
序
 

 
 
 
 
 
 

既
成
の
宗
教
集
団
か
ら
発
信
さ
れ
る
「
宗
教
の
言
葉
」
 
が
 、
現
代
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
必
ず
 
し
も
成
功
し
て
お
ら
 

 
 

ず
 、
む
し
ろ
遊
離
し
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
抱
く
人
 
は
 少
な
く
な
い
。
そ
も
そ
も
、
「
宗
教
の
言
葉
」
は
 、
 
日
常
の
言
葉
と
比
較
し
 

    

キ遥 l か 「 現の葉の常 語 言行日に よ る論 。 文 
7 な実定の二の っそ 要   
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境 は 

  
あ 蔵 。 佳日 と行 と の き つナ をするる。 格 常吉 い ，っ 為逐 ヲ 「 ト 対比 @ 

宗
教
舌
口
語
の
遥
か
な
る
地
平
 



て
 、
い
か
な
る
特
殊
性
を
持
っ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
 
言
う
「
宗
教
の
舌
口
薬
」
と
は
、
宗
教
集
団
に
関
す
る
 情
 報
や
 、
宗
教
現
象
に
っ
 

い
て
間
接
的
に
語
る
舌
口
 業
 で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
 で
あ
れ
ば
、
巷
間
に
溢
れ
て
い
る
。
本
稿
で
考
察
す
 
る
 
ヱ
 %
 教
の
言
葉
」
と
 

は
 、
宗
教
現
象
の
核
心
部
を
構
成
し
っ
 
っ
 、
固
有
の
生
 合
力
を
失
っ
て
い
な
い
言
葉
で
あ
る
。
 

「
宗
教
の
言
葉
」
の
失
効
、
あ
る
い
は
意
味
の
不
通
と
 い
う
問
題
は
、
現
代
社
会
を
蝕
ん
で
い
る
実
存
の
意
味
 
喪
失
と
い
う
事
態
に
 

関
 わ
る
と
同
時
に
、
近
代
化
の
過
程
で
宗
教
が
里
佳
 
と
 生
命
力
を
表
面
上
は
喪
失
し
た
か
に
見
え
る
事
態
に
も
 
繋
が
る
も
の
と
推
察
さ
 

れ
る
。
「
宗
教
の
舌
口
 業
 」
の
問
題
は
、
現
代
社
会
に
生
 き
る
人
間
に
と
っ
て
も
、
特
定
の
宗
教
集
団
に
属
す
る
 
人
間
に
と
っ
て
も
、
 

自
 

ら
の
存
立
根
拠
に
直
結
す
る
よ
う
な
死
活
問
題
の
一
 
つ
 と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

本
稿
の
目
的
は
、
「
宗
教
の
言
葉
」
、
即
ち
「
宗
教
言
語
 
」
（
「
の
 
ヱ
住
 0
 冨
田
コ
 %
 二
献
し
と
呼
び
う
る
も
の
が
含
む
 
諸
次
元
と
そ
の
基
本
 

-
l
-
 

性
格
を
多
少
な
り
と
も
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
 
と
に
あ
る
。
宗
教
舌
口
語
に
対
し
て
は
、
様
々
な
観
点
か
 ら
の
接
近
が
可
能
で
あ
 

り
 、
ま
た
事
実
、
宗
教
旨
口
語
の
研
究
は
、
相
互
に
異
な
 っ
た
 、
し
ば
し
ば
 相
 交
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
 
視
 点
か
ら
遂
行
さ
れ
て
き
 

た
 。
し
た
が
っ
て
、
無
用
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
は
 
、
ま
ず
「
宗
教
言
語
」
の
領
域
を
画
定
し
て
お
く
必
要
 
が
あ
る
。
次
い
で
、
 
宗
 

教
旨
口
語
を
め
ぐ
る
様
々
な
論
点
や
視
座
を
整
理
す
る
た
 め
に
、
宗
教
 @
 
二
ロ
語
が
含
む
諸
次
元
を
識
別
し
て
、
そ
の
 

諸
次
元
間
の
断
絶
と
接
 

点
を
大
ま
か
に
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
 
こ
 @
 
」
で
は
、
「
宗
教
高
ま
 叩
 」
に
対
し
て
二
重
の
接
近
法
を
 
試
み
る
。
一
つ
は
、
「
め
小
 

教
 」
と
「
言
葉
」
を
切
り
離
し
て
個
別
に
描
写
す
る
 
方
 法
 で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
宗
教
と
言
葉
が
融
合
し
た
「
 小
ホ
 
教
ハ
り
 
舌
口
 
業
 」
と
い
う
 

問
題
地
平
を
探
究
す
る
方
法
で
あ
る
。
予
め
見
通
し
を
 
述
べ
て
お
け
ば
、
我
々
の
議
論
は
、
神
学
的
命
題
の
意
 
味
 と
用
法
に
限
定
さ
れ
 

が
ち
な
従
来
の
宗
教
言
語
論
に
、
動
性
と
生
命
力
を
回
 復
さ
せ
る
方
向
で
展
開
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
 
本
 格
 的
な
議
論
へ
の
導
入
 

と
し
て
の
ス
ケ
ッ
チ
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
 

  



宗教言語の笛；    
 

Ⅲ
日
常
経
験
 

 
 

 
 

「
宗
教
経
験
」
の
固
有
性
は
、
非
宗
教
経
験
と
の
対
比
、
 と
り
わ
け
「
日
常
経
験
」
と
の
対
比
を
通
し
て
陰
画
 
的
に
照
射
す
る
こ
と
 

 
 

が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
宗
教
経
験
の
最
初
の
特
性
は
 、
 
何
よ
り
も
日
常
経
験
と
の
不
連
続
性
に
あ
る
。
日
常
 
経
験
が
有
す
る
諸
特
性
 

と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
避
だ
が
、
宗
教
現
象
が
特
定
の
文
 
化
や
歴
史
の
脈
絡
の
中
で
生
起
す
る
と
い
う
事
実
認
識
 
と
 、
宗
教
現
象
を
他
の
 

 
 

甜
 

諸
現
象
に
還
元
し
て
説
明
す
る
と
い
う
分
析
的
 態
 
度
 と
は
、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

の 験 の 起 
考 似 よ さ 
察 下 う れ 
か め が 、 

ら 魚 見 反 
「 意 万 復 
完 調 に さ 
教 的 対 れ 
経 欲 し   
験 動 て 追 
」 で は 体 
が も 、 験 
扱 が 経 さ 
け く 験 れ 
落 、 王 て 
ち 経 義 い 
る 験 と る 
時 そ い と 

、 の う 考 
宗 も 批 え 
教 の 川戸Ⅱ ら 

現 め が れ 

象 拡 干 る 

が 大 想   

他 と さ そ 
の 探 れ し 
心 仏 る て 
理 に が 、 

的 関 、 そ 
社 わ そ   
会 る れ 想 
的 事 に 起 
政 柄 っ や 
治 で か 追 

的 あ て 体 
現 る は 験 
象 " " も 

な と 宗 " 

一種 だけどに 教 は の 還元さ 宗教 応えて 超経験 

れ お 的 経 
て こ な 験 
説 ぅ 理 で 

明 。 念 あ 

ろうでも され 宗教 

る 現     

こ 象 経 こ 

日 た の 係 常 で が ヱ 1 

は 合 伸 る       

  
られ に生起 ぇ は単な いし、 信仰 共 
す る 儀 回 る 

る 鳥 札 休 め 

ま、 台のたびは など 象 @ 
に 衆 徴 を お 

、 で   に 含 そ 

ら な ら 一 ィ 可は縛むら 

「宗教 仕 団のみ かの 宗 い。 ねた行 下 
方 数 馬 裁 縫 
で 現 の 現 験   
縫 部 な を 葉 
験 に い な 」 

が は 。 す め 
想 、 ま も 関 



社
会
化
の
過
程
は
、
そ
の
 ょ
う
 な
共
同
主
観
的
な
生
活
 磁
場
の
内
に
加
入
し
、
そ
こ
に
順
応
す
る
た
め
の
訓
練
 
と
 実
習
を
繰
り
返
す
 

過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん
社
会
化
さ
れ
る
と
 
、
 後
は
こ
の
静
か
な
る
大
河
の
如
き
思
考
Ⅱ
行
動
の
慣
 
性
的
な
流
れ
に
身
を
委
 

ね
て
い
れ
ば
、
一
種
の
心
地
ょ
さ
が
あ
る
し
、
さ
し
た
 
る
 不
自
由
も
感
じ
な
い
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
社
会
的
関
 
係
を
円
滑
に
運
ぶ
た
め
 

に
は
有
効
で
あ
る
。
こ
の
慣
性
 流
 が
完
全
に
遮
断
さ
れ
 た
な
ら
ば
、
日
常
生
活
は
た
ち
ま
ち
大
混
乱
に
陥
る
だ
 
ろ
う
。
認
識
的
実
践
的
 

惰
性
態
の
中
で
、
人
は
社
会
的
に
要
求
さ
れ
る
仮
面
を
 

被
っ
て
特
定
の
役
割
を
演
じ
続
け
る
。
日
常
的
自
我
 
と
し
て
の
人
格
の
本
質
ペ
ル
ソ
ナ
 

は
 、
こ
の
種
の
社
会
的
な
仮
面
性
や
役
割
性
に
あ
る
と
 
言
っ
て
よ
い
。
「
日
常
経
験
」
は
、
上
述
し
た
意
味
 
で
、
「
日
常
的
自
我
」
が
 

は
 、
「
日
常
世
界
」
と
「
日
常
的
自
我
」
と
「
日
常
舌
口
話
 

竺
の
三
つ
の
側
面
に
対
す
る
考
察
か
ら
点
描
す
る
こ
 
と
が
で
き
る
。
 

日
常
経
験
が
成
立
す
る
場
は
、
「
日
常
世
界
」
で
あ
る
。
 

日
常
世
界
は
、
物
理
的
に
は
見
慣
れ
た
り
聞
き
慣
れ
 
た
り
し
て
い
る
物
事
 

で
 構
成
さ
れ
、
心
理
的
に
は
当
た
り
前
の
事
態
が
継
続
 

す
る
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
の
み
な
ら
ず
、
 

多
 く
の
日
常
的
他
者
も
馴
 

染
ん
だ
世
界
で
あ
る
。
「
日
常
的
自
我
」
は
、
帰
属
す
 

る
 共
同
体
の
成
員
が
共
有
す
る
思
考
Ⅱ
行
動
の
枠
組
み
 
を
 習
得
し
、
様
々
な
 
物
 

事
 に
対
し
て
物
理
的
に
は
道
具
や
手
段
と
し
て
、
ま
た
 

心
理
的
に
は
自
明
の
事
柄
と
し
て
慣
れ
親
し
む
。
こ
の
 

共
同
主
観
的
な
思
考
Ⅱ
 

行
動
の
枠
組
み
の
習
得
は
、
そ
の
社
会
で
多
数
の
日
常
 

的
 他
者
が
常
用
す
る
日
常
言
語
の
習
得
を
通
し
て
保
持
 
さ
れ
強
化
さ
れ
る
。
 
そ
 

れ
は
同
時
に
、
「
日
常
が
正
常
で
あ
る
」
と
見
な
す
 

共
 同
主
観
的
な
価
値
判
断
が
培
わ
れ
る
過
程
で
も
あ
る
。
 
そ
の
過
程
で
非
日
常
的
 

と
 見
な
さ
れ
た
も
の
は
、
異
常
・
幻
想
・
非
現
実
・
 

夢
 ・
狂
気
な
ど
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
、
周
縁
部
に
排
除
さ
 

れ
る
。
こ
う
し
て
、
 
共
 

同
主
観
的
な
思
考
Ⅱ
行
動
の
枠
組
み
は
、
日
常
的
自
我
 

が
そ
こ
に
お
い
て
初
め
て
社
会
的
文
化
的
に
特
殊
な
仕
 

方
で
生
き
る
こ
と
が
で
 

き
る
生
活
磁
場
で
あ
る
。
そ
の
磁
場
の
中
で
日
常
Ⅱ
 

正
 常
の
価
値
判
断
が
重
ね
ら
れ
、
ま
た
そ
の
価
値
判
断
が
 

当
の
磁
場
自
体
を
増
強
 

す
る
こ
と
に
な
る
。
 

  



宗教 言   語の遥かな る @ ぬ平 

睨 ま 動 る 「 つ れ し ざ 的 系 礎 経 
。 日   、 つ ま 性 宗 (2) で 構 験 

常 同 日 つ む 格 教 宗 あ 造 の 
か 時 常 、 内 を 経 教 る 自 門   実は ら出る 帯びて にその 験は、 的様態 なお日 容 評価 経験 体は 

向丘     」 離 か 常 と い ひ 日遍そ 
運 脱 ら へ 振 る と 約 れ 

な ぞ 
も れ   

日 を が す み と 文 
想 ィヒ 

定 や 
さ 社 
れ 会 
る に 特 

か 宗 殊 
数 な 
経 も 

験 の 
が で 

、 日 い 断 あ 
ち る 

常 か 契 切 が 
る ゆ 
の え   @ よ ウこ 

も 離 に 
  

他   イ可 小目 

よ 村   
も が 
こ 性 

の 格 
よ な 

う 免 
な れ 
日 ， え 

方 を 異 へ 営 む 
、 放 れ   

よユヘ l@@ 居 、 が 

二 る せ り 

重 こ 界 な 
考   @@  そ 

の と と き が 教 を な 日 な 的 ，一 丁丁 の 
運 に 見 遡 可 軽 微 ど 常 ど に 動 経 
動 な ら 及 能 験 底 と を 、 非 の 験 
が る れ の で は し 呼 否 さ 日 憤 め 
描     運 あ 、 っ ば 定 ま 常 住 基 

  

「
日
常
世
界
」
の
中
に
住
み
慣
れ
る
経
験
で
あ
り
、
 

ま
 た
そ
の
住
み
慣
れ
の
経
験
を
「
日
常
舌
口
語
」
が
補
強
す
 る 経
験
で
あ
る
。
日
常
 



く
 最
大
で
最
深
の
円
環
は
、
た
ぶ
ん
神
秘
主
義
的
経
験
 
の
中
に
典
型
的
な
形
で
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
 
そ
 の
種
の
経
験
を
「
井
目
 

学
的
宗
教
経
験
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
神
秘
 
家
や
 宗
教
者
は
、
「
非
日
常
的
宗
教
経
験
」
と
「
日
常
経
験
 
」
と
の
質
的
断
絶
を
自
 

ら
の
中
で
埋
め
る
こ
と
に
苦
心
す
る
が
、
し
か
し
そ
こ
 
に
，
 
」
 そ
、
 彼
ら
の
人
生
が
担
っ
た
現
実
的
課
題
が
存
す
 
る
の
で
あ
る
。
 両
 世
界
 

の
 断
絶
に
架
橋
 し
 、
 両
 世
界
を
宥
和
し
、
統
合
し
う
る
 可
能
性
は
 、
 実
を
言
え
ば
、
人
間
存
在
の
振
幅
と
 境
位
 が
そ
の
面
世
界
に
跨
が
 

 
 

こ
の
面
世
界
の
統
合
の
企
て
は
、
「
日
常
の
非
日
常
化
」
 と
「
非
日
常
の
日
常
化
」
と
い
う
二
重
の
局
面
か
ら
 
捉
え
る
こ
と
が
で
き
 

る
 だ
ろ
う
。
「
日
常
の
非
日
常
化
」
と
は
、
日
常
的
 様
 態
の
底
が
破
れ
て
、
内
奥
か
ら
非
日
常
的
な
も
の
が
 
顕
 わ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
限
界
状
況
（
生
老
病
死
）
と
の
遭
遇
 
や
、
 天
変
地
異
の
襲
来
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
慣
性
 流
は
 切
断
さ
れ
潰
乱
さ
れ
、
 

日
常
生
活
の
中
で
隠
れ
て
い
た
限
界
が
非
日
常
的
な
仕
 
方
で
露
呈
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
見
慣
れ
た
り
聞
き
 
慣
れ
た
り
し
て
い
る
 物
 

事
が
 、
突
然
深
い
奥
行
き
を
覗
か
せ
る
経
験
を
も
指
し
 
示
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
呼
吸
や
歩
行
な
ど
日
常
の
実
 
存
的
 様
態
に
関
わ
る
 起
 

居
 動
作
 や
 、
眼
前
の
風
景
や
人
物
が
、
も
は
や
自
明
の
 
事
柄
で
は
な
く
な
る
経
験
で
あ
る
。
日
常
へ
の
非
日
常
 的
な
限
界
の
露
呈
と
、
 

 
 

日
常
へ
の
非
日
常
的
な
根
底
の
現
前
、
こ
の
二
重
の
意
 
味
 で
、
我
々
は
「
日
常
の
非
日
常
化
」
を
捉
え
る
こ
と
 
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

他
方
、
「
非
日
常
の
日
常
化
」
は
、
非
日
常
的
な
出
来
 事
 が
頻
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
内
に
そ
 
れ
が
何
ら
か
の
仕
方
 

で
 定
着
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
意
味
は
二
 
車
 で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
歓
迎
す
べ
か
ら
ざ
る
井
目
 
常
 的
な
出
来
事
を
諦
観
 

的
に
甘
受
す
る
こ
と
を
指
す
と
と
も
に
、
他
方
で
非
 
日
 常
 的
な
も
の
の
顕
現
を
日
常
の
中
に
移
し
置
い
て
節
目
 
と
す
る
こ
と
を
指
す
。
 

前
者
で
は
、
非
日
常
的
出
来
事
が
頻
繁
に
発
生
す
る
こ
 
と
で
、
厭
世
観
や
虚
無
主
義
的
な
雰
囲
気
が
日
常
生
活
 
に
 漂
う
の
に
反
し
て
、
 

後
者
で
は
、
非
日
常
的
霊
威
の
顕
現
は
日
常
生
活
に
存
 
在
 論
的
意
義
を
与
え
る
儀
礼
や
習
俗
の
慣
行
を
生
み
 
出
す
。
非
日
常
的
霊
威
 

  



宗教言語の臨かなる 地平 

組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
経
験
の
固
有
性
を
解
明
す
る
際
に
 
、
 ま
ず
第
一
に
考
察
す
べ
き
対
象
が
、
神
秘
主
義
的
経
験
 
を
 含
む
「
非
日
常
的
 

宗
教
経
験
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
 
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
日
常
を
断
ち
切
り
、
日
常
的
様
態
 
と
の
非
連
続
性
を
際
立
 

た
せ
る
点
に
お
い
て
、
確
か
に
分
布
的
に
は
異
常
で
特
 
異
な
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
根
拠
や
生
命
の
根
源
 
が
 人
間
の
意
識
に
リ
ア
 

ル
に
 現
前
す
る
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
証
や
観
察
の
 
網
 せ
す
り
抜
け
る
例
外
的
な
現
象
で
あ
り
、
自
由
意
志
 
で
 制
御
で
き
る
経
験
で
 

は
 必
ず
し
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
非
日
常
的
宗
教
 経
験
」
を
直
接
の
考
察
対
象
に
据
え
る
こ
と
は
、
方
法
 
論
 的
に
困
難
な
課
題
を
 

抱
え
込
む
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
 

こ
う
し
て
、
我
々
の
考
察
の
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
る
の
 
は
 、
む
し
ろ
「
非
日
常
的
宗
教
経
験
」
と
「
日
常
経
 
験
 」
と
を
媒
介
す
る
 

「
日
常
的
宗
教
経
験
」
の
方
で
あ
る
。
「
日
常
的
宗
教
 経
 験
 」
と
は
、
日
常
生
活
の
中
で
物
事
や
人
間
が
非
 
日
 学
的
な
奥
行
き
を
覗
か
 

せ
る
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
「
日
常
 
の
 非
日
常
化
」
と
共
に
始
ま
る
。
歩
く
こ
と
、
食
事
を
 
す
る
こ
と
、
人
と
接
す
 

る
こ
と
、
景
色
を
眺
め
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
 息
 を
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
半
ば
自
動
化
さ
れ
た
日
常
の
 
行
動
や
所
作
を
、
そ
の
 

慣
性
を
断
ち
切
っ
て
 、
 改
め
て
受
け
止
め
直
す
時
、
日
 常
世
界
の
布
置
は
そ
の
ま
ま
に
、
ま
る
で
逆
光
を
浴
び
 
た
 如
く
に
物
事
が
非
 日
 

常
 的
な
色
彩
を
帯
び
て
く
る
。
受
け
止
め
直
す
こ
と
、
 
即
ち
「
再
認
」
Ⅰ
の
 
n
o
 

コ
コ
吐
の
の
 

帥
冑
 の
一
が
、
し
ば
し
ば
 

「
感
謝
」
の
意
味
を
含
 

む
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
は
、
日
常
生
活
の
中
で
の
 
様
々
な
出
来
事
や
事
柄
を
感
謝
で
受
け
止
め
っ
 
っ
、
日
 常
を
非
日
常
的
に
刷
新
 

 
 
 
 
 
 

す
る
営
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
非
日
常
的
に
刷
新
 
さ
れ
た
日
常
を
新
た
な
光
の
下
で
見
直
す
こ
と
で
あ
る
 
。
既
に
そ
こ
に
は
「
 非
 

 
 

日
常
の
日
常
化
」
が
始
動
し
て
い
る
。
「
日
常
的
宗
教
 経
験
」
は
、
こ
の
「
日
常
の
非
日
常
化
」
と
「
非
日
常
 
0
 日
常
化
」
と
の
交
互
 

は
 、
や
が
て
「
聖
な
る
も
の
」
と
い
う
価
値
づ
け
を
 
付
 与
さ
れ
、
 
里
 俗
関
係
が
 、
 様
々
な
変
異
を
帯
び
っ
 っ
、
 社
会
の
中
に
構
造
的
に
 



媒
介
と
し
て
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
宗
教
 

n
m
 
圭
 +
 
：
 い
Ⅲ
 

か
 口
 

日
常
へ
帰
る
 

経
験
に
関
す
る
従
来
の
議
論
で
は
、
一
部
 

非
日
常
の
日
常
化
 

の
 宗
教
的
伝
統
の
考
え
を
除
い
て
、
「
 日
 

「
非
日
常
的
宗
教
経
験
」
 

一
 
「
日
常
的
宗
教
経
験
」
 

「
日
常
経
験
」
 
学
 的
宗
教
経
験
」
へ
の
顧
慮
が
十
分
で
 
@
 
ユ
 
@
@
 

琳
 

な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
 霊
性
 

日
常
の
非
日
常
化
 

の
 開
発
や
体
現
へ
の
着
実
な
通
路
に
な
り
 

日
常
か
ら
出
る
 

つ
る
の
で
あ
る
。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
が
意
味
す
る
限
り
で
の
宗
教
 経
 験
は
 、
日
常
生
活
の
た
だ
中
で
成
立
す
る
。
日
常
経
験
 
0
 部
分
的
遠
近
法
的
 

な
視
 圏
の
限
界
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
 り
 ア
か
 な
宗
教
経
験
と
の
落
差
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
 
に
よ
っ
て
初
め
て
、
 
日
 

常
経
験
は
自
ら
の
位
置
を
宇
宙
の
全
体
的
連
関
の
中
で
 
予
感
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
間
存
在
の
振
幅
 
の
 拡
大
と
 境
 位
の
深
化
 

に
 応
じ
て
、
よ
り
広
く
よ
り
深
い
現
実
的
経
験
の
中
で
 
自
ら
を
捉
え
う
る
可
能
性
を
、
日
常
経
験
は
、
権
利
 
上
は
有
し
て
い
る
。
 だ
 

り
統
 ム
ロ
的
に
捉
え
る
一
助
と
し
て
、
我
々
は
「
顕
現
」
 

が
 、
事
実
上
は
た
い
て
い
、
前
述
し
た
よ
う
な
思
考
Ⅱ
 
行
動
の
惰
性
流
の
内
に
没
し
て
い
る
。
 

（
 
ヨ
ハ
コ
 
用
の
㏄
（
ロ
ロ
 

0
 コ
 ）
 レ
 Ⅰ
「
七
日
ミ
ロ
」
（
で
Ⅰ
。
 

巳
 リ
ヨ
ハ
ロ
 
0
 コ
 ）
 と
い
う
宗
教
現
象
 
一
そ
 

㈲
宗
教
経
験
の
二
類
型
「
顕
現
」
と
「
官
事
 ロ
 」
 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
経
験
は
、
ま
こ
と
に
多
様
で
複
雑
多
 
仮
 に
わ
た
る
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
中
い
た
る
と
 
こ
ろ
で
発
生
し
、
 
し
 

か
も
そ
れ
に
関
す
る
資
料
は
不
均
質
で
不
整
合
の
ま
ま
 増
え
続
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
相
互
に
異
質
で
多
様
な
 
宗
教
経
験
を
可
能
な
限
 

の
 核
心
は
宗
教
経
験
）
の
類
型
に
着
目
し
た
い
と
思
う
 
。
こ
の
二
類
型
に
つ
い
て
は
、
リ
ク
ー
ル
や
ト
レ
イ
シ
 
｜
 な
ど
が
既
に
論
じ
て
 

  



宗教言語の遥かなる 地平 

解 
る - り 一 一 =   よ 倫 宣 」 

「顕現」 に関し   
      
リ 日 一 一 一 一 

ク ロ 」 

二ヘ   ネリ @ 

と ト 宗教   突 こ   ヴ経   
シ 

        
  古ホ   

考   
ク ユリ の議 

豪韻探     
繋 を卸 2 

コ 「     
出 る ト 

  レイシ というとの ム 

    
）。主義 たし よ     0 対 た で 「 は す の の 

比 係を 約 顕 「 
探 理 想 

方 現 解 正 宗 脾 腫   る 祭 二 
究 」 

が 」 
像 

明 で 教 析 史 神 力 儀 類 し と カ 
含 め で は は さ 」 の の （ 型 

  
て 一 

意 理 あ な 、 れ や 言 失 バ の ぃ 宣 や 

  

い
る
。
論
文
「
顕
現
と
宣
言
 口
 
」
の
中
で
、
リ
ク
ー
ル
は
 、
 聖
な
る
も
の
の
「
顕
現
の
現
象
学
」
と
神
の
言
の
「
 
宣
言
の
解
釈
学
」
と
の
 



2
 
 日
常
言
語
の
構
造
と
機
能
 

Ⅲ
言
語
伝
達
と
言
語
行
為
 

で
は
次
に
、
日
常
舌
口
語
の
方
に
眼
を
転
じ
て
み
よ
う
。
 日
常
言
語
の
特
性
は
、
思
考
や
感
情
を
表
現
し
伝
達
 
す
る
手
段
と
し
て
の
 

「
実
用
性
」
な
い
し
は
「
道
具
性
」
に
あ
る
と
言
え
る
。
 意
思
を
表
現
し
伝
達
す
る
言
語
伝
達
の
基
本
要
因
は
 
、
 送
り
手
と
受
け
手
、
 

お
よ
び
両
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
 あ
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
 、
 （
発
信
者
）
ぎ
の
紅
ヨ
笘
の
目
Ⅰ
 

）
と
（
受
信
者
）
 
ど
 の
の
 

（
 
ぎ
笘
旺
 Ⅰ
②
の
間
に
お
け
る
 
へ
 メ
ッ
セ
ー
ジ
）
（
日
の
毬
 
お
 ②
の
交
換
と
い
う
舌
口
語
伝
達
の
基
本
構
造
に
 、
メ
 ッ
 セ
ー
ジ
を
め
ぐ
っ
て
 

そ
れ
が
差
し
向
け
ら
れ
る
（
脈
絡
）
 
ず
 0
 コ
 （
の
蚤
の
）
 

、
発
 信
者
と
受
信
者
に
共
通
な
既
成
の
（
コ
ー
ド
）
 
ず
 。
 巨
 の
 ）
、
物
理
的
回
路
や
心
 

理
 拘
繋
が
り
と
し
て
の
（
接
触
）
 
ず
 0
 コ
 （
 
p
n
 

（
）
と
い
う
 

三
つ
の
契
機
を
 つ
 け
加
え
て
、
言
語
伝
達
は
六
つ
の
 要
 因
か
ら
成
り
立
っ
て
 い
 

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ト
レ
イ
シ
ー
 
で
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
立
場
か
ら
の
神
秘
主
義
に
傾
 
い
 た
把
握
が
優
勢
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
捉
え
る
「
 
ヒ
 エ
ロ
フ
ァ
ニ
ー
」
は
、
両
者
の
理
解
よ
り
も
遥
か
に
 広
義
で
あ
っ
て
 、
 神
の
 

舌
口
の
啓
示
さ
え
も
一
種
の
「
顕
現
」
と
見
な
す
よ
う
な
 
一
切
の
宗
教
現
象
 一
 マ
ナ
や
タ
ブ
ー
か
ら
キ
リ
ス
ト
 の
 出
現
ま
で
）
に
該
当
 

す
る
全
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
な
ら
ば
 
、
「
顕
現
」
と
「
 膏
芸
 旦
の
二
類
型
に
ほ
 ほ
 相
当
す
る
 
「
存
在
論
的
類
型
」
と
 

「
道
徳
的
類
型
」
の
二
類
型
の
他
に
、
「
神
秘
主
義
」
と
 「
人
本
主
義
」
の
要
素
を
加
味
し
て
、
よ
り
繊
密
な
 議

論
を
展
開
す
る
は
ず
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
類
型
論
の
問
題
を
子
細
に
検
討
 
す
る
暇
は
な
い
。
た
だ
、
聖
な
る
も
の
や
神
の
言
の
現
 
象
の
根
底
に
 、
 個
々
の
 

具
体
を
否
定
し
て
彼
方
の
一
な
る
も
の
へ
と
遡
及
す
る
 
「
神
秘
正
義
」
的
契
機
が
常
に
 苧
 ま
れ
た
も
の
と
し
て
 、
「
顕
現
」
と
「
宣
言
」
 

を
 取
り
扱
い
た
い
と
思
う
。
 

  



 
 

対
す
る
志
向
性
が
強
 い
 か
と
い
う
視
点
か
ら
舌
口
語
機
能
 
が
 規
定
で
き
る
と
す
れ
 

ば
 、
そ
の
六
つ
の
要
因
に
応
じ
て
六
つ
の
言
語
機
能
が
 存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
は
、
そ
れ
を
 
次
 の
よ
う
に
命
名
す
る
。
 

即
ち
 、
 へ
発
信
者
）
志
向
の
「
①
感
情
的
機
能
 
宙
 0
 コ
注
 
@
0
 
コ
 毎
ヨ
 
0
 （
 
i
v
 
の
 一
 
」
、
 
へ
 
受
信
者
）
志
向
の
「
②
 動
 能
的
機
 比
肛
 -
 
日
 
・
の
 
0
 コ
 が
ま
せ
の
）
」
 

、
 

（
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
志
向
の
「
③
詩
的
機
能
 
F
 
で
。
 
艦
ぢ
目
 
の
一
 
」
、
（
脈
絡
）
志
向
の
「
④
指
示
機
能
 ギ
 
「
 
m
h
m
 

サ
 
0
 
コ
 こ
 の
 
コ
 の
）
」
 

、
 （
コ
ー
ド
 ノ
 

志
向
の
「
⑤
メ
タ
舌
口
語
機
能
（
 
h
.
 
ヨ
舩
 い
目
 
コ
 内
田
器
 
ざ
 白
の
 
一
 
」
、
そ
し
て
（
接
触
）
志
向
の
「
⑥
交
語
 的
 機
能
（
 

h
.
 

ロ
 
ゴ
注
 置
目
の
）
」
で
あ
る
。
 

対
話
は
 、
 へ
発
信
者
）
と
へ
受
信
者
）
と
が
交
互
に
入
 れ
 替
わ
る
形
で
の
 
へ
 
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
の
交
換
で
あ
り
、
 
（
発
信
者
）
と
へ
受
信
 

者
 ）
が
同
一
人
物
の
中
で
交
替
す
る
独
話
で
も
、
こ
の
 
基
本
構
造
は
変
わ
ら
な
い
。
（
受
信
者
）
に
送
ら
れ
た
 
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
は
 、
 

既
成
の
（
コ
ー
ド
）
を
参
照
し
つ
つ
了
解
・
読
解
さ
れ
 
る
が
、
た
い
て
い
（
発
信
者
）
も
、
自
分
の
舌
口
業
を
模
 
索
し
 、
選
択
し
、
確
認
 

し
な
が
ら
語
っ
て
い
る
。
日
常
言
語
で
は
、
「
詩
的
 機
 能
 」
は
必
ず
し
も
顕
在
的
で
は
な
い
。
日
常
舌
口
語
は
 、
 昔
ギ
 心
の
伝
達
と
い
う
 目
 

的
に
奉
仕
す
る
手
段
に
止
ま
り
、
次
々
と
目
的
を
達
成
 
す
る
や
、
消
え
去
る
運
命
に
あ
る
。
手
段
に
す
ぎ
な
い
 
舌
口
業
が
自
ら
の
形
貌
を
 

顕
 わ
に
す
る
よ
 う
 で
は
、
意
味
の
流
通
は
途
切
れ
て
し
 ま
ぅ
 の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
「
舌
口
語
伝
達
」
は
、
他
方
、
舌
口
う
こ
と
 

た
行
Ⅱ
、
、
、
、
、
、
 

ぶ
 
力
 
@
 

 
 

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
 、
 

現
実
の
発
話
が
物
事
や
事
実
を
記
述
す
る
単
に
事
実
 
確
認
的
な
ず
 0
 コ
の
 
（
が
（
 

ぎ
 0
 ）
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
 
行
 為
 遂
行
的
な
ず
の
 ユ
 0
 サ
 

る
ヨ
註
 三
の
一
機
能
も
同
時
に
含
む
こ
と
を
分
析
し
 

 
 

重
の
複
合
的
な
舌
口
語
行
為
で
 

 
 

 
 

 
 

を
行
な
う
（
 何
 ご
と
か
を
青
二
「
発
話
行
為
」
 
宙
 o
n
 
目
甘
 
0
 コ
 が
弓
 
ぺ
が
 の
 
こ
、
何
こ
レ
 し
ふ
 
朋
 

 
 

 
 

話
 内
行
為
」
 目
 o
n
c
 

（
 
@
0
 
コ
が
 
「
 
ぺ
 u
n
 

（
）
、
そ
し
て
何
ご
と
 

か
を
舌
口
う
こ
と
に
よ
っ
て
 
旧
川
 

梼
 

%
 
 ご
と
か
を
行
な
う
「
発
話
国
行
為
」
 
G
 の
 
ニ
 o
n
c
 

（
 
@
 
0
 コ
が
 
「
 
ぺ
 a
c
 

（
一
で
あ
る
。
真
偽
の
判
定
を
常
に
要
求
す
る
 

よ
う
な
、
伝
統
的
な
意
味
で
   



そ
も
そ
も
、
現
実
世
界
の
流
動
す
る
連
続
 

「
 物
 」
（
実
体
性
）
や
「
 
事
 」
（
関
係
性
 -
 と
 

知
覚
的
分
節
と
言
語
的
分
節
は
、
密
接
に
縫
 

る
 装
置
で
あ
り
、
そ
の
世
界
裁
断
と
し
て
の
 

為
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
舌
口
葉
の
意
味
的
 

 
 

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
は
意
味
で
 

は
 、
言
葉
の
出
来
事
が
意
味
へ
と
超
越
す
る
 

一
 
6
-
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
重
の
運
動
は
 、
 

間
で
発
生
す
る
。
言
葉
は
、
出
来
事
と
意
味
 

読
解
の
交
互
媒
介
的
運
動
の
中
に
投
げ
入
れ
 

㈲
日
常
言
語
の
定
式
 

以
上
の
考
察
を
受
け
て
、
日
常
舌
口
語
の
定
 

ほ
 つ
い
て
、
何
ご
と
か
を
語
る
」
で
あ
る
。
 

「
①
感
情
的
機
能
」
に
対
応
し
、
「
誰
か
に
 

五
 

は
 
「
④
指
示
機
能
」
に
対
応
す
る
と
見
ら
れ
 

る 

      
か と か に 
に か が 、 

つ を 語 句 い てる」 詰る も     
は か 

コ 連 る 方 言 合 し ，性 

ょ、 られっ話す （ある ， 動と ると 前が 語 的 し含 分 て 一 

、 世 っ 節 知 

ま 
  
    によ 運 性との 」と」 味が 事 （ 伝達 規 で 特定 語に って 動を理念と 出来 行為 され ある の舌口 よ っ 不連続 生み出 性 ）の 「書く ， 事に現 ）であ 同 ると 。日常 語体系 「物 て 

は や へ 

と   され と」と」なっ 程 動と おけ 画で 仏 語 する の概 

て し 
い て 

あ な し そ   
解二 " 重し相 とのしに て " 方れ覚 で る に よ っ 書記の両 捉 て 互関 遂行 言 ま叩 裁断 」 o@ 
と 極 え 係 か行 す の て 

  

 
 

の
 陳
述
は
、
抽
象
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
。
解
明
さ
れ
る
 
べ
き
唯
一
の
現
実
の
現
象
は
、
こ
の
三
重
の
複
ム
ロ
的
な
 言
語
行
為
の
総
体
で
あ
 

る
 。
 

  



1
 
 宗
教
 且
 
Ⅰ
 
ま
 中
の
諸
次
元
 

さ
て
、
我
々
の
考
察
は
 、
 次
に
「
 士
 
示
教
の
舌
口
業
」
と
い
 
う
 問
題
地
平
に
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
領
域
の
大
半
は
 
、
 「
宗
教
言
語
」
と
し
 

て
 扱
わ
れ
て
き
た
問
題
領
域
と
重
な
っ
て
い
る
と
舌
口
 っ
 て
 差
し
支
え
な
い
。
た
だ
し
、
従
来
の
極
度
に
限
定
さ
 
れ
た
宗
教
旨
ま
里
 珊
 の
 枠
 

を
 取
り
払
っ
て
 、
 我
々
の
議
論
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
 カ
 動
的
な
生
成
と
生
命
力
が
溢
れ
る
地
平
に
出
る
こ
と
を
 
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
 

当
面
の
課
題
は
、
「
宗
教
言
語
」
の
領
域
を
画
定
す
る
 ブ
 
」
と
、
そ
し
て
「
宗
教
 @
 ロ
 
語
 」
の
基
本
性
格
を
描
写
す
 る
こ
と
で
あ
る
。
「
宗
教
 

ギ
ぬ
 @
=
 

ロ
ま
叩
 

」
と
は
、
さ
し
あ
た
り
「
宗
教
の
場
で
生
起
 

し
 使
用
さ
れ
る
舌
口
語
の
総
体
」
で
あ
る
と
規
定
で
き
る
 。
そ
れ
は
宗
教
と
い
う
特
殊
 

 
 

か
 
な
場
の
中
に
現
れ
る
 @
 語
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
 
一
方
で
、
「
宗
教
 
@
 ロ
語
」
に
は
、
む
し
ろ
「
宗
教
の
場
 そ
の
も
の
を
構
成
す
る
核
心
 

詩
的
な
言
語
の
総
体
」
と
も
捉
え
ら
れ
る
側
面
が
あ
 
る
 。
宗
教
の
場
に
お
い
て
宗
教
舌
口
語
が
発
生
し
使
用
さ
 れ
る
と
同
時
に
、
宗
教
の
場
 

%
 
 そ
れ
自
体
が
宗
 塾
 目
ま
叩
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
 
て
い
る
。
宗
教
言
語
が
含
む
振
幅
の
大
き
さ
の
一
端
 
は
 、
こ
の
よ
う
な
規
定
の
困
難
   

一 
一 

宗
教
の
言
葉
 

 
 

と
 迅
走
（
 何
 ご
 

ろ
 機
能
で
あ
る
 

の
方
法
や
様
式
 

の
も
の
が
自
己
 

わ
る
「
⑤
メ
タ
 

質
を
浮
き
彫
り
 と

か
を
語
る
）
と
に
分
か
れ
る
。
「
③
詩
的
機
能
」
は
 、
 言
語
行
為
論
的
な
観
点
か
ら
は
、
日
常
言
語
に
も
 
働
 い
て
い
 

。
そ
れ
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
自
体
の
内
容
や
形
式
（
 
雅
壬
 叩
や
韻
律
や
文
体
な
ど
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
語
る
 」
こ
と
 

つ
ま
り
「
語
り
方
」
に
も
関
わ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
 
、
 「
⑥
交
語
 的
 機
能
」
は
、
お
よ
そ
「
語
る
」
と
い
う
 
行
為
そ
 

と
 他
者
の
間
で
心
理
的
物
理
的
に
影
響
を
及
 
は
し
 合
 う
 機
能
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
語
義
の
規
定
や
文
法
 
法
 別
 に
関
 

言
語
機
能
」
に
つ
い
て
は
、
考
察
の
便
宜
上
、
括
弧
に
 
入
れ
て
お
こ
う
。
こ
の
日
常
 @
 語
の
定
式
は
、
宗
教
吾
一
 
口
壬
帥
ハ
り
特
 

に
す
る
た
め
の
下
敷
き
と
し
て
効
力
を
発
揮
す
る
は
ず
 
で
あ
る
。
 



へ
は
、
従
来
の
禅
に
は
大
き
な
異
質
的
な
断
絶
で
あ
り
 、
西
田
哲
学
に
お
い
て
初
め
て
起
こ
っ
た
飛
躍
的
展
開
 
で
あ
る
。
逆
の
方
向
に
 

ま
ず
、
 瞬
 々

に
変
化
す
る
動
的
な
「
宗
教
 @
@
 

ロ
ま
 
血
 」
に
 対
 し
て
 幾
 っ
か
の
次
元
を
識
別
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
元
 の
 働
き
の
特
質
を
素
 

-
i
l
-
 

括
 し
ょ
う
と
思
 う
が
 、
そ
の
際
に
上
田
 閑
 照
の
論
文
「
 西
田
哲
学
に
お
け
る
宗
教
理
解
１
弾
 と
 哲
学
」
を
 ガ
 イ
ド
役
に
仰
ご
う
。
 

そ
 

在
 で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
第
一
原
理
に
し
て
す
べ
て
 

案
 が
事
実
自
身
を
反
省
す
る
「
哲
学
」
と
が
い
か
に
し
 

粋
 経
験
」
に
つ
い
て
語
る
言
葉
で
あ
る
。
 

独
自
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
事
柄
の
相
互
連
関
を
究
明
す
る
。
 

