
団
と
し
て
の
位
置
も
動
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
 
 
 

そ
う
し
た
中
で
、
一
人
忘
れ
去
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
捨
て
お
か
れ
 
て
い
 

た
の
が
一
遍
で
あ
る
。
 

そ
の
一
遍
の
宗
教
性
を
そ
の
 

映
白
 な
特
性
か
ら
掘
り
起
こ
し
、
 

位
 置
づ
 

け
よ
う
と
し
た
の
が
渡
辺
押
脚
 丘
 著
の
本
書
「
一
遍
 智
 真
の
宗
教
 払
柵
 
L
 チ
ヒ
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
一
週
研
究
お
よ
び
一
遍
評
価
に
つ
い
て
 
待
望
の
 

一
冊
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

本
書
の
構
成
は
 
、
 

序
章
一
遍
 智 真
の
人
と
生
涯
 

 
 

第
一
章
信
仰
論
 

 
 

 
 

第
二
章
念
仏
・
往
生
・
名
号
 

評
 

第
三
章
 

夢
 
・
奇
蹟
 

重
日
 

第
四
章
治
痛
論
 

第
五
章
人
間
 観
 

第
六
章
往
生
論
（
そ
の
一
）
入
水
往
生
 

第
七
章
往
生
論
 
-
 そ
の
こ
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
 

第
八
章
踊
り
念
仏
 

終
章
遊
戯
の
世
界
 ぃ
 
「
遊
行
」
 考
 

か
ら
成
る
。
 

「
ま
え
が
き
」
の
中
で
、
著
者
は
、
一
遍
の
立
場
が
日
本
浄
土
教
 
史
と
 

い
う
 
一
定
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
対
照
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
 

き
た
と
 

指
摘
す
る
。
一
方
で
は
、
「
法
味
以
来
の
い
わ
ゆ
る
善
導
流
の
他
 
力
 思
想
 

発
展
史
の
極
致
」
と
し
て
評
価
さ
れ
、
他
方
で
は
、
そ
の
逆
に
「
 
純
正
洋
 

土
 教
か
ら
は
み
出
し
た
も
の
」
と
し
て
、
そ
の
「
亜
流
も
し
く
は
 
傍
流
と
 

み
な
さ
れ
、
低
い
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
ほ
 
ぽ
完
 全
 に
血
 

視
さ
れ
て
き
た
」
。
前
者
は
、
「
一
遍
の
宗
教
思
想
を
中
り
 

規
 し
た
 

見
解
」
 

で
あ
り
、
後
者
は
、
「
一
遍
お
よ
び
 
彼
 以
後
の
教
団
が
採
っ
た
々
 
不
 教
 的
行
 

為
 

た
と
え
ば
遊
行
・
念
仏
賦
算
・
踊
り
念
仏
な
ど
 

的
場
面
 

に
 注
目
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
さ
れ
た
評
価
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
 

 
 

え
 、
こ
の
対
照
的
な
評
価
に
共
通
す
る
の
は
、
禅
尼
 
想
 や
天
ム
ロ
・
 
真
言
な
 

ど
の
神
秘
思
想
や
日
本
古
代
の
神
祇
 観 と
の
関
連
・
影
響
を
読
み
 

と
ろ
う
 

と
す
る
占
で
、
こ
の
複
合
性
に
お
い
て
、
一
遍
の
宗
教
の
「
呪
術
 
性
 」
 や
 

「
民
俗
性
」
や
「
古
代
性
」
や
「
庶
民
性
」
が
指
摘
さ
れ
た
と
い
，
 

フ
 。
 宮
 

井
 義
男
、
 辻
 善
之
介
、
堀
一
郎
、
田
村
芳
朗
ら
諸
氏
の
研
究
が
そ
 
 
 

 
 

り
 、
栗
田
勇
・
海
谷
繁
樹
・
竹
村
校
異
・
鎌
田
東
 三
 共
著
の
「
 
一
 
一
遍
・
 
日
 

本
 的
な
る
も
の
を
め
ぐ
り
 

て
 L
-
 春
秋
社
 一
 も
そ
の
延
長
線
上
に
 
 
 

の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 



そ
う
し
た
先
行
す
る
研
究
や
著
作
に
対
し
て
、
著
者
は
、
「
一
遍
 
宗
教
 

の
 独
自
性
そ
の
も
の
を
そ
れ
と
し
て
み
る
」
、
「
そ
れ
ら
を
含
ん
だ
 

一
遍
の
 

宗
教
を
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
独
自
性
を
解
明
」
 

す
  
 

ぅ
 立
場
を
と
る
。
そ
の
立
場
は
、
一
個
の
独
創
的
な
宗
教
家
を
研
 
究
 対
象
 

と
す
る
際
の
も
っ
と
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
立
場
で
あ
り
研
究
 
姿
 勢
 で
あ
 

る
と
評
価
で
き
る
。
 

 
 

そ
の
立
場
か
ら
見
た
「
一
遍
の
宗
教
の
総
体
」
を
著
者
は
「
遊
戯
 
 
 

界
 」
と
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
は
、
「
一
遍
の
発
見
し
た
一
信
仰
し
 
た
 ）
 名
 

号
と
 、
そ
の
世
界
に
生
き
た
一
遍
自
身
お
よ
び
そ
の
受
容
者
か
ら
 
成
る
独
 

持
な
世
界
」
を
意
味
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
「
遊
戯
の
世
界
 
」
の
 躍
 

動
と
 境
地
を
「
風
流
韻
事
」
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
 
る
 。
 そ
 

れ
が
著
者
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
り
着
眼
で
あ
る
。
 

さ
て
次
に
、
序
章
「
一
遍
 
智
 真
の
人
と
生
涯
」
か
ら
順
次
そ
の
 要
 占
と
 

問
題
点
を
紹
介
・
吟
味
し
て
い
こ
う
。
 

序
章
に
お
い
て
は
、
一
遍
の
「
再
出
家
・
熊
野
神
勅
・
臨
終
」
 

三
一
つ
 

0
 間
 題
占
が
 彼
の
生
涯
の
王
 要
 な
人
生
体
験
と
し
て
位
置
づ
け
ら
 

れ
る
。
 

日
本
仏
教
の
祖
師
の
中
で
「
再
出
家
」
を
し
た
の
は
一
遍
た
だ
 一
 大
 で
あ
 

る
 。
そ
の
「
再
出
家
」
の
意
味
を
、
著
者
は
「
一
遍
 聖絵
 」
に
 記
 さ
れ
た
 

「
 父
如
仏
 帰
寂
の
時
、
本
国
に
帰
り
給
ひ
ぬ
。
 

其
 後
、
或
は
真
門
 を
ひ
ら
 

き
て
勤
行
を
い
た
し
、
或
は
俗
塵
に
ま
じ
は
り
て
容
受
を
か
へ
り
 
見
、
 童
 

子
に
た
は
ぶ
れ
て
、
輪
鼓
を
ま
は
す
あ
そ
び
な
ど
も
し
給
ひ
き
。
 

あ
る
 時
 

こ
の
輪
鼓
、
地
に
を
 
ち
て
ま
 は
り
や
み
 
ね
 。
こ
れ
を
思
惟
す
る
に
 
、
ま
は
 

せ
ば
ま
は
 る
 。
ま
は
さ
ざ
れ
ば
ま
は
ず
。
我
等
が
輪
廻
も
 、
又
か
  
 

と
し
。
三
業
の
造
作
に
よ
り
て
、
六
道
の
輪
廻
た
り
る
事
な
し
。
 

 
 

の
 輪
鼓
の
と
き
、
夢
に
見
 拾
 え
る
、
Ⅰ
世
を
わ
た
り
そ
め
て
 
高
ね
  
 

雲
 
た
 の
ろ
 は
も
と
の
こ
こ
ろ
な
り
け
り
」
を
引
き
、
こ
の
「
 
輪
 鼓
 」
 す
 

 
 

な
わ
ち
独
楽
の
回
転
す
る
さ
ま
に
輪
廻
転
生
の
柑
を
見
て
、
そ
こ
 
に
 
「
 
仏
 

法
 の
む
ね
」
を
会
得
し
、
「
 
丑
 為
に
い
ら
む
」
と
し
た
と
見
る
。
 

そ
し
て
 

さ
ら
に
「
 佃
為
 」
の
投
企
の
中
に
、
「
 捨
離
 」
と
「
遊
行
」
の
 
具
 現
を
見
、
 

唖
 

「
一
遍
の
宗
教
の
総
体
を
、
「
遊
戯
」
と
い
う
概
念
で
理
解
」
す
る
 

 
 

「
熊
野
神
勅
」
と
は
、
熊
野
本
宮
の
神
が
白
髪
の
山
伏
 
姿
 と
な
っ
 て
現
 

わ
れ
て
、
一
遍
に
「
御
坊
の
す
す
め
に
よ
り
て
、
一
切
衆
生
は
じ
 
め
て
 往
 

生
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
阿
弥
陀
仏
の
十
 劫
 正
覚
に
、
一
切
衆
生
の
 
往
生
は
 

南
無
阿
弥
陀
仏
と
決
定
す
る
所
な
り
。
 

信
 不
信
を
え
 ら
 ば
ず
、
 
浄
 不
浄
を
 

き
ら
は
ず
、
兵
乱
を
く
ば
る
べ
し
」
と
詰
っ
た
こ
と
を
指
す
。
 

著
 者
は
 ，
 
」
 

の
神
勅
が
、
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
信
仰
す
る
と
か
宣
教
す
る
と
 
か
で
は
 

ま
っ
た
く
な
く
、
「
人
が
人
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
」
と
い
う
こ
 
と
を
 教
 

示
し
て
い
る
と
 
釈
く
 。
唯
一
の
「
実
体
」
で
あ
る
「
名
号
」
に
お
   

「
 
南
丑
 
」
で
あ
る
人
間
が
阿
弥
陀
仏
と
一
体
に
な
る
。
こ
れ
が
 一
 逼
め
ぃ
 

う
 
「
能
所
一
体
の
名
号
」
と
し
て
の
南
無
阿
弥
陀
仏
だ
と
著
者
は
 

い
 ,
 
っ
 

「
語
録
」
に
「
 信
 と
い
ふ
は
ま
か
す
と
よ
か
な
り
。
他
の
意
に
ま
 か
す
 

る
 故
に
人
の
言
と
書
け
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
救
済
の
成
就
、
 

往
 生
 決
定
 

を
 
一
切
阿
弥
陀
仏
に
「
ま
か
す
」
と
 
，
 
」
ろ
に
他
力
が
あ
り
帰
命
が
 
あ
り
 信
 

心
 が
あ
る
。
こ
の
熊
野
神
勅
に
よ
っ
て
会
得
し
た
「
 
信
 」
の
境
地
 を
 
一
一
遍
 

は
 
「
六
字
名
号
一
遍
 法
 

十
界
依
正
一
遍
 体
 

万
行
 離
 金
一
遍
 証
 
 
 

上
々
 妙
 好
華
」
の
い
わ
ゆ
る
「
六
十
万
人
の
頒
」
に
表
わ
し
た
。
 

著
者
は
 

一
遍
の
「
開
悟
」
を
こ
の
時
日
 
に
 見
る
。
 

正
応
二
年
二
二
八
九
一
八
月
二
十
三
日
、
一
遍
は
五
十
一
年
の
 生
涯
 

を
 閉
じ
る
が
、
阿
波
の
国
に
て
死
期
を
悟
っ
た
一
遍
は
 、
 「
 き
え
 や
す
き
 

い
の
ち
は
み
つ
の
あ
は
 ち
 
し
ま
山
の
端
な
か
ら
 月
そ
さ
 
ひ
し
 き
 」
「
 名
 



書評と紹介 

に
か
な
ふ
こ
こ
ろ
は
に
し
に
う
つ
 

せ
 み
の
も
 め
け
 は
て
た
る
こ
 
ゑ
そ
す
 

す
し
き
」
「
阿
弥
陀
と
は
ま
 
よ
ひ
 さ
と
り
の
み
ち
た
え
て
た
だ
 名
 に
か
よ
 

ふ
い
き
ほ
と
け
な
り
」
の
歌
を
詠
む
。
著
者
は
こ
こ
に
十
九
年
の
 
長
い
遊
 

行
 生
活
に
お
け
る
一
遍
の
「
 捨
離
 」
に
徹
し
、
「
名
号
 界
 」
に
 生
 き
る
 信
 

の
 究
極
を
見
る
。
そ
れ
は
、
生
死
離
脱
、
生
死
不
二
の
「
い
き
 
ほ
 と
け
 」
 

の
 無
量
寿
に
一
体
化
し
た
境
地
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
に
お
い
て
 
、
生
死
 

離
脱
の
境
地
は
「
 皿
為
 」
に
し
て
「
自
由
な
遊
戯
」
の
境
地
を
表
 わ
し
て
 

い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
著
者
は
、
Ⅲ
「
再
出
家
」
に
お
い
て
は
「
無
為
」
 

 
 

界
へ
の
憧
れ
を
、
㈲
「
熊
野
神
勅
」
に
お
い
て
は
「
名
号
」
世
界
 
 
 

人
 と
の
関
連
を
 
、
 ㈲
「
臨
終
」
場
面
で
は
「
 捨
離
 」
の
究
極
相
を
 
見
、
 そ
 

こ
に
「
遊
戯
の
世
界
の
精
神
」
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
 
っ
て
 い
 

る
 。
 

次
に
、
第
一
章
「
信
仰
論
」
で
は
、
ど
の
よ
う
に
一
遍
の
信
仰
が
 
 
 

さ
れ
、
い
か
な
る
信
仰
構
造
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
の
特
色
 
を
 有
す
 

る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
一
遍
の
信
仰
を
当
時
の
浄
土
教
の
祖
師
 
と
 比
較
 

す
る
と
ど
う
か
。
著
者
は
、
 

法
 殊
に
お
け
る
「
南
無
」
の
本
質
は
  
 

ら
 仏
の
働
き
か
け
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
親
鸞
に
お
い
て
は
そ
 
の
 逆
に
 

「
仏
へ
の
働
き
か
け
に
人
が
応
ず
る
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
 

だ
 が
 
一
一
遍
 

の
 念
仏
に
お
い
て
は
、
「
 
人
 と
仏
が
一
体
化
す
る
（
 
即
 
一
二
 白
が
 決
定
的
 

に
 違
う
と
い
う
。
「
人
か
ら
 
仕
 へ
」
で
も
「
仏
か
ら
人
へ
」
で
も
   

「
八
郎
 仏
 」
、
 -
 
」
れ
が
一
遍
の
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
存
在
世
界
を
「
 

ウ
伯
 
ロ
与
 
」
 

な
い
し
「
仙
一
の
名
号
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
 

文
永
八
年
二
二
七
一
 
-
 の
再
出
家
か
ら
同
十
一
年
の
熊
野
神
勅
 に
よ
 

る
 開
悟
の
時
期
ま
で
の
信
仰
形
成
過
程
を
著
者
は
「
「
阿
弥
陀
仏
 
し
 信
仰
 

か
ら
〒
各
ロ
ニ
信
仰
へ
の
止
揚
」
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
。
そ
し
 
て
能
野
 

神
勅
に
 
よ
 る
「
回
心
」
を
経
て
、
一
遍
は
、
「
阿
弥
陀
仏
の
十
 

劫
 正
覚
の
 

そ
の
瞬
間
に
、
衆
生
の
往
生
が
決
定
」
 

し
 、
ま
た
「
衆
生
の
一
念
 に
お
い
 

て
 往
生
が
定
」
ま
り
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
お
い
て
「
弥
陀
 
と
 
一
体
と
 

な
り
往
生
が
実
現
」
す
る
「
名
号
」
世
界
の
信
仰
が
確
立
し
た
と
 
み
る
。
 

と
り
わ
け
、
熊
野
神
勅
に
お
け
る
「
御
坊
の
す
 ト
 め
に
よ
り
て
 

一
切
衆
 

生
 は
じ
め
て
往
生
す
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
神
勅
は
一
遍
の
「
 
存
在
意
 

識
を
根
本
的
に
覆
」
 
し
 、
已
往
生
口
の
ま
え
に
は
自
分
（
 人
 問
 -
 の
 存
在
 

な
ど
全
き
 血
 き
に
等
し
い
」
と
い
う
自
覚
を
も
た
ら
し
、
「
信
仰
 

 
 

し
て
の
自
覚
の
捨
 
難
 に
至
」
っ
た
と
い
う
。
 

こ
う
し
て
、
一
遍
の
信
仰
の
特
色
を
、
著
者
は
従
来
指
摘
さ
れ
て
 
き
た
 

「
行
動
性
」
「
思
想
の
独
自
性
」
「
庶
民
性
」
な
ど
の
諸
点
を
ふ
ま
 

，
 
え
て
 

そ
こ
に
き
わ
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
信
仰
の
振
幅
の
大
き
さ
と
 
多
 様
 性
と
 

見
る
。
そ
し
て
、
三
々
 ム
 し
で
あ
る
人
は
 、
 「
 
め
ェ
埋
 し
と
化
し
て
   

仏
 と
と
も
に
名
号
に
溶
解
」
 
し
 
一
体
化
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
 

「
一
遍
の
 

信
仰
の
究
極
相
」
を
見
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
遍
の
信
仰
は
 、
 「
 伝
統
的
 

な
 浄
土
教
に
み
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
阿
弥
陀
仏
信
仰
と
い
う
よ
り
 
も
、
そ
 

れ
を
超
え
た
（
名
号
信
仰
二
で
あ
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
 り
、
そ
 