経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
 

ら
れ
る
言
葉
二
水
は
自
ず
か
ら
在
在
、
花
は
自
ず
か
 

が
 出
来
る
よ
う
な
絶
対
の
無
と
し
て
㈹
が
自
覚
さ
れ
」
 

え
ら
れ
る
。
㈹
か
ら
㈹
へ
は
、
「
㈹
に
展
開
す
る
こ
と
 

そ
れ
は
㈹
で
の
自
覚
の
内
で
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
 
@
 

の
中
で
、
上
田
は
、
「
絶
対
照
」
の
自
己
限
定
と
い
う
 

エ
 ル
、
「
純
粋
経
験
が
唯
一
の
実
在
で
あ
る
」
と
い
う
㈲
 

エ
 ル
 、
 即
ち
「
純
粋
経
験
」
 

一
 
「
色
を
見
、
昔
を
聞
く
 
刹
 

「
 禅
と
 哲
学
」
と
い
う
問
題
の
核
心
に
な
る
「
間
」
の
 ら

紅
 」
の
如
き
）
を
「
根
本
 句
 」
と
名
づ
け
る
、
「
 

に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
こ
の
展
開
自
身
を
も
う
一
度
 
お
 

と
こ
ろ
か
ら
、
事
実
が
事
実
の
深
み
に
徹
底
し
て
い
く
 

葉
 で
示
し
返
さ
れ
る
。
㈲
は
「
純
粋
経
験
」
が
語
る
 @
 ロ
 

を
 説
明
す
る
哲
学
の
立
場
と
し
て
の
㈹
レ
ヴ
ェ
ル
を
 
掘
 

㈹
は
言
葉
を
絶
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
言
葉
へ
の
発
端
 

那
 、
 未
 だ
主
も
な
く
、
客
も
な
 い
 」
と
い
わ
れ
る
根
源
 

る
よ
う
な
、
従
来
の
禅
に
と
っ
て
固
有
の
圏
域
で
あ
る
 

い
 」
と
い
う
西
田
の
言
葉
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
上
田
 

て
 成
立
す
る
か
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
以
下
、
 
概
 

連
関
は
 、
 ㈹
Ⅰ
㈲
Ⅰ
㈹
と
、
㈹
Ⅰ
㈹
Ⅰ
㈹
と
い
う
両
方
 

こ
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
出
て
く
る
一
句
で
 

さ
め
て
取
り
消
す
こ
と
 

純
粋
経
験
が
唯
一
の
 実
 

  

葉
 で
あ
り
、
㈹
は
「
 純
 

的
 出
来
事
）
の
㈹
レ
 ダ
 

り
 起
こ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
 

は
そ
こ
に
三
つ
の
レ
 ダ
 

に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
 

一
切
が
一
挙
に
言
 い
切
 

要
を
示
せ
ば
、
「
純
粋
 

「
宗
教
」
と
、
そ
の
事
 

向
の
連
動
と
し
て
 捉
 

  

さ
の
中
に
も
窺
え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 



宗教言語の遥かな 

っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
上
田
が
分
析
し
た
三
次
元
が
そ
れ
 

ぞ
れ
直
観
、
イ
メ
ー
ジ
、
概
念
に
対
応
す
る
も
の
と
 

見
 れ
ば
、
宗
教
言
語
の
諸
 

次
元
に
関
し
て
も
、
そ
の
分
節
の
原
理
は
妥
当
す
る
と
 

考
え
ら
れ
る
。
直
観
 ぃ
 
覚
知
 一
 
、
イ
メ
ー
ジ
品
心
像
 
力
口
 
、
概
念
官
公
舌
口
 は
、
 

三
種
の
認
識
様
式
の
中
枢
的
な
働
き
を
な
す
基
本
要
素
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仮
に
、
直
観
的
な
「
 

覚
 」
に
対
応
 す
る
宗
教
言
語
を
「
 
第
   

通
し
て
、
「
世
界
の
論
理
的
自
覚
」
と
「
主
体
の
自
覚
」
 が
 同
時
に
言
語
媒
介
的
な
理
解
と
し
て
成
立
す
る
。
 
㈹
の
「
 覚
 」
は
「
直
観
」
 

平
 

ぬ
 
の
事
柄
で
あ
り
、
㈲
の
「
自
覚
」
の
言
葉
は
「
 ィ
 メ
ー
ジ
」
が
核
心
を
な
し
、
㈹
の
自
己
Ⅱ
世
界
「
理
解
 」
は
「
概
念
」
が
支
柱
と
な
 

「 と 自 な へ と つ 

事九 」を の 考以 宗 孝 覚 目 っ " 苦 い 

て
は
、
㈹
か
ら
㈹
へ
の
運
動
、
即
ち
哲
学
原
理
を
求
め
 

る
 遡
源
は
必
然
的
で
あ
る
が
、
㈲
と
㈹
の
間
に
は
深
い
 

断
絶
が
あ
る
。
 禅
 

字
の
間
に
あ
る
根
本
的
断
絶
が
、
哲
学
者
で
あ
る
と
 

同
 時
に
参
禅
者
で
も
あ
る
西
田
と
い
う
一
人
格
に
よ
っ
 
て
 、
「
禅
か
ら
哲
学
 

哲
学
か
ら
 禅
 へ
と
飛
躍
的
に
超
え
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
 

、
人
格
が
内
か
ら
引
き
裂
か
れ
る
よ
う
な
分
裂
の
場
が
 

か
え
っ
て
磁
場
に
 

て
 統
一
さ
れ
た
」
と
見
る
。
ま
た
、
 
禅
と
 哲
学
と
が
 触
 れ
 合
い
、
通
人
し
合
う
局
面
を
「
自
覚
」
の
中
に
求
め
 

て
、
 ㈹
の
「
 覚
 」
 

他
 な
し
一
と
 、
 ㈲
の
「
自
覚
」
 ハ
 
自
覚
・
覚
他
し
と
、
 
㈹
の
自
己
Ⅱ
世
界
「
理
解
」
と
い
う
全
連
関
を
、
世
界
 

0
 玉
体
化
と
し
て
 

が
 深
ま
る
㈹
へ
の
方
向
と
、
自
覚
の
拡
が
り
の
中
で
自
 

己
を
客
観
化
し
て
い
く
㈹
へ
の
方
向
と
の
変
徴
 

が
 西
田
 に
お
い
て
生
じ
た
 

え
る
。
「
禅
が
哲
学
へ
と
 
非
禅
 化
す
る
と
と
も
に
、
 
哲
 学
 が
禅
へ
と
根
源
的
に
非
哲
学
化
す
る
」
こ
と
を
通
し
 
て
 、
西
田
哲
学
は
 

教
理
解
」
や
「
宗
教
と
舌
口
 

葉
 」
の
問
題
に
対
し
て
も
 
広
 く
 か
つ
深
い
理
解
の
地
盤
を
用
意
し
え
た
と
さ
れ
る
。
 

上
 、
要
約
し
た
よ
う
な
上
田
の
論
究
は
、
「
西
田
哲
学
 

に
お
け
る
宗
教
理
解
」
に
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
で
は
あ
 

ね
 、
「
 
ゐ
 
ホ
教
舌
口
ま
叫
」
 

察
 に
対
し
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
上
田
の
 

舌
口
 
う
 ㈹
㈲
㈹
と
い
う
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
宗
教
舌
口
 

ま
 
血
 
が
内
蔵
す
る
 諸
次
 

分
解
し
た
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
㈹
は
舌
口
 

業
 を
絶
 す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
舌
口
葉
の
発
端
と
な
る
 

よ
う
 な
 「
根
源
的
出
来
 

下
根
源
語
）
で
あ
る
。
㈹
で
は
、
そ
れ
が
「
根
本
 
句
 」
 の
 如
き
自
覚
の
舌
口
 

業
 に
開
か
れ
る
。
㈹
で
は
、
自
他
 
0
 対
決
や
対
話
を
 



る
 人
格
的
超
越
者
と
受
信
す
る
人
間
と
の
分
立
を
前
提
 

、
、
、
、
、
、
、
、
 

 
 

に
日
常
言
語
を
超
絶
す
る
言
語
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
 「
曲
目
元
」
 

 
 

永
遠
と
歴
史
、
沈
黙
と
対
話
、
直
観
 

ヨ
 （日
ヱ
。
 
こ
 
と
 霊
感
 

次
元
に
置
く
根
拠
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
 
実
は
 

か
ら
包
み
込
む
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
は
共
通
し
 
て
い
 

 
 

が
 主
客
未
分
の
純
粋
経
験
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
原
子
 
一
口
ま
 

叩
 」
は
発
信
す
 

て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
 
覚
 」
と
「
 里
 ミ
ロ
 
語
 」
の
間
に
は
、
 
無
我
と
 我
｜
汝
、
 

@
 
の
 回
 （
が
（
 

ざ
 こ
な
ど
、
鋭
 い
 対
照
が
あ
る
か
に
見
え
る
 。
両
者
を
同
 

日
常
の
自
我
意
識
を
超
越
次
元
か
ら
照
破
し
っ
 
っ
、
な
 お
そ
れ
を
根
底
 

る
の
で
あ
る
。
眠
り
や
迷
 い
 か
ら
目
覚
め
る
「
 覚
 」
と
 

、
舌
口
 

葉
 が
聞
き
流
 

一
次
宗
教
言
語
」
と
呼
び
、
イ
メ
ー
ジ
や
象
徴
が
中
核
 を
な
す
「
自
覚
」
の
舌
口
 
葉
 に
対
応
す
る
宗
教
旨
口
語
を
「
 
第
二
次
宗
教
言
語
」
と
 

呼
び
、
概
念
的
な
「
理
解
」
に
対
応
す
る
宗
教
言
語
を
 
「
第
三
次
宗
教
言
語
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
 し
、
 我
々
の
考
察
が
 、
 

上
田
が
射
程
に
入
れ
て
い
た
「
 禅
と
 哲
学
」
と
い
う
 問
 題
 地
平
の
外
に
踏
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
禅
 と
は
 里
 一
頁
 
な
 宗
教
的
伝
統
が
有
 

す
る
宗
教
言
語
の
局
面
を
も
包
み
込
む
こ
と
に
な
る
こ
 
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
 

Ⅲ
第
一
次
宗
教
言
語
 

第
一
次
宗
教
言
語
は
、
日
常
言
語
が
失
効
す
る
よ
う
な
 
根
本
経
験
の
中
で
立
ち
現
れ
る
 =
 
ヒ
ロ
語
で
あ
る
。
こ
の
 
次
 元
の
宗
教
言
語
は
 、
 

言
葉
を
絶
す
る
限
り
は
、
舌
口
 
葉
 で
は
な
い
が
、
言
葉
の
 発
端
と
な
る
限
り
は
、
言
葉
の
根
源
で
あ
る
。
そ
れ
 
は
 、
上
田
の
意
味
で
の
 

「
 
覚
 」
に
対
応
す
る
根
源
的
出
来
事
で
あ
る
と
と
も
に
、
 
そ
の
「
 覚
 」
と
資
格
上
は
対
等
の
次
元
で
生
起
す
る
の
 ホ
教
言
語
で
あ
る
。
 た
 

と
え
ば
、
神
語
り
と
し
て
の
神
話
、
神
の
舌
口
、
仏
説
、
 神
懸
り
の
言
葉
、
託
宣
な
ど
は
、
こ
の
次
元
に
属
す
る
 
も
の
と
見
て
よ
い
。
 そ
 

れ
は
、
日
常
言
語
を
頓
挫
せ
し
め
る
非
日
常
的
霊
威
の
 
、
あ
る
い
は
人
格
的
超
越
者
の
「
 
原
 言
語
」
で
あ
る
。
 し
か
し
、
「
 覚
 」
と
こ
 

の
種
の
「
 原
 言
語
」
を
同
一
次
元
に
置
く
こ
と
は
、
 
混
 乱
を
招
き
は
し
ま
い
か
。
確
か
に
、
「
 覚
 」
と
「
尻
高
 語
 」
と
は
、
一
見
す
る
 

と
正
反
対
で
あ
る
。
「
 覚
 」
が
そ
れ
自
体
は
末
だ
言
葉
 

、
、
、
 、
 で
は
な
い
根
本
経
験
な
の
に
対
し
て
、
人
格
的
超
越
者
 

、
、
、
 、
 

の
 「
 原
 言
語
」
は
 、
既
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第一   
次 

古ホ 

毅一         
五 ロ 口 

さ
れ
ず
に
兵
棋
に
響
く
「
 原
 言
語
」
。
「
 
覚
 」
は
、
宇
宙
 万
象
の
律
動
に
自
在
に
同
調
す
る
覚
知
的
直
観
の
経
 
験
 と
し
て
、
「
 原
 舌
口
語
 

の
 響
き
に
通
底
す
る
経
験
で
あ
る
。
 

「
 
覚
 」
と
「
 原
 舌
口
語
」
の
見
か
け
上
の
対
立
は
、
「
悟
り
 
」
と
「
救
い
」
の
対
立
と
同
種
の
原
因
に
由
来
す
る
と
 
考
え
ら
れ
る
。
 そ
 

は
 端
的
に
言
え
ば
、
超
越
経
験
が
成
立
す
る
方
向
が
自
 
我
意
識
を
軸
に
内
か
外
か
の
相
違
に
起
因
し
て
い
る
。
 
「
悟
り
」
は
自
我
意
 

よ
り
も
さ
ら
に
内
側
の
実
在
に
目
覚
め
る
内
在
的
超
越
 
経
験
で
あ
り
、
「
救
 い
 」
は
自
我
意
識
の
外
側
に
実
在
 的
 根
拠
を
見
 い
た
す
 

在
的
 超
越
経
験
で
あ
る
。
超
越
者
の
「
 原
 言
語
」
も
 言
 語
 以
前
の
「
 覚
 」
も
、
自
我
意
識
に
対
す
る
超
越
的
 昭
 一
破
 
と
そ
の
根
底
か
ら
 

包
摂
と
い
う
点
で
、
同
一
次
元
に
属
す
る
と
判
断
で
き
 
る
の
で
あ
る
。
根
本
経
験
は
、
自
我
意
識
の
解
消
を
伴
 
っ
た
 覚
知
で
あ
り
、
 

従
 で
あ
る
。
覚
知
と
聴
従
で
は
、
経
験
の
感
覚
配
分
率
 が
 違
う
が
、
い
ず
れ
も
、
個
々
の
意
識
の
働
き
に
直
観
 
・
霊
感
が
透
 入
 し
て
 

経
験
全
体
を
統
括
し
て
い
る
。
逆
説
的
だ
が
、
「
原
冨
 五
 門
の
聴
従
は
、
同
時
に
「
 原
 言
語
」
の
語
り
で
も
あ
 る
 。
ブ
ー
バ
ー
の
 意
 

で
 （
 
我
 １
枚
）
の
根
源
語
を
語
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
 発
話
で
あ
る
こ
と
を
要
せ
ず
、
存
在
の
在
り
方
Ⅰ
世
界
 
へ
の
態
度
口
を
示
す
 

う
に
、
「
 原
 言
語
」
の
語
り
は
、
 ヘ
我
 １
枚
）
関
係
の
内
 に
 自
ら
を
 見
ぃ
 だ
す
認
識
様
態
が
同
時
に
存
在
様
態
と
 不
可
分
で
あ
る
。
 そ
 

事
態
を
 ブ
 ー
バ
ー
は
、
全
存
在
を
も
っ
て
の
み
語
り
、
 対
象
や
限
界
を
持
た
ず
に
、
関
係
の
中
に
生
き
る
こ
と
 
と
し
て
捉
え
る
の
で
 あ の よ 味 、 聴 の 外 識 れ 

  



る
 。
そ
れ
ゆ
え
に
、
聖
典
や
教
義
の
核
心
部
を
構
成
し
 
う
る
言
葉
と
な
る
。
第
二
次
宗
教
舌
口
語
の
中
核
に
は
、
 根
本
と
な
る
 イ
 

や
 象
徴
が
宿
っ
て
い
る
。
イ
メ
ー
ジ
や
象
徴
は
、
こ
の
 
次
元
に
現
れ
た
宗
教
言
語
の
総
体
を
そ
の
 
っ
ど
 独
自
の
 形
象
の
内
に
一
 

化
し
て
し
ま
う
。
根
本
経
験
の
大
分
化
な
全
体
が
言
葉
 
に
 結
晶
す
る
際
に
、
そ
の
言
葉
の
総
体
を
特
殊
な
 
ィ
 メ
ー
ジ
 や
 象
徴
 

て
、
 一
つ
の
全
体
像
を
形
成
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
 イ
メ
ー
ジ
や
象
徴
は
、
全
体
を
凝
縮
す
る
 
木
 ロ
グ
ラ
 フ
ィ
ッ
 ク
 な
 部
 

る
 。
部
分
は
全
体
を
映
し
出
す
一
部
分
で
あ
り
っ
 
っ
、
 そ
れ
自
体
が
一
つ
の
完
全
な
全
体
で
あ
る
。
こ
こ
で
 
現
 れ
る
イ
メ
ー
ジ
 

ろ
い
や
す
く
立
ち
揺
ら
ぐ
心
象
や
形
象
で
は
な
い
。
 
そ
 れ
は
し
な
や
か
な
堅
さ
を
持
っ
実
在
的
な
形
相
で
あ
り
 
、
そ
れ
を
核
に
 

本
 経
験
の
総
体
が
宗
教
舌
口
語
の
具
体
に
凝
縮
さ
れ
る
の
 で
あ
る
。
同
様
に
、
象
徴
も
 、
 隠
さ
れ
た
現
実
と
 顕
わ
 れ
た
現
実
と
に
 

て
 、
両
者
の
交
通
を
媒
介
的
に
活
性
化
さ
せ
る
具
体
的
 
な
 事
物
で
あ
る
。
意
味
作
用
と
意
味
対
象
と
の
自
然
 
本
性
的
な
結
合
 

に
 、
象
徴
と
な
る
言
葉
は
、
個
別
的
な
限
界
性
を
超
え
 
て
 、
根
源
的
な
実
在
性
へ
の
分
有
を
現
実
に
透
明
化
し
 
つ
る
の
で
あ
る
 

㈹
第
三
次
宗
教
言
語
 

第
三
次
宗
教
言
語
と
第
二
次
宗
教
 @
 
二
ロ
 

語
 と
の
間
に
は
、
 大
き
な
隔
絶
が
あ
る
。
第
三
次
宗
教
舌
口
語
と
は
、
イ
メ
 ｜
ジ
や
 象
徴
 

さ
れ
た
第
二
次
宗
教
 @
 
二
ロ
 

ま
 叩
が
、
そ
の
生
命
力
を
次
第
に
 喪
失
し
つ
つ
、
硬
化
し
た
概
念
の
平
面
上
で
繰
り
広
げ
 
ら
れ
た
も
の
で
 

そ
れ
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
概
念
的
な
精
錬
を
経
た
 宗
 教
 舌
口
語
を
指
す
。
第
二
次
宗
教
舌
口
語
が
生
き
ら
れ
た
 

ェ
 ル
ゴ
ン
だ
と
す
 

第
三
次
宗
教
言
語
は
反
省
さ
れ
た
 
エ
 ル
ゴ
ン
で
あ
る
。
 こ
の
次
元
の
宗
教
言
語
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
・
象
徴
か
ら
 概
念
へ
と
い
う
 異 れ あ に 。 の 跨 し は 分 が 挙 メ 

択 ば る 磁   め が て 、 で 貫 に l 
プ C   え っ 根 移 あ い 磁 ジ 

言葉、ろう。 
そ 祈   
ら め 

「 ｜ よ、 舌口先使 木 、 

信仰 」 覚 や と   

療白 、       

創ニ忙旧 」 目妻 叩 
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舌
口
語
に
属
す
る
だ
ろ
う
。
 

第
三
次
宗
教
言
語
が
持
つ
拡
が
り
は
、
第
二
次
宗
教
 
@
 ロ
 
語
 と
の
一
種
の
隔
絶
に
よ
っ
て
こ
そ
獲
得
さ
れ
て
い
る
 。
こ
の
隔
絶
は
 、
必
 

 
 

 
 

。
す
し
も
負
の
価
値
を
持
た
な
い
。
特
に
、
書
記
舌
口
語
で
 

は
 、
舌
口
葉
の
出
来
事
が
舌
口
葉
の
意
味
へ
と
超
越
し
て
、
 

著
者
の
心
的
志
向
か
ら
 

離
れ
て
テ
キ
ス
ト
（
 作
ロ
 巴
の
意
味
論
的
自
律
が
達
成
 され
る
こ
と
に
対
応
し
て
、
特
定
の
対
話
的
状
況
の
限
 
界
は
突
き
破
ら
れ
、
 末
 

 
 

知
の
普
遍
的
な
読
者
へ
と
開
か
れ
る
。
 言
述
 と
し
て
の
 言
語
が
目
指
す
意
味
へ
の
出
来
事
の
超
越
は
、
書
記
子
 一
 
皐
叩
 に
お
い
て
初
め
て
 十
 

全
 な
仕
方
で
実
現
さ
れ
つ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
 根
本
経
験
は
、
最
終
的
に
は
、
言
葉
の
理
念
的
意
味
と
 
し
て
の
概
念
の
鋳
型
に
 

取
り
込
ま
れ
、
概
念
に
仕
立
て
直
さ
れ
た
上
で
、
表
現
 
さ
れ
了
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

㈲
三
つ
の
次
元
の
相
互
関
係
 

さ
て
、
上
述
の
三
次
元
間
の
関
係
を
よ
り
明
確
な
理
解
 
へ
 と
も
た
ら
す
た
め
に
、
舌
口
語
伝
達
を
構
成
す
る
基
本
 
要
因
で
あ
る
発
信
者
 

Ⅰ
話
者
・
著
者
し
と
受
信
者
 ハ
聴
者
 ・
読
者
 ロ
の
 関
係
に
 焦
点
を
絞
っ
 て
 眺
め
て
お
き
た
い
。
 

-
g
 
一
 い
さ
さ
か
単
純
 化
す
れ
ば
、
第
一
次
 宗
 

め
 
平
 
教
旨
口
語
で
は
、
「
 

原
 @
 語
」
の
発
信
者
は
、
人
格
 的
 超
越
者
で
あ
り
、
そ
の
受
信
者
は
宗
教
的
人
間
で
あ
 
る
 。
人
格
的
超
越
者
か
ら
の
 

 
 

の
 信
解
が
「
 信
 」
と
呼
ば
れ
る
。
「
 覚
 」
の
場
合
に
は
 、
対
話
の
二
極
関
係
が
解
消
 

諦
 
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
発
信
者
や
受
信
者
と
い
う
 表
 現
は
適
切
さ
を
欠
く
が
、
あ
る
意
味
で
発
信
者
 
即
 受
信
 者
 と
い
う
自
己
 内
 授
受
の
関
 

%
 
 係
が
現
れ
る
不
思
議
で
あ
る
。
超
越
者
 

｜
 より
 

正
確
に
は
、
超
越
者
と
し
て
の
自
覚
以
前
の
根
源
者
Ⅱ
 

無
我
に
現
成
し
た
覚
知
   

 
 

 
 

と
の
双
方
に
対
す
る
関
係
が
顕
在
化
す
る
。
つ
ま
り
、
 
舌
口
語
 
場
が
 、
発
話
言
語
 

と
と
も
に
、
書
記
言
語
の
方
へ
も
拡
張
さ
れ
、
対
話
に
 
お
け
る
「
発
話
 ｜
 了
解
」
と
読
解
に
お
け
る
「
書
記
 ｜
 解
釈
」
の
双
方
に
関
与
 

す
る
の
で
あ
る
。
神
学
的
命
題
、
教
義
の
言
葉
、
聖
典
 編
纂
上
の
体
系
化
の
言
葉
、
布
教
や
宣
教
の
言
葉
な
ど
 
が
 、
こ
の
次
元
の
宗
教
 



は
 、
全
宇
宙
を
駆
け
抜
け
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
 
感
化
を
及
ぼ
す
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
的
人
間
は
そ
 
の
 恩
恵
を
実
感
す
る
は
 

ず
で
あ
る
。
第
一
次
宗
教
 @
 語
は
、
有
形
と
無
形
と
を
 問
わ
ず
、
超
越
者
か
ら
宗
教
的
人
間
へ
と
開
示
さ
れ
る
 

一
般
に
、
第
一
次
 宗
 

教
 @
 ま
 叩
は
 
、
 独
り
の
人
間
や
ご
く
少
数
の
人
間
に
顕
現
 
し
 、
啓
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
開
か
れ
る
永
遠
の
我
の
覚
 
醒
 、
な
い
し
は
、
水
連
 
の
 

汝
 と
の
直
面
が
 、
 真
の
意
味
で
の
共
同
体
や
共
存
の
原
 基
 と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
 霊
 性
的
交
流
の
磁
場
が
 誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
次
宗
教
舌
口
語
に
お
い
て
は
、
超
越
者
か
ら
人
間
 へ
 の
 直
接
の
開
示
性
は
、
根
本
経
験
に
参
与
し
た
特
定
の
 
宗
教
的
人
間
を
超
え
 

て
 、
そ
の
経
験
を
共
有
し
追
体
験
し
う
る
集
団
へ
と
 
転
 ぜ
ら
れ
る
。
「
 覚
 」
や
「
 原
 舌
口
語
」
は
、
こ
こ
で
は
そ
 
の
 根
本
の
超
越
経
験
を
 

軸
に
 、
い
わ
ば
日
常
の
舌
口
葉
の
流
れ
の
た
だ
中
に
降
下
 

 
 

こ
の
よ
う
な
宗
教
舌
口
語
 

は
 、
宗
教
体
験
を
共
有
す
る
集
団
や
、
そ
の
獲
得
を
目
 
指
す
集
団
の
内
部
に
と
ど
ま
り
、
 自
 集
団
の
結
束
を
強
 化
す
る
働
き
を
な
す
。
 

他
者
（
即
ち
、
 自
 集
団
と
他
集
団
）
の
対
立
関
係
の
中
 

者
の
意
味
世
界
へ
と
屈
折
し
つ
つ
遠
心
的
に
展
開
さ
れ
 

宗
教
共
同
体
と
は
、
一
方
で
そ
こ
に
お
い
て
こ
の
種
の
 

予
想
さ
せ
る
。
 

話
 に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
維
持
さ
れ
る
場
で
も
あ
る
。
 こ
 

が
あ
り
、
外
に
は
疎
遠
で
異
質
的
な
複
数
の
 =
 
ミ
ロ
ま
叫
宇
宙
 

さ
れ
告
知
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 自
 集
団
の
中
で
 求
 

第
三
次
宗
教
 @
 語
は
、
個
人
的
に
は
内
的
問
答
と
し
て
 

宗
教
舌
口
語
が
生
起
し
使
用
さ
れ
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
 

が
あ
る
。
二
次
元
に
住
む
者
に
は
、
三
次
元
の
出
来
事
 

心
的
に
統
一
さ
れ
て
い
た
舌
口
語
空
間
や
意
味
世
界
は
 、
 

る
 必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
必
然
的
に
、
宗
教
 @
 語
は
 、
 

に
 巻
き
込
ま
れ
た
も
の
と
な
る
。
内
に
は
集
団
の
成
員
 

の
 宗
教
言
語
の
働
き
を
介
し
た
 自
 集
団
の
形
成
は
 、
既
 

反
寡
 さ
れ
練
り
直
さ
れ
、
集
団
的
に
は
 自
 集
団
か
ら
 他
 

集
団
と
し
て
の
自
己
と
 

が
 馴
染
ん
だ
言
語
宇
宙
 

、
他
方
で
そ
の
宗
教
旨
 

が
 平
面
上
で
神
出
鬼
没
 

に
 他
集
団
と
の
対
立
を
 

い
っ
た
ん
は
疎
遠
な
 他
 

集
団
に
向
け
て
発
信
 

す
る
一
種
の
超
越
性
を
帯
び
る
よ
 
う
 に
、
宗
教
舌
口
語
は
 
、
内
在
で
あ
れ
超
越
で
あ
れ
、
日
常
的
自
我
に
は
 
異
 次
元
か
ら
の
来
訪
で
あ
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ま @ と 

人 同 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

獲て体る 得、 と 。 
は 少 た 定式 2 @ よ 、 ひ Ⅱ 式を 宝 、 、 前述 目 、 け ） す ロ し し 

る ゴ て か 
の ス 、 し 

  コロ ア 目 で の 自 、 
あ 世 集 そ 

る 間 団 れ 
の 式 基 。 体 内 は 

（ 」 
（ 疋 本 へ で や 

と 通 が 

閑 月 て 
か し 日 
れ て 常 
る い の   

  型 
べ 六 こ 一 ヨ 

か 「 との く、自 葉 @ その ロ 

        身 語 内     の は 密 
密 、 な 

度 今 関 ものか し と、 一種類 型 不 が、 & 何もの や 度 係 
集 は な 

中 陣 結 つい 発信 ほ う の存在 教 舌口語 かにつ 度 遠 び 
な な 始 
綾 地 め 
め 者   
る に 遂 
こ 直 @ こ 

と 面 は 
に し 決 
よ て 定 
つ " 的 

が き 
て 自 な 他 
他 の 句 
者 間 に 

下敷き とい と の 受 

  0 席 肉 
共 絶 す 
有 む る 

来 で & し 抱   
う え ビ   

る 込 オ     
が 。 の 

か に型かみの 」 論て 語 り そ 統 
つ の ら た 定 を し 一 



格
的
 超
越
者
か
ら
宗
教
的
人
間
に
真
理
の
言
葉
が
開
示
 
さ
れ
る
以
上
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
汝
が
 、
 我
に
」
と
 ぃ
 う
 超
越
次
元
か
ら
の
 働
 

き
が
先
行
す
る
。
こ
こ
で
指
示
さ
れ
る
「
何
も
の
か
」
 
と
は
、
神
の
国
、
 浬
磐
 、
ま
こ
と
、
無
為
の
大
道
な
ど
 の
 宇
宙
の
真
理
や
法
則
 

で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
 何
 ご
と
か
が
」
迷
走
さ
れ
 る
 。
次
い
で
、
そ
の
真
理
の
言
葉
は
、
宗
教
的
人
間
に
 
取
り
継
が
れ
て
、
他
の
 

人
々
に
告
知
さ
れ
る
。
超
越
者
と
し
て
の
永
遠
の
「
 
汝
 が
 」
人
間
の
「
我
に
」
と
い
う
垂
直
方
向
の
伝
達
か
ら
 
、
人
間
の
「
我
が
」
 他
 

0
 人
間
の
「
汝
に
」
と
い
う
水
平
方
向
の
伝
達
に
転
換
 
さ
れ
る
こ
と
に
応
じ
て
、
語
り
の
様
式
も
、
啓
示
，
 
開
 示
か
ら
官
二
三
ロ
・
生
口
 

知
へ
 

と
 変
換
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
「
汝
が
 、
 我
に
」
、
そ
の
 「
我
が
 、
 汝
に
」
と
い
三
ニ
ロ
ま
 

叩
 
伝
達
の
中
継
が
あ
る
が
 、
こ
の
垂
直
方
向
か
ら
 

水
平
方
向
へ
屈
折
す
る
拡
大
運
動
は
、
ま
た
超
越
者
 
と
 人
間
の
間
、
あ
る
い
は
人
間
同
士
の
間
で
「
我
が
 
、
汝
 に
 」
と
い
う
水
平
方
向
 

か
ら
垂
直
方
向
へ
遡
源
す
る
深
化
運
動
と
も
な
る
。
 真
 理
 と
し
て
の
超
越
者
の
言
葉
は
、
全
宇
宙
を
縦
横
無
尽
 
に
 循
環
す
る
。
神
の
 =
=
 

ロ
 

や
 仏
説
は
、
こ
う
し
た
真
理
の
言
葉
の
正
当
な
継
承
と
 
正
当
な
解
釈
と
正
当
な
宣
教
を
通
し
て
流
布
さ
れ
る
の
 
で
あ
る
。
 

聖
な
る
も
の
・
超
越
者
の
「
開
示
様
式
」
は
、
当
然
、
 特
有
の
「
語
り
の
様
式
」
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
 
特
に
「
 ゐ
 
目
言
 
口
 
」
型
に
 

お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
舌
口
表
の
動
作
の
様
式
」
 釜
 明
る
 ・
話
す
・
舌
口
 
う
 ・
述
べ
る
・
宣
る
 ，
 告
げ
る
・
説
く
 
，
 唱
え
る
・
歌
 う
 な
ど
）
 

で
あ
る
と
と
も
に
、
リ
ク
ー
ル
の
分
析
が
示
す
よ
う
な
 
「
 言
 述
の
様
式
」
（
 諺
 ・
 %
 高
・
逆
説
表
現
・
終
末
論
 的
 構
成
な
ど
）
で
も
あ
 

ろ
う
。
 

②
家
塾
ニ
ロ
ま
叫
の
基
本
性
格
「
現
実
」
と
「
実
存
」
 
の
 視
座
よ
り
 

以
上
の
よ
う
な
考
察
と
分
析
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 よ
う
や
く
我
々
は
、
宗
教
旨
口
語
の
基
本
性
格
を
論
じ
 う
る
地
点
に
到
達
し
 

た
 。
我
々
の
考
察
の
出
発
点
は
 、
 常
に
こ
の
日
常
の
 
一
 
現
実
」
世
界
で
あ
り
、
こ
の
世
界
内
に
存
在
す
る
 

一
 
実
存
」
で
あ
る
。
「
 夢
か
 

考
っ
現
か
 

」
は
、
現
実
と
非
現
実
の
狭
間
で
自
ら
の
位
置
を
 
確
認
し
か
ね
て
い
る
時
に
 咄
瑳
に
 口
を
つ
い
て
出
る
圭
一
 

口
 
業
 で
あ
る
。
黄
昏
が
 昼
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の 遥かなる地平 

心 惹 置 

力 の を 

と 中 高 
求 で 認 
l i ' @ し す 

力 そ る 

が 遂 こ 

年 7 千 と 

え さ に 

ら れ な 
れ る る 
る の 。 

  
づけ」 「現実 

拡ま、 の @ 

大 そ 

のよう 深化」   
は な   
現実 「 実 

存 の 
の 拡 
先 太 
極   
的 深 

ヒ 意味 」 イ 

づ と   
」 う 

を 不 
中 断 
軸 の 

霊性 にし 

て 的 
連 動 

  

と
 夜
の
時
間
の
狭
間
で
た
ゆ
と
う
如
く
 
、
 我
々
の
現
実
 意
識
は
、
し
ば
し
ば
夢
か
現
か
と
問
わ
ざ
る
え
な
い
よ
 

う
な
境
界
状
況
の
中
に
 

連
れ
込
ま
れ
る
。
通
常
の
現
実
意
識
は
、
前
述
し
た
 

通
 り
 、
「
日
常
Ⅱ
正
常
」
と
い
う
共
同
主
観
的
な
判
断
の
 

累
積
に
よ
っ
て
補
強
さ
 

ね
 、
養
分
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
常
態
で
は
、
そ
れ
は
 

歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
特
殊
な
思
考
Ⅱ
行
動
の
惰
性
 

態
 に
 根
を
張
っ
て
い
る
。
 

日
常
の
「
現
実
」
領
域
が
こ
の
よ
う
に
文
化
的
社
会
的
 

に
 規
定
さ
れ
た
境
界
線
を
持
っ
以
上
、
現
実
世
界
の
範
 

囲
と
 根
拠
を
め
ぐ
る
 問
 

題
は
 、
そ
の
住
人
に
は
文
化
的
社
会
的
な
自
明
性
の
下
 

で
 隠
蔽
さ
れ
て
、
不
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

宗
教
言
語
、
特
に
第
一
次
と
第
二
次
の
宗
教
言
語
が
関
 

わ
る
の
は
、
上
述
し
た
意
味
で
の
「
現
実
」
の
拡
大
と
 

深
化
で
あ
る
。
現
実
 

の
 拡
大
と
は
、
日
常
の
現
実
世
界
の
境
界
線
が
さ
ら
に
 

向
こ
う
側
へ
と
拡
張
さ
れ
て
、
非
日
常
的
な
世
界
を
も
 

現
実
と
し
て
取
り
込
む
 

こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
深
化
と
は
、
従
来
の
現
実
世
界
 

が
よ
り
い
っ
そ
う
深
い
世
界
の
内
に
包
み
込
ま
れ
て
 
い
る
こ
と
の
自
覚
で
あ
 

る
 。
現
実
世
界
が
量
的
に
拡
大
す
る
こ
と
と
、
現
実
世
 

界
 が
質
的
に
深
化
す
る
こ
と
は
、
同
一
の
事
態
の
両
面
 

で
あ
る
。
こ
の
世
界
を
 

更
に
世
界
が
包
み
込
む
と
い
う
世
界
の
重
層
的
な
存
在
 

構
造
は
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間
の
重
層
的
な
存
 

在
 構
造
と
も
照
応
し
て
 

い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
現
実
の
拡
大
，
深
化
」
は
 

、
 実
は
我
々
自
身
の
「
認
識
と
存
在
の
拡
大
・
深
化
」
 
に
 等
し
い
。
そ
し
て
、
 

現
実
が
拡
大
し
深
化
す
る
に
 
つ
 れ
て
、
世
界
内
存
在
と
 
し
て
の
実
存
は
、
ま
す
ま
す
全
体
的
で
根
源
的
な
意
味
 

連
関
の
中
で
自
ら
の
 
位
 



;
 
王
 

（
 
1
-
 
本
稿
で
は
、
宗
教
言
語
が
 苧
む
 否
定
面
に
つ
い
て
は
論
じ
 

な
い
。
象
徴
と
し
て
の
宗
教
言
語
に
は
、
象
徴
体
系
の
宇
宙
に
 
呪
 縛
す
る
よ
う
な
一
面
が
 

あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
し
、
概
念
と
し
て
の
宗
教
 @ 語
に
は
、
 煩
 雑
で
項
末
 な
議
論
に
陥
ら
せ
る
危
険
性
が
な
い
で
は
な
 

か
し
、
我
々
が
扱
 
う
 

宗
教
 =
@
 

口
語
が
本
来
の
意
味
で
の
「
覚
醒
」
や
「
救
済
」
に
関
わ
る
 

以
上
、
そ
の
欠
如
や
逸
脱
に
起
因
す
る
よ
う
な
否
定
面
を
こ
と
 
さ
ら
論
じ
る
必
要
は
 

宗
教
言
語
は
、
宗
教
現
象
と
 @
 語
現
象
の
融
合
で
あ
る
 。
経
験
に
深
み
の
次
元
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
吾
一
 

ロ
 葉
の
深
み
の
次
元
に
 

0
 通
底
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
宗
教
経
験
が
根
本
経
 
験
や
超
越
経
験
と
呼
ぼ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
日
常
経
験
 
か
ら
超
脱
し
つ
つ
、
 
な
 

お
日
常
経
験
を
根
底
か
ら
包
摂
す
る
た
め
で
あ
る
。
 
こ
 の
 超
脱
と
包
摂
が
同
時
に
成
就
す
る
逆
説
と
し
て
、
 
宗
 教
 舌
口
語
は
我
々
に
立
ち
 

現
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
舌
口
語
が
現
前
す
る
地
平
 は
 、
日
常
世
界
内
の
日
常
的
自
我
に
よ
る
日
常
経
験
 

（
日
常
言
語
と
不
可
分
 

な
 ）
が
突
破
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
包
み
込
ま
れ
る
 
よ
う
な
地
平
で
あ
る
。
我
々
の
「
現
実
」
と
「
実
存
」
 
が
 構
築
し
た
意
味
空
間
 

は
 、
宗
教
舌
口
語
の
現
前
に
よ
っ
て
、
不
断
に
解
体
さ
れ
 、
拡
大
さ
れ
、
深
化
さ
れ
る
可
能
性
へ
と
開
か
れ
て
 
ぃ
 る
 。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
 

に
 、
日
常
経
験
も
、
不
断
に
根
源
か
ら
更
新
さ
れ
る
 
日
 常
経
験
と
な
り
う
る
。
日
常
は
日
常
を
断
た
れ
る
こ
と
 
で
、
か
え
っ
て
日
常
に
 

蘇
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
常
が
蔵
す
る
途
方
も
な
く
 
深
 い
 奥
行
き
は
、
人
間
存
在
の
深
い
奥
行
き
を
暗
示
し
つ
 
つ
 、
宗
教
舌
口
語
の
遥
か
 

な
る
地
平
に
融
け
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
宗
教
 
舌
口
語
が
我
々
の
意
識
に
開
く
の
は
、
遥
か
な
る
距
離
 と
 奥
行
き
の
認
識
で
あ
 

 
 

 
 

り
 、
ま
た
そ
の
遥
か
な
る
距
離
と
奥
行
き
が
現
前
す
る
 
認
識
で
あ
る
。
距
離
と
現
前
の
共
存
、
こ
こ
に
は
実
存
 
と
 存
在
を
め
ぐ
る
不
思
 

-
 
Ⅲ
 -
 

議
 が
あ
る
。
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Ⅰ
の
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の
 

-
 

（
 
7
-
 
上
田
 閑
照
 
「
生
き
る
と
い
う
こ
と
経
験
と
自
覚
」
 
一
 
人
文
書
院
、
一
九
九
一
年
）
所
収
の
論
文
「
西
田
哲
学
に
お
け
る
 宗
教
理
解
１
１
弾
 と
哲
 

せ
ナ
 
」
 、
ヰ
杏
タ
 

昭
一
。
 

一
 
8
@
 
 「
ブ
ー
バ
ー
著
作
集
 

1
 
 対
話
的
原
理
 
I
L
 

田
口
義
弘
 

訳
一
 み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
羊
一
、
五
 
｜
 四
九
頁
、
参
照
。
 
な
 お
 、
フ
ー
バ
ー
の
見
解
で
 

は
 、
神
人
ム
ロ
一
や
神
人
同
一
を
主
張
す
る
「
自
己
没
入
 

説
 」
は
 

（
 我
 １
枚
）
関
係
の
現
実
性
を
失
い
、
も
は
や
「
汝
を
言
う
こ
と
 」
が
な
い
が
ゆ
え
 

に
 、
妄
説
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
。
回
書
、
一
一
 

0
 ｜
 
一
二
七
頁
、
 参
照
。
 

-
9
-
 宗
教
言
語
の
諸
次
元
は
、
各
次
元
で
中
心
的
な
働
き
を
な
 
す
 基
本
要
素
の
「
直
観
」
「
イ
メ
ー
ジ
・
象
徴
」
「
概
念
」
に
佳
日
 

を
 当
て
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
も
照
射
さ
れ
う
る
。
概
念
は
過
去
の
諸
経
験
が
凝
固
し
た
も
の
 
で
あ
り
、
概
念
の
再
現
に
お
い
て
過
去
が
現
在
へ
映
し
出
さ
れ
 
る
 。
イ
メ
ー
ジ
・
 
象
 

徴
 で
は
、
現
在
が
 
未
 来
か
ら
の
引
力
を
受
け
取
れ
ば
受
け
取
る
ほ
 
ど
 、
そ
の
内
実
は
豊
か
に
な
り
、
時
間
は
む
し
ろ
未
来
か
ら
 
現
 在
 へ
と
流
れ
込
む
。
 

概
念
的
表
象
に
支
え
ら
れ
た
思
考
力
が
、
過
去
の
想
起
だ
と
す
れ
 
。
は
、
意
志
の
働
き
が
浸
透
し
た
想
像
力
は
、
 
未
 来
か
ら
の
充
実
 で
あ
る
。
そ
の
両
者
 

の
 狭
間
で
、
感
情
は
共
感
と
反
感
、
拡
張
と
収
縮
を
瞬
々
に
変
化
 
さ
せ
る
現
在
の
反
応
で
あ
る
。
魂
の
三
様
態
 一
 
思
考
・
感
情
・
 
昔
 ギ
 巴
の
関
係
は
 、
 

過
去
・
現
在
・
 
未
 来
の
時
間
関
係
と
重
な
っ
て
い
る
。
 

逆
 方
向
 の
 二
重
の
時
間
 流
 が
形
成
す
る
魂
の
渦
巻
き
に
対
し
て
、
直
観
は
 その
日
常
の
時
間
 
流
 

 
 

 
 

を
 超
え
出
て
、
対
象
の
律
動
に
同
調
す
る
経
験
で
あ
る
。
イ
メ
ー
 
・
象
徴
が
、
形
象
に
固
有
の
律
動
を
糸
口
に
し
て
内
奥
の
意
 

味
 世
界
へ
誘
 
う
と
す
 

 
 

 
 

れ
ば
、
直
観
は
、
原
理
的
に
は
諸
々
の
時
間
流
を
超
え
出
る
。
 

だ
 が
 、
そ
れ
ゆ
え
に
、
直
観
は
 、
 逆
に
諸
々
の
時
間
 流
 へ
と
自
ら
 を
 構
成
す
る
意
識
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

柔
軟
性
も
有
し
て
い
る
。
 

三
ユ
 

@
 @
@
 

口
 

 
 

 
 

 
 

一
い
 
曲
 -
 
の
 
円
い
 
コ
ぃ
 
0
 円
 
つ
ロ
 
づ
 の
 コ
 の
 
0
 （
）
）
 

@
 
リ
 
一
の
 
-
 

 
 



と
 表
現
し
て
い
る
。
の
 
a
 ヴ
 「
 囹
ま
 肖
り
 ニ
 。
 ト
 0
%
 セ
め
 
～
 
ゆ
奏
驚
 
-
 
心
心
 
戸
 
㌧
 斡
 「
 
田
 。
下
し
ぽ
い
目
 
0
 の
 ト
コ
つ
い
 
）
 u
.
 