こ
か
ら
多
様
な
表
現
と
実
践
を
生
み
出
す
「
遊
戯
の
世
界
」
が
 
現
  
 

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

第
二
章
「
念
仏
・
往
生
・
名
号
」
の
三
者
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
 
一
一
遍
 

の
 思
想
と
実
践
に
お
い
て
「
三
位
一
体
の
関
連
」
を
も
つ
も
の
と
 
位
置
づ
 

 
 

け
ら
れ
る
。
著
者
は
妄
 山
 
銭
目
 
の
 
「
臨
終
念
仏
の
事
。
・
・
・
・
・
た
だ
 今
 の
 念
 

仏
の
外
に
、
臨
終
の
念
仏
な
し
。
臨
終
 即 平
生
な
り
。
所
念
は
平
 生 
と
な
㎎
 

 
 

り
 、
 後
 念
は
臨
終
 と
 取
な
り
」
の
語
の
思
想
的
意
味
を
 、
 Ⅲ
念
仏
  
 



て
 
「
平
生
」
と
「
臨
終
」
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
 

今
 が
即
 

ち
 臨
終
で
あ
る
、
②
念
仏
を
死
苦
病
苦
か
ら
の
解
放
の
手
段
と
み
 る
こ
と
 

を
 批
判
し
人
間
の
側
か
ら
の
念
仏
を
否
定
す
る
、
と
い
う
三
吉
 に
 定
め
 

る
 。
著
者
の
指
摘
で
重
要
な
と
こ
ろ
は
、
一
遍
に
お
け
る
念
仏
の
 
手
段
化
 

や
 目
的
化
に
対
す
る
強
い
批
判
と
否
定
へ
の
着
目
で
あ
る
。
こ
こ
 
か
ら
 
一
 

遍
 独
自
の
表
現
、
「
念
仏
が
念
仏
 
す
 」
と
か
「
南
無
阿
弥
陀
仏
が
 往
生
す
 

る
な
り
」
と
か
の
舌
口
業
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
「
念
仏
の
主
体
 

 
 

て
 人
間
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
 

こ
う
し
た
、
「
臨
終
 即
 平
生
」
あ
る
い
は
「
只
今
を
臨
終
と
す
る
 よ
う
 

な
 生
と
死
の
一
元
論
的
観
点
」
や
「
両
者
の
即
 一
 化
の
原
理
」
が
 

「
一
一
遍
 

思
想
の
根
本
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
生
死
不
二
，
 

浄
傲
 不
二
」
の
 観
点
も
 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
遍
に
あ
っ
て
は
、
「
往
生
と
は
人
と
仏
が
 
不
二
な
 

る
と
き
、
つ
ま
り
両
者
が
即
し
た
と
き
の
姿
」
で
あ
り
、
そ
の
「
 
当
体
が
 

ヱ
八
字
の
名
号
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
名
号
」
す
な
む
ち
「
 

不
二
 独
 

一
の
名
号
」
と
は
、
「
単
に
人
間
の
み
な
ら
ず
、
仏
を
も
包
摂
し
た
 

世
界
」
 

で
あ
り
、
そ
の
境
涯
が
「
と
な
ふ
れ
ば
仏
も
わ
れ
も
が
か
り
け
り
 南
無
 

阿
弥
陀
仏
な
む
あ
み
だ
ぶ
っ
」
と
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 「
な
む
 

あ
み
だ
ぶ
つ
」
こ
そ
、
著
者
の
い
う
人
間
を
も
仏
を
も
包
摂
し
 た
 
「
 
名
 

号
 」
界
の
現
出
で
あ
る
。
 

さ
て
、
念
仏
・
往
生
，
名
号
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
 
 
 

つ
い
て
、
著
者
は
、
「
念
仏
は
、
名
号
の
一
つ
の
属
性
」
、
「
往
生
 

も
ま
た
 

名
号
の
ひ
と
つ
の
 
相
 」
と
規
定
す
る
。
こ
の
と
こ
ろ
を
さ
ら
に
 別 の
 言
葉
 

で
、
「
三
心
仏
」
と
「
名
号
」
と
は
ほ
ぼ
同
義
」
 
目
 往
生
」
は
名
号
 に
 本
来
 

的
に
内
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
「
黒
穂
」
」
と
指
摘
す
 

7
 つ
。
「
黄
肌
 

録
 」
で
「
他
力
不
思
議
の
名
号
は
、
 

自
 受
用
の
智
な
り
」
と
述
べ
 
ら
れ
て
 

は体 」 

つ自   
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き
つ
た
 果
て
に
、
（
 無
 れ
の
 上
 ）
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
よ
う
 に
 思
わ
 

れ
る
」
と
述
べ
る
。
一
遍
は
著
者
の
い
っ
「
名
号
世
界
」
に
包
摂
 
さ
れ
て
 

い
る
自
分
を
認
め
た
時
に
 
、
誰
 そ
れ
の
「
教
義
」
と
か
自
分
の
思
 想
 と
か
 

に
 対
す
る
固
着
、
と
ら
わ
れ
か
ら
脱
し
て
、
い
か
な
る
「
諸
宗
の
 
悟
り
」
 

に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
根
源
的
な
、
自
己
 一
 
我
執
一
の
 折
 ム
 
芯
に
 立
 

ち
 到
り
、
「
念
仏
が
念
仏
を
申
す
」
絶
対
否
定
と
絶
対
肯
定
の
相
 
即
す
る
 

境
涯
に
突
き
ぬ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

第
三
章
「
 夢
 
・
奇
蹟
」
で
は
、
再
出
家
を
促
し
た
「
輪
鼓
の
夢
」
 

や
能
 

野
 権
現
の
「
 
夢
告
 」
な
ど
、
夢
と
奇
蹟
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
 る
 。
 著
 

者
は
、
Ⅲ
時
宗
の
宗
義
 書
 、
と
く
に
一
遍
自
身
の
思
想
や
宗
教
的
 行
為
に
 

「
 
夢
 」
の
字
句
が
多
用
さ
れ
る
、
㈲
「
 夢
 」
と
い
う
表
現
は
 
、
宗
 教
者
と
 

し
て
の
一
遍
の
生
涯
の
中
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
、
㈲
 一
遍
 時
 

宗
の
教
義
が
語
ら
れ
る
時
、
し
ば
し
ば
「
 夢
 」
と
の
関
わ
り
に
お
 
い
て
 展
 

閲
 さ
れ
る
、
と
い
う
三
山
 
に
 社
目
し
、
さ
ら
に
、
Ⅲ
一
遍
自
身
の
 体
験
と
 

し
て
語
ら
れ
で
い
る
夢
、
㈲
他
者
の
夢
が
一
遍
に
関
連
づ
け
ら
れ
 て 伝
え
 

ら
れ
る
場
合
、
㈹
具
体
的
・
現
実
的
な
夢
で
は
な
く
一
般
概
念
と
 
し
て
 語
 

ら
れ
た
も
の
、
の
三
つ
の
局
面
か
ら
分
析
す
る
。
 

一
遍
の
見
た
夢
は
、
「
単
に
一
遍
の
主
観
で
は
な
く
、
疑
い
え
な
 

い
現
 

実
を
意
味
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
あ
る
種
の
宗
教
的
権
威
を
帯
 
び
て
、
 

結
果
的
に
一
遍
の
へ
神
格
化
）
を
も
た
ら
し
た
」
と
著
者
は
指
摘
 
す
る
。
 

妻
 の
も
つ
呪
術
性
や
権
威
を
深
層
心
理
学
や
文
化
人
類
学
の
観
 
占
 
 
 

く
 位
置
づ
け
な
が
ら
、
著
者
は
、
夢
を
通
し
て
、
「
一
遍
は
自
己
 
の
 確
信
 

に
お
い
て
ま
さ
に
熊
野
権
現
 
-
 阿
弥
陀
仏
 ぃ
 熊
野
の
本
地
仏
）
 

と
 
ヨ
文
 

信
 」
し
た
」
と
位
置
づ
け
る
。
一
遍
は
み
ず
か
ら
「
戦
法
門
は
能
 
野
 権
現
 

夢
想
の
口
伝
な
り
」
と
語
っ
て
い
る
ほ
ど
で
、
こ
れ
が
時
宗
Ⅱ
 
「
神
勅
 

宗
 」
と
す
る
信
条
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
著
者
は
い
う
。
 

さ
ま
ざ
ま
な
「
奇
蹟
」
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
一
遍
の
立
場
か
ら
 
す
れ
 

ば
 、
「
奇
蹟
は
名
号
と
同
様
、
単
に
奇
蹟
と
し
て
の
「
お
の
れ
」
 

を
 明
か
 

し
た
こ
と
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
も
ま
た
定
ま
っ
た
世
界
で
あ
 
る
 」
 が
 

ゆ
え
に
、
一
遍
は
「
裁
知
ら
。
 ず
 」
と
し
か
答
え
な
か
っ
た
。
し
か
 し
反
 転
 
@
 

し
て
、
こ
の
よ
う
な
一
遍
の
信
仰
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
「
 
奇
 蹟
 」
は
 

門
人
や
世
人
に
 
ヵ
 リ
ス
マ
的
な
 
カ
と
 権
威
を
も
っ
て
「
卑
俗
」
 
な
 
か
た
ち
 

で
 受
け
と
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
関
係
が
、
一
遍
の
神
格
化
に
も
 つむ
 が
 

っ
て
く
る
。
 

第
四
章
「
 治
 痛
論
」
は
一
遍
の
奇
蹟
現
象
の
具
体
事
例
と
し
て
「
 病
気
 

治
し
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
「
 病
気
 治
 

し
 」
を
、
 
田
 時
宗
も
し
く
は
信
者
の
病
気
、
㈲
一
遍
自
身
の
病
気
 、と
 

う
 二
つ
の
型
か
ら
吟
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
遍
の
病
気
は
 、 「
 念
仏
 信
 

仰
を
広
め
る
た
め
の
一
つ
の
便
法
」
で
あ
り
、
一
遍
の
罹
病
は
不
 
佳
り
 七
か
 

ら
く
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
信
心
の
結
果
」
だ
と
い
う
。
 

著
者
は
さ
ら
に
、
一
遍
の
「
行
く
」
「
見
る
」
と
い
う
「
病
気
 
治
 し
 」
 

の
あ
り
方
か
ら
、
「
癒
し
の
形
態
論
」
と
「
癒
し
の
構
造
論
」
を
 

展
開
す
 

る
 。
そ
し
て
、
「
見
る
こ
と
」
は
「
名
号
の
自
己
表
現
」
で
あ
り
 「
自
 @
 

0
 名
号
化
」
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
、
Ⅲ
人
間
・
一
遍
は
（
各
曲
 ）に
お
 

い
て
名
号
と
 
即
一
 
化
し
た
、
㈲
人
間
一
遍
の
「
見
る
」
行
為
は
 名
目
言
 
目
の
 

「
見
る
」
と
い
う
表
現
に
還
 
冒
 さ
れ
る
、
㈹
「
見
る
」
こ
と
は
 

現
 実
の
癒
 

し
の
場
で
は
名
号
の
 
カ
 と
し
て
発
効
す
る
、
と
い
う
癒
し
の
構
造
 
を
 見
て
 

 
 
 
 
 
 

と
っ
て
い
る
。
こ
の
一
遍
の
癒
し
の
行
為
と
構
造
を
イ
エ
ス
の
 
そ
 れ
と
 比
 

較
 検
討
し
、
「
イ
エ
ス
の
場
合
は
全
く
異
質
な
も
の
の
対
立
 
｜
調
 和
が
そ
 

巧
 

 
 

の
 根
幹
を
成
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
遍
の
場
合
は
、
本
来
的
 
に
 同
質
 



な
も
の
の
逸
脱
 
｜
 帰
還
」
と
そ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
 占 も
 興
味
 

 
 第

五
章
「
人
間
観
」
で
は
、
「
た
だ
 

人
 」
の
語
の
分
析
、
女
人
 観
 

人
 

開
存
在
の
意
味
が
追
求
さ
れ
る
。
著
者
は
 -
 
」
の
「
た
だ
 人
 」
を
「
  
 

-
 
尋
常
の
人
、
俗
人
こ
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
「
た
だ
、
 

人
 」
す
な
 

わ
ち
「
す
べ
て
の
 
人
 」
と
と
ら
え
る
立
場
を
と
る
。
そ
れ
が
、
 

一
 遍
 に
お
 

け
る
「
女
人
往
生
」
も
し
く
は
「
女
人
解
脱
」
と
い
う
女
人
観
に
 
ま
で
つ
 

な
が
っ
て
い
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
一
遍
が
 超一
 
・
建
二
と
い
う
 事
 と
娘
 

と
み
ら
れ
て
き
た
女
性
と
一
緒
に
遊
行
の
旅
に
出
か
け
た
こ
と
と
 
も
 関
連
 

し
て
、
一
遍
の
女
人
 
親
 は
 任
 目
を
集
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

著
者
は
 

こ
こ
で
、
一
遍
の
「
た
だ
、
 

人
 」
輪
や
「
名
号
」
論
に
基
づ
い
 て
 、
「
 一
 

遍
の
心
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
人
を
男
と
女
に
区
分
け
す
る
意
識
 
が
な
れ
 

故
に
 、
 男
に
つ
い
て
あ
る
い
は
女
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
要
し
な
 い
 」
 本
 

来
 的
な
平
等
性
を
見
て
と
る
。
と
い
う
の
も
、
一
遍
の
説
く
「
 
人
 間
 の
 存
 

在
は
、
 何
よ
り
も
徹
底
 捨
離
 に
お
い
て
六
字
の
名
号
に
包
摂
さ
れ
 

る
べ
き
 

存
在
」
で
あ
り
、
「
人
間
は
、
そ
の
存
在
も
属
性
も
す
べ
て
名
号
 のそ
れ
 

の
ま
ま
に
規
定
さ
れ
て
く
る
」
か
ら
で
あ
る
。
「
す
べ
て
は
「
お
 

め
 れ
」
 

で
あ
り
名
号
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
人
間
は
本
来
的
に
現
象
 世
界
の
 

へ
 死
者
二
で
あ
る
と
著
者
は
一
遍
の
人
間
観
を
定
位
す
る
。
 

第
六
章
・
第
七
章
「
往
生
論
」
に
お
い
て
は
、
「
入
水
往
生
」
、
「
 

こ
こ
 

ろ
 」
と
「
こ
と
ば
」
が
吟
味
さ
れ
る
。
著
者
は
広
く
水
の
シ
ン
ボ
 
 
 

や
 民
俗
儀
礼
の
中
に
「
入
水
」
を
位
置
づ
け
な
が
ら
、
時
宗
の
「
 入
水
・
」
 

く
、
 逆
に
「
往
生
「
入
水
こ
と
呼
ぶ
べ
き
信
仰
の
構
造
を
も
っ
 

が
 
「
平
生
 即
 臨
終
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
 

ヨ
 入
水
」
往
生
」
 

て
い
る
 

で
は
な
 

と
 説
く
。
時
宗
の
入
水
は
「
安
心
決
定
」
の
目
的
で
は
な
く
結
果
 に
す
ぎ
 

ず
 、
そ
の
反
転
に
お
い
て
入
水
 
は
 
「
儀
礼
行
為
の
究
極
の
相
」
を
 
み
せ
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た
、
一
遍
の
「
こ
こ
ろ
」
と
「
こ
と
ば
」
が
「
否
定
の
肯
定
」
 

 
 

 
 

う
 論
理
を
も
ち
な
が
ら
も
、
「
表
現
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
 

そ
の
 王
 

体
の
否
定
ま
で
主
張
」
す
る
点
で
、
正
真
の
「
絶
対
否
定
」
で
あ
 
り
 
「
 
超
 

論
理
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
「
心
と
言
葉
を
、
す
な
わ
ち
自
身
 を 滅
却
 

す
る
こ
と
に
お
い
て
表
現
」
さ
れ
た
「
 
紐
 表
現
の
表
現
」
で
あ
る
 と
 指
摘
 

す
る
。
 

第
八
章
「
踊
り
念
仏
」
で
は
、
一
遍
の
う
ち
た
て
た
「
教
理
と
そ
 の 仝
 不
 

教
 的
実
践
が
典
型
的
に
具
現
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
踊
り
念
仏
 
」
を
 、
 

歴
史
的
背
景
と
宗
教
的
意
味
を
読
み
と
く
こ
と
で
、
そ
の
特
性
を
 
抽
出
し
 

よ
う
と
す
る
。
一
遍
が
「
は
ね
ば
は
ね
 
よ
 を
ど
ら
 ば
 を
ど
れ
春
駒
 
 
 

り
の
う
ち
を
ば
し
る
 人
ぞ
 し
る
」
「
と
も
は
ね
 よ
 か
く
て
も
を
 
ど
 
れ
こ
こ
 

ろ
駒
 

み
だ
の
み
の
り
 
ぞ
き
 く
ぞ
う
れ
し
き
」
と
歌
っ
た
こ
と
は
 よ
く
 知
 

ら
れ
て
い
る
が
、
一
遍
は
念
仏
と
踊
り
を
一
体
の
も
の
と
見
て
 、
「
踊
躍
 

歓
喜
」
す
る
心
と
身
体
の
一
体
性
を
「
踊
り
念
仏
」
と
し
て
 具
 現
化
し
 

た
 。
著
者
は
、
こ
の
一
遍
の
「
踊
り
念
仏
」
を
「
彼
の
思
想
の
究
 
極
 で
あ
 

る
 
「
無
為
」
の
必
然
的
な
表
出
」
で
あ
り
、
「
人
間
の
言
語
と
心
 

土
忌
の
 徹
 

底
捨
離
 に
お
い
て
品
し
出
さ
れ
た
行
為
の
一
つ
」
と
位
置
づ
け
、
 

 
 

易
行
性
、
②
呪
術
性
、
㈹
熱
狂
性
に
着
目
す
る
。
踊
り
に
没
入
す
 る
こ
と
 

か
ら
く
る
「
忘
我
」
は
、
「
名
号
」
 
界
 と
い
う
「
究
極
実
在
」
を
 原
理
と
 

し
て
生
起
す
る
「
反
対
の
一
致
」
 

一
 エ
リ
ア
ー
デ
）
で
あ
る
と
い
，
  
 

終
章
「
遊
戯
の
世
界
 け
 
「
遊
行
」
 
考
 」
に
お
い
て
、
一
遍
の
「
 遊
 行
 」
 

を
 理
解
す
る
 視
占
 
と
し
て
「
風
流
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
「
 
先
 人
の
遺
 

風
 」
へ
の
あ
こ
が
れ
と
「
風
流
韻
事
」
の
二
つ
を
見
る
。
そ
し
 
て
さ
ら
 



に
 、
一
遍
の
遊
行
が
自
然
と
の
合
一
を
感
得
す
る
彼
の
自
然
観
に
 
基
づ
く
 

い
 。
こ
の
「
究
極
」
の
多
用
に
よ
っ
て
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
著
者
 
が
 指
摘
 

も
の
、
す
な
わ
ち
「
念
仏
世
界
が
先
験
的
に
存
在
し
、
そ
れ
故
に
 
人
間
と
 

せ
ん
と
す
る
一
遍
の
信
仰
の
独
自
性
が
い
か
に
も
日
本
的
な
 
モ
｜
  
 

白
状
 
が
 心
殊
的
に
位
置
づ
け
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
「
 
よ
 ろ
づ
生
 

に
 埋
没
し
回
収
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
占
が
惜
し
ま
れ
る
。
 

限
 品
田
倉
 

 
 

と
し
い
け
る
も
の
、
山
河
草
木
、
ふ
く
 風 た
つ
浪
の
昔
ま
で
も
 

ム
心
仏
な
 

の
 提
示
は
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
禁
欲
と
逆
説
を
伴
わ
な
け
れ
 
ば
、
観
 

ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
と
い
う
一
遍
の
「
五
皿
 
録
 」
の
中
の
舌
口
業
 
も
、
こ
 

念
 の
 空
 ま
わ
り
と
な
り
、
み
ず
か
ら
墓
穴
を
掘
る
結
果
に
な
っ
て
 し
ま
う
 

  

う
し
た
念
仏
世
界
の
、
つ
ま
り
名
号
 界
 の
 先
験
性
 に
支
え
ら
れ
て
 
 
 

「
す
べ
て
が
即
ち
名
号
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
 

著
者
に
よ
れ
ば
、
一
遍
は
存
在
世
界
の
「
究
極
相
を
み
る
こ
と
に
 
よ
っ
 

て
 、
完
全
に
自
己
放
下
」
 
し
 、
「
宇
宙
の
リ
ズ
ム
に
同
調
し
 
、
自
 殊
に
 回
 

帰
 」
し
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
、
一
遍
は
「
風
流
の
人
」
で
あ
 
り
、
そ
 

の
 心
性
は
「
遊
戯
心
」
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
著
者
は
、
一
遍
の
 「
発
見
 

し
そ
の
信
仰
に
お
い
て
自
己
投
棄
し
た
「
名
号
世
界
 ヒ
を
 
「
 
遊
 戯
 の
 世
 

界
 」
と
位
置
づ
け
、
一
遍
の
宗
教
の
本
質
と
持
 性 を
そ
 う
 結
論
づ
  
 

で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
著
者
の
一
遍
研
究
は
、
先
行
す
る
研
究
の
問
題
提
 
起
 る
 

ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
宗
教
世
界
と
信
仰
の
独
自
性
と
特
性
を
内
在
 
的
に
描
 

出
し
、
分
析
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
 
。
一
遍
 

研
究
に
体
系
的
か
つ
総
合
的
な
視
座
を
提
示
し
た
点
は
高
く
評
価
 
さ
れ
て
 

 
  

 し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
著
者
が
く
り
か
え
し
述
べ
る
「
究
極
 -
 
究
極
 

相
こ
 
と
い
二
 @
 葉
が
 、
一
遍
の
信
仰
の
あ
る
 種
 占
を
形
容
し
て
 い
る
と
 

し
て
も
、
そ
の
同
語
反
復
は
気
に
か
か
る
。
「
究
極
」
と
い
う
 
言
 葉
 を
見
 

出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
は
そ
れ
以
上
の
思
考
 と批
 判
 る
 
。
 
捨
離
 。
 

 
 

そ
れ
は
一
遍
の
 

再
 

「
遊
戯
の
世
界
」
の
多
様
性
を
舌
ロ
 ぃ
 表
わ
す
の
に
適
わ
し
 
Ⅰ
 
い
 舌
口
上
Ⅰ
木
で
は
な
 



  

  
宗 現す る 

  
敷居、 著   
豪想 
団 
と   

角川書店一鎌倉新仏教四六判 

頁年 
五 

- 月     
五 日   

倉栄 る を教 と が 

  



新
仏
教
」
勢
力
は
数
の
上
で
も
、
精
神
的
な
影
響
力
の
面
で
も
 て
  
 

で
、
古
代
の
南
都
六
宗
・
平
安
 

二
 宗
の
伝
統
を
受
け
っ
 
ぐ
旧
 仏
教
 寺
社
 こ
 

そ
は
 メ
ジ
ャ
ー
な
勢
力
で
あ
っ
た
と
い
う
顕
密
体
制
論
が
黒
田
俊
 
姓
氏
に
 

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
今
や
学
界
で
は
通
説
を
圧
倒
し
つ
つ
あ
る
。
 

だ
が
、
本
書
の
著
者
松
尾
側
次
氏
は
中
世
の
基
本
的
な
僧
侶
集
団
 
を
二
 

つ
め
 グ
ル
ー
プ
に
区
分
し
、
一
方
は
官
僧
僧
団
で
あ
り
、
他
方
 
は
 遁
世
 僧
 

僧
団
で
あ
る
と
し
、
一
方
の
官
僧
僧
団
が
担
っ
た
仏
教
が
 
旧
 仏
教
  
 

方
 、
遁
世
 僧
 僧
団
が
担
っ
た
仏
教
が
「
鎌
倉
新
仏
教
」
で
あ
る
と
 する
。
 

こ
の
官
僧
・
遁
世
僧
体
制
の
考
え
に
た
つ
と
、
顕
密
体
制
論
が
 
旧
 仏
教
の
 

改
革
派
と
す
る
栄
西
・
一
遍
の
教
団
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
旧
伝
 
教
 と
さ
 

れ
て
き
た
叡
尊
教
団
・
明
恵
教
団
な
ど
も
「
鎌
倉
新
仏
教
」
教
団
 
 
 

こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
は
、
疑
問
、
反
論
も
あ
り
、
と
く
に
 
平
 雅
行
 

氏
は
顕
密
体
制
論
の
立
場
か
ら
松
尾
氏
の
説
を
批
判
し
た
。
松
尾
 
氏
 の
 説
 

で
は
、
官
僧
僧
団
の
宗
教
は
鎮
護
国
家
の
祈
禧
を
第
一
義
の
務
め
 
 
 

種
々
の
 構
 れ
を
避
け
る
た
め
、
葬
式
や
、
女
人
・
非
人
救
済
な
ど
 
に
 従
事
 

す
る
こ
と
を
避
け
て
お
り
、
共
同
体
に
埋
没
し
た
人
々
の
救
済
を
 
め
ざ
す
 

共
同
体
宗
教
で
、
他
方
、
遁
世
 僧
 僧
団
は
非
人
救
済
、
女
人
救
済
 、
葬
式
 

に
も
従
事
す
る
な
ど
、
「
個
人
」
救
済
を
第
一
義
の
務
め
と
す
る
 
個
人
差
 

教
 と
い
う
。
官
僧
僧
団
が
「
個
人
」
救
済
を
し
た
か
、
し
な
か
っ
 
 
 

ほ
 つ
い
て
、
平
氏
は
、
古
代
の
官
僧
た
ち
の
救
済
活
動
を
制
限
し
 
て
い
た
 

「
僧
尼
令
」
的
秩
序
は
十
世
紀
に
は
放
棄
さ
れ
、
官
僧
た
ち
は
 

民
 衆
 救
済
 

な
 行
な
っ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、
平
氏
は
新
仏
教
の
祖
師
た
ち
 か り回
心
 

相
 Ⅰ
 

の
う
ち
に
、
急
進
的
な
言
説
を
見
出
し
、
そ
の
言
説
に
よ
り
世
俗
 
権
力
に
 

よ
っ
て
弾
圧
さ
れ
た
か
否
か
を
も
っ
て
、
新
仏
教
 か
 否
か
を
判
断
 
し
、
叡
 

専
 ら
は
、
密
教
、
戒
律
な
ど
を
重
視
し
、
作
善
を
勧
め
、
か
っ
 
世
 俗
 権
力
 

と
 結
び
つ
つ
 
旧
 仏
教
寺
院
の
復
興
に
つ
と
め
る
な
ど
、
多
元
的
 融 私
的
な
Ⅱ
 
8
 

 
 

立
場
に
た
っ
て
い
た
の
で
、
 

旧
 仏
教
改
革
派
と
し
た
。
 

 
 
 
 

い
 わ
ゆ
る
 平
 ・
松
尾
論
争
で
「
鎌
倉
新
仏
教
」
を
め
ぐ
る
判
断
基
 

準
 

が
け
 

異
な
る
よ
う
に
、
叡
尊
と
そ
の
教
団
に
注
目
し
な
が
ら
、
「
鎌
倉
 

新
仏
教
」
 

の
 
「
救
済
の
思
想
」
を
見
直
し
た
本
書
に
対
し
、
読
者
の
疑
問
、
 

反
論
も
 

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
と
り
あ
え
ず
以
下
に
、
本
書
の
内
容
を
 
卓
立
て
 

順
 に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
 

 
 序

章
は
「
も
う
一
つ
の
鎌
倉
新
仏
教
」
で
あ
る
。
著
者
は
エ
イ
ズ
 と
オ
 

ウ
ム
真
理
教
事
件
を
本
書
を
執
筆
す
る
に
い
た
っ
た
動
機
と
し
て
 
取
り
上
 

げ
る
。
エ
イ
ズ
と
同
様
、
も
し
か
し
た
ら
そ
れ
以
上
の
恐
ろ
し
い
 
病
気
と
 

し
て
扱
わ
れ
た
癩
病
、
そ
の
患
者
癩
者
の
救
済
に
非
常
に
大
き
な
 
役
割
を
 

果
 た
し
た
の
が
、
叡
尊
と
そ
の
教
団
で
、
彼
等
が
 
、
 傲
れ
を
恐
れ
 
ず
に
、
 

癩
者
の
救
済
を
行
な
っ
た
の
は
な
ぜ
が
、
 

臆
 仁
の
救
済
思
想
は
い
 
か
な
る
 

も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
彼
ら
は
癩
者
 
キ
 ど
う
み
て
い
た
の
か
な
ど
 
を
 明
ら
 

か
ぼ
す
る
な
か
で
、
「
鎌
倉
新
仏
教
と
は
な
に
か
」
を
見
直
し
た
 
い
 と
 す
 

る
 。
ま
た
、
オ
ウ
ム
真
理
教
が
出
家
主
義
、
戒
律
主
義
を
ス
ロ
ー
 
 
 

掲
げ
、
一
見
、
叡
尊
ら
の
戒
律
「
復
興
」
運
動
に
似
て
い
る
が
、
 

そ
の
 人
 

き
な
 相
偉
苫
に
 、
武
神
 に
 対
す
る
対
応
が
あ
っ
た
と
し
、
叡
尊
 ら 律
僧
 教
 

団
は
鎌
倉
新
仏
教
の
「
も
う
一
つ
の
典
型
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
 
述
  
 

と
す
る
。
 

第
一
章
は
「
傲
れ
を
恐
れ
ず
 ｜
 癩
者
の
救
済
」
で
あ
る
。
 

旧
 仏
教
 の
僧
 

侶
 た
ち
が
傲
れ
を
理
由
に
、
癩
者
を
核
と
し
て
、
乞
食
・
墓
掘
り
 
な
ど
に
 

従
事
し
た
癩
者
の
イ
メ
ー
ジ
で
理
解
さ
れ
る
人
々
、
す
な
わ
ち
 
非
  
 

ば
れ
た
人
々
を
忌
避
し
た
が
、
叡
尊
ら
が
積
極
的
な
救
済
活
動
を
 
行
 な
っ
 



書評と紹介 

た
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
 任 目
し
  
 

叡
尊
ら
の
非
人
統
轄
は
、
 
院
 
・
幕
府
と
い
っ
た
公
権
力
の
統
轄
を
 

房
代
わ
 

り
し
た
公
的
な
統
轄
で
あ
る
と
い
う
説
に
対
し
て
、
叡
尊
ら
は
、
 

文
殊
 信
 

仰
に
基
づ
い
て
、
非
人
を
宗
教
的
に
救
済
し
、
信
者
化
し
、
信
者
 とし
て
 

統
轄
し
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

第
二
章
は
「
叡
尊
の
軌
跡
」
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
「
西
大
寺
 
田
園
 

目
録
目
の
分
析
に
よ
っ
て
、
叡
尊
教
団
の
信
者
は
、
農
民
よ
り
も
 
都
市
的
 

場
 に
暮
ら
し
た
貴
族
・
武
士
・
商
人
・
職
人
な
ど
が
中
心
で
あ
 っ
た
と
 

し
 、
ま
た
、
寄
付
目
的
か
ら
、
叡
尊
ら
が
、
死
者
救
済
を
行
な
い
 
、
釈
迦
 

信
仰
を
有
し
、
 
戒
撰
涯
 特
に
努
め
、
痛
苦
の
救
済
な
ど
の
慈
善
事
 業 を
行
 

 
 

第
三
章
は
「
死
者
の
救
済
」
で
あ
る
。
叡
尊
教
団
の
葬
式
と
い
え
 
 
 

在
家
者
で
あ
る
斎
戒
 衆
 が
火
葬
・
 拾
 骨
な
ど
の
死
体
処
理
に
関
わ
 

る
 部
分
 

を
 担
当
し
、
出
家
者
で
あ
る
比
丘
以
下
が
聖
霊
祭
祀
を
担
当
し
て
 い
た
と
 

さ
れ
、
叡
尊
教
団
は
、
斎
戒
衆
を
組
織
し
え
た
が
ゆ
え
に
、
葬
式
 
に
 関
与
 

で
き
た
と
考
え
る
説
に
対
し
て
、
叡
尊
教
団
は
、
組
織
と
し
て
 
葬
 式
な
ど
 

に
 取
り
組
み
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
し
だ
い
に
分
業
化
が
進
ん
 だ
と
す
 

る
 。
ま
た
、
葬
式
に
組
織
と
し
て
取
り
組
ん
だ
叡
尊
教
団
は
 
、
光
 明
真
 @
 口
 

と
い
う
教
学
的
な
裏
付
け
を
も
ち
、
厳
し
い
戒
律
を
守
り
続
け
 る
こ
と
 

が
 、
バ
リ
ア
ー
と
な
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
傲
れ
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
 
 
 

と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
葬
式
す
な
む
ち
 死 傲
を
乗
り
越
え
て
い
 
た
と
 指
 

摘
 す
る
。
 

第
四
章
は
「
叡
尊
教
団
の
信
仰
世
界
」
で
あ
る
。
叡
尊
教
団
は
 
、
 釈
迦
 

信
仰
、
舎
利
信
仰
、
文
殊
信
仰
、
聖
徳
太
子
信
仰
、
行
基
信
仰
 神
祇
 信
 

仰
な
ど
多
元
的
な
信
仰
を
持
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
核
に
は
「
 
悲
 華
 経
口
 

に
 依
拠
し
た
釈
迦
信
仰
が
あ
り
、
一
見
、
多
元
的
に
み
え
る
思
想
 
と
 活
動
 

は
 、
浄
土
成
仏
を
唱
え
る
阿
弥
陀
信
仰
に
対
し
て
、
磁
土
に
お
け
 
る
 活
動
 

な
 行
な
っ
て
成
仏
し
た
釈
迦
へ
の
信
仰
を
中
核
に
据
え
る
こ
と
に
 
よ
っ
て
 

統
一
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

第
五
章
は
「
女
人
救
済
」
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
ま
ず
、
古
代
 中
 

世
の
仏
教
者
は
女
性
 垢
傲
 観
、
女
人
五
障
 説
 、
変
成
男
子
 
説
 を
説
  
 

た
が
、
当
時
の
女
性
蔑
視
 観
 が
背
景
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
女
性
 蔑
視
の
 