ワ
 ㏄
㏄
 

う
 一
本
稿
で
は
舌
口
 反
 す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
宗
教
舌
口
語
に
 
関
す
る
参
考
文
献
の
一
部
を
、
最
近
の
和
書
 一
 
邦
訳
を
含
む
一
に
 限
っ
て
出
版
 
年
頓
 に
挙
 

笏
 

げ
て
お
く
。
 
J
.
H
.
 
ヒ
ッ
ク
「
宗
教
の
哲
学
」
間
瀬
 啓允
訳
 
-
 
培
 風
蝕
、
一
九
六
八
年
 -
 、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
ー
「
宗
教
舌
口
語
 

の
 哲
学
的
分
析
」
間
 

樹
 

瀬
啓
允
訳
 
一
理
想
 性
 、
一
九
七
 0
 年
 -
 、
上
田
 閑
照
 
「
神
仏
教
」
 繍
摩
 書
房
、
一
九
七
三
年
 -
 、
奥
村
一
郎
「
祈
り
」
 

-
 女
子
パ
ウ
 ロ
金
、
一
九
七
四
 

年
 -
 、
リ
ク
ー
ル
「
解
釈
の
革
新
」
久
米
 博
 
・
清
水
調
・
人
車
 
忠
 夫
 編
訳
一
白
水
仕
、
一
九
七
八
年
 -
 、
長
谷
正
官
「
象
徴
と
想
像
 カ
 」
一
割
 支
 社
、
一
 

九
八
七
年
一
、
大
事
 
額
 
「
花
月
の
思
想
」
一
晃
洋
書
房
、
一
九
八
 
九
年
Ⅰ
ク
ラ
ウ
ス
ン
フ
ー
バ
ー
「
超
越
体
験
」
（
自
費
 
出
版
、
一
九
九
一
 

年
 一
、
 

J
.
M
.
 

ソ
 ス
キ
ー
ス
「
メ
タ
フ
ァ
ー
と
宗
教
舌
口
語
」
 
小
 松
 加
代
子
訳
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
 
-
 、
宮
本
久
雄
 
「
 
&
 
示
教
言
語
の
可
能
 

性
ヒ
 -
 助
草
書
房
、
一
九
九
二
年
 -
 、
 島
薗
進
 
・
鶴
岡
 賀
 雄
編
 
口
 亦
教
 の
こ
と
ば
 ヒ
 一
大
明
堂
、
一
九
九
三
年
一
、
間
瀬
替
 
允
 
「
現
代
 の
 宗
教
哲
学
」
一
助
 

草
書
房
、
一
九
九
三
年
一
、
リ
ク
ー
ル
 

冨
 正
書
解
釈
学
」
久
米
 博
 
・
佐
々
木
智
謀
 
-
 ヨ
ル
ダ
ン
 社
 、
一
九
九
五
年
 -
 、
八
木
誠
一
ヨ
 小
我
 と
 舌
口
語
宗
教
 

の
 高
ま
 叫
ヒ
 一
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
九
五
年
一
、
大
事
 

鯨
 
「
宗
教
と
詩
の
源
泉
」
一
法
蔵
 館
 、
一
九
九
六
年
一
、
上
田
 
閑
昭
 
「
こ
と
ぼ
の
実
存
」
 

冤
摩
 書
房
、
一
九
九
七
年
 -
 、
星
川
 啓
慈
賓
 口
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
 
の
 宗
教
」
 
-
 
助
草
書
房
、
一
九
九
七
年
一
。
 

な
お
、
京
都
宗
教
哲
学
会
編
「
宗
教
哲
学
研
究
」
第
一
二
号
 -
 
光
 樹
 出
版
、
一
九
九
五
年
 -
 所
収
の
論
文
「
宗
教
と
言
葉
」
一
々
 
君
 多
 雅
子
 -
 に
は
、
 

上
田
 閑
照
 氏
と
気
夕
雅
子
氏
の
間
で
の
興
味
深
い
対
論
に
つ
い
て
 、
菊
多
 氏
 サ
イ
ド
か
ら
の
解
説
と
弁
明
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
 



は
じ
め
に
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
舌
口
語
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
 で
に
も
数
多
く
の
研
究
が
積
ま
れ
て
き
た
。
 
@
 
ま
 抑
的
 多
様
性
 
6
 

口
 罵
 ぎ
が
 

 
 

 
 

-
 
｜
 -
 

戯
 込
型
 

や
、
ロ
 何
か
に
 口
 
依
っ
て
の
表
示
さ
で
 ゅ
 四
曲
 セ
が
 
口
 「
が
目
が
 
ロ
 （
 子
因
 施
設
、
仮
名
）
の
概
念
に
焦
点
を
あ
 
わ
せ
る
も
の
か
ら
、
 

近
 

明
 

斎
藤
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
「
中
論
し
第
二
十
四
章
 の
 策
セ
褐
に
お
い
て
、
空
を
批
判
す
る
反
論
者
は
「
空
に
お
け
 8
 目
的
」
「
 空
 」
「
空
の
 

意
味
」
と
い
う
空
に
関
す
る
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
し
な
い
と
 論
難
す
る
。
本
稿
は
 、
 空
と
舌
口
薬
 の
 デ
リ
ケ
ー
ト
な
関
係
を
再
 考
 す
る
た
め
に
、
 
二
 

評
説
に
重
き
を
置
い
て
き
た
従
来
の
諸
研
究
と
は
異
な
っ
て
 
、
，
 」
の
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
諸
住
釈
の
理
解
 

を
 批
判
的
に
検
討
し
 

た
 つ
 え
で
、
あ
ら
た
め
て
本
章
の
文
脈
の
な
か
で
考
察
し
た
 

こ
れ
に
よ
っ
て
ま
ず
、
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
と
第
八
 
%
 以
降
の
三
 十
三
の
詩
 頒
 と
の
 関
 

連
を
明
ら
か
に
し
た
つ
え
で
、
三
ポ
イ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
 
内
 容
を
確
認
す
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
 
研
究
者
が
踏
襲
し
て
 

き
た
「
空
に
お
け
る
目
的
」
解
釈
、
つ
ま
り
そ
れ
を
「
空
を
説
 く
こ
と
の
目
的
」
と
意
味
づ
け
て
、
そ
の
目
的
を
「
す
べ
て
の
 舌
 口
語
的
多
様
性
 
-
 
戯
 

ョ
 巴
の
鎮
静
化
」
と
見
な
し
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
釈
 を
 批
判
的
に
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
本
稿
は
、
こ
の
第
二
十
 四章
・
第
七
個
に
み
 

8
 台
 昌
 せ
 い
宙
 せ
目
ち
下
 ぃ
せ
 
0
 も
 コ
ぃ
ヨ
 は
「
空
で
あ
る
と
き
の
、
目
口
 
葉
 を
ふ
く
む
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
の
 -
 有
用
性
」
を
意
味
す
る
と
 理
解
す
る
の
が
ふ
 

さ
わ
し
い
こ
と
を
論
じ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
「
 
中
ョ
遡
 、
 空
 、
下
 ぃ
せ
 
こ
い
 コ
い
 

空
と
 舌
口
業
 「

中
ゑ
 
控
 
第
二
十
四
章
・
第
七
喝
の
解
釈
を
 め
ぐ
っ
て
 



午
 で
は
ま
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
 
@
 旺
 旧
観
、
 と
 く
に
か
れ
の
後
期
の
哲
学
を
支
え
る
基
本
概
念
と
な
 

っ
た
 「
言
語
ゲ
ー
ム
」
 

②
 笘
ボ
捷
宮
色
や
 
「
家
族
的
類
似
性
」
 田
買
ま
目
洩
 ァ
三
片
す
 
ヰ
ユ
 こ
等
に
う
か
が
え
る
言
語
 観
と
 、
ナ
ー
 ガ
 ｜
 ル
ジ
ュ
 ナ
 の
そ
れ
 

と
を
比
較
考
察
す
る
研
究
も
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
 亘
 。

た
だ
し
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
 =
=
 

ロ
ま
 
旧
観
に
関
す
る
 こ
れ
ま
で
の
研
究
に
見
 

ら
れ
る
顕
著
な
特
色
は
、
そ
の
多
く
が
「
中
論
」
第
二
 
十
四
章
の
第
八
 り
 第
十
偶
に
展
開
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
 
二
諦
説
 
こ
 一
真
理
訴
）
 

に
 着
目
し
て
、
諸
注
釈
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
あ
る
 
ぃ
 は
ま
た
特
定
の
任
訳
者
の
理
解
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
 
こ
の
説
に
こ
め
ら
れ
た
 

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
自
身
の
意
図
を
考
察
し
て
い
る
点
 に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
Ⅰ
 

-
 

二
諦
は
ョ
垂
局
の
目
的
 
ロ
 
あ
る
い
は
対
象
 一
 と
し
て
の
 真
理
」
 

6
p
 

「
リ
 

ヨ
 %
 安
 舖
韓
速
 
勝
義
 諦
 、
第
一
義
 諦
 ）
と
、
「
慣
習
と
し
て
 

の
 真
理
」
す
 い
ぢ
月
 （
 
@
 
の
 
ゅ
 目
付
世
俗
諦
）
と
い
う
二
つ
 
の
 真
理
（
の
 %
 安
巴
を
意
味
す
る
。
こ
の
説
は
 、
ナ
｜
 ガ
ー
ル
ル
ジ
ュ
 
ナ
 の
 =
 
茜
五
山
 

観
や
真
理
観
を
考
察
す
る
 ぅ
 え
で
も
、
さ
ら
に
は
ま
た
 、
そ
の
後
の
仏
教
思
想
史
に
与
え
た
影
響
の
点
で
も
、
 
き
わ
め
て
重
い
意
味
を
 

も
つ
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 
カ
 
（
 
四
九
 0
1
 五
七
 0
 埠
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
中
観
派
 や
 、
上
口
茂
一
五
四
九
 

｜
 六
二
 

ミ
が
 大
成
し
た
三
論
学
派
も
ま
た
こ
の
二
諦
 説
 を
重
 ん
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
興
味
ぶ
か
 い
 思
想
展
開
を
も
た
ら
 
し
た
の
で
あ
る
が
、
 こ
 

れ
る
の
発
展
的
な
二
諦
 説
を
 テ
ー
マ
に
し
た
研
究
も
ま
 た
 少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
 
史
を
顧
み
る
と
き
、
 =
=
 

ロ
 

語
観
 を
ふ
く
む
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
自
身
の
思
想
を
考
 
察
し
、
さ
ら
に
は
ま
た
、
仏
教
思
想
史
に
お
い
て
 
ナ
｜
 ガ
ー
ル
ジ
ュ
 ナ
 が
は
た
 

し
た
役
割
を
考
え
る
 ぅ
 え
で
、
従
来
の
研
究
は
あ
ま
り
 に
こ
の
二
諦
 説
に
 、
そ
れ
も
そ
の
文
脈
か
ら
多
少
な
り
 
と
も
離
れ
る
た
か
た
ち
 

で
 目
を
奪
わ
れ
て
き
た
、
と
い
う
憾
み
を
や
は
り
禁
じ
 
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
 
反
 省
 に
立
っ
て
、
あ
ら
た
 

め
て
こ
の
二
諦
 説
 が
展
開
さ
れ
る
「
中
論
」
第
二
十
四
 章
の
文
脈
を
た
ど
り
な
が
ら
、
と
く
に
二
諦
説
の
直
前
 
に
 位
置
す
る
回
章
の
 策
 

毛
詩
 頒
に
 説
か
れ
る
（
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
）
に
焦
点
を
 
あ
わ
せ
、
そ
の
意
味
内
容
を
章
全
体
の
構
成
に
照
ら
し
 
て
 再
考
し
て
み
た
い
。
 

  



空 と言葉 

「
 
中
ゑ
哩
 第
二
十
四
章
「
聖
な
る
真
理
（
 聖
護
 
の
 考
 察
 」
は
総
数
四
十
の
渇
頒
か
ら
な
る
。
そ
の
な
か
の
 
第
 セ
 喝
は
次
の
よ
う
な
 

内
容
を
も
つ
。
 

「
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
答
え
る
。
君
は
 
、
 空
に
 お
け
る
目
的
と
、
空
と
 、
 空
の
意
味
と
を
知
ら
な
い
 
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
 

よ
う
 に
 悩
ま
さ
れ
る
の
で
士
の
る
。
」
 

帆
 

す
ヰ
 
「
い
町
白
ョ
 
芹
 ㎝
 
口
コ
ゼ
 

㏄
 づ
リ
セ
 

㏄
 ヨ
コ
 ㏄
 ヰ
セ
 
ド
ヨ
 セ
 の
 ヰ
 
の
 
-
 弓
 Ⅰ
㏄
 
ゼ
 0
 」
㏄
 
コ
 ㏄
 （
）
Ⅰ
 

ぺ
 
回
ロ
コ
 

ゼ
 ㏄
 ヰ
 
ゆ
月
）
㎝
 

白
コ
ゼ
 

㏄
づ
ゆ
 

Ⅰ
 
づ
す
 
ゆ
 ヨ
 の
㏄
 
づ
 
㏄
 ヰ
 
㏄
の
 
セ
 ド
ヨ
三
 %
 ㏄
 コ
ド
 
ド
の
の
Ⅰ
Ⅰ
目
木
 

つ
 占
っ
 

0
.
 

一
 
一
 
・
 
ひ
，
こ
 

こ
の
 詩
頒
は
 つ
い
て
は
、
 い
 ま
は
ひ
と
ま
ず
「
空
に
 お
け
る
目
的
」
「
 空
 」
「
空
の
意
味
」
と
訳
出
し
た
 窯
コ
 
 
 

-
4
-
 

も
コ
ゅ
ヨ
 
・
㎝
 
白
コ
ゼ
 

㏄
 鯨
 ・
川
ロ
 

コ
ゼ
 
㏄
ヰ
目
Ⅰ
 

ヰ
す
 
㏄
と
い
う
、
空
を
め
 ぐ
る
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
の
意
味
内
容
が
問
題
に
な
る
。
 
し
か
し
残
念
な
が
ら
 々

 

｜
 ガ
ー
ル
ジ
ュ
 ナ
 は
、
こ
れ
以
降
の
詩
 頒
 の
な
か
で
は
 、
「
空
に
お
け
る
目
的
」
と
は
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
、
 と
 い
う
 よ
 う
 に
 三
 ポ
イ
ン
 

ト
 そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
具
体
的
に
明
舌
口
し
て
は
い
な
い
 
。
そ
の
た
め
空
を
め
ぐ
る
こ
の
三
ポ
イ
ン
ト
の
解
釈
に
 
は
 、
か
な
り
の
隔
た
り
 

が
 生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
大
別
す
る
と
、
 
教
説
 の
 視
 点
 、
つ
ま
り
空
を
説
く
こ
と
に
関
す
る
三
つ
の
 

ポ
イ
 ン
ト
と
 捉
え
る
「
無
畏
 

ぬ
哩
 ・
盲
目
 注
 
「
 
中
ぬ
 
理
・
 仏
護
注
 
-
5
-
 

・
 フ
ラ
サ
ン
 ナ
 。
 
ハ
 ダ
ー
」
の
解
釈
が
一
方
に
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
 
修
 行
者
 
?
 。
右
し
の
視
点
 

か
ら
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
す
る
「
般
若
 灯
ゑ
 哩
が
 他
方
に
あ
る
。
 

-
6
 
一
 こ
こ
で
は
、
両
者
の
解
釈
を
簡
単
に
比
 敵
 し
て
み
た
い
。
 

前
者
の
解
釈
に
よ
る
と
、
空
に
お
け
る
目
的
（
 
窯
コ
ゼ
 
㏄
（
 
ゅ
ゼ
ゅ
 
名
月
 笘
 。
 ち
コ
 ド
ヨ
）
と
は
「
空
を
説
く
こ
と
の
 目
 的
 」
 宅
 無
口
 
糞
哩
 ・
 仏
 

護
達
 

で
あ
り
、
れ
ば
「
何
の
 因縁
を
以
て
空
を
説
く
や
」
を
意
味
す
る
。
こ
の
 畑
生
餌
 
は
 川
ロ
 
コ
ゼ
 
㏄
 ヰ
リ
セ
ゅ
旧
 

 
 

口
 「
 
ゅ
ゼ
 
。
 
ち
コ
ゅ
ヨ
 
と
い
う
や
や
 暖
味
 な
句
を
、
い
わ
ば
㎝
 ロ
コ
ゼ
 

㏄
ヰ
目
 

巨
 の
 川
 
㏄
 コ
目
ゼ
 

倒
す
 弓
 Ⅰ
㏄
 
ゼ
臼
 
㏄
 コ
 ド
ヨ
「
空
を
諾
 
丑
小
 す
る
 こ
と
の
目
的
」
と
解
す
 

  

一
 
解
釈
の
異
同
を
め
ぐ
っ
て
 



一
 
Ⅱ
 一
 

任
の
 
「
 
云
 何
な
る
か
 足
 れ
空
相
」
と
内
容
的
に
等
し
い
 。
反
論
者
は
空
の
特
徴
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
に
 
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
 

チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
も
ま
た
、
ほ
ぼ
同
様
の
理
解
 
に
 立
っ
た
 つ
 え
で
、
こ
の
空
の
特
徴
も
ま
た
 右
と
 同
じ
 
「
中
め
 
塑
 
第
十
八
章
の
 

な
か
で
説
明
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
回
章
の
第
九
話
 
頒
 を
 引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
 
一
 
2
 
i
 

一
 
、
 

つ
ぎ
に
ま
た
空
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
 そ
 の
 同
じ
と
こ
ろ
で
、
 

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
右
の
三
つ
の
 江
 釈
は
残
念
な
が
ら
 こ
れ
以
上
に
は
詳
論
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 
ほ
 ほ
 同
じ
理
解
に
立
ち
 

な
が
ら
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
 
宍
 0
0
 ｜
 六
五
 0
 項
一
 

 
 

さ
て
ま
た
、
空
に
お
け
る
目
的
と
は
何
で
あ
る
か
。
 
こ
 の
こ
と
は
、
「
我
の
考
察
 

一
 
第
十
八
章
ご
の
な
か
で
、
 

行
為
 -
 
美
）
と
煩
悩
が
尽
き
る
こ
と
か
ら
解
脱
が
あ
る
。
 行
為
と
煩
悩
は
構
想
分
別
に
よ
る
。
そ
れ
ら
一
の
行
為
 
と
 煩
悩
」
は
 

言
語
的
多
様
性
（
 戯
 %
 型
に
よ
る
。
し
か
し
、
言
語
的
 多
様
性
は
空
に
お
い
て
 止
 滅
す
る
。
 

と
 説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
残
す
と
こ
ろ
の
な
い
 
言
語
的
多
様
性
の
鎮
静
化
寂
滅
）
の
た
め
に
、
空
が
 

説
示
さ
れ
る
。
 
し
 

た
が
っ
て
 、
 空
に
お
け
る
目
的
と
は
、
す
べ
て
の
舌
口
語
 

的
 多
様
性
の
鎮
静
化
で
あ
る
。
 

本
稿
が
と
く
に
問
題
に
す
る
の
が
、
右
の
よ
う
な
「
 
空
 に
お
け
る
目
的
」
に
つ
い
て
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
 
ィ
の
 解
釈
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
「
空
に
お
け
る
目
的
」
を
、
「
牛
仏
 

型
 
第
十
八
 %
 
早
 ・
第
五
 %
 に
お
け
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
言
明
に
 
関
係
づ
け
る
解
釈
で
あ
 

る
が
、
問
題
は
、
第
二
十
四
章
の
文
脈
の
な
か
で
こ
の
 
よ
う
な
解
釈
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
 同
 時
に
ま
た
、
こ
れ
に
 っ
 

つ
く
回
章
の
 
詩
頒
 の
な
か
に
、
こ
の
句
に
関
す
る
 ナ
｜
 ガ
ー
ル
ジ
ュ
 
ナ
 自
身
の
説
明
を
見
る
こ
と
は
は
た
し
て
 
で
き
な
い
の
か
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
の
ち
に
再
論
し
た
い
。
 

 
 

つ
ぎ
に
 空
 
（
 
m
 由
 コ
ピ
 
斗
 巳
の
解
釈
を
み
る
。
冨
一
良
 論
 」
 ・
 仏
護
注
は
 
「
空
の
特
徴
が
何
で
あ
る
か
」
と
 江
 釈
す
 る
が
、
こ
れ
も
盲
目
 

  



空と 

 
 

督
 す
る
立
場
、
つ
ま
り
修
行
者
の
視
点
か
ら
空
の
三
ポ
 イ
ン
ト
を
理
解
す
る
。
か
れ
の
三
ポ
イ
ン
ト
解
釈
に
つ
 
い
て
は
、
す
で
に
野
沢
 

言葉 

も   
れ詳 
に し 弘 百冊 

対 す 
し る 

て の @ @@ Ⅰ ひ 

  
え よ - フ 

の サ 
は ン 

  
若 ダ   弘 し 
    

  
で み 
あ で 
る あ 

る 
著 が 者 
の こ 
バ れ 

  
ヴ 四 
イ つ   
ェ 注 

l 駅 
力 に 

@ @ 
  大 

散 き 

調 む 

の 隔 
視 た 
， 占 。 。 、 り 

と @ つ , 
" つ ； ) 
ょ が 
Y)@ X ， 

@@  斗み 、 なし Ⅰ 

ダヒ     
を 

ィ彦 

  

他
 に
縁
ら
ず
、
静
寂
で
、
言
語
的
多
様
性
に
よ
っ
て
 
多
 様
 化
さ
れ
ず
、
構
想
分
別
が
な
く
、
多
種
多
様
で
あ
 
る
こ
と
が
な
 

い
 。
こ
れ
が
（
真
実
）
の
特
徴
で
あ
る
。
 

と
 説
か
れ
て
い
る
。
 

と
 
注
釈
す
る
の
で
あ
る
。
 

  

 
 

-
M
 
一
 

第
三
の
空
の
意
味
式
ロ
 こ
 ぷ鼠
「
 ぎ
 巴
に
つ
い
て
 青
目
 注
は
 
「
生
姜
」
、
「
無
畏
 
%
 塑
 ・
 仏
護
注
は
 
「
空
の
意
味
 が
 何
で
あ
る
か
」
と
 

-
%
-
 

任
 釈
し
、
い
ず
れ
も
 囲
コ
セ
ゅ
鼠
ユ
ア
ゅ
 を
「
 空
 」
と
い
う
 語
の
意
味
対
象
と
理
解
す
る
。
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
 
ィ
 も
ま
た
、
 

ま
た
、
「
 空
 」
の
語
が
そ
れ
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
と
，
 」
ろ
の
、
そ
の
意
味
対
象
も
ま
た
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
こ
 
「
第
二
十
四
立
 邑
 

に
お
い
て
、
 

縁
起
を
わ
れ
わ
れ
は
空
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
「
何
か
に
 
口
 依
っ
て
の
表
示
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
道
に
ほ
か
な
ら
な
 
 
 

と
 説
く
で
あ
ろ
う
。
…
…
。
こ
の
よ
う
に
、
「
縁
起
」
 と
い
う
語
の
意
味
対
象
が
ま
さ
に
「
 
空
 」
と
い
う
語
の
 意
味
対
象
な
の
で
 

あ
る
。
 

と
 語
り
、
内
容
の
詳
細
を
本
章
の
第
十
八
 %
 に
 帰
し
て
 い
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
を
め
ぐ
る
「
無
畏
 
%
 理
 ・
 青
 自
注
「
中
込
型
・
 
仏
護
注
三
 プ
ラ
サ
ン
 ナ
パ
 ダ
 上
の
解
釈
は
 、
 

い
ず
れ
も
空
の
教
 説
 、
つ
ま
り
空
を
説
く
う
え
で
の
一
一
 
一
ポ
イ
ン
ト
と
捉
え
る
点
で
共
通
す
る
。
ま
た
 各
 ポ
イ
 ン
ト
 の
理
解
に
つ
い
て
 



こ
の
よ
う
に
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 カ
 は
 、
 空
を
め
ぐ
る
 三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
「
空
を
認
識
す
る
智
慧
に
も
と
づ
 
い
 て
、
そ
の
対
象
で
 

あ
る
真
如
 
T
 
め
 土
を
理
解
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
言
語
 
的
 多
様
性
の
鎮
静
化
 
ロ
 
し
た
 浬
 巣
口
を
得
る
と
い
う
 目
 的
 が
は
た
さ
れ
る
」
と
 

「
す
べ
て
の
言
語
的
多
様
性
の
鎮
静
化
を
特
徴
と
す
る
」
 浬
 磐
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
 

バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 カ
 は
ま
た
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
 
空
 
（
 
弩
 コ
ピ
 
笘
巴
は
 つ
い
て
、
「
す
べ
て
の
執
着
を
は
 な
れ
て
い
る
こ
と
 

 
 

特
徴
と
す
る
空
を
認
識
す
る
智
慧
で
あ
る
」
と
い
う
。
 
つ
ま
り
か
れ
は
、
先
の
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
等
の
 
解
釈
と
は
異
な
っ
て
 

 
 

邑
 
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
い
う
「
 空
 」
で
あ
る
と
詰
る
  
 

そ
し
て
こ
の
解
釈
は
第
三
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
 
紺
 コ
ピ
 
㏄
片
町
「
 

計
 
プ
リ
に
対
す
る
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 カ
 の
解
釈
 と
対
 に
な
る
。
つ
ま
り
 

れ
は
、
 絡
 コ
ピ
 
リ
計
ゅ
 

「
 
億
 
プ
リ
を
 
、
ル
 
十
九
 
の
チ
わ
 
v
 ン
ド
ラ
キ
ー
ル
 -
 
ア
 イ
 等
の
よ
う
に
「
 空
 」
と
い
う
語
の
意
味
対
象
と
理
 解
す
る
の
で
は
な
く
 

こ
の
 ょ
う
 な
空
を
認
識
す
る
智
慧
の
対
象
と
捉
え
た
，
 つ
 え
で
、
「
空
の
対
象
（
 m
 
ロ
コ
ピ
注
ゅ
 

「
ま
色
と
は
真
如
を
  

 

語
る
の
で
あ
る
。
 

と 、 か を 

 
 

る
と
補
足
説
明
す
る
。
こ
の
説
明
に
し
た
が
え
ば
、
「
 
空
 に
お
け
る
目
的
」
と
は
、
空
を
理
解
す
る
こ
と
の
 
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
 

静
証
 氏
の
考
察
が
あ
り
、
筆
者
も
ま
た
、
勝
義
 
ぞ
 ㏄
「
㏄
 

3
 目
ま
 巴
 
解
釈
と
表
裏
に
な
っ
た
こ
の
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
 
エ
 ー
 ヵ
独
 持
の
理
解
が
 、
 

「
中
辺
分
別
論
」
お
よ
び
「
同
駅
」
の
影
響
下
に
生
ま
れ
 

 
 

で
は
、
か
れ
の
解
釈
を
 

簡
潔
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
 

バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 カ
 に
よ
る
と
、
空
に
お
け
る
目
的
（
 ㎝
 
由
コ
遥
品
ピ
曲
臼
憶
い
ピ
 

c
 も
コ
リ
 
己
 
と
は
、
「
す
べ
て
の
 言
 詩
的
多
様
性
の
鎮
静
 

 
 

化
を
特
徴
と
す
る
」
と
い
う
。
こ
の
簡
単
な
説
明
で
は
 
、
 何
を
行
 う
 こ
と
の
目
的
で
あ
る
か
が
不
明
瞭
で
あ
る
 
が
、
ア
 ヴ
ァ
ロ
ー
 キ
タ
 

 
 

す
べ
て
の
言
語
的
多
様
性
の
鎮
静
化
を
特
徴
と
す
る
 
混
 架
を
得
る
こ
と
」
で
あ
 

  



空 と言葉 

な 草 

  
い 全 さ 
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一 @  @ こ 

    吉 に を   
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え 四 

  

    

「 中 弘 
百冊 口 

第   
  
十 
四 
土牢 

の 
中手 青 

成 

い
う
、
修
行
者
に
と
っ
て
の
三
ポ
イ
ン
ト
を
示
す
も
の
 
と
 解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
 



  

  
質 真 
を縁埋 む 

も 起が し 
つ し妬 も 

と て で こ 

き い あ の 
に な る す 
は い こ べ   
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と、 

世間 あり、 せ すべ ること 捕ら て 浬築 に 真実を 加ェ 0 、 

知 

かなる それ @       
  
    

ム 誤 
  

る 。 
  
のよう ある。 

  
    
縁   
    

れ     

 
 

一
 ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
主
席
 
@
 

 
 



降
 が
そ
の
批
判
に
対
す
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
自
身
の
 

立
場
か
ら
の
 反
 批
判
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
 

反
 批
判
 の

な
か
で
も
第
二
十
個
 
岡
 

 
  
 

認
 

以
降
は
、
反
論
者
が
指
摘
し
た
よ
う
な
 生
 ・
 滅
や
 、

四
種
の
聖
な
る
真
理
、
仏
・
 法
 ・
僧
の
三
宝
、
 

圭
曇
 ゅ
 0
 
行
為
と
そ
の
果
報
、
さ
ら
 

 
 

 
 

 
 

空
 

中
略
（
以
下
、
集
・
 
滅
 ・
道
諦
、
四
向
四
果
、
三
宝
が
な
く
な
る
 

と
の
批
判
に
続
い
て
ご
 

皿
石
に
と
っ
て
は
、
仏
は
さ
と
り
釜
 
ロ
提
 ）
に
縁
ら
な
い
こ
と
 

す
ヰ
り
ヴ
要
 巴
は
作
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
 

に
な
っ
て
し
ま
い
、
さ
と
り
も
ま
た
仏
に
縁
ら
な
い
こ
と
に
な
 つ
 て
し
ま
う
。
 

㌍
君
に
と
っ
て
は
、
本
質
的
に
 
宙
く
い
す
 
す
目
く
の
 

コ
巴
仏
 で
な
い
 者
は
、
五
口
 
畦
 道
に
お
い
て
、
さ
と
り
の
た
め
に
努
力
し
た
と
し
て
 も
 、
さ
と
り
を
得
る
 

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

㏄
善
行
日
す
 p
q
 
ョ
 巴
で
あ
れ
悪
行
で
あ
れ
、
だ
れ
も
決
し
て
 
行
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
空
で
な
い
も
の
に
と
っ
て
 、
 何
が
な
さ
 ね
 え
よ
う
か
。
本
質
 

田
君
 に
と
っ
て
は
、
善
行
と
 
亜
胆
 
け
と
が
な
く
て
も
果
報
が
あ
り
  

 

頷
 
あ
る
い
は
ま
た
も
し
も
、
君
に
と
っ
て
、
 

叢
 二
行
 と
亜
 足
打
 と
 を
 原
因
と
す
る
果
報
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
善
行
と
 亜
埋
行
 
と
か
ら
 
生
じ
た
果
報
が
 、
ど
 

ぅ
 し
て
不
空
で
あ
ろ
う
か
。
 

㏄
そ
し
て
ま
た
、
縁
起
・
空
を
破
壊
す
る
の
だ
か
ら
、
す
べ
て
 
0
 世
間
的
な
舌
口
語
習
慣
を
も
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。
 

甜
 

空
を
破
壊
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
な
さ
れ
う
る
こ
と
は
 何
 も
な
く
、
行
為
は
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
行
わ
な
い
者
 が
 行
為
者
と
な
る
で
 

あ
ろ
う
。
 

㏄
本
質
が
あ
る
な
ら
 

-
 
宅
 ど
す
ン
こ
、
世
間
定
幅
 り
 （
）
は
 生
 じ
て
い
る
こ
と
も
滅
し
て
い
る
こ
と
も
な
く
、
常
に
あ
り
、
様
々
 な
 状
態
を
欠
く
こ
と
 

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

㏄
も
し
も
不
空
で
あ
る
な
ら
、
一
さ
と
り
に
 -
 到
達
し
て
い
な
 
い
 人
が
到
達
す
る
こ
と
も
、
苦
を
終
滅
さ
せ
る
行
為
も
、
す
べ
て
 の
 煩
悩
を
断
つ
こ
と
 

も
な
い
。
 

即
 

縁
起
を
見
る
者
は
、
こ
の
 苦
 ・
 キ
 
・
 滅
 ・
道
一
と
い
う
四
種
 
の
 聖
な
る
真
理
 
-
 を
見
る
。
 

右
の
構
成
に
明
ら
か
な
よ
 う
 に
、
は
じ
め
の
大
語
 頒
が
 
「
す
べ
て
は
空
で
あ
る
」
と
す
る
説
に
対
す
る
批
判
に
 あ
た
り
、
 

第
セ
褐
以
 



 
 

等
が
 

と
い
 

味
 な
 

で
も
 

そ
 

的
 」
 

れ
る
 

 
 

る
と
 

第
 の

よ
う
な
構
成
を
も
っ
第
二
十
四
章
の
論
点
は
 、
 空
と
 は
 何
か
と
い
う
こ
と
と
、
同
時
に
ま
た
、
 生
 ・
 滅
や
四
 種
の
聖
な
る
真
理
 

可
能
で
あ
る
の
は
す
べ
て
が
空
で
あ
る
と
き
な
の
か
、
 
あ
る
い
は
空
で
な
い
と
き
な
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
間
 
題
 に
集
約
さ
れ
る
 

え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
密
接
に
関
係
す
 
る
の
で
あ
る
が
、
本
章
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
劣
ら
ぬ
 
ほ
ど
に
大
き
な
 意
 

も
つ
。
そ
し
て
、
本
稿
が
問
題
に
す
る
第
七
 %
 、
つ
ま
 り
 ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
よ
る
 反
 批
判
の
最
初
の
詩
 頒
 を
 解
釈
す
る
 ぅ
え
 

、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
「
 空
 」
と
「
空
の
意
味
」
は
何
を
さ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
 

、
こ
の
 ょ
う
 な
 章
 全
体
の
構
成
と
論
点
を
ま
ず
念
頭
に
 

の
 問
題
を
考
え
る
 ぅ
 え
で
重
要
な
の
は
、
第
八
褐
か
ら
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
 

れ
で
は
、
右
の
よ
う
な
章
の
構
成
を
認
め
た
 
つ
 え
で
、
 第

十
九
 %
 ま
で
の
文
脈
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
ま
そ
の
 文
 

置
く
必
要
が
あ
る
。
 

0
 ポ
イ
ン
ト
は
第
八
 %
 以
降
の
詩
 頒
 と
い
か
な
る
関
係
 

第
七
 %
 に
お
け
る
空
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
、
つ
ま
り
 

脈
を
整
理
し
て
み
 

を
も
つ
と
理
解
さ
 

「
空
に
お
け
る
 目
 

八
か
ら
第
十
二
 %
 一
日
 聖
 局
の
目
的
と
し
て
の
真
理
（
 勝
義
 諦
 ）
は
 空
 、
 浬
磐
 、
真
実
に
相
当
す
る
。
そ
れ
を
 諸
仏
は
 @
 語
習
慣
 

に
も
と
づ
い
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
空
箸
の
白
垂
 局
 0
 目
的
と
し
て
の
真
理
は
理
解
さ
れ
が
た
く
、
そ
れ
 

二
 
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
 

に
は
世
間
の
す
べ
て
の
舌
口
語
習
慣
な
ど
は
、
ま
さ
に
 力
 ェ
を
否
定
す
る
と
き
に
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
 

っ
 過
失
を
詳
論
し
て
い
 

る
 。
第
二
十
 褐
が
 、
冒
頭
の
第
一
偏
「
も
し
も
こ
の
す
 
べ
て
が
空
で
あ
る
な
ら
」
 

?
 が
 臼
糾
ヨ
ピ
 が
 ヨ
 
乙
が
 旧
総
 「
 春
色
 を
 
「
も
し
も
こ
 

 
 

の
す
べ
て
が
不
空
で
あ
る
な
ら
」
 ?
 