仏
教
思
想
が
 
、
 受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
つ
い
で
、
中
世
 に
成
立
 

し
た
遁
世
 僧
 教
団
は
 、
 尼
を
養
成
し
、
尼
寺
を
建
設
す
る
な
ど
、
 

組
織
と
 

し
て
女
性
の
救
済
に
取
り
組
ん
だ
と
し
、
そ
の
代
表
と
し
て
、
 

叡
 尊
 教
団
 

の
事
例
を
具
体
的
に
説
明
す
る
。
ま
た
、
叡
尊
教
団
が
作
成
し
た
 「
東
征
 

伝
 絵
巻
」
に
も
、
女
人
救
済
が
描
か
れ
、
女
人
救
済
を
組
織
と
し
 てす
る
 

も
の
だ
と
考
え
て
い
た
と
す
る
。
 

第
六
章
は
「
現
代
の
「
救
済
」
」
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
ま
ず
 叡
 

尊
の
救
済
思
想
に
つ
い
て
、
 

叡
車
は
 、
法
相
宗
興
福
寺
の
末
寺
で
 あ
る
 西
 

大
寺
に
入
り
、
そ
こ
を
拠
点
に
救
済
活
動
を
展
開
し
た
た
め
、
 

法
 相
崇
め
 

五
性
各
別
 説
 に
立
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
て
き
た
が
 、
叡
尊
 

は
 、
養
育
仏
性
説
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
も
進
ん
だ
、
同
一
 

仏
性
説
 

に
 立
っ
て
お
り
、
叡
尊
は
、
癩
者
に
対
し
て
も
同
一
の
仏
性
を
も
 
 
 

と
し
て
考
え
、
持
戒
な
ど
を
勧
め
て
癩
者
の
「
 
罪
 」
の
消
滅
 
と
成
 仏
を
願
 

っ
て
お
り
、
叡
尊
と
そ
の
教
団
は
「
個
人
」
の
救
済
を
め
ざ
し
 た
と
す
 

 
  
 

る
 。
 

 
 
 
 

つ
い
で
、
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
の
も
う
一
つ
の
典
型
と
し
て
の
 

叡
 尊
に
 

(
 

つ
い
て
記
述
す
る
。
鎌
倉
新
仏
教
教
団
と
呼
べ
る
教
団
は
、
い
ず
 

 
 

有
 仏
性
説
の
立
場
に
立
っ
て
お
り
、
傲
れ
を
恐
れ
ず
、
「
個
人
」
 

の
 救
済
 



と
し
て
取
り
組
ん
だ
教
団
、
そ
れ
が
鎌
倉
新
仏
教
教
団
で
、
「
 
個
  
 

み
を
も
っ
た
人
々
が
、
都
市
的
な
場
で
生
ま
れ
、
鎌
倉
新
仏
教
に
 
救
済
を
 

求
め
た
と
し
、
叡
尊
は
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師
の
も
う
一
つ
の
典
型
 
で
あ
っ
 

た
と
す
る
。
 

そ
し
て
、
叡
尊
の
思
想
と
活
動
の
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
記
述
し
 
て
、
 

以
下
の
よ
う
に
結
ぶ
。
日
本
仏
教
の
特
色
と
し
て
、
葬
式
仏
教
で
 
あ
る
こ
 

と
と
、
戒
律
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
 
こ
と
に
 

つ
い
て
、
 死
 傲
を
恐
れ
ぬ
鎌
倉
新
仏
教
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
 、  
 

て
 庶
民
の
葬
式
が
仏
教
 式
 で
行
な
わ
れ
る
よ
 
う
 に
な
っ
た
こ
と
を
 
認
識
さ
 

れ
た
い
と
し
、
ま
た
、
日
本
仏
教
は
妻
帯
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
 って
 、
 

釈
迦
の
理
想
に
反
し
て
ま
で
も
「
破
戒
」
の
仏
教
の
現
実
を
公
 記
 し
、
 

「
 
無
戒
 」
の
仏
教
化
し
た
が
、
本
来
、
戒
律
護
持
を
 
%
 
ぅ
 授
戒
に
 よ
っ
て
 

回
り
を
と
げ
る
こ
と
が
あ
り
、
日
本
の
仏
教
舌
は
仏
教
 
由
 と
し
て
 の
 重
要
 

な
 回
心
を
体
験
し
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
若
者
の
既
成
仏
教
 
離
 れ
が
 目
 

覚
ま
し
 
い
 の
に
、
出
家
主
義
の
オ
ウ
ム
真
理
教
が
若
者
の
心
を
捉
 
 
 

は
 、
葬
式
を
金
も
う
げ
の
 
桟
ヂ
 と
し
か
考
え
て
い
な
い
 
佃
戒
 の
 僧
 偶
 に
村
 

す
る
批
判
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
と
結
ぶ
。
 

さ
ら
に
、
本
書
は
、
著
者
の
「
鎌
倉
新
仏
教
の
誕
生
」
 

-
 講
談
社
  
 

九
九
五
年
 -
 、
「
勧
進
と
破
戒
の
中
世
史
」
三
口
 
川
 弘
文
館
、
一
九
 
九
五
年
 -
 

と
 密
接
に
関
連
す
る
三
部
作
の
一
つ
で
、
前
者
は
新
書
判
で
、
 

ま
 た
 後
者
 

は
 著
者
の
論
文
集
に
あ
た
る
専
門
書
で
あ
る
が
、
本
書
も
前
者
と
 
 
 

一
般
書
と
し
て
企
画
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
 

付
編
 」
と
し
て
、
 
叡
 尊
 教
団
 

研
究
の
手
引
、
参
考
文
献
、
キ
ー
ワ
ー
ド
解
説
を
付
し
て
、
一
般
 
毛
 
-
m
 

者
の
 

便
宜
を
図
る
。
 

著
者
は
、
前
記
の
著
書
以
外
に
も
、
「
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
１
人
 
門
儀
 

    
  



 
 評

 
@
 
主
日
 

  
  

相
違
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
、
叡
尊
教
団
は
滋
 

ひ
悲
 深
さ
 

の
た
め
体
制
的
僧
団
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

そ
の
た
 

め
に
、
体
制
的
な
パ
ト
ロ
ン
の
没
落
に
よ
り
、
叡
尊
は
あ
ま
り
 
知
 ら
れ
て
 

い
な
い
僧
侶
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

本
書
で
は
、
非
人
た
ち
を
、
前
世
あ
る
い
は
現
世
に
お
け
る
悪
業
 
 
 

っ
て
、
仏
罰
を
受
け
た
存
在
と
認
識
す
る
、
癩
病
仏
罰
 

親
 は
 、
癩
 者
 救
済
 

に
 従
事
し
た
叡
尊
ら
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
 
 
 

か
る
「
業
報
」
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
 

将
軍
足
利
義
政
の
時
代
、
大
 飢
鐘
が
 京
都
を
襲
っ
た
。
こ
の
た
め
 

幕
府
 

は
 飢
民
を
収
容
し
て
銭
を
施
し
、
 

施
 全
や
 施
粥
 、
死
者
の
追
善
を
 
行
 な
っ
 

た
 。
絵
銭
 や
施
食
 、
難
民
収
容
、
死
骸
処
理
な
ど
、
幕
府
の
慈
悲
 
行
 に
起
 

片
 さ
れ
た
の
は
 
願
 阿
な
ど
の
時
宗
の
勧
進
聖
で
あ
っ
た
。
 

願
何
 は
 越
中
の
 

漁
師
の
家
に
生
ま
れ
、
長
じ
て
父
祖
の
代
か
ら
の
殺
生
の
報
い
を
 
受
け
る
 

と
 覚
え
、
発
心
し
て
時
宗
の
念
仏
に
帰
し
た
と
い
う
。
幕
府
は
さ
 
ら
に
、
 

五
山
の
寺
々
に
命
じ
て
四
条
や
五
条
の
橋
上
で
、
水
陸
会
と
も
 
施
 ぬ
鬼
と
 

も
 い
 う
 死
者
の
追
善
に
務
め
た
。
か
か
る
状
況
の
な
か
で
、
わ
ざ
 
わ
ざ
 飢
 

謹
や
疫
病
の
世
に
生
ま
れ
ぬ
わ
せ
、
餓
死
す
る
者
は
「
業
人
」
で
 
 
 

す
べ
て
本
人
の
「
 
業
 」
の
感
じ
る
と
こ
ろ
で
仕
方
が
な
い
こ
と
で
 あ
る
。
 

「
 
業
 」
を
償
う
た
め
世
に
生
ま
れ
、
飢
え
て
病
み
、
死
ん
で
い
く
 
者
の
た
 

め
に
慈
悲
行
を
興
し
布
施
す
る
の
は
、
か
え
っ
て
神
仏
の
冥
慮
に
 
地
目
く
も
 

の
だ
と
い
う
言
説
が
ひ
ろ
ま
っ
た
。
 

こ
の
時
、
規
鸞
の
後
継
者
と
し
て
登
場
し
て
き
た
蓮
如
は
 、
 「
 
お
  
 

う
 に
 我
身
 の
つ
み
の
軽
重
を
い
は
ず
、
ま
た
妄
念
妄
執
の
こ
 

卜
ろ
 の
や
ま
 

ぬ
な
ん
ど
い
 ふ
 機
の
め
 
っ
か
ひ
 を
さ
し
を
き
て
、
 
た
ダ
 在
家
止
住
 
 
 

り
は
、
一
向
に
も
ろ
 

ノ
 
Ⅰ
の
雑
行
雑
修
の
め
ろ
 
き
 執
心
を
す
 
て
 ）
 
 
 

如
来
の
悲
願
に
帰
し
、
一
心
に
う
た
が
ひ
た
の
む
こ
）
ろ
の
一
念
 
を
 -
 
」
 る
 

と
き
、
す
み
や
か
に
弥
陀
如
来
光
明
を
は
な
ち
て
、
そ
の
人
を
摂
 
 
 

ま
 ふ
な
り
」
と
、
罪
の
重
 
い
 者
に
仏
の
慈
悲
の
比
重
が
か
か
る
こ
 とと
、
 

仏
の
悲
願
に
帰
し
て
光
明
に
摂
取
さ
れ
る
の
は
在
家
止
住
の
者
 と
 説
い
 

 
 

蓮
如
は
親
鸞
の
言
説
を
わ
か
り
易
く
説
い
た
人
物
で
あ
る
か
ら
 親
鸞
 

は
 
「
業
報
」
説
か
ら
の
解
放
を
説
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
「
 

慈
 非
 ゆ
 」
 

ほ
 
つ
い
て
再
度
考
え
て
み
る
と
、
叡
尊
の
い
う
慈
悲
は
人
間
の
も
 

 
 

親
鸞
の
い
う
慈
悲
は
仏
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
叡
尊
 
ら
 の
 救
済
 

活
動
は
人
間
の
慈
悲
に
依
拠
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
せ
 
ね
ば
な
 

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
に
は
、
人
間
の
慈
悲
は
、
 

施
食
 を
主
 と
す
る
 

物
質
的
な
も
の
で
、
今
生
に
お
け
る
精
神
的
な
充
足
を
与
え
る
も
 
 
 

な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

本
書
で
は
、
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
の
背
景
と
し
て
、
平
安
京
の
商
 
業
都
 

市
 と
し
て
の
成
熟
、
都
市
鎌
倉
の
成
立
、
津
・
宿
な
ど
の
都
市
的
 
場
 の
 全
 

目
的
な
成
立
を
あ
げ
て
い
る
。
「
 
個
 」
の
悩
み
を
も
っ
た
人
々
が
 、
都
市
 

的
な
場
で
生
ま
れ
、
鎌
倉
新
仏
教
に
救
済
を
求
め
た
と
す
る
。
 

叡
 専
 ら
の
 

救
済
活
動
の
場
が
、
こ
う
し
た
都
市
的
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
 -
 
珪
い
 な
 

た
だ
、
 
親
 古
の
信
者
が
農
民
で
あ
り
、
の
ち
の
一
向
 一
撰
の
 担
い
手
 

が
 農
民
で
あ
っ
た
と
記
述
す
る
こ
と
が
気
に
掛
か
る
。
む
し
ろ
、
 

初
期
 真
 

宗
や
蓮
如
教
団
の
信
者
は
、
 

津
 
・
宿
な
ど
の
都
市
的
場
を
遍
歴
 
す
 る
 商
工
 

業
者
・
運
送
業
者
で
あ
り
、
親
鸞
の
信
者
に
も
新
し
く
生
ま
れ
つ
 
つ
あ
っ
 

 
 

 
 
 
 

た
か
か
る
生
業
者
を
包
括
し
て
い
た
と
思
 
う
 の
で
あ
る
。
 

以
上
、
本
書
の
内
容
紹
介
と
、
問
題
点
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
 
 
 

 
 

本
書
が
、
「
個
人
」
救
済
を
鎌
倉
新
仏
教
の
判
断
基
準
と
す
る
こ
 
と
に
つ
 



い
て
否
か
ど
う
か
、
十
分
な
舌
口
 及
 も
せ
ず
に
 欄
 筆
す
る
こ
と
と
し
 
 
 

た
だ
、
本
書
に
つ
い
て
付
言
 
ロ
 す
れ
ば
、
本
書
が
一
般
書
と
し
て
 

企
 画
さ
れ
 

た
た
め
、
著
者
と
し
て
は
十
分
な
論
証
が
で
き
な
く
て
、
記
述
さ
 
れ
た
と
 

こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。
 

        



本
書
の
成
立
の
由
来
に
つ
い
て
編
者
の
一
人
で
あ
る
中
野
氏
が
「
 あ
と
 

が
き
」
で
述
べ
て
い
る
。
本
書
は
一
九
九
四
年
六
月
に
大
正
大
学
 で
 開
催
 

さ
れ
た
第
二
回
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
 宗
 ゑ
と
民
 

族
 ・
 ナ
ツ
ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
」
を
べ
 
ー
 ス
に
し
て
い
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
 

 
 

は
 中
野
氏
が
中
小
と
な
っ
て
企
画
さ
れ
た
。
当
日
の
発
表
者
は
新
 
免
 光
比
 

呂
氏
 
「
東
欧
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

｜
 ボ
ス
ニ
ア
 

 
 

エ
 ゴ
ヴ
ィ
 ナ
 の
事
例
を
中
小
に
し
て
」
、
 
崔
 古
城
 氏
 
「
韓
国
の
 &
 本
 教
 に
お
 

け
る
反
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
、
杉
本
長
男
氏
「
国
民
国
家
理
念
 
と
 宗
教
 

的
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
１
市
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
問
題
」
、
 

へ
  
 

ハ
ー
デ
カ
氏
「
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
「
 

新
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
」
 
で
あ
っ
 

木
村
武
史
 

世
界
思
想
 社
 

一
九
九
 セ
午
 五
月
一
 0
 日
刊
 

四
六
判
二
八
八
頁
二
三
 0
0
 円
 

中
野
鞍
・
飯
田
剛
史
・
山
中
 

弘
編
 

コ
木
 教
と
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
 

た
 。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
議
論
は
不
満
足
な
も
の
に
終
わ
っ
 て
し
ま
 

 
 

 
 

っ
 た
と
中
野
氏
は
反
省
し
、
そ
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
 
 
 

 
 

「
宗
教
学
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
研
究
を
専
門
と
す
る
学
問
分
野
に
 

 
 

 
 

て
 、
宗
教
が
引
き
起
こ
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
や
対
立
を
政
 
活
字
 

峨
 

や
社
会
学
、
さ
ら
に
は
国
際
関
係
論
な
ど
の
理
論
的
視
点
以
外
で
 
理
解
 

す
る
た
め
の
、
宗
教
研
究
独
自
の
概
念
枠
組
み
が
十
分
に
用
意
 
さ
 
れ
て
 

い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
 
多
く
 

が
、
 
個
々
の
新
宗
教
運
動
の
研
究
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
 運動
 

を
 総
合
的
に
と
ら
え
て
全
体
社
会
の
文
化
的
・
政
治
的
・
社
会
的
 運動
 

と
の
関
連
性
を
把
握
す
る
マ
ク
ロ
な
 視占
が
 乏
し
い
 占
や
 、
関
連
 
領
域
 

の
 理
論
と
の
連
関
性
を
十
分
に
検
討
し
て
い
な
い
点
に
も
、
ナ
シ
 3 々
 

リ
ズ
ム
や
さ
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
な
ど
の
現
代
の
マ
ク
ロ
な
 
詰
問
 

題
 と
の
接
合
が
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
原
因
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
 
る
 。
」
 

こ
の
反
省
 点
 に
立
ち
、
中
野
氏
ら
は
新
た
に
企
画
を
立
て
、
一
冊
 
0
 本
 

に
ま
と
め
る
よ
う
に
し
た
。
そ
の
際
に
い
ろ
い
ろ
と
困
難
な
こ
と
 
が
あ
っ
 

た
よ
う
だ
が
、
全
体
を
「
海
外
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
。
 

ス
 ム
 」
と
 

「
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
二
部
構
成
に
し
 

た
 。
 編
 

者
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
全
体
と
し
て
一
貫
性
の
あ
る
論
文
集
が
で
 
き
 上
が
 

っ
た
 。
本
書
に
は
全
部
で
十
一
の
論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
 
れ
ぞ
れ
 

の
 論
文
が
興
味
深
い
事
例
を
取
り
上
げ
示
唆
に
富
む
論
点
を
論
じ
 て
い
る
 

が
 、
こ
の
書
評
で
は
紙
面
の
都
ム
ロ
 上
 、
個
 タ
 0
 具
体
的
事
例
に
圭
一
 
自
反
す
る
 

こ
と
は
控
え
た
い
。
ま
た
、
個
々
の
論
文
に
つ
い
て
論
じ
る
べ
き
 
占
が
多
 

く
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
個
々
の
論
文
の
要
点
を
述
べ
る
に
止
め
、
 

全
体
を
 

通
し
て
の
感
想
を
最
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
 

ま
ず
、
全
体
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

  



書評と紹介 

序
で
中
野
氏
が
本
書
の
意
図
を
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。
本
書
 では
 

宗
教
、
民
族
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
を
次
の
二
点
に
焦
点
を
 
当
て
て
 

手
中
野
 
毅
 
「
宗
教
・
民
族
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
｜
 読
み
解
く
 
 
 

0
 基
礎
と
問
題
の
所
在
 ｜
 」
 

@
 
 
海
外
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

@
 
 
新
党
光
比
呂
「
東
欧
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
｜
  
 

域
 社
会
を
紛
争
へ
と
導
く
も
の
 

｜
 」
 

2
 
 
山
中
 

弘
 
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
的
ア
イ
デ
ン
 

 
 

ィ
 テ
ィ
」
 

3
 
 
上
坂
 

昇
 
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
第
二
期
宗
教
右
翼
の
政
治
 

参
 

カ
口
 
」
 

4
 

中
野
鞍
「
 反
 カ
ル
ト
運
動
と
ア
メ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
 リ
  
 

ム
 」
 

5
 
 
杉
本
良
男
「
 南
 ・
東
南
ア
ジ
ア
の
十
本
 
数
 と
民
族
・
ナ
シ
ョ
ナ
 
 
 

ズ
ム
」
 

6
 
 
崔
 
上
ロ
 
城
 
「
韓
国
の
宗
教
と
民
族
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
 

Ⅱ
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

1
 
 
飯
田
剛
史
「
在
日
コ
リ
ア
ン
の
祭
り
と
「
民
族
」
」
 

2
 
 
粟
津
賢
人
「
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
天
皇
制
」
 

3
 
 
島
 貢
進
「
現
代
日
本
の
反
世
俗
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
 
 

4
 
 
吉
野
耕
作
「
現
代
日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 ｜ 文
化
の
 差
 

異
 を
め
ぐ
る
言
説
を
中
心
に
 
｜
 」
 

5
 
 目
木
団
子
「
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
運
動
」
 

あ
と
が
き
 

整
 ・
理
す
る
。
第
一
は
、
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
 

、
 「
 い
か
な
 

る
 宗
教
が
 、
い
 か
な
る
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
の
か
。
換
言
す
れ
 
ば
、
民
 

族
 正
義
 や
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
代
的
勃
興
に
宗
教
が
い
か
な
る
 
形
で
関
 

わ
り
、
い
か
な
る
様
相
を
生
み
出
し
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
宗
教
 
が
 関
係
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
増
幅
し
、
刺
激
し
て
い
る
の
か
。
 

そ
 0
 ム
「
 
日
 

的
 諸
相
を
把
握
し
、
描
き
だ
し
て
い
く
。
」
第
二
は
、
従
来
の
宗
 
数
社
会
 

学
 の
一
般
的
理
解
で
は
、
宗
教
は
近
代
化
過
程
の
進
展
と
と
も
に
 
 
 

化
」
さ
れ
、
そ
の
意
味
に
お
け
て
民
族
集
団
な
ど
の
伝
統
的
 
サ
ム
 ム
 と
い
う
 

「
特
殊
性
」
を
超
越
し
た
「
普
遍
性
」
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
 
 
 

ね
 、
社
会
の
共
同
体
性
は
世
俗
的
な
合
理
主
義
的
理
念
が
担
 
う
こ
 と
に
な
 

る
 。
と
こ
ろ
が
、
 
ム
 「
日
の
事
態
は
、
民
族
集
団
の
共
同
体
性
を
宗
 

教
が
再
 

び
 担
う
か
、
少
な
く
と
も
強
化
す
る
働
き
を
し
て
い
る
。
宗
教
 の
 持
つ
 

「
共
同
体
性
」
や
「
特
殊
性
」
に
、
つ
ま
り
民
族
集
団
そ
の
他
の
 

固
有
の
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
す
る
働
き
、
他
の
集
団
と
の
差
異
を
 
強
調
す
 

6
 差
異
化
機
能
、
個
別
利
害
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
 
機
 能
 の
 顕
 

在
 化
に
匹
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
で
は
宗
教
の
持
つ
超
越
性
 はも
は
 

や
 機
能
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
氏
は
 
現
代
日
 

本
社
会
に
お
け
る
「
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
様
相
を
明
ら
 
か
 ぼ
 す
 

る
こ
と
が
本
書
の
重
要
な
目
的
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
 
て
、
 
里
 
@
 

復
 す
る
意
味
を
持
つ
民
族
、
国
民
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
 

ど
 か
り
 
五
曲
 

の
 定
義
を
行
い
、
論
文
集
で
あ
る
本
書
に
包
括
的
な
指
針
を
与
 え
て
い
 

 
 

る
 。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
部
「
海
外
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
 

1
 
 
新
見
光
比
呂
「
東
欧
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
｜
 地
域
㏄
 

 
 

社
会
を
紛
争
へ
と
導
く
も
の
 

｜
 」
 



氏
 は
こ
の
論
文
で
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
紛
争
の
歴
史
 
経
緯
 

を
 幾
つ
か
の
レ
ベ
ル
で
分
析
し
、
そ
の
全
体
像
を
提
示
し
よ
う
と
 
試
み
て
 

い
ろ
。
こ
の
紛
争
は
冷
戦
崩
壊
過
程
で
生
じ
た
様
々
な
政
治
的
・
 

経
済
的
 

要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
生
じ
た
。
今
日
、
こ
の
民
族
紛
争
は
 
宗
教
 紛
 

争
 と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
発
生
過
程
を
歴
史
的
に
分
析
す
る
 
と
、
む
 

し
ろ
、
民
族
主
義
的
政
治
家
が
権
力
闘
争
に
際
し
て
民
族
主
義
を
 
 
 

た
が
た
め
に
生
じ
た
紛
争
で
あ
り
、
宗
教
的
要
因
の
介
在
は
少
な
 
い
と
 指
 

摘
 し
て
い
る
。
し
か
し
、
紛
争
が
生
じ
る
以
前
の
日
常
生
活
に
お
 
Ⅱ
い
て
山
下
 

教
は
民
族
間
に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
を
暗
黙
の
内
に
認
識
さ
せ
る
 
作
用
を
 

果
た
し
て
お
り
、
一
度
、
社
会
の
安
定
が
崩
れ
る
と
、
こ
の
 
差
里
 一
 
が
暴
力
 

を
 生
み
出
す
背
景
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

2
 
 山
中
 弘
 
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
 

ィ
テ
 

ノ
 
Ⅰ
」
 

氏
は
 
「
宗
教
と
社
会
」
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
行
っ
た
 

。
 本
 

論
文
で
は
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
王
室
の
国
家
儀
礼
に
 
焦
点
を
 

当
て
て
い
る
。
ま
ず
、
氏
は
国
教
会
と
い
う
制
度
化
さ
れ
た
公
的
 
な
 宗
教
 

へ
の
国
民
の
帰
依
は
統
計
な
ど
か
ら
鑑
み
て
名
目
的
な
も
の
に
 

過
 ぎ
ず
、
 

イ
ギ
リ
ス
の
文
化
的
枠
組
み
と
し
て
の
拡
散
的
な
キ
リ
ス
ト
教
 一
 
 
 

ギ
リ
ス
人
の
宗
教
で
あ
る
と
論
じ
、
そ
の
源
泉
の
一
つ
と
し
て
 
王
 室
 の
 存
 

在
を
指
摘
し
、
王
室
が
執
り
行
う
儀
礼
に
注
目
す
る
。
氏
は
 
、
女
 王
を
中
 

小
 に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
儀
礼
行
為
が
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
イ
ギ
リ
ス
 

人
的
意
 

識
を
植
え
付
け
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
 
、
同
時
 

に
 、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
・
拡
散
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
 
故
 か
 持
っ
 

そ
の
民
族
主
義
的
立
場
は
 
、
 例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ム
系
 枯
 民
へ
の
 拙
 育
 補
助
 

金
 問
題
で
顕
在
化
す
る
と
論
じ
て
い
る
。
 

3
 
 上
坂
 昇
 
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
第
二
期
宗
教
右
翼
の
政
治
 
参
加
」
 

氏
は
現
代
ア
メ
リ
カ
で
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
 
ア
  
 

力
社
会
に
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
テ
レ
ビ
説
教
師
パ
ッ
ト
 ロ
バ
 

｜
 ト
ソ
ン
が
一
九
八
八
年
の
大
統
領
選
挙
に
立
候
補
し
て
作
っ
た
 
草
の
根
 

運
動
が
発
展
し
て
、
宗
教
的
に
は
右
翼
的
な
主
張
を
す
る
保
守
的
 
政
治
団
 

体
 と
な
っ
た
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
連
合
に
焦
点
を
当
て
、
宗
教
的
玉
帳
 
に
 基
づ
 

く
 政
治
団
体
の
政
治
運
動
を
分
析
し
て
い
る
。
氏
は
一
九
八
 
0
 年
  
 

ラ
ル
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
は
そ
の
宗
教
色
の
強
い
政
治
的
玉
帳
 
の
  
 

政
治
運
動
と
し
て
は
失
敗
し
た
が
、
第
二
期
の
宗
教
右
翼
運
動
の
 
 
 

チ
ャ
ン
連
合
は
、
第
一
期
の
失
敗
を
繰
り
返
さ
な
い
様
に
急
進
的
 
な
 宗
教
 

的
 主
張
は
背
後
に
控
え
、
一
般
の
人
々
が
共
感
で
き
る
よ
う
な
 
問
 題
 を
全
 

面
 に
押
し
出
し
、
そ
の
政
治
運
動
を
成
功
さ
せ
て
い
る
と
分
析
  
 

る
 。
特
に
氏
は
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
連
合
の
組
織
力
に
圧
 
目
 な
し
て
い
 る
 。
 た
 

と
え
ば
、
年
間
四
千
万
通
以
上
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
配
布
す
 
る
 通
信
 

機
能
を
持
っ
て
い
る
点
や
選
挙
に
際
し
て
有
効
な
選
挙
運
動
を
組
 
織
 的
に
 

行
え
る
占
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
和
党
内
で
は
大
統
領
選
挙
 
候
補
を
 

選
ぶ
党
大
会
の
代
議
員
の
約
三
分
の
一
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
連
合
の
 
会
員
や
 

支
持
者
で
あ
る
こ
と
や
地
方
の
知
事
選
挙
や
教
育
委
員
会
の
選
挙
 
 
 

ス
チ
ャ
ン
連
合
の
候
補
者
が
勝
利
し
、
そ
の
政
治
連
動
が
成
果
を
 
生
ん
で
 

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
最
後
に
 

、
 氏
は
ア
メ
リ
カ
で
は
 
宗
 数
 に
基
 

つ
く
紛
争
は
起
き
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
 

4
 
 中
野
 毅
 
「
 反
 カ
ル
ト
運
動
と
ア
メ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

 
 

氏
は
 ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
所
謂
「
 
反
 カ
ル
ト
運
動
」
の
歴
史
的
 

政
治
 

胸
背
景
を
分
析
し
て
い
る
。
氏
は
初
め
に
「
 反 カ
ル
ト
運
動
」
が
 
生
ま
れ
 

て
く
る
歴
史
的
背
景
と
し
て
一
九
六
 

0
 年
代
以
降
の
対
抗
文
化
運
 動
 を
指
 

  



書評と   

摘
 す
る
。
対
抗
文
化
は
「
自
由
・
平
等
，
個
人
主
義
」
と
い
う
 
価
 値
 に
基
 

つ
き
、
共
同
体
を
重
視
す
る
従
来
の
主
流
派
の
価
値
と
対
決
し
た
 

。
こ
れ
 

に
 対
し
て
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
登
場
と
と
も
に
「
古
き
良
き
 アメ
 リ
カ
」
 

を
 再
び
作
り
出
そ
う
と
す
る
運
動
が
生
ま
れ
、
こ
の
潮
流
の
中
で
 
社
会
や
 

家
庭
に
亀
裂
を
生
み
出
す
新
宗
教
運
動
に
「
対
抗
」
す
る
運
動
 
と
し
て
 

「
 反
 カ
ル
ト
運
動
」
が
発
展
し
た
と
詳
細
に
歴
史
的
背
景
を
分
析
 
 
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
か
ら
「
 反
 カ
ル
ト
運
動
」
は
保
守
 
文
化
を
 

代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
，
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
出
で
あ
る
と
 指
  
 

「
 反
 カ
ル
ト
運
動
」
は
社
会
内
部
の
敵
で
あ
る
新
宗
教
を
「
 
力
ル
  
 

決
め
付
け
否
定
的
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
イ
メ
ー
ジ
を
メ
デ
ィ
ア
 
を
 通
じ
 

て
 流
布
す
る
の
に
成
功
し
た
と
論
ず
る
。
そ
し
て
、
「
 
反
 カ
ル
ト
 運
動
」
 

の
 担
い
手
で
あ
る
団
体
や
人
々
に
考
察
を
当
て
て
い
る
。
ま
た
、
 

 
 

関
与
や
法
廷
闘
争
に
つ
い
て
も
分
析
し
「
 反
 カ
ル
ト
運
動
」
を
 
巡
 る
 問
題
 

を
全
体
的
に
考
察
し
て
い
る
。
 

5
 
 杉
本
良
男
「
 
南
 
・
東
南
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
民
族
・
ナ
シ
ョ
ナ
 

 
 

ム
 」
 

氏
は
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
政
策
か
ら
解
放
さ
れ
た
南
ア
ジ
ア
諸
国
 
 
 

植
民
地
主
義
政
策
を
通
じ
て
助
長
さ
れ
た
民
族
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
 
 
 

ム
の
 暴
力
に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
状
況
を
分
析
し
て
い
る
。
 

特
  
 

ラ
ン
 ヵ
 の
例
を
取
り
上
げ
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
聖
地
 
ア
ョ
 ー
デ
ィ
  
 

ス
ラ
ム
寺
院
の
破
壊
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル
問
題
な
 
 
 

同
時
代
的
関
連
を
指
摘
し
、
宗
教
と
民
族
，
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 
問
題
を
 

論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
現
在
の
民
族
紛
争
の
国
家
的
枠
組
み
の
 
歴
 史
的
背
 

景
 と
し
て
イ
ス
ラ
ム
の
イ
ン
ド
支
配
 と
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
支
配
 
と
を
 指
 

摘
し
 、
在
来
の
宗
教
は
こ
れ
ら
の
「
不
寛
容
な
」
イ
ス
ラ
ム
、
 

キ
  
 

教
か
ら
民
族
主
義
的
な
不
寛
容
さ
を
学
ん
だ
と
し
て
い
る
。
ス
リ
 ラ
ン
カ
 

の
例
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 
的
 教
育
を
受
け
た
エ
リ
ー
ト
層
が
 ョ
｜
 ロ
ッ
パ
 

的
 
「
語
法
」
を
用
い
な
が
ら
伝
統
的
宗
教
に
回
帰
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
 

 
 

を
高
揚
さ
せ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
ダ
ル
マ
パ
ー
 
う
の
 在
 

家
信
者
に
よ
る
仏
教
の
改
革
運
動
が
後
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
 
論
じ
て
 

い
る
。
ま
た
、
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
が
仏
教
と
シ
ン
ハ
ラ
語
に
国
教
 
と
 国
語
 

の
 地
位
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
タ
ミ
ー
ル
 
民
族
を
 

刺
激
し
て
き
た
と
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
分
析
し
て
い
る
。
最
後
 
に
士
ホ
茄
仏
 

そ
の
も
の
が
内
に
含
む
暴
力
的
要
素
を
指
摘
し
て
論
を
終
え
て
 
ぃ
 る
 。
 

6
 
 佳
 音
域
「
韓
国
の
宗
教
と
民
族
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
 

氏
は
現
在
の
韓
国
の
民
族
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
 
、
そ
 

の
 歴
史
的
起
源
は
日
本
植
民
地
主
義
へ
の
抵
抗
運
動
に
あ
る
と
 
論
  
 

る
 。
日
本
の
植
民
地
主
義
上
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
李
朝
時
代
 
山
り
 
実
 平
子
 

者
た
ち
の
間
に
芽
生
え
た
国
家
主
義
 的
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
意
識
 
さ
れ
、
 

日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
た
め
に
民
族
主
義
的
な
意
 
識
 が
強
 

く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
で
従
来
の
儒
教
、
仏
教
、
 

カ
  
 

ク
は
 反
日
的
で
は
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
み
が
民
族
主
義
的
 
な
 立
場
 

か
ら
反
日
運
動
を
担
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
韓
国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
 
 

目
的
か
つ
西
洋
志
向
的
で
あ
り
民
族
主
義
的
と
な
っ
た
。
ま
た
、
 

韓
国
の
 

民
族
主
義
が
高
揚
さ
れ
る
な
か
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
象
と
 
し
て
 民
 

間
 信
仰
の
巫
 俗
が
 韓
国
の
民
族
宗
教
的
な
も
の
と
し
て
特
に
取
り
 
 
 

れ
た
。
韓
国
的
な
も
の
と
し
て
儒
教
や
仏
教
よ
り
も
正
裕
 
が
 民
族
 &
 
示
教
 で
 

 
 
 
 

あ
る
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
 
る
 。
 

第
二
部
は
「
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
 
諸
様
 1
5
5
 

関
し
て
多
角
的
に
検
討
し
て
い
る
。
 



1
 
 飯
田
剛
史
「
在
日
コ
リ
ア
ン
の
祭
り
と
「
民
族
 ヒ 

氏
は
在
日
コ
リ
ア
ン
の
民
族
を
「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
表
出
 