良
 p
m
0
 
ミ
 う
ヨ
 
）
と
置
換
し
た
だ
け
の
 詩
頒
 構
成
を
も
つ
点
も
注
目
に
 値
し
よ
う
。
 

  



空 と言葉 

を
 誤
解
す
る
者
は
破
滅
す
る
。
 

第
十
三
か
ら
第
十
 セ
渇
 @
 
 空
を
認
め
る
者
に
は
す
べ
 て
が
妥
当
し
、
そ
れ
を
認
め
な
い
者
に
は
す
べ
て
が
 妥
 当
 し
な
い
。
 

第
十
八
か
ら
第
十
九
 %
@
 
 
室
と
は
縁
起
の
別
名
で
あ
 る
 。
 

右
の
よ
う
な
文
脈
理
解
は
イ
ン
ド
撰
述
の
諸
注
釈
に
照
 
ら
し
て
も
、
ま
た
青
田
 任
 
「
 
中
ュ
 哩
に
対
す
る
復
任
「
 中
観
論
 疏
 」
を
著
し
 

た
 吉
蔵
や
、
お
も
に
「
プ
ラ
サ
ン
 
ナ
パ
 ダ
ー
」
に
準
拠
 し
て
注
釈
 書
 
「
正
理
 海
 」
 再
仮
豊
ボ
礎
逮
ま
涛
キ
 。
 を
 著
し
た
 ツ
オ
 ン
 カ
 。
 
ハ
 

-
 
耳
 -
 

二
三
五
セ
 ー
 一
四
一
九
 -
 の
 理
解
に
も
ほ
ぼ
共
通
す
る
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
第
二
十
四
章
の
構
成
は
 、
第
セ
褐
 に
お
け
る
空
を
め
ぐ
る
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
 意
味
と
、
そ
れ
以
降
 

の
詩
頒
 構
成
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で
、
大
き
な
 手
 が
か
り
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
章
の
構
成
に
見
 

る
か
ぎ
り
で
は
、
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
は
、
た
と
え
間
接
 的
 あ
る
い
は
ま
た
結
果
的
に
関
係
す
る
と
は
い
え
、
 
バ
 ｜
 ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 カ
 が
 示
 

す
よ
う
な
、
修
行
者
の
観
点
か
ら
み
た
三
つ
の
ポ
イ
ン
 
ト
と
 理
解
す
る
の
は
、
や
や
困
難
な
 よ
う
 に
も
思
わ
れ
 る
 。
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 

力
の
説
は
、
そ
の
直
後
に
示
さ
れ
る
独
自
の
勝
義
 
G
 め
 屈
ヨ
卸
 目
色
解
釈
と
も
相
ま
っ
て
、
修
行
者
の
立
場
 
、
つ
ま
り
「
従
因
同
異
」
 

の
 視
点
か
ら
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
を
理
解
す
る
。
し
か
し
 
な
が
ら
こ
の
興
味
深
い
理
解
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
 
説
の
純
然
た
る
 一
 解
釈
 

と
し
て
 よ
 り
は
、
む
し
ろ
ア
サ
ン
ガ
三
九
五
１
匹
 セ
 0
 項
 -
 お
よ
び
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
 
-
 
四
 0
0
 ｜
 四
八
 0
 項
一
に
 よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
 楡
 

加
行
 旅
 
@
 
。
内
洋
 卸
 巴
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
中
観
 
派
 
（
 
ま
鋤
宙
ァ
百
 
ヨ
守
 巴
 
と
し
て
の
独
自
の
思
想
的
な
立
 場
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
 

し
た
と
い
う
思
想
史
的
な
文
脈
に
お
い
て
こ
そ
光
彩
を
 
放
つ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
事
実
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 
力
 以
降
の
中
観
思
想
史
 

に
お
い
て
は
、
そ
の
独
自
の
勝
義
解
釈
と
表
裏
に
な
っ
 
た
、
 空
を
智
慧
 
宙
鋼
 コ
ダ
 笘
入
嘗
巴
 
と
そ
の
対
象
（
 真
如
（
注
ぎ
（
 巴
と
ぃ
 

ぅ
 枠
組
み
に
お
い
て
捉
え
る
視
点
は
、
い
わ
ゆ
る
直
上
 ユ
論
証
㊧
 4
%
 め
コ
 
（
「
 
鋤
コ
 
/
 ヨ
 轄
コ
 
巴
の
自
覚
的
使
用
と
い
 う
 空
論
証
の
方
法
論
上
 

  



の
 特
色
と
な
ら
ん
で
、
後
代
の
論
師
た
ち
に
多
大
な
影
 

 
 

そ
れ
で
は
、
一
方
ま
た
「
無
畏
 ぬ
珊
ヒ
 
・
青
宮
 任
 「
中
論
 
ヒ
 ・
 仏
護
注
 、
お
よ
び
「
プ
ラ
サ
ン
 ナ
パ
ダ
 ー
 ヒ
 の
解
釈
 は
 適
当
で
あ
る
と
い
 

え
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
右
に
見
る
よ
う
な
第
二
 
十
四
章
の
構
成
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
ら
の
注
釈
が
示
す
 
よ
う
に
、
空
の
三
ポ
イ
 

が
 
「
 
中
ぬ
盟
 そ
の
も
の
は
修
道
論
を
直
接
に
語
る
の
 

ン
ト
 は
諸
仏
が
勝
義
Ⅱ
空
を
説
く
立
場
、
つ
ま
り
「
 従
 

で
は
な
く
、
総
数
二
十
七
の
ト
ピ
ッ
ク
を
と
り
あ
げ
、
 
一
 

異
同
国
」
の
 教
説
 ，
教
化
の
立
場
か
ら
み
た
三
つ
の
 ポ
 言

葉
の
か
ぎ
り
を
尽
く
 

イ
ン
ト
 と
 理
解
す
る
こ
 

と
に
大
過
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

空
 
（
 
m
 
ロ
コ
ピ
 

が
（
 
巴
 
そ
の
も
の
は
勝
義
の
真
理
に
あ
た
り
 
混
磐
と
 等
位
で
あ
る
 
@
 土
偶
像
 ま
 。
諸
仏
は
そ
の
 隣
 義
 的
な
真
理
を
舌
口
語
 

習
慣
に
し
た
が
っ
て
、
「
 空
 」
と
説
き
示
し
た
の
で
あ
 
る
が
、
こ
の
 教
 説
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
む
ず
か
 
し
く
 
-
 
帯
十
二
 %
 、
 誤
 

解
す
る
者
を
破
滅
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
 
蜜
 十
一
色
 

ひ
と
が
勝
義
の
真
理
に
当
た
る
 空
 Ⅱ
 浬
磐
 を
 得
る
た
め
に
は
、
 そ
 

れ
を
「
 空
 」
等
と
し
て
説
き
示
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
 
る
 
（
第
十
 
渇
 前
半
Ⅰ
た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、
説
き
示
す
こ
 
と
が
そ
の
ま
ま
勝
義
的
 

な
 真
理
の
獲
得
に
直
結
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
 
り
 
「
 
空
 」
の
 教
説
は
、
 空
を
正
し
く
理
解
し
そ
れ
を
 得
 る
こ
と
を
保
証
は
し
な
 

い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
空
と
「
 空
 」
と
 の
間
に
は
決
定
的
な
区
別
す
ぎ
 
ァ
曲
幅
巴
 
が
た
し
か
に
 あ
る
（
第
八
、
第
九
 
一
 
%
 
7
-
j
 

）
。
 

こ
の
溝
を
埋
め
る
に
は
、
バ
ー
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
 
カ
 の
舌
口
業
 
を
 用
い
れ
ば
、
聴
聞
・
思
索
・
修
習
に
 
よ
 る
智
慧
（
 ，
 口
 「
が
古
曲
般
若
 -
 が
期
 

侍
 さ
れ
、
さ
ら
に
は
ま
た
そ
の
究
極
的
な
あ
り
方
と
し
 
て
の
無
分
別
智
（
 ，
 
%
 ミ
安
土
 ロ
が
 
古
曲
 コ
 巴
が
求
め
ら
れ
 る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
 

 
 

し
て
、
空
と
「
 空
 」
の
間
に
横
た
わ
る
こ
の
深
淵
を
埋
 
め
よ
う
と
試
み
る
。
い
ま
第
二
十
四
章
が
 
、
 空
と
と
 も
に
、
「
空
の
意
味
」
と
 

「
空
に
お
け
る
目
的
」
を
問
題
に
す
る
の
も
、
も
ち
 ろ
 ん
そ
の
よ
う
な
試
み
の
一
 つ
 で
あ
る
。
 

空
の
意
味
式
ロ
 コ
ピ
 
が
 鯨
 「
 
臼
 已
に
つ
い
て
は
、
チ
ヤ
ン
 
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
理
解
す
る
よ
う
に
、
「
縁
起
を
わ
 
れ
わ
れ
は
空
と
呼
ぶ
」
   



空 と言葉 

起
 」
と
表
明
さ
れ
た
、
法
や
 、
 法
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
 た
す
べ
て
の
も
の
の
あ
り
方
を
さ
す
と
い
う
の
で
あ
る
 
。
問
題
は
こ
の
こ
と
の
 

意
味
で
あ
る
。
 

っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
す
べ
て
が
そ
の
本
質
 

す
 つ
叫
 
す
す
 
曲
づ
叫
 自
性
一
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
 
す
る
。
こ
れ
は
 

と
い
う
語
に
対
し
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
規
定
す
る
 
内
包
的
 
ま
 3
 コ
 田
 0
 コ
乙
 
な
意
味
と
い
う
こ
と
が
で
 
き
る
で
あ
ろ
う
 

章
 の
な
か
で
も
第
十
六
 %
 を
は
じ
め
、
第
二
十
ー
二
十
 八
 、
三
十
二
、
三
十
三
 %
 は
、
 空
を
否
定
す
る
こ
と
が
 本
質
を
認
め
る
 

意
味
し
、
そ
の
ば
あ
い
に
は
ど
の
よ
う
な
過
失
が
生
じ
 
る
こ
と
に
な
る
か
を
詳
説
す
る
。
 

第
二
十
四
章
の
文
脈
で
い
え
ば
、
「
縁
起
を
わ
れ
わ
れ
 は
 空
と
呼
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
「
縁
起
」
が
直
接
の
 テ
｜
 て
 な
の
で
は
 

「
 
空
 」
と
い
う
 語
 ほ
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
を
 主
題
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「
 空
 」
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
 ブ
ッ
タ
 に
よ
っ
 

「
 
空
 」
 

か
 。
 本
 

こ
と
を
 

亡
く
 

よ
、
 

て
 
「
 縁
 

ニ つ は 生 盆 で は 云 

々
と
語
る
第
十
八
 %
 
が
こ
れ
を
端
的
に
説
明
し
て
い
る
 
と
 考
え
る
の
は
、
ま
ず
は
ふ
さ
わ
し
 
い
と
い
 
え
る
で
 あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
 

、
 つ
づ
く
第
十
九
 %
 、
さ
ら
に
は
不
空
論
者
を
批
判
す
 る
な
か
の
第
三
十
六
、
三
十
九
、
お
よ
び
四
十
喝
か
ら
 
も
う
か
が
う
こ
と
が
 

き
る
。
 

た
だ
し
、
問
題
は
こ
れ
で
終
わ
ら
な
い
。
そ
れ
で
 は
 、
「
縁
起
を
空
と
わ
れ
わ
れ
は
呼
ぶ
」
 

ぞ
与
層
 豊
臣
ピ
ロ
の
 
ロ
 
2
 口
甘
せ
 

り
 山ロ
 
す
 

 
 

コ
ピ
緊
ゆ
 月
毎
月
 せ
 （
 叫
 り
リ
 
オ
り
 
2
 リ
す
の
 
一
 と
い
う
の
は
何
を
立
 局
抹
 す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
い
う
縁
起
は
 
、
文
 字
 ど
お
り
「
 繰
 っ
て
 

起
す
る
こ
と
」
一
般
を
さ
し
、
第
十
九
 %
 前
半
に
示
さ
 れ
る
 よ
う
 に
、
経
験
世
界
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
 
要
 素
 
（
ロ
 
ブ
 a
r
 
ヨ
韓
浩
一
 

縁
起
し
た
も
の
ず
 r
a
 
（
～
（
 

ピ
 リ
笛
 

2
%
 

罵
コ
コ
巴
 

と
し
て
あ
 る
 。
そ
し
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
立
場
か
ら
い
う
 
と
 、
「
何
で
あ
れ
、
 

縁
 

て
 生
じ
る
も
の
は
本
質
的
に
静
寂
 

丁
宅
 で
あ
る
」
 

 
 

づ
叫
 
す
す
 囲
 
づ
り
甘
口
す
Ⅰ
 
目
ヌ
 

 
 

-
 ト
の
い
こ
 
と
い
う
。
こ
の
 詩
頒
 に
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
 

ル
ジ
ュ
 ナ
 に
と
っ
て
 空
 
㌫
 由
 コ
ピ
 緊
巳
は
 、
 法
で
あ
れ
法
に
よ
 

  

  

  



以
上
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
 
、
こ
の
章
に
お
 い
 

で
な
い
も
の
に
縁
起
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
 

-
 
第
十
三
ー
十
七
 %
 、
 て

は
、
お
よ
そ
空
で
あ
る
す
べ
て
の
も
の
が
縁
起
し
、
 
空
 

第
二
十
 渇
 以
上
。
も
っ
と
も
、
空
で
あ
る
か
ら
縁
起
す
る
 る
 

  」 縁起」 説 空 そしる なぜ ると 、そ 力 っ Ⅰ すべ する すべ の関係 「 点にそ が ， 

  

  こ と と 縁 

  

め 
{ 
つ 

て 的に意 する 本 うな る個々 ての法 うと、 

    
  



 
 
 
 

認
褐
 領
解
釈
と
い
う
点
で
は
、
修
行
者
の
視
点
で
は
 
な
く
空
の
説
示
と
い
う
視
点
か
ら
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
 

を
 理
解
す
る
チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
 

 
 

 
 

 
 

空
｜
 ル
テ
ィ
等
の
理
解
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
 え

る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
両
者
は
紺
 
コ
せ
 ㏄
（
 
ゅ
せ
 曲
名
月
 ㏄
 せ
 互
い
 コ
ハ
 n
 ）
を
㎝
 自
コ
せ
 ㏄
 ヰ
ゅ
せ
卸
す
 

か
ら
、
そ
れ
が
他
に
 録
 っ
て
生
じ
る
こ
と
、
つ
ま
り
 縁
 起

す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
ひ
い
て
は
四
種
の
聖
な
る
 

真
理
等
も
成
立
し
な
い
 

こ
と
に
な
る
 
-
 
第
十
六
、
十
七
 %
 、
第
二
十
 渇
 以
下
一
と
い
，
 
っ
 の
で
あ
る
。
 

「
空
に
お
け
る
目
的
」
は
、
第
二
十
四
章
の
以
上
の
よ
 

う
 な
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
 
先
 

に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
 

囲
コ
せ
 ㏄
 
団
せ
 曲
名
月
の
せ
。
 
芯
 コ
ロ
 
ヨ
 

と
い
う
表
現
自
体
に
た
し
か
に
 
暖
抹
 さ
は
あ
る
。
 
ア
 ヴ

ァ
ロ
ー
 キ
 タ
 ブ
 ラ
 タ
 

は
こ
れ
を
お
よ
そ
 
，
 
㎝
 
ロ
コ
せ
 
㏄
 ヰ
 
い
手
拓
㏄
 コ
い
い
 

の
 達
召
 ㏄
 
せ
 0
-
 

㏄
 
コ
ハ
ヨ
 「
空
を
理
解
す
る
こ
と
の
目
的
」
と
解
し
た
う
 

え
で
、
こ
の
ば
あ
 い
 の
 

「
目
的
」
を
「
す
べ
て
の
言
語
的
多
様
性
の
鎮
静
化
を
 特

徴
と
す
る
 浬
磐
 」
（
 ，
の
害
き
口
 
「
の
で
の
 

目
 n
o
 

で
㏄
 

紺
 ヨ
ハ
 ニ
窩
 ㏄
 
コ
ハ
ヨ
コ
 Ⅰ
 く
 ㏄
 
コ
 ハ
 ロ
リ
 
）
 

で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
 
｜
 ル

テ
ィ
等
は
 、
 先
に
み
た
よ
う
に
お
よ
そ
「
空
を
理
 ホ
 す
る
こ
と
の
目
的
」
 

Ⅰ
㎝
 
白
コ
せ
 
㏄
 ヰ
卸
巨
 

0
 ㎝
㏄
 
コ
 卸
せ
 
り
す
 で
Ⅰ
 
簿
せ
 
互
い
 コ
ハ
ヨ
 
）
 と
荊
吐
 
解
し
、
 

そ
の
目
的
と
は
「
残
す
と
こ
ろ
の
な
い
言
語
的
多
様
 
性
の
鎮
静
化
」
ま
き
 

づ
 p
m
 
の
 ゅ
 
の
 口
 
「
い
で
㏄
 

ぎ
 0
 思
瞼
曲
 
コ
リ
巴
で
七
の
る
と
い
う
。
そ
し
 て

こ
の
道
理
は
、
行
為
と
煩
悩
の
根
元
で
あ
る
舌
口
語
的
 多

様
性
は
空
に
お
い
て
 

止
 滅
す
る
と
語
る
「
中
論
」
第
十
八
章
の
第
五
偶
に
 説
 か

れ
る
と
し
て
 同
 褐
を
引
用
す
る
。
 

こ
の
よ
う
に
 ア
 ヴ
ァ
ロ
ー
 キ
 タ
 グ
 ラ
 タ
 は
「
空
に
お
け
 る
 目
的
」
を
 、
 空
を
理
解
す
る
こ
と
の
目
的
と
解
釈
 
す
る
の
に
対
し
て
、
 

チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
れ
を
、
空
を
説
示
す
る
 

こ
と
の
目
的
と
意
味
づ
け
る
。
そ
し
て
す
で
に
舌
口
 
及
し
 た
 よ
 う
 に
、
純
然
た
る
 

  

-
 
利
一
 

な
る
 
-
 
第
十
四
 %
 一
 。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
も
の
が
 空
 で

な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
質
（
自
性
）
を
も
つ
こ
 

と
に
等
し
い
の
で
あ
る
 

の
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
空
で
あ
り
、
空
で
あ
る
も
の
 

は
 同
時
に
ま
た
縁
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
 

て
 縁
起
す
る
の
で
あ
る
 

か
ら
、
苦
が
生
じ
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
は
四
種
の
聖
 な
 る
 真
理
も
、
三
宝
も
、
行
為
と
そ
の
果
報
も
、
す
べ
て
 

の
 舌
口
語
習
慣
も
可
能
に
 



で
 「
の
 
日
 。
 
ち
コ
 の
 ヨ
と
 同
義
で
あ
る
と
見
る
点
に
く
わ
え
て
 、
そ
の
目
的
を
「
す
べ
て
の
言
語
的
多
様
性
の
鎮
静
化
 
」
で
あ
る
、
と
限
定
し
 

て
 捉
え
る
占
で
も
共
通
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
 
は
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
点
に
あ
る
。
 

た
し
か
に
り
ロ
 
コ
日
 
り
日
ゆ
日
刊
 

名
も
 Ⅱ
の
 
日
 0
-
 
リ
コ
ロ
ヨ
 
と
い
う
こ
の
 フ
レ
ー
ズ
は
、
い
っ
た
い
何
の
目
的
、
い
い
か
え
れ
 
 
 

目
的
を
論
敵
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
の
か
が
不
明
瞭
 で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
 ィ
は
 
「
空
に
お
け
る
」
 

寂
ロ
コ
日
 

り
日
ゅ
 

日
目
旧
 
）
を
「
売
上
 
の
 」
 家
ロ
コ
日
 

り
日
ゆ
 

日
ひ
 
こ
と
ロ
円
 義
 と
見
な
し
た
う
え
で
、
「
説
示
」
⑤
 猟
 リ
コ
巴
を
補
っ
 て
 理
解
す
る
の
で
あ
 

る
 。
な
ぜ
な
ら
 教
 説
の
意
図
と
い
う
視
点
か
ら
で
あ
れ
 、
修
道
の
視
点
か
ら
で
あ
れ
、
空
は
も
と
も
と
勝
義
的
 
な
 真
理
で
あ
り
目
的
 そ
 

の
も
の
に
士
の
た
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
の
り
 
日
コ
 
目
口
 
回
 日
別
 
ヨ
宙
 o
n
.
 

鱒
し
な
 り
 
ロ
コ
 
目
口
占
り
日
ゆ
 

す
 6
 の
 コ
 ・
の
 
N
 し
と
 日
 
Ⅲ
主
我
 
で
あ
る
と
み
て
「
空
の
 

ロ
目
的
目
と
理
解
し
た
と
し
て
も
、
問
題
は
解
消
し
な
 
い
 。
こ
の
た
め
か
れ
は
空
に
「
説
示
」
を
補
い
、
こ
れ
 
に
 対
し
て
 ア
 ヴ
ァ
ロ
 ｜
 

キ
 タ
 グ
ラ
タ
 は
「
理
解
す
る
こ
と
」
（
「
（
 

0
 窩
宙
 Ⅱ
 ぜ
 隼
仔
 リ
ョ
巴
の
語
を
補
足
し
て
解
釈
し
た
と
考
え
ら
れ
 
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
 両
 解
釈
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
 難
占
 が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
韻
律
上
の
制
約
が
な
い
 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

当
該
の
テ
キ
ス
ト
は
 紺
コ
遥
 （
 
ゅ
日
弾
 で
は
な
く
 窯
コ
 半
里
 ひ
日
ゅ
旧
 
と
あ
る
点
を
い
か
に
説
明
す
る
の
か
と
い
う
 問
 垂
題
 
。
第
二
に
、
す
べ
て
 

の
 言
語
的
多
様
性
の
鎮
静
化
と
い
う
特
徴
は
 、
 い
み
じ
 く
も
 チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
第
十
八
章
の
第
九
 %
 を
 引
用
す
る
よ
う
に
、
 

（
真
実
）
に
当
た
る
 空
 そ
の
も
の
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
 る
 。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
舌
口
語
的
多
様
性
の
鎮
静
 化
と
い
う
目
的
は
 、
三
 

ポ
イ
ン
ト
の
な
か
の
空
寂
 
由
コ
 
日
韓
巴
を
知
る
と
き
に
 は
す
で
に
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
え
て
「
 
空
 」
と
は
別
に
「
空
に
 

お
け
る
目
的
」
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
 
な
ぜ
な
ら
「
 空
 」
を
知
る
こ
と
の
な
か
に
「
空
に
お
け
 
る
 目
的
」
を
知
る
こ
と
 

が
 含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
第
三
の
難
 
占
 は
 、
本
稿
が
と
く
に
問
題
に
す
る
点
で
あ
る
が
、
先
の
 
両
 解
釈
は
、
す
で
に
 考
 

察
し
た
よ
う
な
文
脈
に
必
ず
し
も
沿
わ
な
い
と
い
う
こ
 
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
第
一
褐
か
ら
第
六
 %
 ま
で
の
論
敵
 の
 反
論
、
さ
ら
に
 ナ
｜
   



ガ
ー
ル
ジ
ュ
 
ナ
 の
応
答
の
な
か
の
 、
 空
を
認
め
る
者
に
 の
み
す
べ
て
が
妥
当
す
る
と
語
る
第
十
三
掲
か
ら
第
十
 
セ
褐
 ま
で
、
空
を
否
定
 

す
る
 ぼ
 あ
 い
 の
過
失
を
詳
説
す
る
第
二
十
褐
か
ら
最
終
 第
四
十
 褐
 ま
で
の
内
容
に
 昭
 ら
し
て
不
相
応
で
あ
る
と
 い
う
点
で
あ
る
。
 

と
く
に
第
八
褐
か
ら
第
十
二
 %
 が
 
「
 空
 」
に
、
そ
し
て
 ま
た
第
十
八
お
よ
び
第
十
九
 %
 が
 
「
空
の
意
味
」
に
そ
 
れ
ぞ
れ
深
く
関
係
す
 

る
 内
容
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
こ
こ
で
「
空
に
 
お
け
ら
目
的
」
は
第
十
三
喝
か
ら
第
十
 セ
 褐
の
内
容
に
 関
係
す
る
と
考
え
る
の
 

は
ご
く
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
 第
 十
四
 %
 が
 語
る
 よ
う
 に
、
「
空
が
妥
当
す
る
者
に
は
す
 べ
て
が
妥
当
す
る
。
 
空
 

が
 妥
当
し
な
い
者
に
は
す
べ
て
が
妥
当
し
な
い
」
 
す
笘
 づ
 ㏄
 ヨ
の
 ロ
ピ
 口
 一
ピ
㏄
（
の
（
 

ド
の
ピ
 
㏄
㎝
 
ロ
コ
ピ
 
㏄
片
町
ピ
ロ
の
 

ピ
 ロ
ピ
 仁
 」
 
ピ
ド
 
計
の
 

  

（
 
ド
の
ピ
ド
 
仰
山
コ
ピ
㏄
 

コ
ド
ピ
 
㏄
の
 
ピ
 ㏄
 コ
 ロ
ピ
三
ピ
㏄
（
の
Ⅰ
こ
と
い
 
二
フ
 
ナ
 ｜
 ガ
ー
ル
ジ
ュ
 
ナ
 の
主
張
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
照
ら
す
と
き
に
「
 空
 に
お
け
る
目
的
」
武
山
コ
ピ
ド
占
 
ひ
ピ
ゅ
 
ち
で
「
 麓
ピ
 
0
 ち
コ
ハ
こ
 
と
 い
う
フ
レ
ー
ズ
は
 、
 

い
か
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
空
に
お
 け
る
」
㌫
 由
 コ
ピ
㏄
 
蒜
ピ
囲
 邑
の
語
に
つ
い
て
は
、
第
一
 褐
 お
よ
び
第
二
十
偶
に
 

う
か
が
え
る
 よ
う
 に
 、
 「
す
べ
て
が
空
で
あ
る
と
き
」
 

一
 ア
 ㏄
二
の
り
ゆ
 
邑
 
㈲
 コ
ピ
ハ
 
ロ
ピ
 回
 邑
を
意
味
す
る
と
考
え
 て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

関
 

係
 を
あ
ら
れ
す
 ざ
 c
a
 

（
丁
の
の
 

一
 用
法
と
解
せ
ば
、
 
「
空
に
関
す
る
「
目
的
 ご
 
ほ
ど
の
意
味
と
な
る
が
 、
こ
の
ば
あ
 い
 で
も
 

紺
コ
瀋
絃
ピ
ひ
 
日
の
意
味
上
の
主
語
が
「
す
べ
て
」
一
の
㏄
「
 

 
 

ュ
ナ
 に
よ
る
と
、
空
は
 

縁
起
と
同
じ
く
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
共
通
す
る
性
質
で
あ
 
っ
て
例
外
は
な
い
（
第
十
九
 
%
 一
 。
し
た
が
っ
て
空
が
論
 い
 
1
 

レ
 Ⅱ
 
@
 @
@
 

川
札
 
八
 
@
 @
 
卜
 
Ⅰ
 し
 と
ピ
 

し
に
土
日
 

旧
味
 

 
 

上
 の
 圭
詰
 と
な
る
の
は
、
本
来
的
に
「
す
べ
て
」
 
ず
 ㏄
 目
ハ
 -
 で
 七
の
り
「
 斗
リ
 
べ
て
の
 上
 u
 め
 い
こ
と
」
一
の
口
コ
 

%
 安
㏄
 ）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
 

の
点
は
ま
た
、
「
 空
 」
お
よ
び
「
空
の
意
味
」
と
い
う
 他
 の
 二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
も
共
通
す
る
。
 

 
 

い
っ
た
い
何
の
目
的
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
，
 
」
 れ
ば
 
つ
い
て
も
、
先
に
述
 

 
 

%
 
 
べ
た
第
二
十
四
章
の
文
脈
に
照
ら
す
か
ぎ
り
、
 
す
 
べ
て
の
目
的
牙
銭
お
 粗
臼
 」
 窯
造
 。
ち
日
ョ
）
を
 さ
 す
と
理
解
し
て
差
し
支
え
は
 

  



の
よ
う
な
問
題
点
を
念
頭
に
お
き
、
ま
た
補
足
 
語
 の
 最
 小
 限
の
適
用
と
い
う
点
を
考
慮
し
て
も
、
ま
ず
は
 
妥
 当
 で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 

-
 
お
 -
 

る
 。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
空
の
立
場
に
対
立
す
る
の
が
 
不
空
、
つ
ま
り
有
本
質
 
-
 百
自
性
一
に
立
ち
、
そ
れ
ゆ
 
え
 に
す
べ
て
も
の
ご
と
 

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
す
べ
て
が
空
で
 
あ
る
と
き
に
の
み
生
滅
、
四
諦
、
三
宝
、
行
為
と
果
 

親
等
の
伝
統
的
な
諸
 
教
 

説
や
 、
世
間
の
言
語
習
慣
な
ど
の
す
べ
て
の
も
の
ご
 
と
に
目
的
 
C
 「
が
 
ピ
 0
 
ざ
コ
 巴
が
あ
り
う
る
と
い
う
意
味
 で
あ
る
。
い
い
か
え
る
 

と
 、
す
べ
て
の
も
の
ご
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
と
の
 

関
連
で
必
要
性
あ
る
い
は
有
用
性
 a
 墨
ピ
 。
 ざ
コ
 巴
を
 も
つ
と
い
う
こ
と
で
 

 
 

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
ば
あ
い
の
「
す
べ
て
」
に
は
 

、
後
述
す
る
よ
う
に
「
 
空
 」
の
 教
説
 、
つ
ま
り
「
 す
 べ
て
は
空
で
あ
る
」
と
 

い
う
舌
口
業
 ?
 い
い
が
 

コ
 巴
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
 

先
 
に
も
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
い
う
「
目
的
」
は
 
、
 

 
 

し
て
、
や
は
り
一
面
的
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
 

一
 
%
 コ
ピ
が
（
ゅ
口
の
 

m
p
 

コ
 巳
の
「
目
的
」
と
限
定
し
て
理
解
す
 な

ら
、
そ
の
ば
あ
 い
 に
は
先
に
指
摘
し
た
三
つ
の
な
か
 

る
 必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
よ
 の

 第
二
お
よ
び
第
三
の
 

う
な
限
定
を
付
し
て
 

「
目
的
」
を
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
目
的
を
「
 す
 べ
て
の
言
語
的
多
様
性
の
鎮
静
化
」
と
説
明
す
る
の
は
 
、
こ
の
章
の
構
成
に
照
 

難
点
は
そ
の
ま
ま
残
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
 

 
 

い
う
よ
う
な
限
定
的
な
 

理
解
一
口
の
が
Ⅰ
 

せ
 の
り
 
ゅ
旧
 
」
切
ロ
 
コ
ピ
 
が
 ヰ
リ
ピ
ゅ
ち
ロ
 

例
ロ
 
コ
ピ
 
が
 ヰ
ゅ
ロ
 

の
㎝
が
 

コ
ゅ
ピ
囲
 

三
月
が
 ピ
 0
 ち
コ
 が
ヨ
一
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
 章
の
構
成
に
忠
実
で
あ
 

ろ
う
と
す
る
な
ら
、
「
す
べ
て
は
空
で
あ
る
ば
あ
い
に
 の
み
可
能
で
あ
る
」
と
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
空
を
説
く
 
こ
と
の
一
つ
の
重
要
な
 

「
目
的
」
で
あ
る
、
と
説
明
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
 れ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
「
目
的
」
解
釈
 は
た
し
か
に
不
可
能
と
 

は
 い
 え
な
い
が
、
か
な
り
迂
遠
で
不
自
然
な
も
の
と
な
 
る
こ
と
は
や
は
り
否
め
な
い
。
 

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
き
 
、
 空
を
め
ぐ
る
 窯
 コ
ピ
が
 

舐
ピ
ゅ
 
沼
口
「
が
 
ピ
 0
 
ち
コ
 が
 ヨ
 
と
い
，
 
っ
 ポ
イ
ン
ト
は
、
「
 空
 

で
あ
る
と
き
の
「
す
べ
 
ロ
、
 

、
、
、
 

7
7
 

Ⅰ
 ハ
 
w
 
り
 
目
的
「
な
い
し
有
用
性
 口
 」
 -
 
町
ロ
 
コ
ピ
 
が
 ヰ
ゆ
ピ
ゆ
ヨ
ア
 

が
Ⅰ
 
せ
の
 
㏄
ゆ
邑
で
Ⅰ
 
ゅ
ピ
い
 

こ
が
 
コ
ゅ
コ
し
 
と
 解
釈
す
る
の
が
、
 先
   



空 と言葉 

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
見
る
 よ
う
 に
、
「
中
論
」
の
な
か
 
で
も
第
二
十
四
章
は
き
わ
め
て
異
彩
を
放
つ
一
章
で
あ
 
る
 。
第
二
十
六
、
第
 

二
十
 セ
 章
を
の
ぞ
け
ば
、
同
論
の
他
の
す
べ
て
の
章
は
 、
 空
の
立
場
か
ら
伝
統
的
な
教
 説
 や
す
べ
て
の
世
間
的
 な
 言
語
表
現
を
批
判
す
 

る
 。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
に
検
討
し
た
第
二
十
四
土
車
 
は
 、
「
 廻
 詩
論
」
の
最
終
テ
ー
マ
に
等
し
く
、
す
べ
て
 
が
 空
で
あ
る
と
き
に
の
 

 
 
 
 

 
 

み
 伝
統
的
な
教
説
も
世
間
の
す
べ
て
の
言
語
習
慣
も
目
 
的
 を
え
る
、
つ
ま
り
有
用
な
も
の
に
な
る
と
い
う
 
テ
｜
 7
 を
扱
 う
 の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
の
意
味
で
は
残
念
な
が
ら
、
二
諦
 説
 に
焦
点
を
あ
て
 た
 従
来
の
諸
研
究
ば
か
り
で
な
く
、
イ
ン
ド
撰
述
の
多
 く
の
注
釈
 書
 も
ま
た
、
 

0
 目
的
な
い
し
有
用
性
を
破
壊
す
る
立
場
で
あ
る
。
 
そ
 の
よ
う
な
立
場
の
過
失
を
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
 、
第
 二
十
 渇
 以
降
に
お
い
て
 

「
道
に
本
質
（
自
性
）
が
あ
る
と
き
に
は
、
修
習
は
あ
 
り
 得
な
い
こ
と
に
な
る
」
 
す
 忌
す
 ア
曲
づ
潟
 n
p
 
（
 
@
 
 日
 曲
 Ⅰ
幅
が
の
日
が
す
 

ア
ゆ
せ
 
が
 コ
ゆ
 

コ
 0
 つ
 が
つ
が
 
宙
吋
笘
の
 
Ⅰ
 ぎ
い
 こ
等
と
詳
論
す
る
。
 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
 、
反
 ョ
冊
 
者
は
空
に
関
す
る
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
知
ら
な
い
と
 
語
 る
こ
と
の
意
味
は
 、
 

第
セ
褐
 以
降
の
詩
 頒
 と
の
関
連
で
い
う
と
、
お
お
よ
そ
 以
下
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
第
一
 
渇
か
ら
第
六
 %
 ま
で
の
 

よ
う
な
 空
 批
判
を
展
開
す
る
反
論
者
は
、
 生
 そ
の
も
の
 の
 特
徴
を
解
さ
ず
、
さ
ら
に
は
 生
 そ
の
も
の
と
 教
説
と
 し
て
の
「
 空
 」
と
の
 差
 

異
を
知
ら
な
い
（
第
八
か
ら
第
十
二
 
%
 
。
ま
た
か
れ
ら
は
 
「
 空
 」
が
「
縁
起
」
と
外
延
的
な
意
味
対
象
を
同
じ
く
 
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
 

-
 
第
十
八
お
よ
び
第
十
九
 %
 Ⅱ
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
に
「
 
空
 」
と
「
空
の
意
味
」
を
知
ら
な
い
反
論
者
は
、
空
で
 
あ
る
と
き
に
の
み
す
べ
 

て
の
も
の
に
は
目
的
な
い
し
有
用
性
が
あ
り
う
る
 
@
 
十
三
 @
 第
十
七
 %
-
 、
と
い
う
事
実
を
知
る
こ
と
も
な
い
。
 
こ
の
た
め
か
れ
ら
は
、
 

四
諦
等
の
教
 説
 と
世
間
の
す
べ
て
の
言
語
習
慣
を
破
壊
 す
る
こ
と
に
な
る
 
宜
弔
 
二
十
 喝
 以
降
 じ
 、
と
い
う
の
で
あ
 る
 。
 

お
わ
り
に
 



第
二
十
四
章
の
第
八
お
よ
び
第
十
偶
に
示
さ
れ
る
 
よ
う
 に
 、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
と
っ
て
 、
空
 そ
の
も
の
は
 ま
ぎ
れ
も
な
く
教
示
 

さ
れ
う
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
 中
ュ
型
 等
の
著
作
は
、
宗
教
的
真
理
と
し
て
の
 空
 と
教
 説
 と
し
 て
の
「
 空
 」
と
の
間
に
 

横
た
わ
る
深
淵
を
前
に
し
た
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
 
、
 そ
れ
を
舌
口
 
葉
 を
も
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
埋
め
よ
う
と
 試
 み
た
産
物
で
あ
る
、
 と
 

い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
空
に
関
す
る
 
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
語
る
第
二
十
四
章
も
ま
た
、
け
っ
 
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
 

い
 。
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
章
は
、
か
な
り
包
括
 
的
な
視
点
を
も
ち
な
が
ら
、
 
生
 そ
の
も
の
と
、
「
 空
 」
 と
い
う
語
の
意
味
対
象
 

と
、
 空
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
の
有
用
性
を
語
 
る
 点
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
い
意
味
を
も
つ
一
章
と
 
い
え
る
の
で
あ
る
。
 

あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
の
有
用
性
の
な
か
に
は
、
伝
統
的
 
な
教
説
 ば
か
り
で
な
く
、
「
 空
 」
と
い
う
表
現
も
ま
 
た
 含
ま
れ
る
。
 日
廻
詮
 

 
 

払
 
型
の
著
者
と
し
て
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
、
舌
口
 葉
 
す
お
 目
 巴
の
有
用
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
 

。
 車
一
 「
㏄
 
庁
プ
 
巴
な
ど
は
 

縁
起
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
本
質
は
空
で
あ
る
が
、
 

木
 や
車
や
土
な
ど
を
運
ぶ
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
 目
 的
の
た
め
に
は
た
ら
く
 

㊧
 モ
 の
の
Ⅰ
の
 

モ
 の
の
Ⅰ
 
オ
囲
 
Ⅰ
 
ピ
 の
の
Ⅰ
：
・
 

モ
リ
 
Ⅰ
 
庁
 
リ
コ
 
庁
 
⑨
 0
 そ
れ
と
 同
 じ
よ
う
に
、
「
す
べ
て
は
空
で
あ
る
と
語
る
 口
 わ
た
し
 の
こ
の
舌
口
曲
中
本
も
ま
た
、
 

縁
起
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
本
質
を
も
つ
こ
と
は
な
い
 
が
 、
「
諸
事
物
が
本
質
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
 立
 証
す
る
た
め
に
は
た
ら
 

く
 」
 ぎ
ぎ
 の
 
で
 ㏄
 す
ア
ゅ
づ
 

㏄
（
 
4
 曲
 口
 「
曲
の
 

り
年
ア
曲
コ
 

の
す
 
ア
ゅ
モ
ゅ
 

コ
ゅ
 
ぢ
づ
 ㏄
 耳
い
目
 
⑨
、
と
。
 

こ
れ
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
縁
起
す
る
の
で
あ
る
か
ら
 
本
質
を
欠
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
ま
た
目
的
 
の
た
め
の
作
用
能
力
 

 
 

絆
叩
瀋
下
守
努
 ㏄
 ョ
 %
 安
 巴
 
を
も
っ
と
す
る
「
 廻
 詩
論
 」
の
著
者
と
し
て
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
特
有
の
説
で
 
あ
る
。
後
代
の
 い
 わ
 

ろ め こ 

う ぐ の 
か る 第 

。 一 一 一   
ポ 十 
イ 四 
ン 章 

ト な 
の ら 

解 で 

は 松 % 三 
と 題 
く の 
に 重 
「 み 

空 を 

に 過 
お か 
け に 

る 評 
目 価 
的 し 

」 て 

解 き 

釈 た 
の よ 

問 う 

題 に 
に も 

友 恵 
映 わ   
て る 
い の 

る で 
と あ 
見 る る 
め そ 
は し 
筆 て 
者 こ 

の の 

居、 こ 

い と 

す が 
ブ 」 。 ま 

し た 
で 空 
あ な 

  



空 と言葉 

    

  
  
もし 

  
-" 屯 "' 

Nm の・ ミ Ⅰ 田 

Ⅰ 由 ぬ ））～ 

  
  
隠 ㌔Ⅹ 

    

田い 

ト至ハ心Ⅰ 

  
さ さ 

  
ぐ いい 

  
  
い Ⅹ 

のささ 

ハ寸ぬ ぉ 

ぬ 田 l 

のら 

  

  

ゆ
る
 
目
 （
 
プ
ヒ
ド
に
 曲
論
の
先
が
け
と
も
い
え
る
が
、
 

た
 だ
し
こ
の
説
も
ま
た
、
す
で
に
考
察
し
た
「
中
論
」
の
 
第
二
十
四
章
の
趣
意
を
 

ふ
ま
え
、
そ
れ
を
さ
ら
に
詳
論
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
 

 
 

 
 

こ
の
空
が
可
能
で
あ
る
者
に
は
す
べ
て
の
も
の
ご
と
が
 
可
能
で
あ
る
。
空
が
可
能
で
な
い
者
に
は
 
い
 か
な
る
こ
 
と
も
可
能
で
は
な
 

 
 

 
 

と
 語
る
最
終
 褐
が
、
 

先
の
第
二
十
四
章
の
第
十
四
個
 と
 ほ
ぼ
同
一
内
容
で
あ
る
こ
と
に
も
う
か
が
え
よ
う
。
 右
 の
 最
終
偶
に
対
す
る
 自
 

 
 

任
 に
お
い
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
 、
 空
が
可
能
な
者
 に
は
世
間
と
出
世
間
の
す
べ
て
の
も
の
ご
と
が
可
能
で
 あ
る
と
し
て
、
「
土
山
 ]
 
仏
柵
 
」
 

の
 第
二
十
四
章
と
ま
さ
に
同
一
の
テ
ー
マ
を
詳
論
す
る
 
。
つ
ま
り
空
が
可
能
な
者
に
は
縁
起
が
可
能
で
あ
り
、
 
縁
起
が
可
能
で
あ
る
者
 

に
は
四
種
の
聖
な
る
真
理
（
四
聖
諦
）
が
可
能
で
あ
 
る
 。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
世
間
的
な
す
べ
て
の
青
華
 
叫
 習
慣
が
確
立
さ
れ
る
 

 
 

 
 

ワ
ロ
ァ
こ
 、
と
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
か
れ
は
ま
た
、
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
 ょ
う
 な
仕
方
で
、
み
ず
か
ら
理
解
し
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
は
わ
ず
か
し
か
述
べ
る
こ
と
 
は
で
き
な
い
の
で
 

あ
る
か
ら
。
（
傍
点
筆
者
）
 

と
 付
言
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

略
号
お
よ
び
使
用
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ス
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0
 の
一
レ
 ・
 
つ
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円
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オ
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ド
ミ
 

も
 
き
お
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ぎ
ぬ
カ
ミ
 
@
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ぎ
 ㏄
 
Q
p
 
ン
セ
ぬ
毬
軋
 
き
ぬ
滝
下
～
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o
s
o
p
 

ミ
 ん
 
ト
め
 き
 0
 ミ
あ
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も
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O
x
 き
 め
 薫
 B
 ～
 
め
ぺ
毬
ト
毬
逮
導
へ
 

ぬ
～
 

ぬ
 

～
～
 

0
 ま
文
目
 穏
 Ⅰ
 心
ま
轟
い
 
O
 Ⅹ
 fo
 
「
 
卸
 C
 コ
ぎ
陪
絃
モ
 ㌧
「
の
 

s
s
.
 
）
の
の
 

0
 の
 
（
 
c
.
 

こ
の
方
面
の
研
究
撰
定
 

は
 つ
い
て
は
 
円
 u
c
 

ヰ
木
つ
や
Ⅱ
庁
の
い
 

し
 二
口
ロ
オ
オ
ヨ
 
ド
ト
 
（
 
り
 
Ⅰ
 

ミ
 @
 （
い
の
 

コ
 の
（
 

由
コ
 参
照
。
な
お
、
 
Z
W
 い
り
コ
ニ
コ
 

い
 と
 ミ
岸
 （
い
の
 

コ
 
㌢
 ユ
 コ
の
 言
語
観
を
比
較
考
察
す
る
近
年
の
研
究
は
 、
フ
の
 （
「
の
コ
 

%
 
Ⅱ
 き
も
 ～
～
 

毬
 の
め
り
 

，
ア
 p
m
 
す
 

で
ニ
 
了
 @
 レ旺
コ
幅
卸
 
0
 コ
つ
 「
の
 
お
，
 
）
の
の
「
す
 
い
ロ
 
・
 つ
 
D
.
 
）
の
の
 

1
 ）
仝
ど
が
 結
 果
 と
し
て
口
火
を
切
る
格
好
と
な
っ
た
。
 

一
 
3
 一
二
諦
 説
 に
関
す
る
研
究
は
移
し
い
が
、
近
年
、
 

ツ
オ
 ン
 カ
 パ
の
 二
諦
説
を
包
括
的
に
論
じ
た
 

エ
 ・
 
円
 ぃ
伝
 宰
の
 「
。
も
む
に
 ミ
鑓
 
ま
ま
 軋
き
 ～
 的
 @
 
～
 
：
 
h
 こ
 
・
（
 

プ
 @
 
@
 
一
～
 

メ
沖
 

～
～
 

ぃ
キ
 
か
め
～
～
 

ミ
ぎ
 
が
り
 
0
 ふ
か
 キ
い
 
も
 ぬ
め
コ
ヘ
い
 

も
～
 
ぜ
 -
 
い
 き
ぬ
か
い
 

こ
亡
 
ぬ
ふ
い
 
き
 -
 
甘
ぶ
 り
コ
り
 

Ⅰ
の
六
二
 

%
 あ
コ
 ド
 
ニ
 Ⅰ
月
一
ヴ
 

の
 
計
 
0
-
0
 

幅
 
ら
仁
 コ
ロ
功
二
包
ロ
オ
 

乙
ヨ
ニ
 の
 
ヰ
 二
コ
 
ユ
り
 
㏄
 
ひ
 ）
・
キ
 

ミ
 ぶ
り
 
コ
 。
 ト
 
の
の
 
臼
 

が
 公
刊
さ
れ
た
。
二
諦
 税
 関
連
の
諸
研
究
に
つ
い
て
は
、
同
書
の
 四
目
 0
 の
「
 
u
D
 
日
の
あ
 妄
 ニ
コ
色
い
「
二
 

%
 注
仁
 「
 
一
 が
挙
げ
る
関
連
 
文
 献
の
他
、
塚
本
啓
 祥
 

池
編
「
梵
語
仏
典
の
研
究
 ヒ
 Ⅲ
（
論
書
簡
一
平
楽
手
書
店
、
一
九
 九
 0
 年
 、
一
 0
 
一
｜
 三
一
一
頁
を
参
照
。
 

一
 
4
-
 
吉
蔵
は
「
三
浩
」
 
宅
 中
観
論
所
」
三
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
 

第
四
十
二
巻
 @
 
 
）
 
ひ
 
。
 
ぃ
 ）
 
り
 ・
 
り
コ
と
、
ツ
 
オ
ン
カ
 パ
英
暗
 め
も
 ぬ
 Ⅰ
 
憶
逮
ま
併
卸
 ㌧
 
目
イ
 

ご
 こ
こ
は
 ユ
 
0
 コ
 如
き
 ヨ
 
「
三
菱
」
と
呼
ぶ
。
な
お
、
比
較
的
 

ま
 と
ま
っ
た
形
で
空
の
三
ポ
イ
ン
ト
を
考
察
し
た
論
稿
に
山
口
 
益
 
「
般
若
思
想
史
」
 

宅
 現
代
仏
教
名
著
全
集
し
第
四
巻
、
 

隆
文
 館
、
一
九
七
二
年
、
二
一
 １
人
 0
 其
所
収
一
一
九
 
｜
 二
五
頁
、
瓜
生
 
津
隆
真
 
「
中
観
派
に
 お
け
る
 空
 」
三
宝
」
 

了
一
仏
教
思
想
七
一
平
楽
手
書
店
、
一
九
八
二
年
、
五
二
三
 
｜
五
 五
七
頁
 一
 
、
丹
治
昭
義
「
中
論
第
二
十
四
章
の
空
」
 

-
 
同
「
実
在
 と
 認
識
」
一
中
観
 思
 

想
 研
究
Ⅱ
一
関
西
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
、
二
二
 ｜ 四
六
頁
 -
 が
あ
る
。
山
口
氏
は
「
三
態
」
と
呼
ん
だ
 ぅ え
で
、
 識
 
，
 根 

境
 の
 相
 佐
相
待
と
 

 
 

 
 

@
-
 

立
川
武
蔵
「
言
語
活
動
の
止
 滅
と
空
｜
 プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
に
 
つ
い
て
ー
」
「
仏
教
学
 ヒ
 九
・
一
 
0
 、
一
九
八
 
0
 年
 、
一
四
五
 
｜
 
一
六
三
頁
（
 同
 
「
中
論
 

の
 思
想
」
法
蔵
 館
 、
一
九
九
四
年
、
八
七
 ｜一
 
0
 五
頁
所
収
 -
 、
 士
 白
水
干
鶴
子
「
 C
 口
 ad
a
 
せ
 い
ロ
 
「
 
ぃ
ぢ
 a
p
 （
一
に
つ
い
て
」
「
成
田
山
 仏
 教
 研
究
所
紀
要
」
 
二
 

0
 、
一
九
九
七
年
、
九
五
 ｜
 
一
五
五
頁
等
。
 

き
 い
ま
 
き
 ～
ぺ
い
軋
む
の
 
ぬ
 毬
も
 ト
 
心
下
田
 
ミ
デ
 
-
 
㏄
 @
 
ミ
 @
0
 
（
 
す
り
 
。
 い
 ㏄
二
 %
 ユ
 す
ぽ
い
幸
 -
 。
）
 の
 。
 い
 l
 ト
 の
ト
い
 

く
く
一
 

n
.
 