す
る
 

「
祭
り
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
的
背
景
や
社
会
的
条
件
を
解
 

諒
 し
て
 

い
る
。
在
日
コ
リ
ア
ン
が
「
祭
り
」
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
背
景
 
に
は
吉
岡
 

産
経
済
成
長
の
中
で
経
済
的
に
余
裕
が
生
ま
れ
て
来
る
中
で
、
 

第
 
一
世
代
 

は
 、
第
二
世
代
以
下
が
日
本
の
文
化
に
統
合
さ
れ
て
し
ま
い
、
 

韓
 国
 の
 文
 

化
 ・
民
族
を
特
に
意
識
を
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
態
 

に
 危
機
 

感
を
覚
え
「
祭
り
」
を
創
設
し
た
。
そ
の
際
に
韓
国
の
代
表
的
立
 
 
 

て
 取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
在
日
の
第
一
世
代
の
文
化
で
は
 
 
 

韓
国
本
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ク
な
伝
統
的
民
族
文
化
で
あ
る
 
。
在
日
 

の
 
「
祭
り
」
に
も
様
々
な
形
態
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
 

 
 

し
 、
こ
の
在
日
の
「
祭
り
」
に
は
地
域
共
同
体
と
い
う
リ
ア
リ
テ
 ィ
が
欠
 

け
て
い
る
た
め
に
、
「
祭
り
」
の
時
が
過
ぎ
た
あ
と
の
日
常
生
活
 にお
 い
 

て
 如
何
な
る
影
響
が
あ
る
の
か
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
 

2
 
 粟
津
賢
人
「
近
代
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
天
皇
制
」
 

氏
は
近
代
日
本
の
天
皇
制
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
過
程
を
分
析
 し
て
 

い
る
。
近
代
天
皇
制
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
植
民
地
主
義
と
い
う
外
圧
の
 
下
 、
改
 

革
の
原
理
と
国
民
国
家
統
合
の
伝
統
の
担
い
手
と
い
う
二
つ
の
 
原
 理
 を
包
 

合
 し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
日
本
と
い
う
均
質
的
な
情
報
空
間
 
を
 作
り
 

出
す
必
要
が
あ
り
、
天
皇
は
ま
ず
巡
幸
し
、
そ
の
後
に
天
皇
の
肖
 
像
 を
全
 

回
 に
配
布
す
る
と
い
う
形
で
そ
れ
は
実
現
さ
れ
た
。
近
代
日
本
の
 
ナ
シ
ョ
 

ナ
リ
ズ
ム
は
皇
室
の
儀
礼
と
そ
れ
に
由
来
す
る
国
民
の
儀
礼
か
ら
 
な
る
 二
 

重
の
儀
礼
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
の
社
会
再
建
 の
 過
程
 

で
、
明
治
期
に
行
わ
れ
た
天
皇
に
よ
る
国
民
統
合
と
い
う
操
作
が
 
繰
り
替
 

え
さ
れ
て
お
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
復
興
す
る
の
で
は
な
い
か
 
と
、
危
 

惧
の
念
を
表
わ
し
て
い
る
。
 

 
  

 

3
 
 
具
 薗
進
 
「
現
代
日
本
の
反
世
俗
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
 

 
 

氏
は
日
本
に
お
い
て
一
九
八
 0 年
代
に
入
る
と
多
様
な
形
態
の
宗
 教
 
約
一
 

 
 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
 
を
 
「
 国
 

来
儀
礼
や
伝
統
擁
護
に
よ
る
国
民
統
合
強
化
の
主
張
」
、
「
斬
新
 

め
 示
教
の
中
 

の
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
と
反
 世
俗
幸
義
」
、
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
 
霊
位
 賞
 

賛
 、
 霊
性
 開
発
運
動
」
の
 
三
 側
面
に
お
い
て
分
析
し
て
い
る
。
 

氏
 は
こ
れ
 

ら
は
 反
 世
俗
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
 

氏
は
反
 

世
俗
正
義
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
近
代
化
に
よ
る
世
俗
化
の
 
過
程
で
 

世
俗
化
を
宗
教
へ
の
脅
威
と
受
け
止
め
る
人
々
が
い
た
が
、
社
ム
 

ム
 の
世
俗
 

化
や
政
教
分
離
は
避
け
難
い
趨
勢
と
感
じ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
 

私
 的
 領
域
 

で
の
信
仰
生
活
の
強
化
に
専
念
し
、
公
的
領
域
へ
の
働
き
か
け
は
 
積
極
的
 

に
は
行
わ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
私
的
領
域
の
み
の
宗
教
 
吐
に
 は
 満
足
 

せ
ず
、
公
的
領
域
の
宗
教
化
を
も
目
指
そ
う
と
す
る
動
き
が
 
現
わ
  
 

そ
れ
は
、
公
的
領
域
を
含
む
 
社
ム
 ム
生
活
の
広
 い
 範
囲
で
世
俗
的
 生
 活
 の
 縮
 

小
 と
宗
教
的
生
活
の
拡
大
を
求
め
る
考
え
方
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
 
が
反
世
 

俗
嚢
 で
あ
る
と
す
る
。
 
反
 世
俗
主
義
は
し
ば
し
ば
ナ
シ
ョ
ナ
 リ 
ズ
ム
と
 

結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
具
体
例
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
 
 
 

4
 
 
吉
野
耕
作
「
現
代
日
本
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
｜
 文
化
の
 
差
異
 

を
め
ぐ
る
言
説
を
中
心
に
 
｜
 」
 

本
論
文
は
氏
の
「
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
社
会
学
 
｜
 現
代
日
本
 
 
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
行
方
」
二
九
九
七
年
一
で
論
じ
ら
れ
て
い
 る
 内
容
 

を
 簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
氏
は
一
九
七
 
0
 年
代
か
ら
 
八
 O
 年
代
 

に
か
け
て
流
行
し
た
「
日
本
人
論
」
と
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 
関
係
に
 

着
目
す
る
。
こ
の
時
代
は
「
国
際
化
」
が
七
三
局
に
叫
ば
れ
始
め
た
 

時
期
で
 



書評と紹介 

あ
り
、
「
日
本
人
論
」
に
見
ら
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
創
造
型
 
ナ
シ
ョ
 

ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
再
構
築
型
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
 

氏
は
、
 

特
に
、
如
何
に
し
て
「
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
生
産
さ
れ
 
、
伝
播
 

さ
れ
、
受
け
手
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
生
産
物
を
受
け
取
っ
た
か
と
 
 
 

面
を
分
析
し
て
い
る
。
従
来
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
国
家
と
国
家
 
が
 管
理
 

す
る
教
育
体
制
を
通
じ
て
伝
播
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
 

 
 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
市
場
を
中
心
と
す
る
「
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
」
 

な
 媒
介
 

を
 通
じ
て
伝
播
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
媒
介
者
は
王
と
し
て
経
済
 大
 で
あ
 

り
 、
経
済
人
は
新
し
い
知
識
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
 
と
 指
摘
 

す
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
 
生
産
し
 

て
い
た
人
々
は
異
文
化
問
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
興
味
を
抱
く
 
 
 

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
々
が
比
較
文
化
の
名
の
下
で
 
比
較
し
 

て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
日
米
の
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
 

と
 ジ
 ャ
ポ
ニ
 ズ
ム
と
 

い
う
両
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
比
較
文
化
 
と
は
 =
 
目
 

え
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
 

5
 
 宮
水
団
子
「
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
運
動
」
 

氏
は
最
近
よ
く
玉
帳
さ
れ
る
ポ
ス
ト
近
代
の
王
 張 が
は
た
し
て
 
具
  
 

に
 実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
ア
メ
 
 
 

日
本
を
例
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
戦
後
日
本
社
会
の
発
展
 
段
階
を
 

三
段
階
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
徴
を
新
聞
へ
の
控
室
 

目
欄
 の
 分
 

析
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
「
幸
福
の
科
学
」
「
世
界
真
光
 

文
明
教
 

団
 」
「
オ
ウ
ム
真
理
教
」
な
ど
は
第
二
期
か
ら
第
三
期
に
か
け
て
 
発
展
し
 

た
 宗
教
運
動
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
教
団
の
組
織
上
の
特
徴
を
分
析
 
し
て
、
 

氏
は
日
本
独
自
の
近
代
化
は
「
欧
米
」
の
近
代
を
乗
り
越
え
た
と
 いう
・
 
王
 

張
 に
は
実
証
性
が
 
佃
 い
と
結
論
付
け
る
。
 

全
体
を
通
し
て
舌
口
 え
 ろ
こ
と
は
、
ま
ず
、
本
書
は
「
宗
教
と
民
族
  
 

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
現
代
的
問
題
を
授
業
で
取
り
上
げ
て
 
教
 え
よ
う
 

と
す
る
時
に
と
て
も
役
に
立
つ
一
冊
で
あ
る
。
中
野
氏
が
指
摘
し
 
て
い
る
 

通
り
、
宗
教
研
究
の
立
場
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
を
教
え
る
と
き
に
 
困
 難
 を
覚
 

え
た
こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
 
 
 

 
 

 
 

が
ら
、
同
時
に
、
問
題
の
設
定
か
ら
情
報
の
収
集
ま
で
、
若
干
、
 

 
 

ア
に
 左
右
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
 思
わ
れ
 

る
 。
特
に
メ
デ
ィ
ア
を
い
ろ
い
ろ
な
理
由
で
騒
が
せ
て
い
る
事
件
 
が
あ
た
 

か
も
現
代
世
界
全
体
の
特
徴
を
規
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
前
提
 
の
上
で
 

問
題
の
関
心
が
設
定
さ
れ
て
い
る
点
に
疑
問
を
抱
く
。
ま
た
、
 

全
  
 

経
済
的
側
面
に
関
す
る
言
及
、
分
析
が
少
な
い
の
が
問
題
と
思
わ
 
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
海
外
の
地
域
に
片
寄
り
が
あ
り
、
も
っ
と
幅
広
く
世
界
 
0
 話
 地
 

域
の
事
例
が
含
ま
れ
て
い
た
ら
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
 
れ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
学
生
が
読
ん
で
現
代
世
界
に
つ
い
て
知
識
を
深
 
め
る
 上
 

で
は
役
に
立
つ
一
冊
と
思
わ
れ
る
。
 

  



内
容
紹
介
 

序
章
「
カ
ル
ト
と
原
理
主
義
の
台
頭
１
１
世
俗
化
と
反
世
俗
化
 
の
文
 

脈
 」
は
、
も
っ
と
も
新
し
い
論
考
で
あ
り
、
冒
頭
で
は
、
カ
ル
ト
 
と
 原
理
 

主
義
を
「
西
欧
起
源
の
合
理
主
義
的
世
俗
化
の
奔
流
に
対
す
る
 
非
 西
欧
 起
 

源
の
非
合
理
主
義
的
な
宗
教
回
帰
の
逆
流
」
と
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
 
テ
ィ
ヴ
 

が
 提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
の
系
譜
が
概
観
さ
れ
、
ど
ち
ら
の
 
現
象
も
 

脱
 近
代
・
非
西
欧
・
文
世
俗
化
と
い
う
性
格
を
共
有
す
る
、
と
ま
 
と
め
ら
 

れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
、
す
こ
し
離
れ
た
部
分
で
は
、
規
範
的
 
な
 含
意
 

を
や
や
強
め
て
、
原
理
主
義
と
カ
ル
ト
に
は
「
外
見
上
の
違
い
を
 
超
え
た
 

本
書
は
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
の
諸
論
考
を
も
と
に
 
し
た
 

も
の
で
あ
る
。
序
章
の
最
後
で
全
体
の
構
成
が
短
く
示
さ
れ
て
お
 
り
、
筆
 

者
の
構
成
の
意
図
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
カ
ル
ト
 
と
原
 理
 主
義
 

を
 対
象
に
し
た
部
分
と
、
お
も
に
日
本
を
対
象
に
し
た
部
分
と
、
 

こ
の
 二
 

つ
に
整
理
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
評
者
の
関
心
 に
 添
っ
 

て
 、
そ
の
方
向
で
書
評
を
し
て
み
た
い
。
 

浮
城
寛
文
 

阿
部
美
哉
 著
 

「
現
代
宗
教
の
反
近
代
性
 

カ
ル
ト
と
原
理
主
義
 

玉
川
大
学
出
版
部
一
九
九
六
年
二
 

四
六
判
二
八
三
頁
   
月一 
一一 O O     

共
通
性
が
あ
る
」
、
そ
れ
は
「
近
代
の
社
会
的
汚
染
の
究
極
的
な
 
原
因
と
 

し
て
の
世
俗
化
へ
の
反
発
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
両
者
は
「
 
脱
 

 
 

 
 

始
ま
り
を
示
唆
す
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 

で
は
 脱
 近
代
・
非
西
欧
・
文
世
俗
化
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
 か
ら
け
 

み
て
近
代
日
本
の
事
情
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
幕
末
 
よ
 り
 占
領
 

に
い
た
る
口
米
関
係
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
基
盤
を
も
つ
 
近
 低
化
の
 

動
き
と
反
キ
リ
ス
ト
 
教
 的
な
エ
ー
ト
ス
と
の
 
軋
礫
 、
と
し
て
と
ら
 
ぇ
 ら
れ
 

る
 。
つ
ま
り
、
日
本
に
開
国
を
迫
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
行
動
の
底
流
 
に
は
、
 

「
ア
メ
リ
カ
の
国
家
意
志
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
エ
ー
ト
ス
 

0
 社
日
田
 

魍
 

化
と
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
エ
ー
ト
ス
の
打
倒
」
が
あ
り
、
こ
の
「
 
価
値
観
 

の
 衝
突
」
が
最
終
的
に
は
「
政
府
と
神
道
と
の
政
教
一
致
の
体
制
 
」
で
あ
 

る
 
「
国
家
神
道
」
の
解
体
を
ね
ら
う
「
神
道
指
令
」
に
い
た
る
、
 

と
さ
れ
 

る
 。
と
こ
ろ
で
反
キ
リ
ス
ト
教
、
反
西
欧
の
エ
ー
ト
ス
は
、
官
僚
 によ
る
 

上
か
ら
の
「
国
家
神
道
」
の
動
き
も
と
っ
た
が
、
下
か
ら
の
民
俗
 
信
仰
 あ
 

る
い
は
伝
統
信
仰
的
な
動
き
も
と
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
著
者
 は
 、
「
 神
 

道
 指
令
 ヒ
 0
 枠
組
み
を
採
用
し
た
研
究
は
、
国
家
神
道
の
戦
争
 犯 罪
 を
弾
 

勅
 す
る
に
急
で
、
「
官
僚
主
導
に
よ
る
国
家
制
度
全
体
の
世
俗
化
 
」
が
 推
 

し
 進
め
ら
れ
た
こ
と
を
 
血
 現
し
て
き
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
古
く
 は 河
野
 

省
三
ら
が
政
府
官
僚
の
鼓
吹
す
る
「
道
徳
 神 」
と
 ム
ラ
 の
神
観
念
 
を
な
し
 

て
き
た
「
宗
教
禅
」
を
区
別
し
て
、
神
社
合
祀
な
ど
が
 
ム
ラ
 の
神
 を
弱
体
 

化
さ
せ
て
い
る
と
し
た
こ
と
 
-
 
「
神
道
の
不
振
」
Ⅰ
新
し
く
は
 
葦
 津
珍
彦
 

ら
が
政
府
の
神
道
観
は
非
宗
教
的
な
も
の
だ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
 
る
こ
と
 

三
国
家
神
道
と
は
何
だ
っ
た
の
か
き
な
ど
を
あ
げ
て
、
「
国
家
 神
道
」
 

と
 民
間
の
宗
教
的
信
仰
と
を
分
離
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
 、
「
公
的
 

な
 分
野
」
に
お
け
る
神
道
の
役
割
が
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
た
 結
 果
 と
し
 



書評と紹介 

て
 、
「
宗
教
の
道
徳
的
な
役
割
」
そ
の
も
の
が
「
ほ
ぽ
全
面
的
に
 
亜
 @
 
円
相
Ⅱ
」
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
「
市
民
宗
教
的
な
要
素
の
欠
落
」
が
 
た
と
え
 

ば
 オ
ウ
ム
真
理
教
の
よ
う
な
事
件
の
発
生
を
招
い
て
い
る
、
 と
 指
摘
す
 

る
 。
そ
し
て
そ
の
究
極
的
な
解
決
は
、
非
宗
教
的
な
公
共
道
徳
 で
は
な
 

く
 、
宗
教
的
な
公
共
道
徳
に
よ
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
の
が
著
者
 
の
 立
場
 

で
あ
る
。
序
章
が
全
体
の
要
約
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
と
の
 
六
 章
 は
こ
 

の
 敷
 桁
 で
あ
る
。
 

一
章
「
近
代
化
と
宗
教
の
世
俗
化
」
は
、
本
書
の
な
か
で
も
っ
と
 

も
古
 

い
 論
文
で
あ
り
、
宗
教
教
団
が
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
か
ら
 
論
 を
起
 

こ
し
、
歴
史
的
高
等
宗
教
の
出
現
、
現
世
否
定
の
波
、
現
世
何
票
 
欲
 の
 精
 

神
 、
現
世
志
向
の
波
、
世
俗
化
の
波
、
市
民
宗
教
の
あ
り
万
に
つ
 いて
 概
 

税
 さ
れ
、
「
い
ま
や
一
万
で
は
宗
教
の
個
人
化
内
面
化
が
押
し
す
 
す
め
ら
 

れ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
全
人
類
的
な
組
織
的
 
再
 統
合
を
求
め
 
6
 包
括
 

的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
す
る
た
め
の
運
動
が
力
を
得
て
 き
て
い
 