由
 ・
 ヒ
 0
 す
コ
 
の
（
 
0
 コ
ぃ
 コ
 %
 レ
 ・
 パ
 二
コ
 
の
 （
の
 d
 ：
 ，
円
 す
の
く
一
の
「
 
ぃ
 す
 ㏄
 モ
 ）
 
@
 
け
一
 

三
汗
 

」
 Ⅰ
 計
 a
@
 
コ
 「
 0
 ト
う
在
 
Ⅰ
 
a
g
 
コ
 
W
@
.
-
 

戸
 
@
 
コ
の
毛
耳
す
 古
す
の
く
 
占
 二
六
す
 
0
 「
・
 

@
W
 

の
 O
 ヨ
 

 
 

 
 

ハ
 ミ
オ
 -
0
%
 ぃ
 ～
 レ
 う
ま
 
軋
軋
 
寸
心
 ま
憶
 
㏄
 ，
ぺ
 
0
@
 

や
ト
の
 

ち
 ㏄
一
ひ
）
 

，
つ
も
 
・
の
の
・
 

ト
 切
り
 

 
 

 
 



空 と言葉 

い
う
 視
 占
か
ら
独
自
の
解
釈
を
披
歴
す
る
。
瓜
生
洋
瓦
 は
 バ
ー
 ヴ
 イ
 ヴ
ェ
ー
 カ
と
 チ
ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
解
釈
を
対
比
し
な
 が
ら
空
と
有
，
 
皿
と
 

の
 相
違
と
い
う
視
点
か
ら
 問
 坦
を
掘
り
下
げ
る
。
丹
治
氏
の
詩
稿
 は
 第
二
十
四
章
の
文
脈
の
な
か
で
 
-
 
独
自
の
解
釈
を
加
え
な
が
ら
 考
察
す
る
。
た
だ
し
 

い
ず
れ
も
本
稿
の
結
論
と
は
相
違
す
る
。
な
お
以
下
で
は
 囲
 コ
ピ
 
㏄
（
 
り
ぎ
し
と
 w
 ロ
こ
 う
 
（
 
デ
ぃ
圧
 ・
）
の
い
ず
れ
の
語
に
対
し
て
 
も
 
「
 
空
 」
の
訳
語
を
 

あ
て
る
。
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
と
っ
て
名
詞
と
し
て
の
面
語
 
に
 お
よ
そ
意
味
上
の
差
異
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
第
一
 

一
十
四
章
・
第
十
四
 

渇
を
参
見
 。
 

（
 
5
 ）
第
二
十
四
章
の
「
 軸
 畏
め
 塑
と
仏
護
任
の
 
テ
キ
ス
ト
 
-
 
チ
 ベ
ッ
ト
語
訳
 -
 は
ご
く
一
部
の
異
読
を
除
い
て
同
一
で
あ
る
た
め
 、
以
下
の
引
用
は
仏
 護
 

任
の
 テ
キ
ス
ト
 
@
 
ル
ゲ
 一
 
D
 Ⅰ
北
京
 一
 
P
 ）
両
版
一
に
よ
る
。
 

（
 
6
 ）
な
お
、
安
意
 作
 
「
大
乗
中
観
 釈
 ぬ
型
の
当
該
褐
の
訳
文
は
 

「
諸
法
無
官
 髄
 

有
功
非
道
理
化
 中
佛
 所
説
 

空
故
百
 行
 相
 」
 三
大
日
本
校
訂
蔵
経
」
 

-
 正
蔵
経
一
二
十
六
芸
 ｜
一
 、
六
十
九
左
下
 -
 と
あ
り
、
他
の
注
 釈
 の
所
司
 褐
と
 内
容
上
の
隔
た
り
も
大
き
い
た
め
、
本
稿
で
は
 考
察
対
象
か
ら
 省
 

 
 

一
 
7
 一
の
（
 o
 コ
 m
 で
㏄
 コ
コ
住
ヴ
降
 
㏄
 コ
で
 ㏄
 ヱ
住
 9
0
 

の
で
㏄
 

-
 
口
㌧
口
口
㏄
㏄
 い
 Ⅱ
 o
p
 
の
 -
 ㌧
日
お
㏄
。
 ぃ
 ㏄
㏄
 
-
 

一
 
8
 一
以
何
 因
縁
 説
 空
ミ
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
第
三
十
巻
 
o
N
n
 
ト
ど
 。
 

（
 
9
-
 

㌧
の
㌧
 戸
お
 0
.
-
 
・
）
 
り
 1
 ロ
・
ミ
ロ
・
 
-
 
・
が
な
お
、
 
E
 互
い
 ヨ
 の
 セ
 ㏄
 侍
 
㏄
 住
 一
口
・
本
の
 

0
-
 
プ
ト
巴
は
）
・
 目
・
住
の
Ⅰ
 

4
 

o
 コ
 m
,
 

二
口
の
 

メ
 円
ぃ
コ
日
田
ぃ
 

-
 ヱ
 0
 日
の
り
 
っ
コ
古
 
す
の
㌧
Ⅰ
 
ぃ
 

の
 
㏄
コ
コ
い
で
㏄
江
別
 

=
-
 
卜
 お
も
。
Ⅰ
Ⅰ
 

岱
お
 
a
 お
 Ⅱ
 ご
心
 
Ⅰ
 
お
ぬ
 
～
 N
o
-
 
ト
り
 
Ⅱ
 
9
 
口
・
い
 

こ
ダ
一
 き
 
に
よ
り
 
臆
 （
 ぃ
ヨ
 の
（
 
ぃ
住
と
 修
正
し
て
読
む
。
 

-
%
 一
の
 侍
 
0
 コ
 幅
で
 ぃ
コ
さ
住
ヰ
卜
 3
 円
の
丁
㏄
コ
コ
下
山
 

幅
ぃ
コ
幅
さ
コ
 
で
㏄
（
 由
 ㌧
口
口
 は
ま
 。
㌔
。
㌧
口
笛
㏄
。
 
ぎ
巴
 

而
 @
 
 云
 何
号
空
相
三
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
第
三
十
巻
 
お
往
 ㏄
 一
 

-
 
は
 -
 
㌧
の
㌧
 口
 ・
 
4
0
 
）
 ，
ニ
 
・
 ト
 ・
 の
 

総
 @
 
 「
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
第
三
十
巻
 

お
臼
膵
 

-
 
Ⅱ
一
の
（
 o
 コ
 m
 で
㏄
 コ
ピ
 
一
山
ヰ
 
ピ
 一
山
 
0
 コ
 %
 ㏄
コ
 
%
 ゼ
 -
 
コ
で
 ㏄
 -
 
口
㌧
口
口
㏄
 ㏄
 い
 Ⅱ
 O
p
 
り
 l
9
 ㌧
 円
ひ
 
い
㏄
。
 
り
 ㏄
 巴
 

一
帖
 一
 
㌧
Ⅰ
㌧
 口
 ・
 
ト
き
 ・
 ニ
 ・
の
・
）
の
 

総
 -
 
野
沢
 静
証
 
「
中
論
 観
 四
諦
 品
 第
七
 %
 
に
 就
い
て
の
活
弁
 の
 解
釈
」
「
印
度
牛
仏
教
学
研
究
」
 

ニ
ー
一
 、
一
九
五
三
年
、
一
一
 二
九
 ｜
三
 
二
一
頁
、
 レ
 

の
 a
 写
 o
 。
，
口
才
 

曲
 ま
セ
の
 
ヰ
い
い
コ
住
 
（
 
丁
 e
 ト
 へ
ぬ
 
軋
 お
せ
 
ぬ
 （
 
ぬ
 n
 爵
 -
v
 
ぎ
 辻
村
㎎
 

俺
て
 ・
 
す
 か
お
 ）
 b
,
.
 
「
印
度
 学
 仏
教
学
研
究
」
 
お
 -
2
 

。
）
 

き
の
 -
 ヨ
 ・
）
 
0
 篤
 ・
）
 
0
 ㏄
  
 

一
リ
 
-
-
 黛
 Ⅰ
の
 
侍
 
0
 コ
 幅
で
㏄
 コ
コ
住
ヰ
さ
 山
岨
 
0
 の
で
㏄
 コ
 -
 の
で
Ⅰ
 

0
 の
で
㏄
片
す
㏄
 

ヨ
い
い
 
㏄
 住
 コ
ピ
の
 
す
 ㏄
Ⅰ
 ぃ
巨
ヴ
 ㏄
 ヱ
ヨ
 侍
の
丁
 

ぃ
コ
コ
 
さ
山
（
 =
*
 ㏄
 
ぃ
 Ⅰ
 
セ
い
 
で
Ⅰ
ぃ
で
 

ぃ
 

 
 

住
 0
 Ⅰ
Ⅰ
 -
 
㌧
㌧
口
口
の
丁
㏄
 
吋
し
 
Ⅱ
 ヴ
プ
 ㌧
 円
 ㏄
 
す
い
 ㏄
㏄
の
 

い
こ
 

9
 

 
 

一
 
%
 ㎏
一
の
 侍
 
o
 コ
 m
 で
㏄
 コ
コ
住
 Ⅰ
 
侍
 
o
m
 

の
で
㏄
田
の
の
で
Ⅰ
 

0
 ㏄
で
㏄
 侍
丁
 
㏄
 
@
 ㏄
 り
 ㏄
 住
 コ
ピ
の
 
す
 ㏄
Ⅰ
 い
 す
一
ヴ
㏄
 
ヱ
ヨ
 侍
の
丁
 

ぃ
 コ
コ
 ピ
 一
山
 
ヨ
ピ
ぃ
コ
幅
ぃ
コ
 

-
 
ぃ
 の
 -
 
往
い
 
㏄
で
㏄
 片
才
 
0
 ヴ
で
い
コ
 
一
の
 
侍
 
0
 コ
 岨
で
い
 



コ
ピ
ユ
ア
さ
ユ
幅
 
0
 の
で
㏄
 さ
 コ
コ
 0
 Ⅰ
Ⅰ
（
 
て
て
 ト
辞
や
し
Ⅱ
 ぃ
 ㏄
 い
臼
す
 
N
.
 
㌧
 Ⅱ
 い
 ㏄
㏄
 
-
 い
 ㏄
）
 

（
㎎
 -
 
の
侍
 
0
 コ
 内
で
 ぃ
 コ
モ
 
-
 
ユ
コ
一
 -
 
ユ
ぃ
 
一
コ
 
で
 い
 つ
ゴ
 
㏄
 ヨ
 ⑯
 り
 ぃ
色
色
㏄
 
コ
幅
す
 
Ⅱ
㏄
 
-
 す
い
 
こ
 ）
）
㎡
の
 

@
 
ゴ
い
 
コ
コ
モ
 
@
 
山
の
侍
 
c
 コ
 幅
で
 リ
 コ
モ
 
@
 
仁
一
り
色
 
@
 巳
 内
の
で
い
 
ツ
モ
 の
の
す
 
の
 s
s
o
 
ミ
 
与
市
 し
円
紐
ぃ
冊
 

 
 

り
目
Ⅱ
 

ヴ
 ～
 -
 巾
 円
 い
ゴ
い
 
㏄
㏄
の
㏄
㏄
・
 

u
-
 

 
 
 
 
 
 

一
四
一
Ⅰ
 お
 
㏄
 u
@
o
.
 
き
 ・
 き
 ：
で
で
・
 
呂
ぎ
 ・
）
 
C
 の
り
 

一
刀
一
の
 侍
 
0
 コ
 幅
で
い
 コ
コ
ユ
左
 
モ
一
仁
 
0
 コ
コ
 一
山
の
す
 
い
 三
コ
 コ
さ
卸
オ
さ
ヨ
 汀
ゴ
ぃ
 
コ
コ
 さ
 山
山
 0
 Ⅰ
Ⅰ
 -
 
市
 巾
し
 円
の
 
ゴ
 む
 り
 り
Ⅱ
 
す
 Ⅱ
 巾
円
 穿
り
し
㏄
ひ
い
 

と
 

一
ジ
 一
以
 丁
の
引
用
は
㌧
㏄
 巾
ヨ
 ・
ミ
 リ
 ，
 臼
呂
 に
よ
る
が
、
一
部
 
卸
 の
 Ⅰ
 0
 握
 。
 0
 
ち
・
 
c
 
～
～
・
 

，
で
ロ
 
・
 
2
4
N
 
出
定
お
よ
び
 卜
 ・
Ⅰ
 
ぎ
 （
 
0
 。
 ，
 
円
の
 
ぉ
宮
 「
 
@
 
（
 お
い
 -
 力
 り
 ）
）
 

@
 り
 Ⅱ
左
の
 
0
 コ
 ㎡
二
の
 

ミ
隠
 ぎ
ま
ぬ
 
田
 ～
輯
も
ま
 

ぬ
ト
ぬ
ト
 

Ⅰ
ミ
 
%
 Ⅰ
 い
 の
の
 ヌ
 の
 庄
 -
 
コ
づ
ゴ
 
の
 憶
 S
 鎔
さ
お
 
さ
 ぶ
 
㌧
さ
田
Ⅰ
 「
印
度
 学
 仏
教
学
研
究
」
 
お
 -
2
 
。
 %
 ざ
・
で
 
ロ
 ・
の
 

4
N
.
 

の
 ふ
 
に
よ
り
 訂
正
し
て
読
む
。
 

-
 
花
 -
 
巾
の
巾
ワ
下
目
 
目
 -
@
 ）
 ト
 一
 c
a
 
ヨ
い
 「
 
モ
崎
 「
 
モ
い
 
で
 プ
巴
 町
田
は
り
 摩
 円
セ
 
囲
ミ
ぃ
 百
で
ぎ
百
三
 
と
生
茄
む
 
。
 公
 
㏄
 田
 （
 
0
.
 
患
 ・
 c
i
 

～
：
 

ワ
 ㏄
年
 
3
 

一
明
月
一
市
の
 

巾
 Ⅰ
下
の
下
・
 

@
%
 

幅
ぃ
ヨ
す
ア
円
 

「
 
い
も
 Ⅰ
は
 
幅
リ
 
ヨ
 す
日
 ㈲
 レ
 Ⅰ
 丑
 
m
 む
 。
 一
ひ
 
が
 @
 
（
 
3
,
 
ぎ
 n
.
 
ミ
 ～
・
 

-
 

元
 -
 
「
中
観
論
 疏
 」
三
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
第
四
十
二
巻
一
）
 お
 下
呂
 母
 
の
科
刑
参
照
。
ん
較
 吝
 べ
礎
 崔
ま
涛
臣
 $
 ほ
 つ
い
 て
は
、
 卯
円
り
左
ぃ
プ
 
㌍
 田
 。
 

円
ぃ
三
の
お
悪
ヨ
 注
 石
高
才
ん
翰
も
さ
か
～
 
允
 速
ま
 沫
ぎ
，
 -
 「
 
名
 城
 大
学
人
文
紀
要
ロ
耳
・
 
乙
ま
 ・
 ロ
ロ
 
・
 
臣
 1
 ま
ず
 倦
 ・
で
 

0
.
 

お
こ
 ト
一
 お
よ
び
 
円
ど
ま
 り
の
「
 

も
 ・
 c
 
～
 
ヰ
 
：
 ヨ
 ・
の
 
乙
ム
 ま
所
載
の
紛
 汀
ぎ
 
「
科
刑
」
参
照
。
 

-
t
o
.
 

一
ロ
 ブ
 ぎ
ざ
の
ぎ
の
論
証
方
法
上
の
特
色
に
つ
い
て
は
江
島
 恵
教
 
「
中
観
思
想
の
展
開
」
春
秋
社
、
一
九
八
 

0
 年
 
一
と
く
に
、
 八
九
 ｜
二
 0
0
 
頁
 -
 参
 

 
 

、
智
慧
と
そ
の
対
象
と
し
て
の
真
如
 
丁
 め
こ
と
い
う
枠
組
み
 に
お
い
て
空
の
三
ポ
 

イ
ン
ト
 と
 、
勝
義
的
な
真
理
と
を
独
自
の
仕
方
で
理
解
す
る
占
は
 注目
さ
れ
る
。
中
観
派
と
い
う
学
派
意
識
を
も
ち
な
が
ら
、
 

空
 の
 独
自
の
主
体
化
を
 

意
図
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
ま
た
、
か
れ
が
自
ら
の
 「
中
論
」
釈
を
「
般
若
の
灯
火
」
 
6
%
 古
町
ロ
「
り
ロ
 

4
0
 

巴
と
 名
づ
け
 、
ま
た
お
よ
そ
こ
 

の
頃
か
ら
か
「
中
論
」
が
「
般
若
」
 

a
 母
 目
 し
論
 と
い
う
名
称
 で
 呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
も
、
こ
の
よ
う
な
㏄
 音
才
と
宙
 
の
 意
図
が
介
在
し
 

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

一
町
 @
 
 こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
二
諦
の
区
別
は
宗
教
的
真
理
と
し
 
て
の
 空
 と
教
 説
 と
し
て
の
「
 空
 」
と
の
間
の
区
別
を
さ
す
と
理
解
 

  

致
す
る
。
こ
の
点
は
「
 空
 七
十
ョ
理
エ
八
十
 頒
如
 理
論
」
「
 廻
評
め
 哩
 
「
ヴ
ァ
イ
ダ
ル
 ヤ
ョ
遡
 等
に
お
け
る
二
諦
関
連
の
用
語
と
そ
 の
 用
法
に
照
ら
し
て
 

も
う
な
ず
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
二
諦
の
区
別
を
教
 
説
 の
 質
的
な
区
分
一
了
義
・
未
了
義
等
 -
 と
解
す
る
い
わ
ぬ
る
 
約
 教
 な
い
し
 教
諦
 の
 二
 

詳
解
釈
は
妥
当
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

-
%
-
 ズ
 ・
七
七
 
P
 ）
 ピ
 。
 コ
 ・
 二
 1
 品
 -
 モ
む
ゴ
ぬ
ロ
コ
モ
 

ぃ
面
 ち
碍
 ぃ
 円
円
円
 

モ
い
 
の
 ぃ
 3
 目
 ヰ
で
卸
卸
ぃ
 

ヨ
ヨ
 ぃ
ユ
ゴ
モ
 

㏄
 3
%
 ヨ
で
 Ⅱ
 
ぃ
 甘
で
り
 
庄
リ
 
ヨ
 
い
 り
Ⅰ
 0
 オ
 囲
 Ⅰ
 
ヰ
プ
囲
 
@
 
コ
コ
こ
り
 
洩
 別
色
り
 

で
 Ⅰ
㏄
 
由
 リ
ヨ
㏄
 
ヨ
 -
 円
い
 
ヨ
い
 で
Ⅱ
 
ぃ
 ゴ
ヨ
 い
す
ヒ
 
山
色
 
ゴ
 ㏄
 ヨ
 Ⅰ
Ⅰ
一
ヵ
 
土
と
 、
 阻
榔
匂
挫
と
 

、
中
道
と
を
同
一
の
意
味
対
象
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
、
た
ぐ
い
 の
な
い
仏
を
 、
 私
は
 

礼
拝
す
る
。
」
 



空 と言葉 

-
 
リ
 @
 
 こ
の
 褐
頒
は
 
つ
い
て
は
 
任
釈
間
 に
解
釈
 ヒ
の
 相
異
が
あ
 

る
が
、
こ
こ
で
は
 

冨
省
堅
肥
 
お
よ
び
「
般
若
 灯
ぬ
 哩
の
理
解
 に
し
た
が
う
。
の
の
の
 
巨
 

の
ビ
 （
 
0
.
 

Ⅰ
で
Ⅰ
 

0
 ヴ
訂
ヨ
の
 一
コ
 円
 Ⅰ
 ぃ
 コ
ム
 ぃ
ゴ
コ
喪
 
（
 
ゴ
 。
 ミ
 Ⅰ
 ミ
 ま
ま
も
 
臣
ヒ
い
 

ま
 &
 モ
 き
か
Ⅰ
 
ふ
 か
Ⅰ
 り
リ
 り
岸
①
 
卸
 @
 
コ
 ヰ
ひ
い
っ
ヨ
ヨ
 
①
 コ
 （
 
ぃ
 Ⅰ
 目
 n
@
.
 
㏄
 ご
 も
も
 
臣
 ㌻
 ヰ
 Ⅰ
Ⅰ
 
マ
む
 
3
 ㏄
 ミ
い
 
～
 
-
b
3
 

の
 

*
 し
マ
 

@
 
宅
す
 
㌃
 @
 
@
@
@
 

ゃ
 ス
い
き
 
も
 *
 し
 
㏄
 ハ
氏
 
Ⅹ
ミ
ヰ
 

ミ
 イ
味
 
，
 Ⅰ
 
り
 
ヒ
 
@
 @
@
 
ミ
リ
 コ
 0
 ア
リ
「
 
，
 P
 
の
り
 
m
,
 
で
 で
 ・
㏄
㍉
 

１
 の
ひ
 -
0
 
の
 
ロ
 ・
口
口
・
 

り
 ㌧
・
の
仁
 

-
 

一
 
㏄
 -
 
門
義
雄
「
阿
毘
達
磨
仏
教
の
研
究
」
国
書
刊
行
会
、
一
九
 
七
五
年
、
四
六
三
 
｜
 四
八
二
頁
、
坂
本
幸
夫
「
阿
毘
達
磨
の
研
 
究
 」
大
東
出
版
社
、
一
九
 

八
一
年
、
二
四
八
ー
二
四
九
頁
、
荒
僻
Ⅲ
「
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
 にお
け
る
「
存
在
」
の
両
義
性
」
 

ヨ
 示
教
研
究
」
 セ
一
 １
匹
、
一
 
九
九
八
年
、
二
 
0
 

ニ
 ー
 二
 0
 四
頁
等
号
 照
 。
 

一
別
）
㏄
 お
 
亡
び
て
 p
.
5
5
3
.
-
 

・
 5
.
p
.
5
0
1
 

。
 一
 
・
の
 一
 く
く
で
 

1
5
 

ロ
。
 

-
 
・
 P
 N
l
 
ロ
 ・
Ⅱ
 
り
ト
 
・
 -
.
 
ト
 ㌧
 

-
 
ジ
 @
 
 厳
密
に
い
 
う
と
、
ヲ
 ラ
サ
ン
パ
ダ
ー
」
の
前
引
 
褐
ぉ
ょ
 び
 注
釈
部
分
に
の
み
 
寮
 コ
ピ
 
注
卸
ピ
卸
 
ち
の
テ
キ
ス
ト
は
確
認
さ
れ
る
 

ベ
ッ
ト
五
山
 

訳
 は
い
ず
れ
も
里
テ
し
く
 降
 0
 コ
 %
 婁
 三
口
内
 0
 の
と
あ
る
。
「
 軸
畏
金
 肌
目
 仏
詣
圧
は
任
 釈
 内
で
 臣
 0
 コ
 ㎎
で
 ぃ
コ
ピ
日
 F
 降
り
 コ
 で
 巴
バ
ユ
 ㎎
 0
 の
 で
ぃ
 ③
 e
e
 
ヲ
 ご
と
、
 

「
般
若
 灯
論
 」
は
 溜
 っ
コ
 
幅
芯
 コ
ピ
三
才
 
さ
卸
拍
 0
s
 で
 ぃ
 ③
の
の
 
コ
 ・
 P
 コ
 
と
い
う
訳
文
を
置
く
。
な
お
㌧
の
㌧
の
注
釈
内
の
紺
 

コ
ヒ
り
 
（
 
曲
ピ
曲
ち
 
で
 「
 
り
ピ
 
0
 ト
コ
リ
 
ヨ
に
 

対
す
る
 
ニ
マ
 タ
ク
訳
も
ま
た
 
降
 0
 コ
 %
 盲
目
三
才
 さ
 ロ
内
 
0
 の
 君
一
 で
 の
で
し
び
 -
 の
 ㌧
 ヴ
 -
 の
 （
 
n
.
.
 

で
Ⅰ
 

-
 ぬ
 &
 ㌔
の
（
 

n
.
 

一
で
あ
る
。
し
た
が
 

っ
て
注
釈
門
 に
、
引
 

用
褐
の
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
テ
キ
ス
ト
、
つ
ま
り
 窯
 コ
ピ
 
ぃ
 （
 
い
ピ
い
ち
 
で
 「
 ぃ
ピ
 
。
ト
コ
 
ぃ
ヨ
 に
関
す
る
相
違
を
あ
え
て
推
測
す
る
に
は
及
ば
 
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

-
 ど
佳
一
 %
-
 参
照
。
 

一
理
 
生
 ・
 滅
や
盈
 ・
 処
 
・
昇
等
の
 教
説
が
 
「
目
的
」
 臼
 N
o
 

の
で
 

a
U
,
 屡
ど
 占
も
 コ
 P 
オ
ぃ
ミ
 巴
の
た
め
に
説
か
れ
た
と
い
う
点
に
   

理
 %
 
塑
 
第
二
十
一
喝
 
-
 
，
 
ロ
 ㎎
 0
 の
で
注
口
 0
 コ
き
 よ
お
よ
び
第
三
十
 三
但
 周
一
二
山
内
 

0
 の
で
 
り
ヱ
ユ
 
す
い
 
コ
 竹
口
目
，
。
 

，
ヰ
い
 
Ⅰ
 
ピ
い
へ
 
い
い
り
て
ご
 

@
 客
増
。
 
の
 n
.
 
Ⅰ
 
肝
 ・
の
う
 
ア
 の
「
「
の
「
 

の
う
 
ゴ
り
廷
ヴ
 

，
玉
斗
キ
 
-
 
妄
心
ミ
ャ
（
・
も
 

-
 
ご
 ミ
ャ
・
自
己
ド
ミ
ド
ミ
 

巾
 七
ぎ
 T
 ト
 由
ぎ
 笘
心
 
㍉
 
之
 い
 
き
迂
 -
3
 
㏄
㏄
 
武
 Ⅱ
む
 べ
い
 
甲
も
 
ミ
 3
 市
 
@
 
毛
 -
,
 

ま
ト
も
 
ご
ト
リ
こ
 
ご
 ぺ
臣
 
-
 ㏄
 
3
%
 
巾
 @
%
 
毛
 ㌔
寺
ミ
 

@
.
 

ま
ト
荘
 
㏄
 @
 
ぬ
へ
 Ⅰ
去
り
 

ミ
 「
 
@
 
～
 
へ
 ㌧
 ま
ト
 

ざ
ミ
 @
@
 

～
 
-
.
 
（
・
 
ぎ
 @
 
ト
 
～
 
@
 
二
ロ
 -
-
-
@
 

～
 
-
@
@
 

き
 @
 
曲
 。
 ロ
 「
 
c
x
 

の
二
の
円
ぎ
の
（
 

@
 
（
 
白
 （
 零
汀
 0
 ユ
 。
の
 
ヱ
 り
 廷
侍
 
。
の
い
目
 

廷
巳
つ
け
 

0
 三
コ
 o
 乙
 e
 の
 ，
 Ⅰ
 り
り
ト
 
，
口
口
・
 

ひ
 ）
 ，
 ㍉
 &
,
 
い
り
）
 
一
 
コ
 ・
 
&
 の
さ
・
「
 
ぬ
 一
也
計
五
 

冊
 」
 

の
 著
者
と
し
て
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
が
 、
 「
す
べ
て
は
空
で
あ
 る
 」
等
の
舌
口
 業
 
ざ
 ざ
主
巴
や
、
 
車
や
市
や
瓶
な
ど
の
事
物
 
臼
 ァ
 緊
 と
が
 
「
目
的
 

の
た
め
の
作
用
能
力
」
 
綜
ゅ
モ
り
オ
 
「
に
 
り
 の
り
 
ヨ
き
目
巴
 
を
も
つ
と
 壬
 叩
る
 占
に
つ
い
て
は
 
任
 -
 
肝
 -
 前
掲
の
諸
論
文
 
参
昭
 。
 

一
 ㏄
）
な
お
 
巾
ぴ
 
～
 
@
0
 日
目
頭
に
お
い
て
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
 
は
 、
 論
 興
一
樹
 降
 「
 
巴
 
と
し
て
の
「
 中
ョ
 遡
の
「
関
係
」
㌫
 い
 の
（
「
 

り
 の
ピ
り
 
の
り
 
ヨ
す
い
 
コ
ロ
ア
リ
ア
 

-
 、
 

「
主
題
」
一
樹
 臣
 ③
 キ
 い
す
ま
 
ミ
吊
ピ
ぃ
ヨ
 
-
 、
お
よ
び
「
目
的
」
 
一
 
s
a
 
臣
 「
 
ぃ
蓮
ぃ
窯
は
 0
 も
 コ
ぃ
ヨ
一
 
を
解
説
す
る
 

宙
 ㎡
㌧
や
 N
.
-
 

・
 5
.
 
や
 ナ
 -
 こ
 。
こ
の
よ
う
な
 

後
代
の
仏
教
論
 書
｜
 と
く
に
注
釈
文
献
 ｜
 が
し
ば
し
ば
論
じ
る
 
当
 該
払
珊
 
重
ロ
の
の
 
ぃ
ヨ
ヴ
り
 
コ
 %
 ア
 a
,
 
い
 す
三
山
 
ゴ
 。
 ピ
 p
,
 で
 Ⅰ
 
ぃ
ピ
 
o
-
 
ぃ
コ
ぃ
 
等
の
土
日
至
 
我
 づ
け
を
め
ぐ
る
当
面
 

問
題
に
つ
い
て
は
、
 

一
郷
 正
道
「
著
作
目
的
に
関
す
る
シ
ャ
ー
ン
 

タ
ラ
ク
シ
 
タ
、
力
 
マ
ラ
シ
ー
う
の
見
解
を
め
ぐ
っ
て
」
 

-
 
同
「
 中
 観
 荘
厳
論
の
研
究
㈹
 

 
 シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
 
タ
 の
思
想
 ｜
 」
 文
 英
宣
書
店
、
一
九
八
五
 年
 、
一
 ｜
 
一
一
頁
所
収
）
が
詳
論
す
る
。
た
だ
し
い
ま
こ
こ
で
 
検
 討
 す
る
で
Ⅰ
 a
 て
 
o
.
1
  

 

 
 

ト
日
の
用
例
は
、
「
牛
仏
 塑
 
と
い
う
論
書
の
目
的
と
は
直
接
に
は
 
 
 



-
 
㏄
 -
 
づ
づ
 ゃ
 ）
 N
N
.
 
戸
 ）
宇
品
 

@
-
 

丹
治
昭
義
「
 廻
 詳
論
の
空
」
 
-
 
丹
治
前
掲
 書
 、
四
六
 ｜
八
 0
 真
 -
 、
斎
藤
明
「
仏
教
に
お
け
る
（
存
在
Ⅱ
機
能
）
論
 ｜ 脳
死
 問
題
に
よ
せ
て
 
｜
 」
三
論
 

拉
 

集
ヒ
 三
重
大
学
人
文
学
部
，
哲
学
・
思
想
学
系
，
教
育
学
部
，
 哲
学
・
倫
理
学
教
室
）
第
七
号
、
一
九
九
二
年
、
一
二
五
 ｜
一
 五
一
頁
）
 
一
 三
九
１
 

%
 

 
 

一
四
二
頁
参
照
。
 

（
㏄
）
 く
く
 で
）
 臼
 0
,
 
コ
 ・
 ト
 
㏄
 l
 ）
 臼
 一
口
Ⅰ
い
 

す
ア
 
い
く
 
い
ユ
 c
a
 

川
ロ
 

コ
日
 
㏄
 廿
 
0
 せ
い
 
日
ピ
い
 の
 
ピ
い
 で
Ⅰ
い
 
す
ゴ
 
㏄
 く
 ㏄
 コ
 （
 
-
 片
い
 
の
 ピ
 い
の
い
Ⅰ
せ
曲
「
 

卜
 
す
曲
 
す
 Ⅰ
で
Ⅰ
 
い
す
ア
 
い
く
 
い
コ
 コ
 u
d
p
 
の
 せ
い
エ
 ち
 い
ヨ
コ
ぃ
 

で
 Ⅰ
 り
 ヴ
 ア
 ド
せ
い
ご
 
換
ロ
コ
 
侍
り
付
竹
せ
い
の
 

へ
 い
Ⅰ
Ⅰ
 

一
 ㎝
 
り
一
ン
 Ⅰ
 
ン
 
Ⅰ
 市
ソ
 
）
切
っ
・
 

一
 
・
）
 
ひ
，
で
 
・
 -
 ㏄
）
 
，
ヒ
コ
 

一
如
）
く
く
で
）
 臼
 ）
。
 
ニ
 ・
ト
ト
ー
）
㏄
 

@
 の
く
 
ぃ
セ
ぃ
ヨ
ぃ
巨
ゴ
梱
 

㏄
 コ
 （
 
い
 く
 ピ
 鋤
 い
コ
 
ギ
曲
臼
紺
 
方
ム
 
日
 n
T
 斗
牛
 呑
旧
づ
お
餓
盤
 0
 で
 り
 巨
の
 
ゅ
け
 
白
ヨ
 局
ヱ
 
Ⅰ
 



表
題
に
掲
げ
た
帝
は
君
主
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
、
 
中
国
に
お
け
る
至
上
神
と
し
て
の
帝
で
あ
る
。
文
献
 
中
 で
は
帝
は
上
帝
、
 天
 

帝
 、
皇
天
上
帝
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
 
知
ら
れ
て
い
る
。
 

本
稿
で
 扱
 つ
め
は
一
九
四
二
年
に
湖
南
省
長
沙
市
の
墓
 
か
ら
盗
掘
さ
れ
た
絹
織
物
に
書
か
れ
た
文
書
で
あ
る
。
 
こ
の
墓
は
一
九
セ
二
 

年
 の
 登
掘
 で
長
沙
市
東
南
の
子
禅
庵
と
い
う
 地
鮎
 に
あ
 る
 戦
国
時
代
 中
 後
期
一
紀
元
前
三
・
四
世
紀
）
の
も
の
 で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
 

れ
た
 
-
 
湖
南
 省
 博
物
館
、
一
九
 
セ
四
 。
長
沙
は
営
特
輯
 國
 で
あ
っ
た
楚
の
領
域
内
に
あ
り
、
楚
の
濁
特
の
文
字
 

で
 書
か
れ
て
い
る
。
 近
 

年
 、
楚
の
領
域
内
で
戦
国
 秦
漢
 時
代
の
文
書
が
 績
 々
 発
 見
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
書
は
楚
文
字
で
書
か
れ
た
 
も
の
と
し
て
は
比
較
的
 

53 (53) 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
で
は
一
九
四
二
年
、
湖
南
省
長
沙
市
子
 弾
 庫
 の
戦
国
時
代
墓
か
ら
盗
掘
さ
れ
、
現
在
は
ア
メ
リ
カ
の
 
サ
ッ
 ク
ラ
ー
博
物
館
に
所
蔵
 

さ
れ
て
い
る
 
楚
 吊
書
の
背
景
に
あ
る
宇
宙
観
を
考
察
し
た
。
 

封
 象
 と
し
た
二
つ
の
文
尺
行
文
と
十
三
行
文
一
は
、
い
ず
れ
も
 
第
二
段
落
の
後
半
に
 

「
帝
日
」
と
い
う
形
で
、
至
上
神
で
あ
る
天
帝
が
直
接
命
令
を
降
 
す
 下
り
が
あ
り
、
宇
宙
を
天
（
 
帝
一
 ・
 神 
・
人
主
 @
 
に
地
に
 肩
 す
 -
 の
 三
者
に
匡
介
 

し
 、
深
刻
な
断
絶
が
 
天
と
神
 
・
人
の
間
に
あ
っ
て
 
、
 人
が
天
 と
交
 流
す
る
た
め
に
は
仲
介
者
と
し
て
の
神
を
必
要
と
す
る
と
い
う
 
考
え
方
を
表
明
し
て
 

い
る
。
こ
の
考
え
方
は
こ
の
文
書
を
書
い
た
宗
教
的
専
門
職
の
 
手
 宙
 観
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
古
代
中
園
に
お
 
け
る
普
遍
的
宇
宙
観
 

で
も
あ
っ
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 中
国
神
話
、
 
楚
 吊
書
、
戦
 図
 時
代
、
仲
介
者
 、
帝
 

書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
舌
口
薬
 

１
千
禅
庵
 楚
 吊
書
に
見
る
天
 
甲卒 

人 
  
閲 
ィ系 

  

池 

を畢 

優 



楚
 吊
書
は
考
古
里
的
姿
 掘
 で
は
な
く
、
盗
掘
に
よ
っ
て
 得
ら
れ
た
も
 

事
情
に
ま
つ
わ
る
疑
問
が
氷
解
し
た
の
は
實
は
最
近
 
の
こ
と
で
あ
り
、
 の

な
の
で
、
そ
の
出
自
に
つ
い
て
は
異
論
が
存
在
し
た
 
。
出
土
 

季
寄
二
九
九
型
が
中
国
 と
 現
収
蔵
地
で
あ
る
 ア
メ
  
 

と 阿 讃 認 早 
が 故み識 本に 國 のは人あ " 人間 る が " 楚い 
で こ 進 一 穂 か し 射 せ の そ 阜 段 

  き の め を の な か 押 界 は の 書 階 
た よ て 探 目 り も と に 地 内 は で   

土 
と 

Ⅱ 又 
あった 資料が 違う や 嘗初 、 吊書 と であっ 景をも 観では 宇宙 ち はかな るかに として 

藏 
残 月 原 い た っ な 的 り つ は た 

お 
さ向稿 れののやう うよたく 集 " 秩様い 序棺 てい 早め " 

よ た論依 の 考頼 やに高天のをは 待馬、 の・朱黒木 段楚 階阜 
び 
そ 書 とむわれかと ま 受 なを 殊 産物 f 申・ 調を にし え @ 」 、 - - 。 での 

の 
い っ け 文 る で 大 字 て コ 出 た 

ホ講 

う て た 獄 の あ の 宙 い ン 土 は 

成 
こ し 時 の で る 三 株 る セ で 楚 
と ま の 背 あ と 元 亨 た ン あ 檜 

Ⅰ な っ テ 後 る 想 的 形 め サ っ 書 
つ 考 た l に 。 定 な 成 で ス た と 

し Ⅹ え マ 想 さ 世 の も を た 呼 

て る こ は 定 れ 界 神 あ 得 ぬ び 
こ の 高 さ る 観 詰 る 工 る に 習 
と 難 業 れ に が と 。 に 、 わ 

に は の る も 反 の 結 至 そ さ 

か 映 閲 論 っ れ れ よご寒 っ客数 中 國 か し 係 を て に て 
わ て で 元 い 対 合 的な て 、 赦を 性と 

課 請 い せ 
ち い 明 取 な す 日 

ず る も り い る に 
せ わ う 界 ） 。 か す と 研 至 
ら む こ 観 こ そ に る い 究   

の し す な え は て （中 とで れ た けれ 平 三三 て る ら る 小目 い 

貴 ば あ と 

  
文   。 右 田 ， る 

任 な っ 人                   この   
の ら た の 
  世 と で 阜 の 敷 

な が 閲 弄 い あ 着 丈 に 
部 い 係 観 う り は 善 友 
を 。 楚 に は 特 、 基 が ん 
担 た 帯 封 自 走 そ 不 離 で 
ぅ だ 書 す 代 地 こ 的 解 い 
こ 、 な る 中 城 に に で る 

  



書き留められた 帝の言葉 

楚
 吊
書
の
 目
 
取
初
の
収
蔵
者
は
地
元
の
好
事
家
で
あ
っ
た
 

察
李
襄
 で
あ
る
。
彼
は
吊
書
を
表
装
さ
せ
、
日
中
戦
争
 

の
混
 軋
の
中
で
 楚
吊
 

書
の
最
初
の
摸
本
と
考
程
で
あ
る
「
 
晩
周
檜
書
考
澄
ヒ
 
を
 出
版
し
た
。
彼
は
終
戦
直
後
の
一
九
四
六
年
上
海
で
 

知
人
の
ア
メ
リ
カ
人
 
、
 

コ
ッ
ク
ス
に
吊
書
の
撮
影
と
買
い
手
の
斡
旋
を
依
頼
、
 

吊
書
 は
 ア
メ
リ
カ
に
わ
た
る
。
し
か
し
買
い
手
は
容
易
 

に
 見
つ
か
ら
ず
、
一
九
 

六
四
年
、
よ
う
や
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
古
物
商
、
 

戴
潤
 斎
氏
 が
買
収
し
、
 績
 け
て
著
名
な
収
蔵
家
で
あ
る
 
サ
ッ
 ク
ラ
ー
氏
の
所
蔵
と
な
 

り
 、
一
九
八
 セ
年
 、
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
サ
ッ
ク
 
ラ
 ｜
 博
物
館
に
収
め
ら
れ
る
に
 
及
 ん
で
、
吊
書
も
移
管
さ
 
れ
た
。
従
っ
て
現
在
、
 

楚
 吊
書
の
現
物
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
サ
ッ
ク
ラ
ー
博
物
 

館
 に
あ
る
 一
 
以
上
、
李
 
零
 、
一
九
九
四
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
鏡
家
 

頓
に
よ
る
㍉
 

楚
 吊
書
の
現
物
は
お
よ
そ
四
八
㎝
 
X
 四
 O
 ㎝
（
た
だ
し
 
周
囲
に
ほ
多
少
の
脱
落
が
あ
る
一
で
、
次
の
よ
う
に
 

構
 成
さ
れ
て
い
る
。
 ま
 

ず
 四
隅
に
は
樹
木
の
檜
が
描
か
れ
て
お
り
、
各
々
 

白
 ・
 里
 ・
 青
 ・
赤
に
彩
色
さ
れ
て
い
る
（
勿
論
、
白
は
輪
郭
 

の
み
を
描
く
こ
と
で
 
表
 

現
さ
れ
る
）
。
四
 
%
 に
は
 一
漫
は
 つ
き
三
つ
の
奇
怪
な
 
動
物
の
像
が
頭
を
内
側
に
向
け
る
形
で
描
か
れ
（
四
 

%
 で
 十
二
の
像
Ⅰ
各
々
の
 

像
の
左
に
内
側
（
頭
に
近
い
と
こ
ろ
）
に
三
文
字
が
書
 

か
れ
、
外
側
に
は
 ニ
 ・
三
行
の
文
字
が
書
か
れ
る
。
 
文
 字
の
向
き
は
四
 
%
 そ
れ
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双
方
に
お
い
て
行
な
っ
た
綿
密
な
調
査
に
よ
る
と
こ
ろ
 が
 大
き
い
。
 

湖
南
賀
博
物
館
の
発
掘
報
告
に
よ
れ
ば
、
吊
書
が
盗
掘
 さ
れ
た
長
沙
市
子
禅
庵
の
戦
国
墓
か
ら
は
 四
 0
 歳
前
後
 の
男
性
人
骨
、
 

約
三
 m
 、
幅
約
一
、
八
 m
 、
高
さ
一
、
三
三
 m
 の
本
槙
、
 外
棺
 、
 内
 棺
か
ら
成
る
葬
具
（
 外
棺
 の
 頭
側
 と
左
側
に
 は
木
 桿
 と
の
間
に
 

竹
籠
の
中
に
折
り
畳
ま
れ
て
い
た
と
も
二
 %
 
襄
 、
一
頁
 

が
あ
り
、
 随
 葬
物
を
収
め
る
）
の
他
、
龍
に
乗
っ
て
 
天
 空
を
航
行
す
る
人
物
を
描
い
た
吊
書
な
ど
の
 
随
 葬
器
物
 

）
、
 
頭
 箱
の
上
部
に
置
か
れ
て
い
た
と
も
 
一
 
湖
南
台
博
物
 
館
 、
四
 0
 真
一
 @
@
 

ロ
わ
 

が
 発
見
さ
れ
、
 こ
 

か
ら
戦
国
中
期
と
晩
期
の
間
の
中
型
 墓
 で
あ
る
こ
と
が
 判
明
し
た
。
盗
掘
さ
れ
た
時
の
阜
書
の
情
況
は
、
 
二
 0
 ㎝
 X
 
 
一
 O
 
 
㎝
く
ら
 

定
し
な
い
。
 

-
2
-
 

ね い れ 生 長 
、 の ら 間 さ 



ぞ
れ
で
異
な
り
、
こ
の
部
分
が
時
計
回
り
に
囚
縛
さ
せ
 
な
が
ら
 讃
 ま
れ
る
 よ
う
 に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
 か
る
。
こ
れ
ら
四
 %
 の
 

像
 と
文
の
内
側
に
 、
 二
つ
に
分
け
て
 
-
 
中
央
を
空
間
と
 す
る
）
各
々
天
地
逆
に
長
い
文
が
書
か
れ
て
お
り
、
 
片
 万
は
八
行
、
も
う
一
つ
 

は
 十
三
行
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
文
が
天
地
 
道
 に
 重
日
か
れ
て
い
る
以
上
、
請
む
と
き
に
は
一
八
 0
 度
 囚
縛
さ
せ
る
こ
と
に
な
 

る
 。
従
っ
て
 楚
 吊
書
に
は
中
央
の
八
行
、
中
央
の
十
三
 行
 、
十
二
に
匡
介
さ
れ
る
 周
 逼
の
文
章
の
三
つ
の
 文
か
 ら
 構
成
さ
れ
て
お
り
、
 

研
究
者
は
各
々
自
説
に
従
っ
て
三
つ
の
文
章
に
名
前
を
 
付
け
て
き
た
（
甲
乙
 内
 ま
た
は
 A
B
C
 一
 
。
本
稿
で
は
 混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
 

各
々
八
行
文
・
十
三
行
文
・
遺
文
と
呼
び
た
 
い
と
 思
 う
  
 

還
立
 は
 つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
は
比
較
的
明
瞭
で
あ
る
 。
と
い
う
の
は
漫
文
内
側
の
三
文
字
は
例
え
ば
「
取
子
 
下
 」
「
 女
 （
 
如
 ）
 此
武
 」
 

-
3
-
 

の
よ
う
に
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
冒
頭
の
「
 取
 」
「
 如
 」
 が
 
「
爾
雅
」
樺
太
 に
拳
 げ
る
月
の
別
名
と
一
致
す
る
 
こ
と
か
ら
、
怪
物
は
十
 

二
ヵ
月
の
神
で
あ
り
、
三
文
字
の
文
は
そ
れ
に
対
す
る
 
一
種
の
表
題
、
 ニ
 ・
 一
 
三
行
の
文
は
各
々
の
月
の
禁
忌
 を
 述
べ
た
も
の
で
あ
っ
 

て
 、
「
 
禧
記
 」
月
令
や
湖
北
 省
雲
夢
賭
睡
虎
地
 出
土
の
 
「
口
書
」
に
類
似
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
 
か
る
。
そ
し
て
 四
遣
 お
 

よ
び
四
隅
の
樹
木
は
春
夏
秋
冬
の
四
季
を
表
現
す
る
も
 
の
で
あ
っ
て
、
囚
縛
さ
せ
な
が
ら
 請
む
 形
式
は
一
年
の
 周
期
を
反
映
さ
せ
た
も
 

の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

問
題
は
中
央
の
二
つ
の
文
で
あ
る
。
 董
 佳
賓
・
手
筆
 勤
 
二
九
五
と
・
 陳
夢
家
 ・
 嚴
 二
 が
 ・
安
志
 敏
 ・
 陳
 分
乗
 ・
 商
承
昨
 ・
季
寄
・
 

何
琳
 儀
は
十
三
行
文
Ⅰ
八
行
文
の
順
序
と
考
え
、
杯
目
 

余
矢
・
・
 李阜
勤
 ・
 頷
 案
頭
・
 劉
 信
芳
は
 逆
に
八
行
文
Ⅰ
十
三
行
 

文
の
順
と
考
え
る
。
前
者
の
根
拠
は
主
に
十
三
行
文
盲
 
頭
の
 
「
 
佳
 …
」
は
文
全
 腫
 の
開
顕
の
 辞
 と
し
て
ふ
さ
わ
 し
い
と
い
う
 鮎
 、
更
に
 

遺
文
の
正
月
に
相
 営
 す
る
「
取
子
 下
 」
を
右
上
に
置
く
 と
 、
八
行
文
が
十
三
行
文
の
左
に
天
地
逆
に
配
さ
れ
る
 
鮎
 で
あ
る
。
し
か
し
、
 

後
者
を
主
張
す
る
研
究
者
が
言
 
う
よ
 う
に
、
八
行
文
盲
 頭
の
 
「
 日
故
 ・
・
・
」
は
西
周
金
文
や
「
尚
書
」
に
も
 

見
 ら
れ
る
冒
頭
の
辞
で
あ
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書き留められた 帝の言葉 

（
八
行
文
）
 日
 、
故
 口
熊
乖
盧
竃
感
 、
出
自
 口
 走
、
 慮
干
 額
口
。
 艇
 田
漁
ミ
ロ
ロ
ロ
友
安
、
 
夢
吏
墨
モ
、
 古
草
 弼
去
 、
口
 毎
水
 

 
 

口
 、
風
雨
足
 於
蘭
一
 。
万
敗
 -
 
弩
叡
宜
 -
 
渥
 （
 
紡
 日
子
 之
 干
 、
日
女
童
、
足
半
 子
 。
岬
回
足
裏
 
珪
 、
大
壁
 ま
 是
 吾
 -
%
 、
参
社
一
ホ
 

-
 
化
 ）
 
口
 

 
 

 
 

逃
 （
 
む
 、
 農
雙
震
萬
 、
以
前
 堵
襄
喧
遷
 、
 飴
宮
 -
 
天
歩
 せ
迫
 
-
 
進
 -
 
。
 乃
 、
Ⅱ
⑤
，
山
陵
小
鍋
 

上
下
勝
 -
 
輝
 短
 

疏
 -
 
。
 乃
ム
 
明
山
川
四
 冒
 @
 一
 
、
口
 質
 

 
 

照
綾
 々
 
巴
禽
議
接
奉
 、
 以
篇
其
賦
琉
一
 、
以
砂
山
陵
。
 瀧
泊
｜
 

l
1
 

⑦
 囚
 浦
浦
 漫
 、
宋
文
 -
 
直
日
月
。
四
神
 
相
犬
 （
 
岱
 、
 乃
 歩
以
農
歳
 、
星
佳
健
一
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以
下
に
八
行
文
 

も
二
二
段
落
に
分
 

数
字
で
表
示
す
る
 

る
。
輝
文
 は
 京
芋
 

る
 現
行
手
を
 拳
 げ
 

い
る
部
分
は
口
に
 ・

十
三
行
文
を
偕
 書
 に
直
し
た
縄
文
を
掲
げ
る
。
両
者
 と
も
に
、
 
方
格
日
 ）
に
よ
っ
て
段
落
の
厘
分
を
表
示
し
 、
と
 

か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
部
分
は
改
行
に
よ
っ
て
表
示
 す
る
。
段
落
は
幾
っ
か
の
節
に
匡
介
で
き
、
そ
れ
を
 
ロ
 １
 7
 

。
名
節
は
更
に
幾
つ
か
の
意
味
の
纏
り
か
ら
構
成
さ
 
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
①
②
③
…
 
と
記
 述
す
 

に
な
る
べ
く
忠
賞
 に
指
書
 
に
直
し
た
も
の
 
目
 r
e
 
往
年
 ゅ
 吊
目
る
ま
。
し
を
先
に
掲
げ
、
そ
の
後
の
（
）
内
に
相
 嘗
す
 

た
 
（
た
だ
し
、
こ
の
過
程
を
完
全
に
表
示
す
る
と
煩
雑
 に
 過
ぎ
る
の
で
、
省
略
し
て
あ
る
）
。
字
が
欠
損
潰
滅
 し
て
 

よ
り
表
示
し
、
欠
損
し
て
い
る
が
内
容
か
ら
復
元
可
能
 
な
 部
分
は
「
口
に
よ
り
表
示
し
た
。
 

二
程
 文
 

る
 。
ま
た
内
容
的
に
も
後
に
見
る
よ
 う
 に
、
八
行
文
が
 原
初
に
お
け
る
天
地
形
成
の
博
 説
 で
あ
る
の
に
 附
 し
て
 、
十
三
行
文
は
 

序
の
失
調
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 
、
 順
序
と
し
て
は
八
行
文
Ⅰ
十
三
行
文
の
順
で
あ
る
と
 
判
 断
 さ
れ
る
。
 

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
楚
吊
書
に
伺
わ
れ
る
 
天
 ・
 神 ・
人
の
閲
 係
は
 つ
い
て
の
認
識
を
探
る
こ
と
 を
目
的
と
す
 

で
、
専
ら
八
行
文
と
十
三
行
文
を
封
 象
 と
し
、
湯
立
 に
 つ
い
て
は
別
の
機
 舎
 に
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
 

そ
の
 秋
 

る
閉
係
 



李
 悪
徳
 -
 
匿
 、
出
自
責
 朋
補
 ）
、
上
身
 
亡
鰻
棄
一
 
、
出
向
 一
本
ロ
 
同
 、
 乍
 -
 
作
兵
丁
 凶
 、
日
月
昏
乱
、
星
最
長
 -
 不
同
。
日
月
闘
乱
、
歳
 

事
力
 口
 、
寸
時
雨
進
退
、
亡
父
 尚
 祭
官
宅
 埋
 。
 和
民
 大

智
 茄
 -
 
、
 層
 @
-
 
以
為
則
 、
母
上
異
動
群
民
、
以
 
口
 二
 外
一
 
恒
 ）
、
 
登
一
廃
 
-
 
四
興
   

"""""  "  "@  " 一 "  一 " 
文 一   

  
雙女 

  

  

、不得 芭奉 、 「Ⅰ / 一作一美 - 
  晋 

文 夫 
巨 " 

口 

一段 （ 擬 ） 
農     

    
口。 択一 一 

日 間   
歳 勿 淵 遊 

Ⅳ⑫ 在世（ 三寺 惟 - 「五二 西の 口 ヰ @ 一丁 、 0 

  

樹 

又 四 

時 朝、 寺 @@ Ⅰ - - 

  
日大 臭一一 口 

口 

口 又 - 百 、 口 
"""""  口 
書 目   
又 ? ， 罠 じ、 。 一 一   
山中 （ 有 - ネ 

タ 列 日日 技 保 （ 天寿 ⑫ v 一 謁 巳 。 

  
  

口     
一同 墨 
  日 ⑭ 妓 樹 

百 
ネ甲 

風 
雨 

百 
嘗 
禧 - 

震 
蛙 - @ 

しり六円 『 ｜ 

  
乍   

作 - 
完 - 生 母散散 ・白木 。     墨本 『 刀⑱ 大 巳 

逆   霊 芝 本 

日 

月、 
膀 - - 並蕊 而丁 。 構 桂と - 一一 - 
帝の     

  変 災 ⑬ 山 



書き留めら の 言葉 

1
 
 

八
行
文
 

原
初
の
時
代
に
お
い
て
、
混
沌
の
中
か
ら
 電
戯
 
（
代
議
 

，
炎
帝
と
祝
融
・
 
共
工
 が
天
地
の
秩
序
（
大
膳
の
 運
 待
 と
大
地
の
形
成
）
 

を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
述
べ
る
神
話
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第
一
段
落
は
三
節
に
分
け
得
る
。
主
役
は
宥
 戯
 
（
代
講
 ）
と
そ
の
四
人
の
息
子
（
四
神
）
で
あ
り
、
電
戟
 
が
混
 沌
 た
る
状
態
か
ら
 天
 

 
  

 

地
の
秩
序
を
形
成
し
、
四
神
に
よ
っ
て
四
季
の
交
替
が
 
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
こ
の
段
階
は
日
月
生
成
 
以
前
で
あ
る
。
 

  帝 

次
に
 楚
 吊
書
の
内
容
を
逐
 語
 的
に
考
え
て
 

本
来
不
可
欠
な
先
行
研
究
の
引
用
も
充
分
に
 

で
は
不
明
の
箇
慮
も
多
々
あ
る
。
よ
っ
て
 、
 

な
者
 澤
は
別
 稿
を
期
す
る
以
外
は
な
い
。
 

み
た
い
。
た
だ
、
紙
幅
の
閲
 係
 で
個
々
の
 字
 程
に
 ス
ペ
 ｜
ス
を
 割
く
 鈴
裕
 は
な
く
、
ま
た
 

な
し
が
た
い
。
ま
た
筆
者
の
常
 書
 に
対
す
る
研
究
は
現
 在
も
縄
 檀
中
で
あ
っ
て
、
現
時
 鮎
 

こ
こ
に
あ
げ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
 中
間
報
告
で
あ
っ
て
、
よ
り
完
全
 

二
 
%
 重
日
の
内
容
 

鼠
 、
 以
 日
天
聞
南
 -
 
。
 群
 神
丘
 正
 四
口
、
嘉
手
寵
任
 
圭
 死
 雪
垣
 燭
 一
軍
民
。
五
玉
 乃
明
 、
一
群
 一
 
押
目
星
学
。
 
是
 円
目
一
調
一
志
 

D
-
 
徳
一
 
匿
 、
 

乃
 忘
憂
。
㍼
 日
 、
 暉
争
 、
 蔽
 英
哉
、
固
粥
 %
 
高
 -
 
散
、
 佳
 禧
一
天
年
 

@
-
 

福
、
神
別
名
 

蕗
 一
之
、
 
佳
 @
 一
 
大
牢
佳
一
笑
錬
 -
 
、
 

恵
之
 。
目
敏
 佳
 @
 一
 
偏
 、
天
俊
豪
一
足
 側
 。
 成
佳
 @
 ）
 
天
 口
 、
下
民
 2
 式
 @
-
 。
敬
之
母
代
 闘
 ）
。
 

 
 

民
 功
用
口
、
口
百
 神
 、
山
川
 潤
浴
嵩
 今
、
不
飲
口
 行
 。
 民
祀
 不
信
二
匹
、
 帝
栖
蒋
 一
調
 舗
 ）
 
以
 離
日
文
荷
。
 民
 則
又
穀
 @
 繋
 、
 

 
 

@
 ）
 
相
 重
慶
 -
 、
不
見
陸
田
。
氏
人
 弗 智
一
 和
 、
歳
 則
無
静
 。
祭
日
別
 郷
 、
民
 少
又
 有
一
口
、
土
車
 
 
 

群
 神
 

神
別
 

亡
父
 



第
一
段
落
第
一
節
①
は
 巷
 戯
の
出
自
に
つ
い
て
述
べ
る
 。
「
 嚢
虜
 」
は
 宥
戯
 、
即
ち
代
議
に
あ
て
る
こ
と
に
つ
 
い
て
 金
群
 慎
二
頁
 -
 

一
 
4
 一
 

は
 来
、
研
究
者
問
に
異
論
が
な
い
。
「
 口
熊
 」
は
電
戟
 の
號
 （
 
姓
 ）
、
「
 
口
定
 」
は
 宥
 戯
の
祖
先
か
、
「
額
口
」
 
同
 横
地
名
の
ど
ち
ら
か
で
 

あ
ろ
う
。
暫
定
的
に
地
名
と
し
て
解
し
、
某
 
他
 よ
り
 出
 て
某
地
 に
居
庭
を
定
め
た
と
考
え
る
。
②
は
混
沌
の
 
情
況
を
表
現
し
た
も
の
 

-
 
巳
 
U
-
 

で
、
諸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
 
夢
 走
塁
 モ
 」
は
 薄
漠
 闇
 味
な
る
様
、
「
古
草
」
は
形
が
な
い
榛
 
-
 
「
 弼
モ
 」
 は
義
 不
詳
）
、
「
風
雨
足
 

-
6
-
 

於
 」
は
天
地
の
気
が
塞
が
っ
て
風
雨
が
発
生
し
な
い
，
 」
と
と
思
わ
れ
、
俊
文
 の
 
「
上
下
肢
 寒
 、
山
陵
 不
疏
 」
 と
封
臆
 す
る
表
現
で
あ
 

る
 。
③
は
電
戟
 が
 日
子
の
子
で
あ
る
女
童
と
い
う
女
性
 の
も
と
に
婚
人
 し
 

、
「
 
子
 」

は
下
文
の
「
四
神
」
 

を
 指
す
。
④
は
大
地
は
治
ま
り
、
 天
 臆
の
連
行
が
も
た
 ら
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
 参
 化
」
は
天
地
の
生
成
 愛
 化
に
 寄
 興
す
る
こ
と
、
 

-
8
-
 
こ
の
 

-
g
-
 

部
分
は
宥
 戯
が
 天
地
の
轡
化
に
参
加
し
て
何
か
を
創
造
 し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
 以
司
堵
壌
 」
は
土
地
 の
 直
書
を
管
理
す
る
こ
 

と
 、
「
暑
天
歩
道
」
（
「
 造
 」
は
「
 進
 」
の
 義
 ）
は
天
象
 を
 観
測
し
て
 天
 韓
を
運
行
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
 鏡
宗
 頭
が
「
 歩
 」
を
「
推
歩
」
 

-
 天
韓
を
測
量
し
て
暦
を
作
る
こ
と
）
と
理
解
し
た
 
二
 大
夏
の
は
嘗
を
得
て
い
る
が
、
国
自
棄
典
か
ら
 伺
 わ
れ
る
よ
 う
 に
、
人
間
 

が
 暦
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
 天
 膣
の
運
行
を
保
つ
と
い
 ぅ
 考
え
方
、
つ
ま
り
文
化
が
自
然
の
法
則
を
発
見
・
 

御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

 
 

自
然
の
秩
序
は
維
持
さ
れ
る
と
い
う
宇
宙
認
識
が
背
景
 
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
の
部
分
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
天
地
の
秩
序
形
成
 
に
 先
立
っ
て
 宥
戯
 は
あ
る
地
に
居
住
し
た
り
、
 

移
 居
し
 た
り
し
て
い
る
の
で
 

あ
っ
て
、
大
地
の
存
在
は
前
提
さ
れ
て
い
る
鮎
で
あ
る
 
。
従
っ
て
、
「
 夢
モ
墨
モ
 
」
が
 無
 あ
る
い
は
混
沌
か
ら
 
二
気
が
分
か
れ
、
天
地
 

が
 生
じ
る
と
い
う
中
園
 に
 典
型
的
な
生
成
論
に
お
け
る
 原
初
の
カ
オ
ス
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
に
も
 
か
か
わ
ら
ず
、
吊
書
の
 

創
造
神
話
は
そ
れ
と
は
異
な
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
 
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
 巷
戯
 の
 居
 庭
や
 婚
 姻
に
 舌
口
 
及
 す
る
の
は
、
 

「
帝
王
世
紀
」
・
「
 世
本
 」
に
類
似
し
て
お
り
、
創
造
 神
 と
し
て
の
 宥
戯
が
 帝
王
の
性
格
を
興
え
ら
れ
た
上
に
 、
 生
成
論
的
な
表
現
が
結
 

  



 
 
 
 

簗
 

と
の
繋
が
り
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
恐
ら
く
、
 
李
 
豊
助
が
指
摘
し
た
 

宜
實
 よ
う
に
、
一
種
の
注
記
 な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
 青
 

 
 

 
 

群
 

口
鉾
」
が
「
 幹
 」
字
を
含
ん
で
 い
 る
こ
と
か
ら
、
 
四
神
は
樹
木
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
吊
書
四
隅
 に
 描
か
れ
た
樹
木
に
相
 嘗
す
 

%
 
 
を
テ
ー
マ
と
す
る
鮎
で
は
 連
績
 し
て
い
る
。
 

帝
 

 
 

芭
が
 言
う
よ
う
に
、
第
四
節
⑨
は
四
神
の
名
前
を
記
 
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
下
文
 

 
 
 
 

び
つ
い
 
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

第
二
節
は
天
地
の
秩
序
の
創
造
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
気
 の
 不
調
の
問
題
が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
し
て
 宥
戯
が
山
 川
 四
海
の
神
に
命
じ
 

て
 二
気
（
陰
陽
こ
を
用
い
、
山
陵
の
間
で
気
の
疏
通
 
を
 可
能
に
し
た
こ
と
を
言
う
。
⑤
の
「
 
朕
 」
は
「
 騰
 」
（
上
騰
）
、
「
 
疏
 」
は
 疏
 

通
の
義
で
本
 零
 、
六
八
幕
、
天
地
の
間
で
は
気
の
運
 動
 が
始
ま
っ
た
が
、
大
地
の
山
陵
の
間
で
は
気
が
疏
通
 
し
な
か
っ
た
こ
と
、
⑥
 

の
 
「
 
蛾
気
 ・
 婁
気
 」
は
正
確
に
は
不
明
だ
が
、
陰
陽
の
 
二
気
に
相
 営
 す
る
可
能
性
が
あ
り
、
注
目
 

、
 
@
 
こ
 ィ
 
直
す
る
。
 

-
1
-
@
 

一
は
 
-
 

第
三
節
は
日
月
生
成
以
前
に
お
い
て
、
既
に
四
季
と
一
 
年
 が
存
在
し
た
こ
と
を
言
う
。
⑦
は
異
説
が
多
い
が
、
 
天
地
の
秩
序
と
気
の
 

疏
通
が
完
成
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漏
っ
て
い
て
 
水
 が
 満
々
と
湛
え
ら
れ
て
い
る
状
態
を
描
 
寓
 し
て
い
る
 。
原
初
の
大
海
（
大
供
 

水
 ）
か
ら
大
地
を
創
造
し
た
再
の
治
水
神
話
に
 礁
 じ
る
 よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
 営
然
 、
そ
の
情
況
は
「
 末
 百
日
月
」
の
た
め
で
 

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
⑧
の
「
四
神
」
は
上
文
の
宥
 
戯
の
子
で
あ
り
、
か
っ
下
文
に
名
前
が
 
拳
 げ
ら
れ
る
 四
者
に
間
違
い
あ
る
ま
 

ぃ
 。
太
陽
も
月
も
な
い
時
代
に
、
 巷
戟
が
 我
が
子
の
四
 神
を
交
替
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
四
季
の
循
環
を
形
成
 
し
た
こ
と
を
言
 う
 の
で
 

あ
っ
て
、
四
神
と
は
春
夏
秋
冬
の
神
で
あ
る
こ
と
が
わ
 
か
る
。
 

第
二
段
落
は
日
月
生
成
以
後
の
情
況
を
述
べ
る
。
前
半
 
（
第
五
節
）
と
後
半
（
第
六
節
）
に
分
か
れ
、
前
半
で
 は
 四
神
が
、
後
半
で
 

は
 炎
帝
と
祝
融
が
主
役
で
あ
る
。
た
だ
日
月
の
生
成
と
 
そ
の
運
行
の
開
始
、
お
よ
び
そ
れ
に
伴
 う
 天
地
の
分
断
 
（
所
謂
「
網
地
天
道
」
）
 

 
 



水
が
充
満
し
た
状
態
が
終
わ
っ
た
ら
、
大
地
は
平
ら
で
 
は
な
く
、
山
陵
は
傾
い
て
い
た
と
い
う
問
題
が
登
 
生
 し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

「
四
神
ロ
 ロ
 、
日
至
 干
復
 」
の
意
味
は
明
瞭
で
は
な
い
が
 、
秩
序
の
回
復
を
舌
口
 
ぅ
 も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

第
六
節
は
秩
序
の
回
復
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
天
 
（
日
月
 
一
 は
回
溥
を
始
め
、
炎
帝
は
祝
融
に
命
じ
て
天
地
の
構
 
造
を
安
定
さ
せ
た
こ
 

と
を
言
う
。
⑫
の
「
 動
敦
 」
は
「
動
止
」
 一
 
進
退
一
で
 動
き
始
め
る
こ
と
 
害
 ロ
朗
、
三
七
九
夏
、
 
元
奴
 
」
は
一
 %
 
「
田
刀
」
 

-
 
能
 宗
碩
 、
一
一
 
-
 
ハ
頁
 
一
 

と
讃
 み
、
五
木
の
精
二
 ッ
 セ
ン
ス
一
を
 興
 え
る
と
 解
 し
て
お
く
。
こ
こ
の
五
木
の
色
は
五
行
 説
 の
そ
れ
と
 一
 致
す
る
が
、
四
神
と
ど
 

の
よ
う
な
 開
係
 に
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
下
文
の
祝
 融
 と
四
神
で
五
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
 十
 三
行
文
に
も
神
々
の
 機
 

構
 き
 
「
正
正
」
と
表
現
し
て
い
る
 一
 。
⑬
は
炎
帝
は
祝
 融
に
 命
じ
て
四
神
を
率
い
て
五
木
の
精
を
携
え
て
っ
 一
 地
上
に
降
下
さ
せ
、
 

三
天
・
四
極
を
安
定
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
炎
帝
は
神
 農
民
と
も
言
い
、
「
史
記
」
五
帝
本
紀
ほ
か
に
筒
見
 の
 古
代
の
帝
王
で
あ
る
が
、
 

こ
こ
は
「
 以
 四
神
 降
 」
と
あ
る
以
上
、
天
帝
と
し
て
 登
 場
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
祝
融
は
包
 山
楚
墓
の
ト
簸
祭
 禧
 記
録
に
お
い
て
も
 祭
 

冊
封
 象
 と
な
っ
て
い
る
 楚
 族
の
遠
祖
で
 
@
 澤
 、
一
九
九
 セ
 、
一
毛
 皇
 、
「
山
海
経
」
海
内
経
で
は
祝
融
は
炎
帝
 
の
子
孫
（
四
代
後
一
と
 

四
神
に
よ
っ
て
秩
序
の
回
復
が
 

は
 第
三
段
落
に
「
十
日
」
と
あ
 は

か
ら
れ
た
こ
と
を
舌
口
 ぅ
 。
⑩
の
「
 婁
 」
は
「
 允
 」
 
一
 ま
 @
 

る
 よ
 う
 に
一
個
 づ
 
つ
な
の
で
は
な
く
、
十
日
十
二
月
で
 あ
 

一
 
H
-
 

」
と
に
一
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
の
「
日
月
」
 

 
 

っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
⑪
は
、
日
月
が
生
じ
 

い
が
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
に
し
 
て
も
、
不
明
な
問
題
は
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
は
あ
る
 M
 が
 

第
五
節
は
巷
戯
の
秩
序
形
成
の
時
代
か
ら
千
百
年
た
っ
 
て
 日
月
が
生
成
し
た
こ
と
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
天
地
 
は
 平
ら
で
は
な
く
、
 

 
  
 

 
 

そ
の
色
 
一
青
 
・
 朱
 ・
 黄
 ・
 
墨
一
は
 五
行
 説
 
西
方
・
 

時
に
対
す
る
色
の
配
富
一
的
な
傾
向
を
帯
び
て
い
る
こ
 
と
も
認
め
な
い
講
に
は
 

 
 

 
 

ら
 、
四
神
は
四
季
の
神
で
あ
る
と
と
も
に
四
方
の
神
で
 
あ
り
、
天
地
を
支
え
る
天
柱
（
大
樹
一
の
性
格
を
帯
び
 
る
と
い
え
る
。
更
に
 、
 

 
 

る
 可
能
姓
は
高
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
か
つ
 
下
文
に
お
い
て
四
神
は
祝
融
に
率
い
ら
れ
て
「
 輿
 四
極
 」
を
遂
行
し
て
い
る
か
 

 
 



書き留められた 帝の言葉 

せ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
内
容
か
ら
 考
え
て
炎
帝
の
祝
融
に
対
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
 
う
 な
命
令
を
炎
帝
が
 葮
 

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
以
降
、
祝
融
と
四
神
は
天
 
（
天
帝
①
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
地
の
神
と
し
て
大
地
の
 秩
序
を
保
っ
責
務
が
興
 

え
ら
れ
、
人
は
天
 霧
 と
は
直
接
コ
ン
タ
ク
ト
せ
ず
地
の
 神
々
 と
開
 係
を
保
つ
神
人
 閥
係
 が
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
 意
味
す
る
。
 

⑮
は
一
般
に
帝
陵
 が
 太
陽
と
月
の
運
行
を
開
始
し
た
と
 解
さ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
一
文
は
前
 
文
 ま
で
と
は
別
の
話
 

を
 述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
帝
陵
が
こ
こ
で
 
い
き
な
り
登
場
し
、
そ
の
後
に
言
及
さ
れ
な
い
の
は
 不
 審
 で
あ
る
。
あ
る
い
は
 

「
 
俊
 」
は
「
 駿
 」
に
通
じ
、
速
や
か
に
日
月
の
運
行
を
 な
し
た
と
言
 う
 こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
 

第
三
段
落
は
肝
心
な
所
で
字
が
欠
損
し
、
一
層
意
味
が
 
つ
か
み
に
く
い
が
、
 共
 工
を
主
役
と
し
て
、
所
謂
「
 十
 日
神
話
」
に
類
す
る
 

詰
 ら
し
い
。
 ，
 
」
の
一
段
 全
罷
が
 一
つ
の
 節
 
（
第
七
節
）
 
を
 構
成
す
る
。
⑯
は
 句
 讃
も
不
明
で
あ
る
が
、
「
四
時
 」
「
日
神
」
が
各
々
⑰
の
 

「
四
口
」
「
白
柿
」
に
 
封
臆
 す
る
と
考
え
た
。
 共
工
は
 
「
 
山
海
経
」
海
内
経
で
は
祝
融
の
子
で
 
@
 宗
 碩
 、
三
二
頁
 ・
 何
琳
儀
 、
㈲
八
二
頁
 
一
 
、
 

女
嫡
補
 天
神
話
の
中
で
天
柱
を
折
っ
た
悪
神
で
あ
る
が
 、
吊
書
で
は
悪
神
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
ず
、
研
究
者
 は
そ
の
性
格
を
詳
論
し
   

さ
れ
て
お
り
、
「
 禧
記
 」
月
令
で
は
炎
帝
が
南
方
の
帝
 、
祝
融
が
そ
の
神
（
 佐
 ）
と
さ
れ
て
い
る
。
「
三
天
」
は
 
不
明
、
「
四
極
」
は
四
方
 

の
 最
果
て
の
地
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
「
 准
 南
子
」
 覧
冥
 訓
の
女
 姻
補
 天
神
話
の
「
四
極
」
、
即
ち
天
地
を
 支
え
る
天
柱
を
言
う
も
 

の
と
考
え
る
方
が
文
脈
に
あ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
部
分
 は
 全
般
的
に
女
 嫡
補
 天
神
話
と
の
類
似
性
が
強
い
と
 @
 
ニ
 
ロ
 
え
る
 
（
た
だ
 
補
 天
神
話
 

の
よ
う
に
完
全
な
秩
序
が
悪
神
に
よ
り
破
壊
さ
れ
る
と
 
い
 う
 前
提
は
な
い
）
。
 

こ
の
天
地
の
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
最
中
で
、
炎
帝
の
命
 今
 で
天
地
が
分
断
さ
れ
た
。
⑭
の
部
分
が
そ
れ
に
あ
た
 
る
 。
こ
の
部
分
の
二
 

つ
の
「
 則
 」
の
 内
 、
前
の
「
 則
 」
は
法
則
の
義
で
あ
る
 。
「
九
天
の
則
の
大
矢
す
る
に
非
ず
ん
ば
 、
 則
ち
 敢
え
 て
 夫
妻
を
冒
す
 母
ね
 」
 

と
は
、
九
天
（
九
重
に
な
っ
て
い
 る
 宇
宙
 全
 龍
一
 

珪
 
の
 法
 削
 が
大
崩
落
す
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
限
り
は
、
以
後
 
大
憲
（
天
神
）
を
煩
わ
 



 
 

季
と
 謂
う
」
で
ま
と
め
る
 -
 、
後
半
 
一
 第
二
節
）
で
 時
 期
や
地
方
に
よ
っ
て
 具
罷
 的
に
ど
ん
な
現
象
が
生
じ
る
 ハ
 り
ふ
吐
を
述
べ
 ブ
勺
 
。
「
末
子
」
   

，心 じ 月日 一 

第 も た ち ・ こ 2 
一 括 も 善 策 の 
段 つ め 星 二 部 十 
落 て と 、 段 分 三 行文 は研究 季い する。が「 るこ 「徳重」 落でテ 

  と し 

と よ 

つ 理 

る に 解     方憶廿 

も 

    
六 で   

  
    いる 後を 疑問 象に 象の 季 」 「 
  
ま ｜ を 「これ 異常を である 封して 弗 「 

を 。 閲 読 ニ 篇 

  替 こ し 魅 て 
回 て 以 さ と て 十 い 

宗 一 上 せ は 十 二 る 
と 度 の る な 日 月 。 こと 分離にな よう く 、 鱗毛車 

土 

  

で 

る う 計 時 か 歩 

。 が代ら十 生ま 、 日 
じ で 十 」 

は下 六こ 。 は十 日交 

そ 目 替 文 ⑱が こで の交 以前   十 替 の 日 

  初 日 と 現 用 
天 に 
地 お な 交うと い衆一 十 



書き留められた 帝の言葉 

 
 

三
月
ま
で
の
大
軍
 は
 
「
 
遊
終
 」
と
呼
ば
れ
、
四
月
と
五
 用
 の
は
「
 乱
紀
 」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
を
示
す
。
最
後
の
 ⑧
⑨
は
季
の
歳
に
は
 西
 

と
 東
で
「
鼠
口
」
 一
 
「
 
鼠
 」
は
憂
の
生
じ
と
兵
乱
の
災
い
 が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
舌
口
 
ぅ
 。
 

第
二
段
落
は
、
分
段
記
号
で
は
一
つ
の
段
落
と
し
て
 
表
 示
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
は
二
つ
の
別
の
テ
ー
マ
 
か
ら
な
る
と
考
え
る
 

方
が
分
か
り
易
い
。
前
半
 
一
 
第
三
節
一
で
は
「
 徳
匿
 」
 と
い
う
災
異
に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
 
一
 
第
四
節
一
で
は
 以
上
で
論
じ
た
 季
 と
徳
 

直
 と
い
う
異
常
現
象
の
原
因
と
 封
慮
法
が
 テ
ー
マ
と
な
 る
 。
 商
承
詐
 
二
三
基
・
 館
宗
頓
 
五
三
夏
・
高
明
二
 
二
八
五
 
基
 ・
 何
琳
儀
 

  

 
 

「
そ
の
 参
 職
を
得
ず
」
と
は
天
地
の
職
に
参
 興
 で
き
な
 
い
こ
と
を
い
う
。
次
の
⑤
は
意
義
不
詳
。
⑥
⑦
の
雨
 文
 は
 季
の
歳
の
一
月
か
ら
 

字
の
上
半
は
「
 垂
 」
一
系
一
ま
た
は
「
 来
 」
で
あ
り
、
「
 宇
 」
 字
 と
は
異
な
り
、
 
何
琳
儀
 
二
九
九
三
、
五
七
頁
 一
が
 
「
賛
」
と
 讃
む
 方
が
 

 
 
 
 

１
 
2
 
@
  
 
一
 

の
 構
造
に
合
致
し
て
い
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
暇
に
 
「
 宇
 」
と
解
す
る
に
し
て
も
、
 
商
承
詐
二
 
二
頁
Ⅰ
一
口
 
日
 明
二
二
八
五
百
月
 
-
.
 李
 

五
四
島
・
 陳
偉
 
@
 
三
夏
の
よ
う
に
「
 悼
 」
と
解
し
 た
 方
が
文
脈
に
適
合
し
、
彗
星
の
「
 宇
 」
と
 誼
 む
の
は
 
か
な
り
無
理
が
あ
る
 

舌
口
あ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

第
一
段
落
第
一
節
に
 ょ
 れ
ば
「
 季
 」
と
は
日
月
の
運
行
 が
 規
律
を
は
ず
れ
、
季
節
が
不
順
に
な
っ
て
植
物
の
生
 
育
も
一
定
し
な
く
 

る
 、
天
地
が
と
も
に
災
禍
を
も
た
ら
し
た
状
態
で
あ
る
 

「
網
組
」
は
諸
氏
が
 
扁
縮
一
盈
縮
一
 
、
即
ち
 天
 朋
の
満
ち
欠
け
、
 

進
 

と
 理
解
す
る
の
が
正
し
い
。
②
の
「
 遊
 」
は
「
 逆
 」
と
 す
る
説
と
「
 達
 」
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
の
字
は
包
 山
 竹
簡
に
も
あ
り
、
 

 
 

-
 
お
 -
 

0
 発
掘
報
告
は
「
 篭
 」
 一
 
「
 行
ヒ
の
 意
味
と
し
て
い
る
 
（
湖
北
告
別
 
砂
 鉄
路
考
古
 隊
 、
四
四
頁
 一
 。
③
は
天
は
「
天
福
 」
 一
 不
明
一
を
或
る
 

方
 に
降
ら
し
、
大
地
は
崩
落
陥
没
す
る
と
い
う
こ
と
で
 、
 季
の
災
禍
は
八
行
文
冒
頭
に
描
寓
さ
れ
た
原
初
の
混
 
沌
 情
況
へ
の
回
帰
 を
 

あ
せ
る
大
 災
 生
口
で
あ
る
と
舌
口
え
る
。
 

 
 

第
二
節
④
は
 、
 季
の
歳
に
は
毎
月
特
定
の
日
に
雷
電
や
 
市
上
一
天
か
ら
土
が
降
る
こ
と
一
と
い
っ
た
異
常
 
気
 家
 が
あ
る
こ
と
で
 居、 地 そ 追 な と 零 字 



五
五
 皇
 ・
 李
睾
 動
画
 0
 芭
は
「
忠
直
」
を
 側
意
 と
解
 す
る
。
確
か
に
倒
置
 は
 
「
漢
書
」
五
行
 志
 千
之
上
 は
 か
に
災
異
と
し
て
表
現
 

さ
れ
て
い
る
か
ら
吊
書
 の
 テ
ー
マ
と
は
ム
ロ
致
す
る
が
、
 
下
文
⑬
「
 是
謂
 忠
直
、
 
群
 押
方
 恵
 」
は
 天
 膿
の
動
き
に
 閲
 わ
る
も
ハ
 ツ
と
 舌
口
う
よ
 

り
 、
「
忠
直
」
と
「
 
恵
 」
を
対
置
し
て
い
る
と
考
え
る
 
べ
き
で
あ
ろ
う
。
杯
目
余
矢
 
一
 
-
 
八
八
 夏
が
 指
摘
す
る
 よ
う
に
「
 徳
 」
「
 匿
 」
 

一
恵
一
の
 
対
 冒
は
文
献
中
に
も
見
ら
れ
、
「
忠
直
」
は
「
 徳
 悪
 」
（
徳
が
震
れ
る
こ
と
）
と
理
解
す
べ
き
と
思
わ
れ
 る
 
-
 
割
信
芳
、
九
 0
 直
参
 

鰹
 。
従
っ
て
或
る
災
異
の
名
称
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
 
必
ず
し
も
 天
 膿
の
異
常
の
み
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
 
。
第
二
段
落
第
三
節
の
 

⑩
は
、
 
徳
 匿
の
歳
に
は
、
 
一
 そ
れ
に
 相
嘗
 す
る
と
 
國
 に
は
「
 五
妖
 の
 行
 
（
不
明
一
に
 慮
 る
」
「
 四
践
 の
 常
一
 四
時
の
決
ま
っ
た
あ
り
 

万
 こ
を
一
失
う
こ
」
、
「
 
上
妖
 」
が
三
つ
の
季
節
（
 春
夏
秋
一
に
横
行
す
る
と
い
う
災
い
が
あ
る
こ
と
を
 
言
 ぅ
 。
こ
こ
で
何
故
三
 つ
 

-
 
Ⅸ
 -
 

0
 季
節
の
み
が
問
題
に
な
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
後
 
半
 ⑪
も
⑩
を
承
け
て
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
 
が
 、
意
義
は
不
詳
で
あ
 

 
 

る
 。
「
 以
 敷
膚
亮
之
」
か
ら
判
断
す
る
に
、
天
象
の
観
 
側
 に
係
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

第
四
節
⑫
は
 、
 季
と
徳
 直
 と
い
う
災
異
の
原
因
は
黄
 淵
 
一
 地
底
の
黄
泉
、
李
 零
 、
五
八
頁
・
手
掌
 勤
 、
四
 0
 頁
 ・
 何
 琳
儀
 、
Ⅲ
五
五
頁
）
 か
 

ら
 出
現
す
る
も
の
で
、
そ
の
た
め
に
上
身
一
義
不
詳
 
一
 は
 扶
助
す
る
こ
と
な
く
、
地
異
と
天
璽
が
と
も
に
も
た
 
ら
さ
れ
、
そ
の
た
め
 暦
 

は
 混
乱
す
一
し
 
穣
 
-
2
 
、
 

う
こ
と
を
言
う
。
⑬
の
部
分
は
、
恭
敬
な
る
良
人
は
 
災
禍
の
原
因
を
理
解
せ
 

ず
 、
そ
こ
で
天
の
法
則
を
推
察
し
規
範
と
し
て
彼
ら
を
 
動
揺
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
「
 三
恒
 」
一
日
月
星
辰
の
運
 行
 規
律
、
季
春
、
 
-
 
ハ
 0
 巴
 

を
 修
復
し
、
「
 四
興
 」
雨
季
の
交
替
一
の
 夏
ぃ
 
（
異
常
 一
 を
取
り
去
っ
て
、
「
大
宮
」
一
天
の
常
道
）
を
回
復
す
 べ
き
で
あ
る
こ
と
、
 
そ
 

し
て
人
間
の
側
が
天
の
常
道
の
回
復
に
参
典
す
る
こ
と
 
に
よ
っ
て
 、
 神
々
も
人
に
豊
か
な
恵
み
を
授
け
、
常
道
 
を
 再
建
し
、
人
間
界
を
 

従
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
 五
正
 」
は
八
行
文
の
五
木
 の
精
と
 比
較
す
れ
ば
、
 

焼
宗
頓
宍
 三
 %
.
 