る
 」
と
予
言
的
に
結
ん
で
い
る
。
 

二
、
三
、
四
章
は
、
日
本
を
主
な
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
 一
一
土
日
十
 

「
日
本
宗
教
の
制
度
的
位
置
づ
け
１
 @ 
上
丁
教
法
制
の
近
代
化
と
世
 
 
 

は
 、
ま
ず
宗
教
団
体
の
法
的
扱
い
の
変
遷
を
た
 ビ
り
、
 次
に
公
益
 法
人
と
 

し
て
の
宗
教
法
人
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
た
つ
え
で
、
宗
教
法
人
 
の
 
「
 公
 

益
性
 」
と
は
「
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
信
者
を
教
化
 
育
成
す
 

る
 」
一
宗
教
法
人
法
第
二
条
一
だ
け
で
な
く
、
慈
善
活
動
や
社
会
 
福
祉
活
 

勤
む
ビ
 を
行
な
う
こ
と
ま
で
含
む
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
 
に
 伝
統
 

的
な
「
宗
教
の
果
た
し
て
き
た
公
益
的
な
貢
献
」
一
行
基
や
空
海
 
の
上
木
 

事
業
な
ど
を
例
に
）
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。
 

三
章
「
国
体
の
変
革
天
皇
の
カ
ル
ト
と
ア
メ
リ
カ
貝
玉
主
 
義
 」
 

は
 、
疑
似
宗
教
的
な
「
国
体
」
と
そ
の
骨
格
で
あ
っ
た
「
国
家
 
神
 道
 」
 の
 

解
体
と
、
ア
メ
リ
カ
的
な
民
主
主
義
の
移
植
が
、
占
領
政
策
の
 要
 で
あ
 

り
 、
そ
れ
が
民
主
化
さ
れ
た
天
皇
 像
 と
し
て
目
に
み
え
る
形
を
と
 

っ
た
、
 

と
い
う
論
文
で
あ
る
。
著
者
が
翻
訳
し
た
ウ
ッ
ダ
ー
ト
の
証
 -
=
 

ロ
 三
天
皇
 

と
 神
道
目
な
ど
が
駆
使
さ
れ
、
資
料
の
性
格
も
あ
っ
て
 、
 生
々
 し
い
 記
 

述
 に
な
つ
て
い
る
。
 

四
章
「
忠
誠
心
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
ー
 

@
 

上
丁
教
の
個
人
化
に
よ
る
 
公
徳
 

の
 衰
微
」
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
聖
書
的
共
同
体
へ
の
 コ、
 
-
.
 

 
 

ン
ト
 が
あ
っ
た
が
そ
れ
が
希
薄
化
し
、
日
本
に
お
い
て
は
疑
似
 
宗
 教
 的
な
 

「
国
体
」
へ
の
忠
誠
心
が
あ
っ
た
が
、
忠
誠
心
の
対
象
そ
の
も
 の
 
-
 
国
 

体
 ）
が
喪
失
し
た
た
め
「
公
的
な
倫
理
観
が
消
失
」
し
て
い
る
、
 

レ
 -
 い
，
つ
 

こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
忠
誠
心
の
対
象
は
喪
 失
し
た
 

が
 、
権
威
に
忠
誠
心
を
捧
げ
る
思
考
お
よ
び
行
動
の
構
造
は
残
っ
 
て
い
る
 

の
で
、
た
と
え
ば
天
皇
へ
の
忠
誠
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
へ
の
忠
誠
に
 
変
わ
っ
 

た
り
、
平
和
憲
法
や
民
主
主
義
を
権
威
と
し
て
崇
め
る
態
度
と
 な
っ
た
 

り
 、
会
社
の
権
威
へ
の
献
身
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
、
と
指
摘
さ
 
れ
る
。
 

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
論
が
検
討
さ
れ
て
、
最
後
に
 
、
コ
  
 

メ
ン
ト
も
忠
誠
心
も
、
公
的
な
市
民
宗
教
の
次
元
の
問
題
で
あ
る
 
、
と
さ
 

れ
る
。
 

五
章
と
六
章
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
「
カ
ル
ト
と
原
理
主
義
」
に
 
直
結
 

す
る
部
分
で
あ
る
。
五
章
で
は
ア
メ
リ
カ
の
カ
ル
ト
 
と
ョ
 ー
ロ
ッ
  
 

ク
ト
 に
み
ら
れ
る
「
 
反
 社
会
性
な
い
し
犯
罪
性
」
に
関
し
て
論
じ
 ら
れ
て
 

 
 

い
る
。
こ
こ
で
の
著
者
は
、
カ
ル
ト
と
原
理
工
 

義
 を
脱
近
代
・
 
非
 西
欧
 

文
世
俗
化
と
い
う
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
と
ら
え
る
の
は
ニ
足
 

 
 

が
 、
そ
れ
の
み
で
は
一
部
の
カ
ル
ト
の
明
ら
か
な
「
 
反
 社
会
性
な
 
い
し
 把
 



関
連
す
る
諸
問
題
 

以
上
本
文
に
即
し
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
次
に
評
者
の
関
心
に
引
 
き
つ
 

け
、
 三
つ
ほ
ど
問
題
点
を
整
理
し
た
い
。
Ⅲ
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
 
0
 編
 位
 

の
 問
題
、
㈲
規
範
的
な
問
題
、
㈹
日
本
の
状
況
、
で
あ
る
。
 

Ⅲ
著
者
は
冒
頭
で
、
カ
ル
ト
と
原
理
主
義
を
、
「
西
欧
起
源
の
 
ム
 
受
理
 主
 

強
的
世
俗
化
の
奔
流
」
に
対
す
る
「
非
西
欧
起
源
の
非
合
理
主
義
 
的
な
 宗
 

牧
 回
帰
の
逆
流
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
 
と
 る
、
と
 

述
べ
て
い
る
。
こ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
た
び
た
び
繰
り
返
 さ
れ
る
 

が
 、
「
非
合
理
主
義
」
は
と
も
か
く
、
「
非
西
欧
起
源
」
と
い
う
 
 
 

は
 、
ひ
っ
か
か
る
読
者
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
定
義
と
 して
あ
 

る
い
は
一
般
論
と
し
て
問
題
が
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
 
 
 

ト
 と
さ
れ
る
 サ
ィ
ェ
 ン
ト
ロ
ジ
ー
な
ど
は
「
非
西
欧
起
源
」
と
は
 

い
え
な
 

い
し
、
と
く
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
根
本
主
義
は
ま
さ
に
西
欧
キ
リ
 

ス
ト
 教
 

起
源
の
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 
現
象
に
 

舌
口
 
度
 し
て
い
る
著
者
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
承
知
で
 
 
 

異
性
」
が
識
別
で
き
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
三
丁
数
の
公
益
性
 
 
 

対
す
る
責
任
感
」
と
い
う
基
準
を
打
ち
出
し
て
、
な
ん
ら
か
の
 
真
  
 

の
 必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
六
章
で
は
、
伝
統
宗
教
を
基
盤
と
 
す
る
 原
 

埋
玉
 義
 に
よ
る
暴
力
の
正
当
化
が
も
っ
ぱ
ら
問
題
と
さ
れ
る
。
 

世
  
 

ノ
ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
こ
の
 
動
 き
は
、
 

「
新
し
い
冷
戦
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
 

起
 @
 
」
 っ
 て
い
る
 

の
は
「
文
明
の
衝
突
」
「
コ
ス
モ
ス
の
戦
争
」
な
の
で
、
西
欧
的
 
モ
一
 
ア
ル
 

そ
の
も
の
の
普
遍
性
が
反
省
を
迫
ら
れ
、
伝
統
的
基
盤
を
も
た
な
 
 
 

ト
 よ
り
も
問
題
は
深
刻
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
 

そ
の
う
え
で
あ
え
て
 
一
 非
西
欧
起
源
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
 、
そ
れ
 

@
 
 
ヲ
西
欧
・
 反
 西
欧
の
「
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
西
欧
 
起
源
の
 

ヰ
よ
 
@
 
 
ヒ
 
・
 Ⅰ
 

 
 

「
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
対
決
す
る
、
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
 

 
 

 
 
 
 

ヴ
 
か
ら
、
カ
ル
ト
と
原
理
主
義
を
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 
 
 

パ
ー
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
出
所
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
著
者
 
の
 翻
訳
 

に
な
る
マ
ー
ク
・
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 
世
俗
性
 

と
 宗
教
性
」
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
 -
 で
あ
る
。
 

本
 年
三
日
で
は
 

ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
研
究
が
、
第
三
世
界
に
お
け
る
 

原
 理
 主
義
 

の
事
例
と
し
て
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
題
の
 直
訳
は
 

「
新
し
い
冷
戦
か
 ?
 
 
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
世
俗
的
国
家
 に
 挑
戦
 

す
る
」
と
な
り
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
 
と
 
る
こ
と
 

を
 鮮
明
に
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
西
欧
の
近
代
化
の
イ
デ
オ
 ロ
ギ
ー
 

で
あ
る
世
俗
主
義
二
一
五
八
頁
ほ
か
 

-
 と
い
う
表
現
を
、
機
械
的
 
に
 反
転
 

し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
こ
れ
は
、
文
 
-
 脱
 一
百
  
 

（
 脱
 ）
近
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
文
世
俗
主
義
、
と
な
る
。
 

定
 義
 の
 機
 

械
 的
な
反
転
に
 
よ
 り
、
典
型
的
な
対
照
群
が
設
定
で
き
る
の
で
あ
 
る
 。
 

宗
教
と
世
俗
の
間
に
は
、
対
立
、
棲
み
分
け
、
動
員
な
ど
の
関
係
 
が
あ
 

る
が
、
本
書
で
は
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
急
進
派
同
士
の
対
立
面
 
に
 黒
白
 

が
し
ぼ
ら
れ
、
し
か
も
、
西
洋
の
世
俗
主
義
と
非
西
洋
の
反
世
俗
 主義
 と
 

い
う
、
別
々
の
宗
教
伝
統
に
属
す
る
も
の
が
対
比
さ
れ
て
い
る
 o
@
-
 

は
 、
冒
頭
に
述
べ
た
パ
ー
ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
 
 
 

現
代
宗
教
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
よ
り
一
般
化
し
 
 
 

ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
接
続
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

本
書
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
離
れ
て
み
る
と
、
タ
イ
ト
ル
と
の
 
関
わ
 

り
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
が
で
て
く
る
。
カ
ル
ト
と
原
理
主
義
が
 
、
近
代
 



書評と紹介 

性
 
三
ロ
盟
主
義
、
世
俗
化
を
含
む
 
-
 に
 対
抗
し
て
い
る
、
と
い
う
 

の
で
あ
 

れ
ば
、
「
既
成
宗
教
」
や
「
伝
統
宗
教
」
が
、
近
代
性
と
し
っ
く
 
 
 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
世
俗
 
世
界
の
 

サ
ー
ビ
ス
機
関
や
文
化
施
設
と
な
っ
た
部
門
は
別
と
し
て
、
既
成
 
宗
教
 

伝
統
宗
教
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
「
公
共
の
秩
序
」
に
心
を
砕
 い
て
い
 

る
と
思
わ
れ
る
公
共
宗
教
は
、
む
し
ろ
世
俗
的
国
家
や
そ
の
 
諸
機
 関
 に
対
 

し
て
、
宗
教
的
な
立
場
か
ら
、
人
権
の
立
場
か
ら
、
異
議
申
し
立
 
て
を
 行
 

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
と
ら
え
方
が
あ
る
。
こ
の
局
面
に
 
佳
 %
 を
 あ
わ
せ
 

 
 

で
あ
る
 

-
 
把
 訳
 、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
 セ
午
 Ⅱ
現
代
宗
教
の
反
  
 

ほ
 つ
い
て
の
本
書
と
、
現
代
宗
教
の
現
代
性
に
つ
い
て
の
カ
サ
ノ
 

 
 

書
は
 、
相
補
う
よ
う
な
位
置
に
あ
る
。
し
か
も
 ヵ
 サ
ノ
ヴ
 ァ
 の
 圭
 日
は
 キ
リ
 

ス
ト
救
世
界
か
ら
事
例
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
世
俗
化
を
生
み
出
 
し
た
キ
 

リ
ス
ト
教
の
伝
統
か
ら
は
、
世
俗
化
の
遺
産
と
矛
盾
し
な
い
宗
教
 
的
 ヒ
ュ
 

｜
 マ
ニ
ズ
ム
が
公
的
領
域
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
論
 旨
 に
な
 

る
 。
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
研
究
者
と
し
て
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
 
 
 

は
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
公
的
に
は
生
み
出
さ
 
 
 

な
れ
、
と
い
う
含
意
が
あ
る
の
か
与
し
れ
な
 

㈲
規
範
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
諸
宗
教
団
体
は
公
益
性
を
も
つ
べ
 
き
で
 

あ
り
、
社
会
は
過
度
な
政
教
分
離
の
原
則
を
見
直
し
て
宗
教
性
を
 
育
成
す
 

る
べ
き
で
あ
り
、
個
々
人
は
社
会
の
聖
な
る
対
象
に
「
忠
誠
心
 」
「
 コ
 こ
方
 

ツ
 ト
メ
ン
ト
」
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
規
範
が
随
所
で
述
 
 
 

る
 。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
期
官
僚
の
権
力
に
よ
る
神
社
 
ム
口
 
祀
ぶ
叶
 

ム
ラ
 の
人
々
の
信
仰
に
引
き
起
こ
し
た
よ
う
な
宗
教
性
三
四
 
貞
 -
 、
政
 

界
 に
お
い
て
は
「
政
治
の
根
底
に
、
宗
教
的
倫
理
的
基
盤
の
再
 確
認
」
 

-
 
ハ
 セ
頁
 -
 、
経
済
界
に
お
い
て
は
「
会
社
の
宗
教
性
の
自
覚
」
 

-
 一
九
六
 

貞
一
、
社
会
に
お
い
て
は
「
私
的
な
信
仰
と
い
う
よ
り
は
、
公
的
 
な
 市
民
 

宗
教
の
次
元
」
二
九
八
頁
）
な
ど
で
あ
る
。
反
社
会
的
で
暴
力
 的
な
 カ
 

ル
ト
や
 原
理
主
義
が
起
こ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
規
範
が
満
た
さ
 
れ
ず
、
 

「
世
俗
化
」
に
よ
る
「
社
会
的
汚
染
」
が
進
ん
で
 い
 る
か
ら
が
 の
で
あ
 

る
 。
 

カ
ル
ト
に
関
し
て
、
「
め
小
教
の
公
益
性
」
と
い
う
規
範
的
基
準
で
 

そ
の
 

善
し
悪
し
を
判
定
す
る
、
と
い
う
の
は
か
な
り
実
践
的
な
提
言
で
 
あ
る
が
 

三
三
六
頁
Ⅰ
こ
れ
は
欧
米
で
カ
ル
ト
 
@
 
セ
ク
ト
一
の
判
断
 基
準
が
 

実
際
に
提
出
さ
れ
て
い
る
の
を
受
け
た
応
答
に
ほ
か
な
ら
な
 

他
方
 原
 

理
義
 に
 関
し
て
は
、
非
西
欧
起
源
と
く
に
イ
ス
ラ
ム
教
の
原
理
 正
義
 が
 

西
欧
の
普
遍
正
義
 
的
 主
張
に
反
省
を
迫
っ
て
い
る
こ
 
ヒ
 に
つ
い
て
 、
規
範
 

的
な
発
言
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
比
較
 
宗
 放
学
 が
 
「
 コ
 ス
モ
ス
 

0
 戦
争
」
「
神
々
の
闘
争
」
を
調
停
す
る
手
立
て
も
見
出
せ
て
 

ぃ
  
 

宗
教
対
話
や
宗
教
会
議
も
多
々
 催
 さ
れ
て
 

い
 る
が
、
も
し
そ
こ
で
規
範
的
な
指
針
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
 
 
 

こ
の
戦
争
調
停
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
宗
教
学
に
と
っ
て
 
緊
 ゑ
 事
と
 

い
え
る
。
西
欧
型
の
政
教
分
離
原
則
が
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
 
グ
ロ
ー
 

ハ
 ル
 な
 状
況
の
な
か
で
、
宗
教
と
政
治
の
接
近
や
宗
教
の
政
治
化
 
0
 間
頭
 

に
 切
実
に
取
り
組
ん
で
い
な
い
日
本
の
学
界
や
論
壇
の
鈍
感
さ
が
 
指
摘
さ
 

れ
て
い
る
の
も
二
一
八
一
頁
Ⅰ
こ
の
規
範
的
問
題
意
識
か
ら
の
 発
 ミ
ロ
に
 

 
 

ほ
か
な
ら
な
 

 
 
 
 
 
 
 
 

な
お
、
規
範
的
問
題
は
「
文
化
拘
束
性
」
に
触
れ
る
レ
ベ
ル
を
も
 
っ
て
 

 
 

で
 
・
 @
+
 
小
 

l
I
 

6
 

的
な
価
値
と
さ
れ
る
平
等
正
義
，
普
遍
正
義
の
原
則
と
、
日
本
の
 
階
層
 主
 

 
 

 
 