季
寄
夫
 0
 墓
 ・
 何
琳
儀
 
㊤
 亜
ハ
 

夏
が
 五
行
の
官
と
す
る
の
が
是
に
近
い
。
「
 五
 正
方
 明
 、
 群
 押
目
生
芋
」
は
 、
 天
の
常
道
が
回
復
す
れ
ば
「
 五
 正
 」
は
良
人
を
照
臨
 し
、
   



き 留められた帝の 言葉 

家 述 木 や こ   と 衰退 するとし 作業 、   の う 避 起 は 、 落 と 降 神 れ こ 災 よ の 

ま 
8 を け 

  
れづ 々  はと @ ロそ す 

さ 

  

把呆 

て   
分 て れ れ を ⑭ 、 考   入 い を を 作 " 「 即 え 

専 " " 混 こ あ な る も 敬 し 帝 ち ら 

「豊 後 土 軋 る る 期 の た し 、 日 天 れ 

  



編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
四
神
」
 「
五
木
」
に
五
行
 説
 的
色
彩
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
 研
 究
 者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
 

れ
て
い
る
。
更
に
 陳
 要
塞
 は
 
「
 
禧
記
 」
月
ム
 コ
 の
淵
源
 と
 な
っ
た
よ
う
な
文
書
で
あ
る
と
考
え
、
季
春
は
そ
れ
 
を
 発
展
さ
せ
て
陰
陽
家
 

-
 
Ⅱ
 -
 

宰
 漢
書
」
誓
文
恵
の
 敷
術
 ）
や
「
日
害
」
に
属
す
る
 文
 書
 で
あ
っ
て
、
星
団
や
古
 盤
 と
同
様
の
宇
宙
観
を
表
 
明
 す
る
と
し
た
三
四
 

頁
 ・
一
九
九
三
、
一
六
八
頁
 

一
 
。
龍
宝
 頓
 
二
四
 0
 貞
 -
 ・
一
口
 

日
 明
二
二
 セ
實
は
 基
本
的
に
天
文
阜
の
著
作
で
あ
る
 
と
し
、
 李
串
勤
 
二
九
八
 

七
 、
二
 實
は
楚
國
 の
 唐
昧
 と
い
う
 敷
術
 家
と
の
 閲
係
 を
 疑
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
五
行
・
 
教
術
 
一
天
文
）
・
 
占
術
な
ど
と
深
い
 閥
係
 

に
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

し
か
し
、
こ
こ
で
は
や
や
別
の
角
度
か
ら
吊
書
中
に
表
 
萌
 さ
れ
て
い
る
思
考
に
つ
い
て
論
じ
た
 い
 の
で
あ
る
。
 そ
れ
は
吊
書
は
は
あ
 

る
 特
定
パ
タ
ー
ン
の
宇
宙
構
造
認
識
、
よ
り
 
具
膿
 的
に
 は
天
と
 神
と
人
の
開
 係
は
 つ
い
て
の
認
識
が
表
明
さ
れ
 て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
 

が
天
と
 神
が
人
間
に
対
し
て
異
な
る
役
割
を
荷
な
う
（
 

が
 五
行
家
や
 敷
 御
家
と
い
っ
た
特
定
 阜
術
博
統
 に
の
み
 

か
れ
る
が
、
こ
の
分
段
は
両
者
の
間
で
大
雑
把
な
 封
礁
 

の
後
半
に
「
帝
日
」
の
部
分
が
あ
り
、
内
容
的
に
も
 
八
 

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
八
行
文
と
十
三
行
文
の
主
題
は
 閲

係
 が
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
 

行
文
の
帝
の
言
葉
が
天
 と
 地
の
分
離
を
舌
口
う
の
に
 
対
 し
 

天
が
 禍
福
を
決
定
し
 、
 神
が
そ
れ
を
も
た
ら
す
）
こ
と
 

固
有
な
も
の
で
は
な
く
、
古
代
中
園
に
か
な
り
一
般
的
 

正
反
 封
の
方
向
に
あ
り
（
秩
序
の
形
成
と
逸
脱
）
 、
両
 

を
 述
べ
る
の
と
 相
雁
し
 

な
 思
考
類
型
だ
っ
た
の
 

は
 両
者
共
に
第
二
段
落
 

て
 、
十
三
行
文
の
そ
れ
 

者
共
に
三
段
落
に
分
 

で
は
な
Ⅱ
 
い
 か
 、
と
 舌
口
 
ぅ
祀
乳
卸
 

で
あ
る
。
 

楚 
阜 
重日 

  
  
@ 千 一 T 
文 
@@ ひ よ Ⅰ 

  
種 
  
リ 倉 

世 
ネ中 

- - 口 - - テ吾 

と           
え 

る 

も 

  
で 

あ 
る 
が 

  
  
節 
  
考 
察 
か 

ら 

も 
  
定 
  
，じ 田 @ 

枯ぃ ， 

的 
ゴヒ 

    
示 
を 

持 
つ 
者 
@ 
よ 

  
て 

   
 

 
 

四
楚
 吊
書
に
お
け
る
 天
 ・
 

神
 ・
 
人
 



書き留められた 帝の言葉 

す で 地 
  るあ の 徒異 は あり 天文神冥 はのはの lJ 合で 二段 あ 言葉 行文 

閲 っ 分 つ む 、 太 笛 大 大 三 る れ で と 落 
心 た 離 て る ま 間 二 妻 天 天 と ら あ 十 が 
を と に 阜 （ た の 段 の す   い 二 る 三 「 正正 失った舌口える 書が五 ある。 え 敢 「 ⑬ か 禍福 落は 音 一口 るに 四極 構 う つの こと 行文 ら を 「 で 非 を 造 「 を の 」 

れ す 」 た ば さ 味 」 す の り 

る 組   れ 
は る 神々 に四神しる 天 えて これら あるが @ 葉と @@ まぎ 

の 天 り 中 

す 
し に り す こ 似   

拠   

に が り で 。 閲 の 
ょ 下 た 起 

  こた 天 って 果 二人） 袖 じの い そ支 ミ ヱ王 ロ口 て 
地 に 分 天   
0 対 雛 と   た 入 

  

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
八
行
文
第
二
段
落
が
五
木
 
（
ま
た
は
祝
融
と
四
神
）
に
 
よ
 る
天
地
の
固
定
を
論
じ
 る
の
は
、
十
三
行
文
 第
 



秩
序
に
 参
 興
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
 

「
 
天
 霊
を
冒
す
」
、
即
ち
人
が
行
為
に
よ
っ
て
 天
の
意
志
を
意
識
的
に
 

左
右
す
る
手
段
は
断
た
れ
た
の
で
あ
る
。
か
わ
り
に
 
帝
 に
よ
り
地
界
の
運
管
を
委
嘱
さ
れ
た
神
々
が
人
へ
の
 
救
済
の
担
い
手
と
な
っ
 

た
 。
神
は
天
の
決
定
し
た
禍
福
を
現
 實
 化
さ
せ
る
仲
介
 者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
天
災
の
場
合
に
も
人
の
祭
 
祀
を
享
け
て
（
二
群
 一
神
 

足
 れ
享
く
と
福
禄
を
も
た
ら
す
能
力
が
あ
っ
た
（
「
 
徳
 匿
 、
 群
 神
力
 徳
 」
は
そ
の
こ
と
を
舌
口
っ
た
も
の
で
あ
 ろ
う
 一
 
。
つ
ま
り
、
天
は
 

人
間
の
音
生
心
か
ら
超
越
す
る
が
、
人
は
神
と
の
コ
ン
タ
 ク
ト
 に
よ
っ
て
そ
の
運
命
を
愛
 更
 で
き
る
希
望
が
あ
る
 謂
 で
あ
る
。
 楚
 吊
書
は
 

人
 と
神
の
開
係
を
宇
宙
論
的
・
救
済
論
的
文
脈
の
中
で
 意
味
付
け
る
文
書
な
の
で
あ
り
、
祭
祀
や
占
い
を
職
業
 
と
し
て
い
た
人
々
の
 思
 

想
を
反
映
し
て
い
る
と
季
寄
の
 説
 
（
前
引
 -
 は
相
 営
 め
 説
得
力
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 

前
節
中
で
も
指
摘
し
た
よ
 う
 に
、
吊
書
に
お
け
る
天
地
 分
離
の
観
念
は
所
謂
「
網
地
天
道
」
の
神
話
と
深
い
 
閲
 係
を
持
つ
よ
う
で
あ
 

る
 。
こ
の
神
話
は
峯
 日
 
」
日
刊
・
「
国
語
」
類
語
 下
 ・
 史
記
」
暦
書
に
見
え
る
が
、
 楚
語
に
ょ
 れ
ば
そ
の
大
要
 は
 次
の
通
り
で
あ
る
。
 

太
古
に
は
「
氏
神
本
 雑
 」
「
氏
神
異
業
」
と
い
う
状
態
 で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
 巫
 ・
 祝 ・
宗
の
官
が
あ
り
、
 災
 禍
が
 至
る
こ
と
は
な
か
 

っ
た
 。
夕
暉
氏
の
時
代
に
九
 黎
が
 徳
を
離
し
て
「
 氏
 神
 雑
籾
 」
の
状
態
に
な
り
、
祭
祀
の
方
法
は
汚
さ
れ
、
 
災
 禍
が
 至
る
よ
う
に
な
っ
 

た
 。
そ
こ
で
 頴
頃
 は
商
工
事
に
天
 と
 神
と
を
統
括
さ
せ
 、
火
工
繁
に
地
と
民
と
を
統
括
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
そ
の
 匡
 別
を
回
復
し
 

て
、
 神
と
人
が
侵
漬
し
な
い
よ
う
に
し
た
が
、
こ
れ
を
 

「
網
地
天
道
」
と
言
う
。
こ
こ
で
天
地
の
分
離
が
理
 
想
的
 秩
序
で
あ
る
理
由
 

は
 、
宗
教
的
専
門
家
に
仲
立
ち
さ
れ
る
 神
 ・
人
の
匡
介
 と
い
う
構
造
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
間
の
交
 
流
徒
 ホ
祀
と
降
 禎
 -
 が
 

保
障
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
吊
書
の
場
合
、
天
地
の
 
分
離
は
原
初
の
情
況
で
は
な
く
、
一
定
の
歴
史
的
過
程
 
の
 結
果
で
あ
る
が
、
 分
 

離
 を
あ
る
べ
き
秩
序
と
す
る
鮎
で
は
確
か
に
 楚
語
下
の
 
「
網
地
天
 通
 」
に
近
い
。
し
か
し
 楚
 語
の
分
離
が
神
と
 人
の
間
に
あ
る
の
に
 封
 

し
 、
吊
書
に
お
け
る
分
離
は
基
本
的
に
天
 と
 神
の
間
の
 も
の
で
あ
る
と
い
う
鮎
で
、
全
く
異
な
る
論
理
構
造
で
 
あ
る
と
言
え
る
。
 楚
語
   



下
の
話
で
は
人
間
は
そ
の
 行
嶌
 に
よ
り
直
接
的
に
運
命
 の
 根
源
に
働
き
掛
け
る
能
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
が
、
 
吊
書
の
筋
で
は
た
だ
 神
 

の
 仲
介
を
通
じ
た
間
接
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
し
か
持
ち
得
 
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

楚
語
丁
 と
 楚
 吊
書
の
分
離
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
ヴ
ァ
リ
 ア
ン
ト
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
現
時
 鮎
で
 答
え
   

た
だ
、
禁
牢
 善
 に
見
え
る
考
え
方
、
即
ち
人
間
は
聖
 な
 る
 力
の
根
源
と
直
接
コ
ン
タ
ク
ト
す
る
こ
と
は
で
き
ず
 
、
仲
介
者
と
な
る
神
を
 

必
要
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
 、
 他
の
資
料
か
ら
も
 伺
 ぅ
 こ
と
が
で
き
る
。
時
代
的
・
地
理
的
に
近
 
い
例
 と
し
 て
は
、
や
は
り
戦
国
持
 

代
の
楚
の
出
土
文
字
資
料
で
あ
る
 ト
笠
祭
禧
 記
録
を
拳
 げ
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
筆
者
が
以
前
指
摘
し
た
よ
 う
 に
 、
他
山
・
里
山
麓
 墓
 

か
ら
出
土
し
た
 ト
笠
祭
禧
 記
録
竹
簡
 
宜
 （
に
紀
元
前
四
 
世
 理
の
中
で
祭
祀
 儀
禧
 の
対
象
に
な
る
神
霊
に
つ
い
 て
 興
味
深
い
 匝
別
 が
な
 

さ
れ
て
い
る
。
即
ち
 、
 災
い
（
主
に
病
左
巴
 を
祓
う
目
 的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
 儀
禧
 に
は
、
犠
牲
を
伴
う
「
 拳
 禧
 」
と
伴
わ
な
い
「
 攻
 

解
 」
の
二
種
類
が
あ
り
、
前
者
の
封
象
は
土
地
神
や
祖
 
先
 ・
 巫
 現
神
な
ど
身
近
な
神
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
 
0
 対
象
は
日
月
・
歳
の
 

よ
う
な
 天
髄
 
（
天
神
）
 と
 下
車
・
 兵
死
 と
呼
ば
れ
る
 癌
 鬼
の
類
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
土
地
 
神
や
祖
先
は
犠
牲
と
い
 

ぅ
 手
段
で
交
流
で
き
る
神
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
天
神
 
や
庸
鬼
は
人
間
が
交
流
で
き
る
範
囲
を
越
え
て
お
り
、
 
そ
れ
ら
か
ら
の
 集
 り
に
 

対
 し
て
は
「
 攻
解
 」
と
い
う
対
抗
 儀
禧
 に
よ
っ
て
 祓
う
 以
外
の
手
段
は
な
か
っ
た
の
だ
と
 
解
 程
で
き
る
 
荘
澤
 
一
九
九
 
セ
 、
三
三
頁
 
@
 

換
言
 ロ
 す
る
な
ら
、
常
時
の
楚
 人
 が
通
常
 閲
 係
を
持
っ
た
 神
は
比
較
的
身
近
な
も
の
に
限
ら
れ
、
 天
 と
は
直
接
の
 開
 係
を
持
ち
え
な
か
っ
 

 
 

 
 

と
 同
じ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
 

戦
国
時
代
以
前
に
つ
い
て
は
、
 段
代
 に
お
い
て
 既
に
日
 
堅
 局
の
権
威
を
持
つ
神
と
は
直
接
コ
ン
タ
ク
ト
で
 き
ず
、
仲
介
者
と
な
る
神
を
 

 
 

肘
 
必
要
と
す
る
と
い
う
観
念
が
成
立
し
て
い
た
可
能
 姓
が
 高
い
。
 段
 代
の
最
高
神
で
あ
っ
た
帝
王
 帝
 ）
 が
 祭
祀
の
封
 家
 に
な
ら
な
い
 現
 

記
家
所
謂
「
上
帝
不
祭
祀
問
題
」
 -
 は
 研
究
者
に
 よ
っ
て
様
々
に
 解
程
 さ
れ
て
き
た
が
、
實
は
下
位
の
神
 
（
 
祖
 色
を
祭
る
こ
と
に
よ
 

  



は
 上
の
よ
う
に
、
 楚
 吊
書
の
八
行
文
と
十
三
行
文
は
共
 
に
 天
地
の
分
離
を
示
す
帝
の
言
葉
の
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
何
故
そ
の
部
分
が
帝
に
 
暇
 託
さ
れ
た
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
、
 

に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
神
話
の
中
で
宇
宙
の
構
造
を
規
 走
 す
る
祝
融
へ
の
命
令
と
し
て
記
さ
れ
 

開
示
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
同
時
に
、
 
現
實
 の
 人
 間
が
 遵
守
す
べ
き
規
定
の
性
格
を
持
っ
 

あ
る
帝
が
持
ち
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
こ
の
こ
と
は
吊
書
の
形
成
に
 閥
 わ
っ
た
 

や
 占
い
を
行
な
 う
 職
業
者
の
自
己
主
張
と
い
う
側
面
と
 聞
保
 す
る
と
思
わ
れ
る
。
 

そ
も
そ
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
宇
宙
を
創
造
し
た
創
世
記
 
の
神
と
違
っ
て
、
古
代
の
中
国
に
あ
 

嘉
典
（
や
は
り
戦
国
時
代
の
成
立
一
の
中
で
 帝
尭
は
義
 和
や
鮪
・
舜
に
直
接
命
令
を
降
す
が
、
 部

分
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
と
 考
 

難
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
八
行
文
 

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
宇
宙
の
秘
密
を
 

。
そ
の
た
め
に
、
宇
宙
の
最
高
権
威
で
 

人
々
 、
 即
ち
戦
国
時
代
に
お
け
る
祭
祀
 

っ
て
帝
は
寡
頭
な
神
で
あ
っ
た
。
「
 書
 」
 

既
に
人
間
世
界
の
帝
王
と
し
て
（
創
造
 

五 

書
き
留
め
ら
れ
た
帝
の
言
葉
１
１
結
び
に
か
え
て
 て
 

戦
国
時
代
以
降
に
つ
い
て
は
 

は
天
上
・
仙
界
・
人
間
世
界
・
 

く
 、
天
界
は
人
間
に
と
っ
て
は
 

と
 舌
口
 
う
 。
天
は
一
方
的
に
人
に
 

若
一
に
こ
そ
人
の
救
い
が
あ
る
 、

停
止
 祥
が
 漢
代
の
書
懐
石
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
こ
 
と
が
参
考
に
な
ろ
う
。
 

信
 氏
は
漢
代
の
宇
宙
論
 

地
下
の
四
つ
に
分
類
し
た
上
で
、
 
営
 時
の
人
間
が
死
後
 に
 天
上
に
登
る
こ
と
を
希
望
す
る
こ
と
は
な
 

恐
怖
の
場
所
で
あ
り
、
代
わ
り
に
 天
と
 地
の
間
に
あ
る
 良
器
 山
 が
人
が
死
後
に
訪
れ
る
場
所
に
な
っ
た
 

禍
福
を
も
た
ら
す
恐
る
べ
き
存
在
、
直
接
の
閥
 
係
 を
持
 て
な
い
存
在
で
あ
り
、
 

天
と
 人
の
中
間
（
仲
介
 

と
い
う
論
理
は
吊
書
の
観
念
と
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
  
 

て り 

上   

帝 人 
に 間 

間 の 
接 意 
的 志 
に を 

意 上 
志 位 
を の 
佳草 や申 

達さ 祖 （ 

せ先 て一 
い に 

た 博 
の 達 
だ し 
と て 
推 も 

濱 吐 ら 

で う 

き ィ士 

る 組 
の み 
で が 

あ 存 
る 在 

して 池澤、 - ぃ 
一 六 ， "   
九 で 

七 あ 
一 つ   
西 て、 
頁 
Ⅰ 人 

罰 昂 

@.@ 下へ @ 

祖 
先 
を 

ィ中 

介音 

と 

  

  



書き留められた 帝の蕎 

;
 
王
 

一
 
1
 
一
戦
闘
楚
の
出
土
文
字
資
料
は
金
属
 器
 、
竹
簡
、
吊
書
、
漆
 器
 、
陶
器
、
貨
幣
、
印
璽
な
ど
の
種
類
が
あ
り
、
こ
の
内
 
簡
阜
 文
字
の
主
要
な
分
野
は
 、 

遺
策
（
 随
 葬
器
物
の
目
録
 -
 、
法
律
・
裁
判
開
 係
 文
書
・
 
ト
 箕
祭
 禧
 記
録
 
-
 目
い
と
祭
祀
の
記
録
 -
 ・
古
籍
文
書
な
ど
で
あ
る
一
季
 

遥
宮
室
 鰹
 。
 楚
 早
田
 

 
 
 
 

書
は
 
一
定
の
思
想
的
立
場
か
ら
の
主
張
を
反
映
す
る
ス
ト
ー
リ
 １
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
貼
で
は
古
籍
文
書
に
相
 営
 す
る
が
、
 

そ
 の
 
内
容
・
構
成
は
 

 
  

 

一
 少
な
く
と
も
断
片
を
除
け
ば
 - 他
に
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
 
 
 

  

た で 
張構ら し 造はでたに人敵 味得 的は 「 勿 とき   仲介 威づ に位 の根 む 勤 し のは ム叩ム 下 強調 舌口業 こと 

け 置 源 し     に す に が 者 必 行 を を づブ @ であ 神 ろ 吊書 書ヒ 「 おけ 帝 る よる でき 

る の 手 る 要 
用 言 宙 で と 

る 統 す ） を あ 
  
た 
と 

な 

國 ら 

  

れ % 方 前 天   
て の が 述 が 

引 目 に ほ 

  
封 
  
自 

ら 

え % 
を 

且 
え 

る 

可 
台 : 
性 
ま @   タム 口 

ど   な 
を 読 く か 張 決 吊 文 か 
主 帥 彼 暖 し 定 書 の   

一
 
M
 一
 

神
の
性
格
を
保
存
し
て
は
い
 ろ
 が
）
 
描
冥
 さ
れ
て
い
る
 。
六
 %
 、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
 

天
と
 人
が
直
接
的
 に
閲
 係
を
持
つ
こ
と
が
 



（
 
2
 ）
バ
ー
ナ
ー
ド
、
七
頁
・
季
春
、
一
九
九
四
、
四
七
頁
 参
昭
 。
な
お
、
こ
の
墓
の
中
に
は
複
数
の
阜
 書
 が
と
も
に
 随
葬
 さ
れ
 
て
い
た
と
思
わ
れ
、
現
在
 

 
  

 

の
楚
泉
 書
の
表
面
に
は
他
の
吊
書
の
残
片
が
付
着
し
て
い
た
 -
 
杯
 日
系
 夫
 、
八
九
頁
㍉
 

-
 旦
「
爾
雅
」
樺
太
「
正
月
篇
 
恢
 、
二
月
 窟
如
 、
三
月
 俺
病
 、
 四
月
馬
鈴
、
五
月
 
為
皐
 、
六
月
 為
且
 、
七
月
篇
 相
 、
八
月
 烏
壮
 、
 九
月
 嶌
玄
 、
十
月
農
 場
 、
 

川
 

 
 

十
一
月
馬
車
、
十
二
月
 嶌
除
 。
」
 

@
-
 
会
 畔
 慎
 
-
 
九
頁
 -
 ・
高
明
三
七
五
頁
 
一
は
 
「
帝
王
世
紀
 蛙
 「
大
暉
 帝
庖
抽
氏
 、
風
 姓
也
 、
（
中
略
 -
 蛇
身
入
首
、
有
聖
徳
、
 

俺
 百
王
 先
 、
帝
出
船
 震
 、
 

禾
 百
所
 因
 、
故
 位
 花
束
、
主
香
象
日
立
哨
、
 
是
以
稗
 大
暉
、
一
読
 
黄
熊
氏
 」
 ミ
祀
訂
 正
義
ヒ
月
令
 
引
 -
 を
引
き
、
 鏡
宗
頓
 

兵
具
 -
 は
 
「
 
易
緯
 乾
坤
 撃
 

皮
ヒ
鄭
注
「
百
態
 氏
 、
包
犠
 氏
 、
本
名
背
汗
、
典
夫
同
生
」
を
 引
  
 

-
5
@
 
 
「
 
准
 南
子
ヒ
精
神
訴
「
 窃
 々
冥
々
」
、
 倣
眞
訓
 
「
 昧
 々
 陪
 々
 」
に
近
い
意
味
で
、
「
 
夢
ミ
 」
は
混
沌
、
「
皇
ミ
」
は
 
晦
 い
こ
と
 
-
 
館
 宗
頓
 、
一
一
頁
・
 
李
 

零
、
 -
 
八
五
頁
㍉
 

-
6
@
 
 
「
 於
 」
は
「
 閲
 」
「
 漉
 」
の
義
 
-
 
週
・
 塞
 ・
 止
 -
 。
 劉
 信
芳
 は
 
「
 
謁
 」
に
通
じ
「
 止
 」
の
 義
 と
す
る
（
 七
 0
 頁
 -
 。
 

-
7
 一
 
「
 是
 生
干
」
の
部
分
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
以
外
の
研
究
者
は
 「
 是
 圭
子
四
」
で
 
句
 と
す
る
が
、
次
の
④
の
部
分
の
特
徴
は
天
 と
 地
は
 
つ
い
て
交
互
に
 
-
=
 

ロ
 

及
 し
な
が
ら
、
混
沌
の
情
況
に
対
し
て
 膏
戯
が
天
 膿
の
連
行
と
大
 
地
 の
直
書
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
鮎
に
あ
り
、
「
 

四
 口
 」
一
四
海
、
四
境
 

と
 言
っ
た
意
味
か
一
が
「
 天
践
 」
（
 天
 穏
の
推
歩
一
と
封
に
な
っ
 

て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
理
に
適
う
。
 

焼
宗
 顕
一
一
二
頁
 一
 ・
 李
 零
宍
 五
頁
 -
 二
局
 

明
 
三
七
六
頁
 一
 ・
 何
琳
儀
 
一
切
七
八
頁
 -
 ・
 劉
 信
芳
 
-
 七
一
頁
 一
 な
ど
多
く
の
研
究
者
は
、
「
女
童
」
を
伏
犠
・
 

女
 姫
神
話
（
 伏
 犠
と
女
 嫡
を
原
初
の
 

兄
妹
に
し
て
夫
婦
で
あ
り
、
人
類
の
始
祖
と
す
る
神
話
一
の
女
 
媚
 に
あ
て
る
が
、
断
定
す
る
根
拠
は
薄
弱
な
 よう
 に
思
わ
れ
る
。
 

-
8
@
 
 
「
 
参
 化
」
は
 何
琳
儀
 
一
切
七
九
頁
 一
 ・
高
明
三
七
七
頁
 一
 ・
 陳
邦
 博
二
三
九
頁
 -
 が
 言
 う
よ
う
 
に
、
中
庸
「
 
質
 天
地
 之
化
 育
 」
に
 相
嘗
 す
る
も
の
 

で
あ
ろ
う
。
十
三
行
文
に
も
「
不
行
真
蓼
 
職
 」
と
あ
る
。
 

-
9
@
 
 
「
 
簿
 」
字
は
銑
 宗
 顕
二
五
頁
 一
 ・
季
寄
二
八
六
頁
 一
 ・
 陳
 邦
 慎
二
三
九
頁
 -
 は
萬
 
-
 
夏
 王
朝
の
始
祖
 
一
 と
解
す
る
が
、
 
バ
 ｜
 ナ
ー
ド
 
-
 
八
七
頁
 一
 

高
明
三
七
七
頁
 一
 ・
手
掌
 勤
 
（
五
四
頁
 -
 が
指
摘
す
る
 
よ
う
 に
 、
や
や
無
理
が
あ
る
。
 

而
 一
室
 こ
 
嘉
興
の
義
和
四
万
分
居
の
下
り
は
天
象
の
観
測
 と
 い
う
よ
り
、
四
方
の
神
に
よ
っ
て
太
陽
の
運
行
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
 さ
れ
、
一
年
の
時
間
が
 

完
成
し
た
こ
と
を
言
う
と
し
か
思
え
な
い
。
恐
ら
く
神
に
よ
る
 
時
 間
の
創
出
の
神
話
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
が
帝
王
の
統
治
の
博
 
説
 に
 作
り
替
え
ら
れ
た
 

た
め
に
、
暦
の
授
 興
 と
い
う
意
味
付
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
 。
池
澤
、
一
九
九
六
、
二
八
三
頁
参
照
。
 

@
 
一
 
「
貫
一
の
檸
は
基
本
的
に
は
 
劉
 信
芳
（
七
六
頁
一
に
依
る
 

。
「
 台
 」
字
は
不
明
。
 

@
@
 
 「
 瀧
 」
は
「
 漬
 」
、
水
に
浸
る
様
で
あ
り
、
「
 泊
 」
は
水
が
 
満
ち
る
様
、
「
 淵
 」
は
深
い
こ
と
 
毛
 庸
雄
」
「
 小
 爾
雅
き
、
「
 溝
 」
 は
 
「
 
漫
 」
即
ち
水
の
廣
 

大
な
る
 様
 。
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謂 各 も   
  

睡   

圭 、 = 

六 す     
  

う 』 沙 」 一 
  （ 干 よ 「 一 

夫 銭 

あ の 古 
    
  通ま   

- 一 六， @     @ まテ北 
2 縛 れ 

と解   
積 一 -   

  
解     
    

      本文帝 

  



王
手
参
照
文
 甜
 一
覧
（
引
用
に
お
い
て
、
一
人
の
著
者
に
つ
い
 て
複
 敷
の
著
作
が
あ
る
 場
 ム
ロ
 
、
 0
 を
付
け
た
著
作
は
年
覗
を
 記
 さ
な
い
。
 鏡
宗
頭
 ・
官
憲
 

通
 、
一
九
八
五
年
は
鏡
家
頓
と
の
み
 任
 記
す
る
。
 
-
 

安
志
 敏
 ・
 陳
 分
乗
、
一
九
六
三
年
、
「
長
沙
戦
図
 
縮
 言
及
具
有
 閲
 問
題
」
 毛
 文
物
」
一
九
六
三
ー
 9
-
 
。
 

池
澤
 優
 、
一
九
九
六
年
、
「
中
国
に
お
け
る
「
始
原
」
の
イ
メ
ー
 シ
 」
 -
 
月
水
昭
男
 編
 
「
創
世
神
話
の
研
究
」
、
 

ま
 。
 こ
 。
 

一
九
九
七
年
、
「
祭
ら
れ
る
神
と
祭
ら
れ
れ
 
神
 」
 宅
 中
園
田
 土
 資
料
研
究
」
創
刊
 ロ
こ
 
。
 

0
 何
 射
儀
、
一
九
八
六
年
、
「
長
沙
 
楚
 弔
書
通
 程
 」
 宅
 江
漢
考
古
 

 
 

2
 は
㈲
 と
引
 m
 Ⅱ
 

-
 
ぬ
 @
 
 「
百
子
」
六
諭
「
小
烏
 而
成
 、
不
 求
両
 得
、
夫
 是
之
謂
天
 
職
 。
一
中
略
）
大
石
異
時
、
地
 
有
其
財
 、
大
百
典
治
、
夫
 是
之
謂
 
能
参
 @
 
」
に
お
い
て
は
、
 
自
 

 
  

 

然
 界
に
固
有
の
法
則
に
よ
る
天
地
の
運
動
を
「
天
職
」
と
表
現
す
 
る
 。
「
要
職
」
は
八
行
文
の
「
窒
化
」
に
類
似
す
る
内
容
と
思
わ
 

れ
る
。
 

 
 
 
 

元
 @
 
 た
だ
し
「
 是
謂
遊
終
 口
奏
」
「
 
是
謂
乱
 細
口
称
」
で
 
句
と
 す
る
可
能
 姓
 も
あ
る
。
「
 吝
 」
は
「
 易
 」
に
 頻
冒
 す
る
 m
 語
で
あ
 
る
 。
 

 
 
 
 

-
 些
 
「
三
時
」
Ⅱ
春
夏
秋
の
理
解
は
李
寺
 

@
 
八
頁
 -
 と
銑
宗
 
碩
 
-
 
五
五
頁
）
の
説
に
従
う
。
 

@
-
 

季
春
五
八
頁
）
に
従
い
、
「
 婁
 」
Ⅱ
「
 敦
 」
、
「
 膚
 」
は
「
 擬
 」
に
通
じ
、
此
度
の
意
味
と
解
し
て
お
く
。
 

（
㌍
）
バ
ー
ナ
ー
ド
二
五
七
頁
 
-
.
 何
 射
儀
一
切
五
五
頁
）
は
 

「
歳
事
」
を
歳
末
と
解
す
る
。
「
歳
事
力
 
口
 」
は
日
月
運
行
の
混
 乱
 に
よ
り
歳
末
に
な
る
と
 

磨
 が
 實
情
と
 乖
離
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

元
 @
 
 「
 
恵
之
 」
は
神
が
下
民
を
恵
む
と
い
う
こ
と
か
。
高
明
（
 三
八
七
頁
 -
 ・
 何
 射
儀
一
切
五
六
頁
）
は
「
 恵
 」
を
「
 順
 」
と
 請
 み
 
言
説
文
 ヒ
、
 
天
の
降
 

崇
に
 神
が
従
 う
 こ
と
と
す
る
。
 

-
 
㏄
 -
 
商
承
詐
 
二
四
頁
）
は
こ
こ
の
帝
を
炎
帝
と
す
る
。
後
述
 す
る
よ
う
に
、
八
行
文
と
十
三
行
文
の
「
帝
日
」
部
分
は
封
 
鷹
 し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
 
八
 

行
文
の
「
帝
日
」
は
炎
帝
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
か
ら
 、
 商
の
説
は
正
し
 

@
@
 
 
「
 民
勿
 m
 ロ
ロ
 百
神
 」
で
 句
と
 考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
 る
 。
 

-
 
リ
 @
 
 「
 穀
 」
は
「
 穀
 」
に
通
じ
、
「
 善
 」
の
意
味
と
考
え
る
 

宅
 詩
 」
東
門
 之
扮
 
・
 侍
 Ⅰ
「
陸
田
」
は
不
明
で
あ
る
が
、
陵
遅
 -
 
館
 宗
頓
 、
六
七
頁
の
説
）
・
 

陵
虐
 
-
 季
春
、
六
三
頁
の
説
 -
 と
 言
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

-
 
㏄
 @
 
 「
日
害
」
は
、
湖
北
首
 
雲
夢
睡
虎
 抽
出
土
 秦
簡
の
 
「
口
書
 」
と
表
題
の
 
つ
 い
た
文
書
を
代
表
例
と
し
、
 

戦
 國
か
ら
前
漢
に
か
 け
て
幾
つ
か
の
出
土
 例
 

が
 知
ら
れ
て
い
る
、
占
い
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
。
詳
し
く
は
 
エ
 
藤
 、
一
九
九
八
参
照
。
 

@
-
 

前
漢
期
の
馬
王
堆
弔
書
「
十
六
経
」
「
 

正
乱
 」
に
「
 帝
一
 こ
の
場
台
は
黄
帝
）
 
日
 、
母
上
音
 禁
 、
母
留
吉
 賄
 、
母
 軋
 君
民
 

母
 純
音
通
」
云
々
 
と
い
 

ぅ
 語
が
あ
る
。
 



一
九
八
九
年
、
「
長
沙
 楚
 吊
書
通
 樺
校
補
 」
 宅
 江
漢
考
古
」
 
 
 

一
九
九
三
年
、
「
 包
山
 竹
簡
選
 程
 」
 宰
 江
漢
考
古
」
一
九
九
 
三
一
 
｜
 4
P
 
）
。
 

金
畔
恒
 、
一
九
六
八
年
、
「
 楚
稽
 書
音
 盧
解
 」
 宅
 中
国
文
字
」
 
為
 -
 

鏡
宗
頭
 、
一
九
六
八
年
、
「
禁
絶
書
疏
 
註
 」
 宅
 歴
史
 ま
 m
@
 研
究
所
 集
刊
 」
如
上
 -
 。
 

0
 鏡
宗
頓
 
・
雪
意
通
、
一
九
八
五
年
、
「
 
楚
 吊
書
」
中
華
書
局
 香
 港
分
局
 。
 

一
九
九
三
年
、
「
禁
池
出
土
文
献
三
種
研
究
」
中
華
書
局
。
 

工
藤
元
男
、
一
九
九
八
年
、
「
睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
乗
代
の
 

国
 家
 と
社
倉
」
創
元
社
。
 

嚴
 
二
坪
、
一
九
六
八
年
、
「
禁
縛
善
所
 
考
 」
 宅
 中
国
文
字
」
㏄
 
@
 @
-
 

2
 
。
 

高
明
、
一
九
八
六
年
、
「
 
禁
 縛
 書
 研
究
」
 
宰
 古
文
字
研
究
」
 
ピ
 。
 

湖
北
 省
剃
 砂
鉄
路
考
古
 隊
 、
一
九
九
一
年
、
「
 包
 山
麓
 簡
 」
文
物
 出
版
社
。
 

湖
南
賀
博
物
館
、
一
九
七
四
年
、
「
長
沙
 

子
弾
庫
 戦
国
本
 榔
墓
 」
 -
 
「
文
物
」
一
九
七
四
１
 
2
-
 。
 

察
 手
裏
、
一
九
四
四
年
、
「
 
晩
周
給
 言
者
 譚
 」
二
九
七
二
年
リ
 ブ
 リ
ン
ト
、
誓
文
郎
書
館
 一
 。
 

朱
徳
用
、
一
九
九
五
年
、
「
朱
徳
用
古
文
字
論
集
」
中
華
書
局
。
 

商
奉
 祀
、
一
九
六
四
年
、
「
戦
図
 
楚
 吊
書
迂
路
」
三
文
物
」
一
九
 
 
 

借
上
件
、
一
九
九
六
年
、
「
 
中
國
 漢
代
書
 懐
 石
の
研
究
」
 
同
成
社
  
 

官
憲
 通
 、
一
九
九
三
年
、
「
長
沙
吊
書
文
字
 
編
 」
中
華
書
局
。
 

張
 光
画
、
一
九
五
九
年
、
「
中
園
創
世
神
話
 

2
 分
析
 典
 古
史
研
究
 」
 宅
 民
族
 睾
 研
究
所
業
 刊
 」
 8
 ）
。
 

陳
偉
 、
一
九
九
六
年
、
「
 包
山
 竹
簡
 初
探
 」
武
漢
大
草
出
版
社
。
 

陳
 尊
家
、
一
九
六
二
年
、
「
戦
図
 
楚
 吊
書
 考
 」
三
考
古
草
 
報
 」
 
一
 九
八
四
１
 
2
-
 。
 -
 
遺
稿
 一
 

 
 

「
古
文
字
研
究
」
 5
 ）
。
 

唐
健
垣
 、
一
九
六
八
年
、
「
禁
縛
 
書
 文
字
拾
遺
」
 
宅
 中
国
 
文
字
」
 
些
 。
 

董
 佳
賓
、
一
九
五
五
年
、
「
 
論
 長
沙
出
土
 之
檜
書
 」
三
大
 
陸
 雑
誌
」
 印
 １
 6
 一
 。
 

 
 

百
出
版
社
。
 

留
 

0
 杯
目
余
矢
、
一
九
六
四
年
、
「
長
沙
出
土
 

戦
國
 禁
牢
 書
 考
 」
三
東
万
里
親
」
㏄
）
。
 

 
 

三
東
方
里
親
」
 
帥
 -
 。
 

  



由
ぃ
 
「
自
ぃ
「
 

宙
 ・
 Z
0
 の
 一
 
・
 己
穏
 ，
 わ
苗
 
ぬ
の
寸
尺
 鮪
爵
 ま
ぬ
 ぉ
霞
 
お
ふ
 u
 ～
 @
 づ
蕊
ぉ
 り
 さ
臣
 。
 3
 。
 3
%
Q
 ま
ま
 黛
 S
 ぜ
 ・
 レ
 Z
C
.
 の
 ロ
コ
す
 
の
「
 
ロ
 

容
 英
一
張
 振
林
 ・
 馬
 国
権
記
 補
 -
 、
一
九
八
五
年
、
「
金
文
篇
」
 
中
 華
 書
局
。
 

幸
運
 富
 、
一
九
九
五
年
、
「
禁
国
 
簡
 吊
文
字
資
料
 綜
述
 」
 宅
 江
漢
 考
古
」
一
九
九
五
１
 4
 Ⅰ
 

手
掌
 勤
 、
一
九
五
九
年
、
「
戦
図
題
 
銘
概
述
 」
三
文
物
」
一
九
五
 
 
 

一
九
八
七
年
、
「
長
沙
 楚
 吊
書
通
論
」
 
一
楚
 文
化
研
究
 曾
編
 
「
 
楚
 文
化
研
究
論
集
」
 
1
 、
制
禁
書
 社
 ）
。
 

一
九
九
四
年
、
「
 簡
早
 伏
籠
典
掌
循
吏
」
時
報
文
化
、
台
   

0
 季
春
、
一
九
八
五
年
、
「
長
沙
 
子
弾
庫
 戦
国
 禁
 吊
書
研
究
」
 
中
 華
 書
局
。
 

一
九
九
三
年
、
「
中
国
方
術
 者
 」
人
民
中
国
出
版
社
 -
 
第
三
 土
日
十
 

-
 。
 

一
九
九
四
年
、
「
禁
牢
 書
的
 再
認
識
」
 
宅
 中
国
文
化
」
 
印
 Ⅰ
 

劉
楽
賢
 、
一
九
九
四
年
、
「
睡
虎
地
秦
簡
日
害
研
究
」
文
洋
出
版
 

社
 。
 

劉
 信
芳
、
一
九
九
六
年
、
「
禁
牢
書
辞
 
詰
 」
 案
 中
園
文
字
」
新
世
 一
期
 -
 。
 

  



實 は 
花 様 現   
實 な の 
左 側 宗 
約 百 教 
な を 論 

白 も の 
覚 っ 中 
と た で 
レ、 0  景 
ふ の も 

角 で 優 
度エ あ れ 
」 る た 

重日の から、 一八頁 -   

か 様 っ 

ら 々 と 

考 な さ 

え 角 れ   
ゆ か い 

く ら る 

と 近 『 宗教 いう づく 

立 こ と 

場 と は 
を が 何 
と で か 

つ き 一 

て る の 
ぃ が 最 

る 、 ィ刀 

と こ の 

し の 章 
た 書 で 
上 で   

で は 著   
の 征 西 
よ の 谷 

う 自 啓   
べ し 、 

てか いも 宗 教 

  

 
 

実
在
の
自
覚
と
し
て
の
言
葉
の
創
造
的
 表
現
性
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
於
け
る
哲
学
の
「
厳
密
性
」
 

と
 本
居
宣
長
に
於
け
る
「
歌
の
事
」
、
「
道
の
事
」
 
 
 

吉
田
喜
久
子
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 西
谷
智
治
の
所
謂
「
実
在
の
実
在
的
な
自
覚
」
 

と
い
う
角
度
か
ら
、
宗
教
と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
際
 西
谷
と
は
ま
た
異
な
 

っ
た
 視
点
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
、
本
居
宣
長
で
あ
る
。
貫
長
の
 場
合
、
実
在
の
経
験
と
い
う
問
題
は
、
言
葉
の
創
造
的
表
現
性
と
 い
う
問
題
と
直
結
 

し
て
お
り
、
 
宣
 長
の
仕
事
は
、
こ
の
問
題
が
王
 題
 と
な
っ
て
い
る
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
 
於
 い
て
は
、
現
代
の
舌
口
語
論
に
 見
ら
れ
る
よ
う
に
、
 

例
え
ば
経
典
と
舌
口
 業
 と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
、
舌
口
業
が
説
明
を
要
 