義
 ・
個
別
主
義
へ
の
傾
倒
と
を
対
比
し
て
、
文
化
の
パ
タ
ー
ン
の
 

-
 
理
 い
と
 

し
た
の
を
引
い
て
、
著
者
は
「
こ
う
し
た
文
化
の
根
底
に
根
ざ
し
 
た
 差
異
 

は
 、
お
そ
ら
く
融
合
の
も
っ
と
も
難
し
い
領
域
…
…
異
質
な
も
の
 
 
 

存
は
 、
混
沌
に
終
わ
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
」
と
述
べ
て
、
 

基
底
的
 

価
値
観
の
レ
ベ
ル
で
一
致
 点
 を
見
出
だ
す
こ
と
に
悲
観
的
で
あ
る
 二
 一
一
 

｜
二
 
二
頁
㍉
価
値
観
と
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
感
覚
的
  
 

で
す
ら
あ
る
と
い
う
「
文
化
」
の
問
題
に
対
し
て
は
、
次
の
㈹
 
と
 も
 重
な
 

る
 部
分
が
あ
り
、
ま
た
別
の
設
問
が
必
要
に
な
る
。
 

㈹
日
本
の
特
殊
事
情
を
Ⅲ
㈲
の
文
脈
で
考
え
る
と
、
日
本
に
お
 
い
 て
原
 

理
 
主
義
的
な
現
象
が
希
薄
で
あ
る
の
に
気
づ
く
。
実
際
著
者
は
  
 

力
 
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
主
な
対
象
が
聖
書
的
伝
統
で
あ
 
り
、
希
 

薄
 化
し
た
と
は
い
え
存
在
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
に
お
い
 
て
は
 忠
 

誠
心
の
対
象
そ
の
も
の
が
喪
失
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
し
て
 
 
 

「
根
本
原
理
」
と
す
る
べ
き
伝
統
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
 

運
 動
 と
し
 

て
の
原
理
主
義
・
根
本
主
義
は
成
立
し
な
い
。
コ
ミ
ッ
ト
す
べ
き
 
共
通
の
 

価
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
 
」
論
文
 

を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
日
本
の
論
者
の
一
部
が
、
深
刻
に
受
け
と
め
 
て
い
る
 

問
題
で
あ
る
。
宗
教
的
原
理
主
義
、
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
 
隆
盛
す
 

る
 傾
向
に
あ
る
状
況
で
、
各
地
域
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 
を
 明
確
 

に
す
る
必
要
を
痛
感
し
て
い
る
の
で
、
何
ら
か
の
機
能
代
替
物
が
 
求
め
ら
 

れ
る
、
と
い
う
認
識
も
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
 
ば
島
薗
 

進
は
文
化
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
日
本
一
人
三
冊
が
ア
ジ
ア
 

正
義
 的
 

な
も
の
に
合
流
す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
し
（
 
島
薗
 
「
日
本
 人
詮
 と
 

宗
教
」
「
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
」
 

一
 三
号
、
一
九
九
六
年
 
-
 、
野
 田
 白
目
一
雄
 

も
 同
様
に
「
自
明
の
正
統
的
な
宗
教
」
「
回
帰
す
べ
き
国
民
大
多
 
数
 共
通
 

の
 宗
教
」
が
不
在
で
あ
る
日
本
で
は
「
ア
ジ
ア
正
義
」
と
い
う
 
政
 治
 的
に
 

 
 

危
険
な
代
替
物
を
採
用
す
る
方
向
を
と
り
か
れ
な
い
こ
と
を
懸
念
 
 
 

る
 

-
 
野
田
「
文
明
衝
突
時
代
の
政
治
と
宗
教
」
 

P
H
P
 

研
究
所
、
 

一
九
九
 

 
 

五
年
 -
 。
吉
野
耕
作
の
研
究
も
こ
の
流
れ
に
属
す
る
主
ロ
 野
 
「
 
文
 
 
 

ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
の
社
会
学
」
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
 
セ
年
 Ⅱ
 

本
書
に
関
連
し
て
出
て
く
る
問
題
点
を
三
つ
ほ
ど
考
え
て
み
た
が
 
、
そ
 

れ
ぞ
れ
現
代
性
と
発
展
性
を
も
っ
た
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
 

本
 書
は
類
 

書
の
 
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
世
俗
手
義
へ
の
 
挑
戦
」
 

-
 井
上
順
孝
・
大
塚
和
夫
婦
、
新
 曜
社
 、
一
九
九
四
年
 -
 や
、
ヨ
 示
教
 と
 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
一
中
野
 
毅
 ・
飯
田
剛
史
・
山
中
 
弘
編
 、
世
界
 思
想
 社
 、
 

一
九
九
 セ
年
 -
 な
ど
と
並
ん
で
、
ま
す
ま
す
過
熱
す
る
論
争
の
 
、
 日
本
に
 

お
け
る
出
発
点
の
一
つ
に
な
る
も
の
と
思
う
。
 



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
一
九
九
七
年
七
月
一
二
日
工
）
 一
 三
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 
分
 

場
所
 
慶
礁
 義
塾
大
学
研
究
室
会
議
室
 A
 

出
席
者
 

井
 市
富
二
夫
、
石
田
慶
和
、
金
井
新
三
、
木
村
清
孝
、
 

佐
 々
 

末
広
 幹
 、
田
丸
 徳
善
 、
土
屋
 博
 、
長
谷
五
 %
 、
 華
園
聴
麿
 、
 

会
報
 

 
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
市
川
裕
、
岩
本
一
夫
、
薄
井
 篤
干
 、
佐
 藤
憲
 

昭
 、
下
田
正
弘
、
鈴
木
正
 宗
 、
 棚
次
 正
和
 

議
事
 

一
 、
刊
行
報
告
 

第
七
一
巻
第
一
韓
三
一
二
ロ
 こ
 
-
 
特
集
 @
 沖
縄
の
宗
教
 し
 掲
載
 本
 

数
は
論
文
九
本
、
書
評
一
一
本
。
 

一
 、
編
集
方
針
 

投
稿
論
文
に
対
す
る
直
読
者
を
決
定
し
、
書
評
 本
 お
よ
び
評
者
候
 補
 

を
 選
定
し
た
。
 

来
年
度
の
特
集
号
 
-
 
第
七
二
巻
第
一
転
一
の
テ
ー
マ
と
執
筆
候
補
 者
 

を
 決
定
し
た
。
テ
ー
マ
は
「
宗
教
と
舌
口
 
ま
帽
 
」
。
 

総
目
録
・
索
引
号
の
作
成
に
つ
い
て
は
刊
行
に
む
け
て
今
後
も
検
 討
 

し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
。
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九
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七
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二
日
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二
一
月
三
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一
六
時
 
時
 

場
所
 
慶
礁
 義
塾
大
学
研
究
室
会
議
室
 A
 

 
 
 
 

出
席
者
 
井
 間
宮
二
夫
、
池
田
昭
、
石
田
慶
和
、
大
屋
憲
一
 
岡
見
 

二
 、
金
井
新
三
、
鎌
田
純
一
、
木
村
清
孝
、
小
山
 宙丸
 、
 櫻
 

1
6
3
 

井
 治
男
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
薗
田
 稔
 、
田
島
照
久
、
田
中
英
 

藤
井
正
雄
、
堀
越
知
己
、
宮
家
 準
 、
渡
遺
賢
 陽
 

議
事
 

一
 、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
審
査
委
員
候
補
者
に
つ
い
て
 

こ
れ
ま
で
第
一
段
審
査
に
あ
た
っ
て
い
た
 

渡
 蓮
實
 陽
 氏
、
坂
井
信
 生
 

氏
の
任
期
終
了
に
と
も
な
い
、
継
続
委
員
の
洗
 
建
 氏
の
他
に
新
  
 

に
 宮
田
 登
 、
土
屋
 博
 、
木
村
清
孝
、
藤
田
正
勝
の
四
氏
を
、
ま
た
 第
 

二
段
審
査
に
は
継
続
委
員
の
華
 

園
聴
麿
氏
 
を
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
す
る
 

 
 

と
と
し
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
の
件
 

こ
の
件
に
つ
い
て
、
田
丸
常
務
理
事
か
ら
、
本
会
が
推
薦
し
て
い
 
 
 

宮
家
華
氏
が
第
一
七
期
の
会
員
に
選
出
さ
れ
、
近
く
発
 
ム
 下
さ
れ
る
 
予
 

定
 で
あ
る
こ
と
が
報
告
き
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
っ
て
九
月
か
 
 
 

新
し
く
発
足
す
る
は
ず
の
宗
教
学
研
究
連
絡
委
員
会
一
任
期
三
年
 
 
 

定
員
一
一
名
 -
 
へ
の
不
会
派
遣
の
委
員
と
し
て
、
第
一
六
期
の
上
 

 
 

閑
照
 、
田
丸
 徳
善
 、
宮
家
 準
 、
荒
木
美
智
雄
の
諸
氏
に
か
わ
り
、
 

宮
 

表
革
、
荒
木
美
智
雄
、
土
屋
 博
 、
 島
薗
 進
の
諸
氏
を
、
ま
た
哲
学
 研
 

究
 連
絡
委
員
会
の
委
員
に
は
石
田
慶
和
 氏
 に
か
わ
っ
て
 華
園
聴
麿
 
氏
 

を
 指
名
す
る
こ
と
を
、
予
め
申
し
あ
わ
せ
た
。
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藤
田
正
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、
宮
田
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議
事
 

一
、
委
員
長
選
出
 

三
 、
谷
口
茂
、
田
丸
 徳
善
 、
土
屋
 博
 、
中
村
恭
子
、
西
山
 

茂
 、
長
谷
 工
嘗
 、
 華
園
聴
麿
 、
藤
井
正
雄
、
堀
越
知
己
、
 

間
 

瀬
啓
允
 、
宮
家
 準
 、
渡
 逼
費
陽
 、
 -
 
度
 樵
 義
塾
大
宇
 -
 鈴
木
 

正
 宗
 、
 -
 
龍
 谷
大
学
 -
 高
田
信
良
 

議
事
 

一
 、
第
五
六
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
認
 

開
催
 校
 が
準
備
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
案
を
検
討
し
、
 

三
 0
 三
名
  
 

個
人
研
究
発
表
を
承
認
し
た
。
 

Ⅰ
新
人
会
 @
 
貝
に
つ
い
て
 

別
記
 三
 
一
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
「
宗
教
研
究
 口
 総
目
録
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索
引
号
の
作
成
に
つ
い
て
 

編
集
委
員
会
よ
り
今
後
も
引
き
続
き
検
討
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い
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と
が
報
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口
さ
 

れ
た
。
 

一
 、
来
年
度
の
学
術
大
ム
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て
 

龍
 谷
大
字
で
行
わ
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る
第
五
七
回
学
術
大
会
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開
催
時
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等
に
っ
 
 
 

て
 、
同
大
学
教
授
の
岡
亮
二
理
事
よ
り
報
告
が
な
さ
れ
た
。
時
期
   

一
九
九
八
年
九
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一
三
日
 
｜
 
一
五
日
の
予
定
。
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Japanese Folk Religion and Mormonism : 
An Inquiry into the Difference between 
First and Second Generation Mormons 

Sachiko SUGIYAMA 

Folk religion could be thought to underlie institutional religions such 

that people who believe in one particular religion may have a dual faith of 

the institutional religion and the folk religion. In this paper, I administer- 

ed a questionnaire to 140 members of three Mormon churches in the 

Tohoku district of Japan and investigated the relationship between 

Japanese folk religiosity and the Mormon faith and looked into the factors 

influencing them. 

First, factor analysis identified three dimensions of Japanese folk 

religiosity : folk religious awareness, folk beliefs and folk religious cus- 

toms. Second, a partial correlational analysis revealed that the latter two 

dimensions positively correlated with folk religious awareness and nega- 

tively correlated with the Mormon faith. Folk religious awareness and the 

Mormon faith were shown to be independent of each other. Third, 

ANACOVA examined the four factors of age, sex, the length of member- 

ship, and the generation. The results indicated 1) that age had no 

influence on religiosity ; 2) that the length of membership had a positive 

effect on the Mormon faith and a negative effect on the three dimensions 

of folk religiosity; and 3) that second generation male Mormons were 

lower in the Mormon faith and higher in Japanese folk religiosity than 

first generation male Mormons. 



L76thique et  la religion chez Levinas 

Takehi to SHIGEMATSU 

Pour Levinas, I'6thique est fondamentale pour la philosophie. Mais il 

n'affirme pas la priorit6 de la pratique par rapport 2 la th6orie. L16thique 

de Levinas n'est pas thgorique, ni simplement pratique ; elle est la source 

commune de la th6orie et de la pratique. Pour faire comprendre cette 

source, i l  met en question l'acte du moi. Tout acte pratique, mais aussi 

thcorique, requiert l'existence d'un sujet, d'un ((moi)), qui agit spontan6- 

ment devant Autrui et qui s'expose 2 lui. Dans cette position face-$face 

avec Autrui, le moi n'est pas seulement libre, mais aussi inseparable de la 

responsabilite pour Autrui. L'etre du moi comporte cette responsabilite, 

et c'est le sens ultime de l'etre du moi. Pour qu'on realise la relation 

veritable, non seulement avec Autrui, mais aussi avec Dieu, i l  faut la 

compr6hension de l'etre du moi, 5 laquelle ma conscience morale est 

indispensable. Sans cette comprehension, toute relation avec Dieu 

demeure vide et formelle. La finitude du moi par rapport 5 Dieu ne r6vSle 

pas le sens de l'etre du moi. La transcendance de Dieu par rapport 2 

l'homme prend la signification spirituelle dans la mesure oil je comprends 

mon existence par la relation 6thique avec Autrui. 



Mogliche und realisierbare Grundlagen 
des Menschseins bei Buber 

Masahi k o  FUKUI 

Martin Buber lehnt als Grundlage des Menschseins sowohl den In- 

d i v i d u a l i s m ~ ~  als auch den Kollektivismus a b  und postuliert stattdessen 

den Gesichtspunkt des Menschen mit den1 Menschen. Dieses Konzept des 

elementaren Mitsammenseins erfordert als klare Begriffe das Zwischen 

und die Beziehung. Das Zwischen ist die miigliche Grundlage des Mensch- 

seins, die Beziehung ist die realisierbare Grundlage des Menschseins. 

Ersteres beruht auf der Bewegung als Urdistanzierung vom Anderen, 

letzteres bedeutet die Bewegung in das In-Beziehungtreten. Konkrete 

Aspekte der Beziehung sind : Erstens ein Innewerden, den Anderen voll- 

standig zu erfahren, zweitens die personale Vergegenwartigung, die mir 

den Anderen zu einer Persiinlichkeit macht, drittens dann die Annahme 

(Buber:  Akzeptation) des Anderen als ein vom Schopfer geschaffenes 

Wesen und zwar bedingunglos und viertens die Bestatigung des Anderen 

durch das In-Beziehungtreten mit seinen latenten Moglichkeiten. 

Dieser Prozess der Entwicklung des Zwischenmenschlichen fiihrt 

schlieBlich zum gemeinsamen Gesprach und weiter zum Wandel der 

Haltung und der Welt von einem ,,Ich-Es" zum .,Ich-Du". Gerade aber in 

dem Erleben des Doppelcharakters (Buber : Zwiefalt) der beiden Bezie- 

hungen Mensch und Mensch sowie Mensch und ewiges Du (Gott) wird - 

so  denkt Buber - Menschsein erst echt realisiert. 



'Der Einzelne und Die Anderen' in der Philosophie 
von Kierkegaard 

Nobuko MINAMOTO 

Es besteht eine Tendenz in der Interpretation uber den Begriff 'der 

Einzelne' in Kierkegaard's Philosophie, 'der Einzelne' die Anderen 

auszuschlieBen. Diese Ursache liegt darin, daB er die Einzigheit und 

Einsamkeit des Individuum besonders in seinen spatren Jahren betont. 

Aber er  gibt eigentlich dem Begriff zwei Bedeutungen : 'der Einzige von 

allen' und 'Jedermann'. Die Doppelheit dieses Begriffs scheint zwar 

widerspruchlich, aber e r  findet in ihm einen eigenen Sinn. Durch das 
SelbstbewuBtsein in seiner ganzen Einzigheit vor Gott, will er  paradox- 

erweise Gemeinsamkeit mit Jedermann sehen. Und er bestimmt die 

Gemeinsamkeit als 'Nachstenliebe'. Als eine konkreten Form der Nach- 

stenliebe interpretiere ich die Lebensart des Apostels. Unter diesem 
Gesichtspunkt, forsche ich das Kierkegaard's Argument uber Gemeinsam- 

keit mit den anderen nach, und dann bringe ich das ins klare, daB 

Kierkegaard die Doppelheit in 'dem Einzelne' auch um 1850 herum nicht 

aufgegeben hat, wo er  die Einzelheit seines 'Einzelnes' verschgrft hat. 



Interreligious Dialogue and Internal Conceptual Relativism : 
Some Remarks on Religion as a "Conceptual Scheme" 

Keiji HOSHIKAWA 

Interreligious dialogue is a matter of great debate. In most cases, 

however, those who participate in or discuss interreligious dialogue have 

their own religions or religious faiths. The author will, without commit- 

ting himself to any specific religion, examine and remark on the dialogue 

from the perspective of the analytical philosophy of religion. The discus- 

sion will proceed in the following order:  1) the pluralistic situation of 

religions will be supported from a relativistic position ; 2) the ideal inter- 

religious dialogue will be sought ; 3) the "place" where it succeeds will be 

sought;  and 4)  some remarks will be made on interreligious dialogue 

based on the preceeding discussion. 