す
る
三
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
哲
学
の
方
 
法
 自
体
の
中
に
 
、
宣
 

長
 と
同
様
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
が
 
、
 こ
れ
を
「
詩
人
の
や
り
方
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、
「
事
物
を
正
 

直
に
経
験
す
る
」
と
 

い
う
 -
 
」
と
は
、
舌
口
語
の
表
現
性
の
間
 題
 に
突
き
当
た
る
こ
と
に
 
外
 な
ら
な
い
。
貫
長
 や
べ
 ル
ク
ソ
ン
を
こ
う
い
う
視
点
か
ら
捉
え
 

る
 見
方
は
、
彼
等
の
 

思
想
に
対
す
る
通
念
的
理
解
に
は
、
殆
ど
見
出
せ
な
い
。
小
論
が
 
、
 或
る
程
度
比
較
思
想
的
手
法
を
取
っ
た
の
は
、
通
念
か
ら
、
 

=
 
@
 い
換
え
れ
ば
、
 
言
 

葉
の
表
現
性
で
は
な
く
、
舌
口
葉
の
有
用
性
に
頼
る
私
達
の
習
慣
性
 

か
ら
、
私
達
自
身
を
解
放
し
や
す
く
す
る
為
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 実
在
、
経
験
、
自
覚
、
言
葉
の
創
造
的
表
現
 性 、
舌
口
葉
の
有
用
性
 



る
 。
通
常
私
達
は
「
意
識
」
と
い
わ
れ
る
場
に
あ
っ
て
 
、
表
象
乃
至
観
念
を
通
し
て
事
物
に
関
わ
っ
て
い
る
 
が
 故
に
、
「
事
物
の
あ
り
 

の
ま
ま
の
あ
り
方
に
ふ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
、
つ
ま
り
 事
 物
 が
事
物
自
身
に
於
て
あ
る
と
い
ふ
事
物
の
も
と
で
、
 
實
在
 的
に
事
物
に
ふ
れ
 

る
 」
二
三
夏
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
 

し
な
が
ら
、
意
識
 ｜
 自
意
識
の
場
で
は
実
在
に
ふ
れ
 得
 な
い
か
ら
と
い
っ
て
 、
 

科
学
以
前
の
世
界
観
の
中
で
中
心
を
成
し
て
い
た
「
 
意
 識
 以
前
の
生
命
や
感
鷹
の
場
」
に
立
つ
と
い
う
と
こ
ろ
 
に
 止
ま
る
こ
と
は
で
き
 

な
い
。
何
故
な
ら
、
「
宗
教
に
は
、
 

さ
う
い
ふ
 場
に
帰
 る
と
ぃ
ふ
 方
向
の
上
に
成
立
し
て
ゐ
る
形
態
が
 
、
 少
な
 か
ら
ず
あ
る
こ
と
は
 事
 

實
 で
あ
る
」
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
「
 實
在
 に
深
く
ふ
 れ
る
と
 ぃ
 ふ
こ
と
は
出
来
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
 
私
 達
は
、
「
意
識
 ｜
 自
意
識
 

の
場
か
ら
、
そ
れ
以
前
（
又
は
以
下
）
の
場
に
帰
る
 代
 り
に
、
意
識
の
場
を
通
し
て
然
も
そ
れ
を
突
破
し
た
や
 
う
な
、
そ
し
て
そ
こ
か
 

ら
振
 返
っ
て
意
識
の
場
も
見
ら
れ
得
る
や
う
な
、
一
層
 高
く
新
し
い
地
平
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
 
-
 
以
上
一
八
頁
）
。
 

亡
 -
 

西
谷
の
こ
の
立
場
は
 、
 別
の
書
で
は
「
 髄
験
 」
と
い
う
 舌
口
 
業
 に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
禅
宗
こ
そ
、
「
一
切
の
宗
 教
 の
 己
 Ⅰ
せ
ア
 

曲
巾
 
。
日
の
巾
」
 

を
 自
覚
す
る
「
 髄
験
 そ
の
も
の
の
純
粋
性
」
に
立
つ
 立
 場
 で
あ
り
、
「
一
切
の
特
殊
宗
教
を
超
越
し
つ
つ
同
時
 に
其
 等
を
本
質
的
に
自
 

ら
へ
還
元
せ
し
め
」
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
 上
 場
 で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
小
論
で
考
え
て
み
た
い
の
も
、
西
谷
の
表
 
現
を
借
り
れ
ば
、
実
在
に
「
深
く
ふ
れ
る
」
、
経
験
す
 
る
と
い
う
仕
方
で
の
 

「
実
在
の
自
覚
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
 考
え
る
為
に
、
神
体
験
を
基
礎
に
も
つ
西
谷
と
は
ま
た
 
別
の
視
点
を
筆
者
に
与
 

え
て
く
れ
た
の
が
、
本
居
宣
長
で
あ
る
。
 

な
る
ほ
ど
貫
長
の
学
問
の
対
象
は
、
「
源
氏
物
語
」
 や
 
「
古
事
記
」
等
の
日
本
の
古
典
で
あ
っ
て
、
西
谷
の
表
 現
を
借
り
れ
ば
、
 
そ
 

れ
ら
は
「
科
学
以
前
の
世
界
観
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
 
る
 。
し
か
し
筆
者
は
、
貫
長
の
思
想
を
 、
 単
に
「
科
学
 は
 前
の
世
界
観
」
に
 属
 

し
 、
「
意
識
以
前
一
又
は
以
下
）
の
生
命
や
感
礁
の
場
」
 に
 
「
帰
る
と
い
ふ
方
向
の
上
に
成
立
し
て
ゐ
る
形
態
 」
の
一
宗
教
的
思
想
と
 

  



実在の自覚としての 言葉の創造的表現性 

い
う
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
西
谷
の
舌
口
 
う
 
「
 
韓
験
 」
、
「
 
實
在
 に
深
く
ふ
れ
る
」
、
或
い
は
「
直
接
経
験
」
と
い
 う
 問
題
は
、
貫
長
 に
於
 

い
て
は
「
言
葉
」
の
問
題
と
切
り
離
し
え
な
い
の
で
あ
 
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
、
貫
長
の
思
想
を
、
単
純
に
「
 意
 識
 以
前
の
生
命
や
感
 礁
 

の
場
」
に
帰
る
立
場
と
は
舌
ロ
い
え
な
い
も
の
に
し
て
い
 る
か
ら
で
あ
る
。
 

問
題
を
、
そ
う
い
う
視
点
か
ら
よ
り
明
ら
か
に
す
る
 
為
 に
 、
小
論
で
は
、
先
ず
べ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
に
於
け
る
 
言
葉
の
問
題
を
考
え
 

る
 。
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
小
論
に
 
と
っ
て
決
し
て
蒸
煮
的
な
万
法
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
 
は
 、
小
林
秀
雄
の
べ
 ル
 

ク
ソ
ン
 論
 と
宣
 長
 論
に
舌
口
 
反
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 理
 解
さ
れ
や
す
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
西
谷
の
表
現
 
を
 援
用
す
れ
ば
、
実
在
 

の
 実
在
的
経
験
と
そ
の
自
覚
と
し
て
の
言
葉
と
い
う
 
問
 題
を
 、
貫
長
の
思
想
の
中
心
問
題
と
し
て
捉
え
た
殆
ど
 
唯
一
の
貫
長
論
が
 、
数
 

心
 問
題
が
 、
 既
に
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

が
 世
界
の
た
だ
中
で
生
き
て
い
る
、
或
い
は
生
か
さ
れ
 

あ
る
貫
長
論
の
中
で
も
、
小
林
の
宣
 長
 論
で
あ
る
。
の
 

で
 考
え
よ
う
と
す
る
事
柄
は
、
「
宗
教
」
と
い
う
よ
り
、
 

の
 言
葉
を
手
懸
か
り
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
問
題
を
考
 

従
っ
て
小
論
は
、
直
接
的
に
宣
 長
 論
と
か
 べ
 ル
ク
ソ
ン
 

ま
た
、
宗
教
と
い
う
言
葉
の
下
で
理
解
さ
れ
る
の
が
、
 え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

て
い
る
、
そ
の
こ
と
自
体
が
既
に
宗
教
的
で
あ
る
、
 
そ
 

か
な
ら
ず
、
小
林
の
べ
ル
ク
ソ
ン
論
の
中
に
は
、
後
の
 

「
宗
教
性
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
い
 

論
 、
或
い
は
小
林
論
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
 

通
常
、
何
ら
か
の
教
義
や
原
理
を
も
っ
た
実
定
宗
教
で
 う

 Ⅰ
 
ト
ぅ
 @
@
@
 

Ⅰ
ト
キ
ハ
川
で
Ⅰ
Ⅲ
 

え
 

貫
長
論
に
出
て
来
る
中
 

ぅ
 宗
教
性
と
は
、
人
間
 

、
そ
れ
ら
の
思
想
家
 

あ
る
の
な
ら
、
小
論
 

よ
う
か
。
 

そ
の
宗
教
性
は
、
小
論
の
考
察
の
最
終
的
な
拠
り
所
が
 
、
日
本
の
古
典
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
日
本
的
 
宗
 教
性
 と
い
う
呼
び
 万
 

 
 

も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
貫
長
自
身
に
「
自
然
の
 
神
道
」
と
か
「
 迦
 微
の
道
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
 か
ら
す
れ
ば
、
神
道
的
   



共
通
の
問
題
 

最
初
に
、
小
論
で
し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
経
験
」
と
 
ぃ
 う
こ
と
を
、
単
に
主
観
的
、
内
在
的
、
も
し
く
は
自
己
 
中
心
的
、
 

均
等
々
 
と
見
徴
 す
誤
解
に
つ
い
て
、
一
言
し
て
お
く
 必
 嬰
 が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
ま
ず
経
験
す
る
 
「
自
己
」
と
 

が
あ
っ
て
、
こ
の
自
己
が
経
験
す
る
の
が
経
験
で
あ
る
 、
と
い
う
考
え
か
ら
来
て
い
る
。
し
か
し
、
経
験
が
経
 
験
 で
あ
る
の
 

が
 寧
ろ
自
己
と
い
う
 殻
 、
自
己
と
い
う
枠
を
破
る
よ
う
 な
 仕
方
で
起
こ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
 
経
 験
は
却
っ
て
 

観
 的
、
非
内
在
的
、
非
自
己
中
心
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
 経
験
た
り
え
、
自
己
の
殻
を
破
り
、
 目
 自
己
」
の
殻
を
 溢
れ
た
も
の
 

充
た
す
」
 
-
 
西
谷
、
前
掲
善
二
四
頁
 一
 と
こ
ろ
に
経
験
の
経
 験
 た
る
所
以
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
西
田
幾
多
郎
 
は
 、
「
個
人
あ
 

一
 
3
-
 

あ
る
に
あ
ら
ず
、
 
経
 験
あ
っ
て
個
人
あ
る
の
で
あ
る
」
 と
 述
べ
た
わ
け
だ
が
、
経
験
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
 
占
 
 
 

様
で
あ
る
。
 

-
4
 
一
 

小
林
秀
雄
の
べ
ル
ク
ソ
ン
論
で
あ
る
「
感
想
」
の
中
に
 
、
 次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
 

「
様
々
な
普
遍
的
観
念
 

目
 ③
の
 潟
コ
か
 
（
 p
-
 
の
の
 
-
 の
起
源
 や
債
値
 を
め
ぐ
る
問
題
に
 閲
 す
る
論
争
で
、
哲
学
 史
は
 一
杯
に
な
 

の
だ
が
、
も
し
、
 
さ
う
 い
 ふ
 所
謂
 哲
 掌
上
の
大
問
題
が
 、
言
葉
の
亡
霊
に
過
ぎ
ぬ
事
が
判
明
し
た
な
ら
、
哲
学
 
は
 
「
経
験
 そ
 人

間
中
心
 

い
う
も
の
 

は
、
そ
れ
 

最
も
非
生
 

が
自
己
を
 

つ
て
経
験
 

ソ
ン
 も
回
 

っ
て
る
る
 

の
も
の
」
 

  

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
於
け
る
哲
学
の
「
厳
密
性
」
と
 
し
て
の
「
表
現
の
厳
密
性
」
 

宗
教
性
に
つ
い
て
の
一
つ
の
捉
え
方
と
見
 倣
 す
こ
と
も
 で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
日
、
日
本
的
と
 
か
 神
道
と
い
う
舌
口
 葉
は
 

 
 

 
 

 
 

ど
 、
 
暖
昧
 乃
至
多
義
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
否
定
的
 肯
定
的
双
方
の
様
々
な
価
値
観
で
色
付
け
ら
れ
て
い
る
 
舌
口
 業
 は
な
Ⅱ
Ⅵ
と
Ⅱ
い
つ
 

て
 

 
 

 
  
 

も
 過
言
で
は
な
い
。
小
論
は
 、
 
必
ず
し
も
そ
の
 ょ
う
 に
 
呼
ば
れ
る
こ
と
を
意
図
せ
ず
、
先
に
述
べ
た
問
題
を
考
 
え
て
み
た
い
。
 



実在の自覚とし   

に
於
 

哲
字
 

U
 
半
 こ
 
@
  
 

ての言葉の創造的表現， 性 

を
 、
直
接
に
切
賃
 に
 経
験
し
て
 ぬ
 る
の
で
あ
っ
て
 、
哲
 筆
者
の
務
め
も
 亦
 、
こ
の
 興
 へ
ら
れ
た
唯
一
の
費
を
 、
 素
直
に
受
容
れ
て
、
 

こ
 

れ
を
手
離
す
ま
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
面
前
二
一
 ｜
 二
百
 @
 。
 

が
な
け
れ
ば
読
み
取
れ
な
い
問
題
も
あ
る
わ
け
で
、
 
こ
 

こ
の
文
章
を
、
あ
ま
り
に
も
文
学
的
な
べ
ル
ク
ソ
ン
 理
 

の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
哲
学
の
分
野
で
為
さ
れ
て
 

解
 で
あ
る
と
読
む
の
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
舌
口
業
 

来
た
 べ
 ル
ク
ソ
ン
研
究
 

へ
の
真
剣
な
関
わ
り
 

い
て
は
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
稀
な
視
点
で
あ
る
 。
概
念
や
言
葉
は
、
実
在
の
経
験
を
覆
う
も
の
と
し
て
  

 

 
 
 
 

 
 

で
は
、
消
極
的
な
位
置
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
 う
見
方
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
す
る
直
観
主
義
と
か
 
反
 知
性
主
義
等
の
批
 

 
 

 
 

も
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
小
林
の
べ
ル
ク
ソ
ン
理
解
は
 、
こ
う
い
 う
 通
念
の
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
 

に
な
る
筈
だ
、
と
べ
 ル
グ
ソ
ン
 は
考
へ
た
。
 實
際
 、
彼
 ほ
 、
自
分
の
哲
 睾
 を
さ
う
い
 ふ
 も
の
に
し
た
。
 干
峰
 
彼
の
著
作
は
、
比
類
の
 

な
い
 朋
 駄
文
筆
で
あ
る
。
 購
 験
の
純
化
が
、
そ
の
ま
 ュ
 新
し
い
 哲
 豊
の
方
法
を
保
護
し
て
ゐ
る
」
 一
 
「
感
想
」
 
三
 @
 
 
三
一
頁
 -
 
。
 

「
詩
人
の
費
は
 、
 自
ら
 膿
 験
し
た
も
の
感
得
し
た
も
の
 だ
け
だ
。
 甲
蜂
膿
 験
し
た
も
の
感
得
し
た
も
の
は
、
 
一
 
言
葉
で
は
舌
口
 
ひ
 難
 い
 

も
の
だ
。
と
い
ふ
事
は
、
事
物
を
正
直
に
経
験
す
る
と
 
は
 、
通
常
の
言
葉
が
、
こ
れ
に
衝
突
し
て
死
ぬ
と
 
ぃ
ふ
 意
識
を
持
っ
事
に
他
 が
 

ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
、
詩
人
は
 、
一
 っ
た
ん
舌
口
業
 
を
、
 生
ま
生
ま
し
い
経
験
の
う
ち
に
解
消
し
、
冥
慮
か
ら
、
 
親
に
舌
口
業
 
を
葮
明
 す
る
 

事
を
強
ひ
ら
れ
る
。
ベ
ル
グ
 
ソ
ン
 が
 、
 自
ら
問
 う
た
と
 こ
ろ
は
、
 か
 う
い
 ふ
 や
り
方
は
 、
 果
し
て
詩
人
の
特
 権
 で
あ
る
か
、
そ
れ
と
 

も
 、
詩
人
の
特
権
と
見
ら
れ
る
ほ
ど
深
く
世
人
の
眼
に
 
覆
は
れ
て
了
っ
た
 嘗
り
 前
な
人
生
の
眞
 相
 な
の
で
あ
る
 か
、
と
ぃ
ふ
 事
で
あ
っ
 

@
 
+
.
 

ハ
 
Ⅰ
。
 

彼
は
先
 づ
 
「
意
識
の
直
接
 興
件
 仏
聖
で
こ
の
問
題
を
提
 出
し
た
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
 言
ふ
 な
ら
、
そ
れ
は
、
 哲
 筆
者
は
詩
人
た
り
 得
 

る
か
、
 と
ぃ
ふ
 問
題
で
あ
っ
た
。
 實
在
は
 、
経
験
の
 う
 ち
に
し
か
 興
 へ
ら
れ
て
み
な
い
。
 言
ひ
 代
へ
れ
ば
、
 私
達
は
實
 在
 そ
の
も
の
 



「
直
観
」
と
い
う
舌
口
葉
を
使
う
際
の
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
 

極
め
て
慎
重
な
叙
述
に
こ
注
意
を
払
わ
ず
に
、
直
観
に
っ
 い
 て
の
既
製
の
理
解
 

か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
観
主
義
を
舌
ロ
い
、
貫
長
の
「
 漢
意
」
批
判
か
ら
、
官
長
の
国
粋
主
義
を
言
い
、
小
林
 
の
 最
後
の
大
き
な
仕
事
 

が
 貫
長
論
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
小
林
の
「
日
本
回
帰
 
」
を
舌
口
 
う
 

 
 

こ
こ
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
物
を
考
え
る
際
の
人
 

間
の
或
る
一
定
の
傾
向
性
で
あ
る
。
今
日
の
所
謂
「
 
非
分
析
的
」
ま
 り
オ
 
（
 

 
 

ゅ
コ
ゅ
守
 
（
 
@
 
の
の
 
し
 
舌
口
 
ま
螢
珊
 で
は
、
有
用
性
か
ら
自
立
し
た
 詩
的
言
語
の
、
言
語
と
し
て
の
本
来
性
と
い
う
よ
う
 

な
こ
と
を
指
摘
す
る
の
 

は
、
 珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
指
摘
す
る
 
舌
口
 
壬
叩
 
論
者
自
身
が
 、
 自
ら
の
思
考
を
舌
口
語
化
す
る
際
、
 

或
ぃ
は
 、
他
者
の
舌
口
語
 

表
現
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
、
詩
人
の
経
験
に
倣
お
 
う
と
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
稀
な
こ
と
で
あ
 
ろ
う
。
言
語
の
「
有
用
 

性
 」
は
、
実
用
的
な
日
常
舌
口
語
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
 。
概
念
事
も
当
然
有
用
性
を
も
っ
て
い
る
。
思
考
活
動
 
が
 、
舌
口
葉
や
概
念
に
 ょ
 

っ
て
為
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
或
る
 理
 解
の
仕
方
が
通
念
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
 
宣
 長
の
 、
或
 い
ほ
 べ
ル
ク
 

ソ
ン
 の
表
現
し
た
舌
口
業
 が
、
 元
の
表
現
性
か
ら
引
き
離
 さ
れ
な
い
で
は
、
起
こ
り
え
な
い
。
舌
口
葉
や
概
念
に
 つ
い
て
の
既
製
の
理
解
 

（
こ
れ
も
「
舌
口
業
の
亡
霊
」
で
あ
る
）
が
も
た
ら
す
 

有
 月
性
に
頼
っ
て
し
ま
っ
て
 、
 （
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
、
貫
長
 
の
、
 或
い
は
小
林
の
）
 

文
章
と
い
う
「
 物
 」
を
見
な
い
こ
と
を
、
小
林
は
「
 
物
 は
 見
な
い
、
物
の
名
を
呼
ぶ
」
と
批
判
し
た
の
だ
が
 
、
こ
，
 」
に
挙
げ
た
三
者
 

は
 、
い
ず
れ
も
そ
う
い
う
あ
り
方
を
退
け
、
そ
う
い
う
 
あ
り
方
に
「
逆
ら
っ
て
」
思
惟
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
 
退
け
た
そ
の
所
以
が
 、
 

そ
の
思
惟
の
王
 題
 自
体
と
本
質
的
な
関
わ
り
を
も
っ
て
 
い
る
の
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
「
事
物
を
正
直
に
経
験
す
る
と
は
、
通
常
の
三
一
 
口
業
 が
 、
こ
れ
に
衝
突
し
て
死
ぬ
と
い
ふ
意
識
を
持
っ
 
事
 に
他
な
ら
」
な
い
 

が
 、
こ
れ
は
「
詩
人
の
特
権
」
で
は
な
く
、
「
 営
り
前
 な
 人
生
の
眞
 相
 」
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
が
、
ベ
ル
ク
ソ
 
ン
 の
場
合
も
、
貫
長
の
 

場
合
も
 、
 （
更
に
い
え
ば
小
林
の
場
合
も
一
そ
の
ま
ま
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
の
内
容
と
方
法
を
決
定
し
て
い
る
 
。
舌
ロ
 ぃ
 換
え
れ
ば
、
 
両
 

  



実在の自覚とし ｜ よ Ⅱ ベ @ ン 、 昔 生体 

寧 ク で 

ろ ソ あ 
「 ン る 

常 の Ⅰ 

  
  

    
  
」とで するこ 事實」 

も   
  
ゴ f 日 -,  一 よ 

つ , 

通の生活人が社会生活を送二七 にあるということなあり方に対していえば、 %  
  

    の 言葉の創造的表現， 性 

験 と   め れ と 

し べ 習 
れ て 間 合 着 

有 る に 宣 て は 題 籠 め 
そ て ル 慣 用 度 よ 長 い 、 と 的 主 
の す ク 化 ，性 合 っ に な 言 直 な 題 
も べ ソ さ に い て 対 い 詰 結 経 は 

め て ン れ 
は を の た 

、 説 場 有 
頬は る " か " しがはし て " " て 験 」 そ " 
私 当 論 、 そ 現 ぃ 二 れ 

達然 のの のべの 問ル 哲のとどれ 伐 る 霜ぞ 
明して 「高所」 月性 合、 習 よ 題 ク 学 言   

分野の 慣性かうに 宣 をより を ソン の方法 語論に うこと 二十七 仕方 ら 、 長の 明ら 援用 の中 見る 自体 一一毛     
放 い 考 好 様 何 事 由 貴 

問題 フる 。 し， 、 
こ こ よに うす 
で ぢ る   

と 同 

は、例 いわば一所とい 

  
のよう 或る 出発す 

  に   
と 表 「 い   る 重 であ j 現性 言葉 要 ク の 方 
る で の 柄 す ソ 創 で   。 は 仁 を 

見 
る ン 造 は 

な 霊 取 

る （ ， 「 一 
  「人 主題 的 哲学 表 

く 、 」 に田 と に 現 間 
い 粋 實   は 於 性 的 
う 経 在 語 か こ さ い の な 



る
 必
要
上
と
っ
て
い
る
「
常
識
」
の
立
場
も
、
「
与
え
 ら
れ
た
事
実
」
で
あ
る
限
り
尊
重
し
、
そ
の
事
実
の
反
 
省
か
ら
始
め
る
。
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
解
す
る
「
常
識
」
と
は
、
本
能
以
上
 
、
科
学
以
下
の
、
「
生
活
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
注
意
 七
月
そ
の
も
の
」
 
行
て
 

や
き
 
で
あ
る
。
「
常
識
」
が
最
も
嫌
う
の
は
、
「
硬
直
 し
た
」
「
既
製
の
観
念
」
 ニ
 ・
 
n
.
 

）
で
あ
り
、
常
識
が
私
達
 

に
 要
求
す
る
の
は
、
 常
 

に
 新
た
な
状
況
に
 、
 常
に
新
た
に
適
応
す
る
こ
と
で
あ
 
る
 。
こ
の
意
味
で
、
常
識
に
は
「
一
種
の
無
私
」
 
宇
感
 想
 」
三
十
七
一
 -
 
ハ
 0
 貞
一
 

に
も
通
ず
る
「
無
知
」
 臼
 了
一
・
 

n
.
 

一
 が
見
ら
れ
る
が
、
 常
 識
が
 、
社
会
か
ら
、
ひ
い
て
は
自
然
か
ら
、
絶
え
ず
 
新
 た
に
問
わ
れ
る
が
ま
ま
 

に
 身
を
処
し
て
い
る
、
「
 @
 
」
の
現
質
の
 問
 ひ
に
貫
か
れ
 て
み
る
と
い
ふ
そ
の
事
が
、
こ
れ
に
答
へ
て
み
る
と
い
 
ふ
事
 」
で
あ
る
、
こ
の
 

「
一
種
の
レ
ア
リ
ス
ム
」
 宇
 感
想
」
同
前
一
が
、
ベ
ル
ク
ソ
 ン
が
 常
識
に
尊
重
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
常
識
が
生
活
に
向
け
ら
れ
た
 
注
意
力
で
あ
る
な
ら
、
常
識
の
反
省
か
ら
出
発
す
る
と
 
は
 、
哲
学
や
科
学
が
 

出
現
す
る
よ
 け
 遥
か
以
前
か
ら
、
思
索
す
る
前
に
生
活
 
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
「
生
活
上
の
必
要
性
」
 
に
よ
っ
て
、
私
達
の
認
 

識
 、
知
覚
や
 亡
 識
は
制
限
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
 
の
 反
省
か
ら
始
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
達
の
認
識
 
の
 相
対
性
は
 、
 生
き
る
 

必
要
性
か
ら
来
て
い
る
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
 
為
に
、
最
初
の
著
作
以
来
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
し
ば
し
ば
 
芸
術
を
援
用
す
る
。
 

芸
術
は
「
現
実
の
よ
り
直
接
の
視
覚
ぎ
コ
の
ま
 四
 0
 コ
巨
 白
 の
山
下
の
の
 

ヰ
 
の
往
の
迂
Ⅰ
 
曲
 出
目
 
ヌ
ひ
 
-
 」
（
ド
カ
・
 

Q
.
 

ト
 
0
2
 
。
 
巾
ま
 ・
 
Q
.
 
ト
 
㏄
Ⅱ
㏄
 

一
に
体
な
ら
な
い
が
、
 

芸
術
家
の
知
覚
の
こ
の
純
粋
性
は
、
有
用
な
る
習
慣
 
と
 の
 或
る
断
絶
か
ら
、
特
に
感
覚
や
意
識
に
極
限
さ
れ
た
 
或
る
無
関
心
か
ら
来
て
 

い
る
。
芸
術
家
は
「
物
を
自
分
の
為
に
で
は
な
く
、
 物
 の
 為
に
見
る
」
田
ま
・
一
こ
。
芸
術
作
品
に
対
す
る
私
達
 の
 感
動
は
、
芸
術
家
の
 

こ
の
努
力
を
 、
 知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
模
倣
す
る
こ
 と
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
通
常
私
達
 
の
 知
覚
や
意
識
は
 、
生
 

物
体
と
し
て
先
ず
生
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
 
必
 要
 性
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
 
制
 限
 、
即
ち
現
実
と
私
達
 

の
間
に
介
在
し
て
い
る
「
 帳
 」
か
ら
、
私
達
の
知
覚
や
 意
識
を
「
解
放
し
」
 て
 、
「
視
覚
 ?
 安
 0
 コ
 ）
を
拡
大
し
 

」
、
「
拡
張
し
」
う
る
こ
 

  



離
れ
て
 孤
行
 」
す
る
舌
口
葉
や
概
念
で
あ
り
、
 
そ
，
 つ
 
い
う
「
空
虚
な
」
言
葉
や
概
念
に
頼
っ
て
思
惟
す
る
 
こ
と
を
退
け
た
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
  
 

覚
 

 
 

め
 

「
物
を
離
れ
て
 孤
行
 」
す
る
言
葉
や
概
念
は
、
「
 物
 」
と
私
達
の
間
に
介
在
す
る
「
 帳
 」
と
な
る
。
言
葉
と
 概
念
に
つ
い
て
の
、
ベ
ル
ク
 

 
 

 
 

実
ソ
ン
自
身
の
誤
解
の
余
地
の
な
い
文
章
を
引
用
し
花
 

て
お
こ
う
。
「
も
し
最
初
に
既
製
の
諸
概
念
を
退
け
た
 上
 で
、
現
実
の
直
接
の
視
覚
 

ての言葉の創造的表現， 性 

寧 れ し 割 借 名 「 消 e@,  ぃ と 

% を 

写 私   達に も ロ 教 ㏄Ⅱ ・ ト 

ニ え 、   

の（ c.- 私達   現 次節 「 を 

㍉ 、 中 る 一 

@ の 

  
す /             わ 吐 

や 』 討や士 っナ Ⅰ 

ム術山リ ハ 勺 ブ 。 
目 

  
で 

あ 
る 

    
  

ゐ @ 一 と し - 
四 つ   

  
  
        

  
    も 演 、 ぃ 四 な   

" ず す " の 差 
  
  

し る べ 初 手 具     は轟さ 「物を 」れが、 ば 役 て の の は     



の
 直
接
の
視
覚
ま
ま
 四
 0
 コ
日
 「
常
打
 監
 
㌔
窃
で
ま
で
の
 
「
 一
 
㎡
の
で
 
ユ
こ
 」
 コ
卜
 D
.
 
）
 
N
q
 

じ
で
あ
る
。
 

し る 事 仮 に の け り は る る @ し 

れ
る
の
新
概
念
の
普
遍
性
の
中
に
他
の
諸
対
象
が
等
し
 
く
 包
容
さ
れ
る
と
し
て
も
、
改
め
て
そ
れ
ら
諸
対
象
を
 
認
識
し
ょ
う
と
欲
す
 

な
ら
、
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ら
の
諸
概
念
の
外
で
、
そ
れ
 
ら
 自
身
に
即
し
て
研
究
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
 
宙
 い
 ・
 
ロ
 ・
ト
 
ド
 
㍉
 
つ
 
-
 
。
 

「
物
は
見
な
い
、
物
の
名
を
呼
ぶ
」
、
「
物
を
離
れ
て
 
孤
 行
 」
す
る
舌
口
葉
や
概
念
に
頼
る
と
い
う
、
元
来
は
行
動
 の
 必
要
性
に
由
来
す
 

私
達
の
習
慣
性
、
傾
向
性
は
、
当
然
実
生
活
上
で
働
く
 
場
合
の
知
性
や
思
考
の
習
慣
性
、
傾
向
性
で
あ
り
、
 
そ
の
習
慣
性
の
強
さ
 

、
思
惟
が
、
実
用
性
を
離
れ
て
働
く
場
合
に
さ
え
纏
わ
 
り
つ
こ
う
と
す
る
ほ
ど
強
い
。
そ
れ
に
逆
ら
っ
て
 
、
私
 達
 自
身
の
内
部
に
降
 

て
 行
こ
 う
 と
す
れ
ば
、
逆
向
き
の
強
い
惰
性
の
「
 拒
カ
 を
 満
身
に
浴
び
る
」
 -
 
「
感
想
」
三
十
 
芭
 
-
 
ハ
 
0
 夏
 。
「
私
 達
が
 触
れ
る
点
が
深
 

れ
ば
深
 い
 ほ
ど
、
私
達
を
表
面
に
押
し
戻
す
 カ
 は
強
く
 な
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
直
観
と
は
、
こ
の
接
触
で
あ
 
り
 、
哲
学
と
は
、
 こ
 

は
ず
み
③
 団
 し
で
あ
る
」
 
弓
ヨ
 ・
 ヮ
し
 ミ
ス
つ
ま
り
 
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
知
覚
、
知
性
、
思
惟
、
言
語
等
が
身
 
ほ
 つ
け
た
「
実
生
活
 

必
要
な
諸
習
慣
」
を
、
「
思
弁
の
領
域
に
移
」
 コ
ゎ
ヮ
 ）
 
2
7
0
 

）
す
こ
と
を
斥
け
た
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
直
観
 

と
 い
う
も
の
を
特
別
に
 

定
 し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
う
 直
 観
 と
は
、
強
い
惰
性
に
逆
行
す
る
働
き
に
自
己
を
集
中
 
し
た
場
合
の
内
省
の
 

実
で
あ
り
、
強
い
惰
性
に
逆
行
し
て
働
く
反
省
（
「
私
 の
 舌
口
 
う
 直
観
と
は
反
省
な
の
で
あ
る
」
 コ
ゎ
ワ
 ）
 
び
い
こ
 で
あ
り
、
「
骨
の
折
れ
 

或
る
種
の
思
惟
の
方
法
」
 斧
 n
.
 

一
な
の
で
あ
る
。
反
省
 

を
 欠
い
て
い
る
常
識
の
方
向
に
逆
ら
っ
て
、
精
神
の
「
 
視
覚
を
拡
大
し
深
化
 

ヴ
ィ
ジ
オ
ン
 

無
 際
限
に
強
化
し
」
 宙
い
ワ
 ）
 
い
 
の
 巴
て
 、
「
意
識
に
直
接
 与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
」
内
的
視
覚
、
即
ち
 

「
精
神
に
よ
る
精
神
 

で な - 

よ ） 亡し ら , ロ 。 コ 

と 表 ま   臼 現すいう コ o 
こ る 日 

と 為 ㈱ 

- 、 に し い 『 ヰ 

  
  

  

  

  

  
  



実在刀自覚としての 言葉の創造的表現， 桂 

丁ら @@ @ 

  
  

た 新   
    

る   じ 。 

      
理 。 馬 私 

  
が と べ ろ い か の 

、 そ ル さ う ら 寸 
そ の ク か と 明 法 
の 説 ソ 。 、 ら に 

  

る
 経
験
の
普
遍
化
と
い
ふ
安
易
な
仕
事
」
は
「
 哲
 筆
者
 に
 用
が
な
い
も
の
」
 -
 
「
 驚
 ど
一
七
）
三
一
里
と
し
て
 退
 け
た
の
で
あ
る
。
哲
学
 

舌
口
業
に
よ
っ
て
 
、
 既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
哲
学
と
し
て
 
の
 厳
密
さ
を
欠
く
ま
日
ロ
 q
m
n
@
 

の
 
@
0
 
已
が
故
に
、
ベ
ル
 ク
ソ
ン
は
「
概
念
に
よ
 

一 会 れ 

つ 筈 巨体 ③ （ -. を 、 従る て 」 

へ 何 ま で   

  

な 六   
  

え 

  
ベルクソような、（第一部） 
」 経 ン 

  
の べ 化は " " 
ル 刀 人 
ク 垂 問 

的 
/ ン統経 「 
の 一 験 

常
識
は
自
分
自
身
を
振
り
返
る
努
力
を
避
け
よ
う
と
す
 
る
だ
け
で
、
内
省
の
 力
 は
、
常
識
に
常
に
潜
在
し
て
い
 も
と
も
い
え
も
の
だ
 

が
 、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
常
識
と
い
う
余
り
に
も
人
間
的
 
な
こ
の
「
力
線
を
逆
行
し
て
、
 暇
説
 的
に
延
ば
し
て
 行
 け
ば
、
 経
 験
と
い
ふ
も
 

の
ノ
 曙
に
 、
 少
く
と
も
経
験
が
直
接
的
な
も
の
か
ら
 功
 利
 的
な
も
の
へ
、
本
源
的
な
も
の
か
ら
人
間
的
な
も
の
 
に
 愛
ず
る
 縛
 向
点
に
 燭
 



か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

想
 と
い
ふ
「
 物
 」
に
決
し
て
到
る
事
は
出
来
」
 

い
 う
 舌
ロ
Ⅱ
四
方
で
舌
口
え
る
こ
と
な
の
だ
が
、
 

@
 
し
の
 @
 
し
と
の
 
意
味
は
、
次
章
で
明
ら
 

表
現
の
嚴
留
住
を
臥
く
の
は
、
何
を
置
い
て
も
理
論
の
 
一
貫
性
や
統
一
性
に
固
執
し
た
が
る
か
ら
だ
」
（
「
感
想
 
」
同
 

@
-
 

。
 

以
上
見
て
き
た
よ
 う
 に
 、
 例
え
ば
西
田
な
ど
に
比
べ
て
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
 於
 い
て
は
、
知
性
、
或
い
は
思
惟
 と
 か
 反
省
の
契
機
が
弱
 

く
 、
実
用
的
な
働
き
に
 拾
 い
て
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
 と

い
う
ご
と
き
誤
解
同
様
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
は
、
言
葉
 
や
 概
念
は
単
に
消
極
的
 

に
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
誤
解
も
、
そ
う
い
う
 
誤
解
そ
の
も
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
退
け
た
と
こ
ろ
の
 

バ
 
へ
ん
ル
ク
ソ
ン
の
 
Ⅴ
人
士
 

山
 日
十
 

と
い
う
「
 物
 」
を
離
れ
て
弘
行
す
る
舌
口
葉
や
概
念
に
頼
 っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
読
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
 
外
な
 い
 。
 

人
間
の
経
験
は
、
「
二
つ
の
違
っ
た
棺
の
下
で
」
 弓
ま
 っ
 ・
）
の
の
）
 

一
 私
達
に
提
供
さ
れ
、
科
学
と
哲
学
と
い
う
 
二
 つ
め
 認
識
様
式
は
 、
 

そ
れ
に
応
じ
て
お
り
、
「
常
識
が
向
か
っ
て
い
る
方
向
 の
 推
進
に
外
な
ら
な
い
」
 
宙
 ・
 
n
.
 
っ
 ・
）
 
N
o
o
@
 
 

の
が
科
学
で
 あ
る
な
ら
、
「
哲
学
す
る
 

と
は
、
思
惟
の
働
き
の
習
慣
的
な
方
向
を
逆
転
す
る
 
フ
 」

と
」
コ
ト
 下
 ）
 
串
 
N
N
 
 

乙
で
あ
り
、
直
観
 と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
 哲
 

学
の
方
法
も
、
方
法
と
し
て
立
て
ら
れ
た
方
法
な
の
で
 

は
な
く
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
持
続
」
と
呼
ぶ
内
的
経
 
験
 に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
 

た
も
の
で
あ
る
。
 

「
私
が
哲
学
の
真
の
方
法
に
開
眼
し
た
の
は
、
内
的
生
ム
 叩
 の
う
ち
に
経
験
の
最
初
の
領
域
を
発
見
し
て
、
言
葉
 
に
よ
る
解
決
を
放
棄
 

し
た
日
で
あ
っ
た
」
 宙
 ・
 
n
.
 
ヨ
 ・
 
し
 お
 と
 。
㍉
し
か
し
、
 言
 葉
 が
な
く
て
は
哲
学
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
い
 
う
ま
 で
も
な
い
。
二
対
象
の
 

寸
法
に
合
わ
せ
て
し
か
仕
事
を
し
な
い
、
真
の
意
味
で
 
の
一
 経
験
論
は
 、
 （
一
つ
一
つ
の
対
象
に
対
し
て
）
 こ
 0
 対
象
に
対
し
て
は
、
 

こ
の
対
象
に
の
み
適
し
た
概
念
を
仕
立
て
る
の
で
あ
る
 
」
（
 
ヒ
い
 
・
 て
 ・
ト
串
 

つ
 
㏄
 
一
 
。
 

ペ
 ル
ク
ソ
ン
と
い
う
哲
学
者
に
見
出
せ
る
、
か
よ
う
な
 
「
詩
人
の
や
り
方
」
は
 、
 逆
に
い
え
ば
、
「
文
世
を
訣
 い
 た
思
想
家
は
 、
思
 

  



実在の自覚 

    
始 う 

ま 子 テテ 

つ 為 
て が   
る そ   
で ま 

あ ま 

神を 
ど 

つ , 
経 
験 
  
た 
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表 
  
て 
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つ 
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中 平 

名 
  
  
挙 
Ⅰ 

よ 

  
て 

既 

こ甲 千 @ 
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つ 
  
て 
  
物 
三五 口口 

  

としての言葉の 創造的 

    
挙 こ ち わ 
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平 る て 中「 市 申 。 六 @ に 

々 イ犬   
の 一 で 
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譜 か 

  

が ら 
    

掲 既     よ @ 
ら 明 
れ る 

て か 「小円Ⅱ 

い で 博 
説 

る る   
と る 

い と 
Ⅰ @ し 

伝 

うよ 、宣 え 

う 長 
ら 

な は 
  

こ考 と え ， 来 て 
で る よ @ 

た上 な 古     
  巻 

  

    

々 冒 
  

経   
る の 

が 

㍾
 
し
、
 朴
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
、
ョ
局
 識
 以
前
（
又
は
以
下
一
の
生
命
や
感
底
の
場
」
（
小
論
「
 序
 」
参
照
）
で
な
さ
れ
た
、
 

 
 

で べ 事 大 安 

め 
  

於 

に ゴ 言 
  ト 語 が 舌 ，   事 」 

  
  頁 - 

ヱ追 

の 
事 」 

          
土， ，、 巳 セ 

  
は 几 

蹴 り、 

五     
て 中 

い身 る 、   
ほ こ 

ど れ 

で は ，ル， る えられ舌口五明憲録せし 。 故事 あ め 識 て ど 

る そ た と い も   。 い た 」 を 
し 文 を う以下 上古 、 
か 字 近 二 の 太 



@
 
ル
 .
@
 

ば
 、
「
徴
し
と
し
て
の
言
葉
の
脛
 験
 な
の
で
あ
る
。
 
雨
 者
は
離
せ
な
い
。
ど
ち
ら
が
 先
 き
で
も
後
で
も
な
い
」
 

宰
宣
長
 」
四
二
一
頁
）
。
 

舌
口
業
が
事
と
切
り
離
さ
れ
て
い
な
い
、
こ
の
よ
う
な
 =
=
 

ロ
 
諸
経
験
は
、
「
古
事
記
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
神
話
的
 
言
語
経
験
或
い
は
 

約
 @
 語
経
験
の
特
質
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
 
小
林
も
い
う
よ
う
に
、
「
言
霊
の
自
己
形
成
の
働
き
 
は
 、
「
 @
 霊
の
さ
き
は
 

國
 、
た
す
く
る
 國
 し
と
言
は
れ
て
ゐ
 た
や
 う
な
環
境
で
 は
、
 別
し
て
、
 
己
 れ
の
姿
を
省
み
る
必
要
も
感
じ
て
 ゐ
 な
か
 
っ
た
 
-
 
。
 
-
1
@
 
 

」
 に
違
い
 

く
 、
「
古
事
記
」
と
い
う
書
物
に
特
異
な
意
義
は
 、
漢
 字
の
渡
来
と
い
う
歴
史
的
事
件
の
経
過
の
中
で
、
そ
う
 
い
う
言
語
経
験
に
つ
 い な ふ 詩 

 
 

見
え
た
が
ま
Ⅰ
の
物
の
「
性
質
情
状
」
は
 、
 決
し
 て
 明
ら
か
に
は
な
る
ま
い
。
 直
 か
に
解
れ
て
来
る
物
 
の
 経
験
も
 、
 裏
を
返
せ
 

か
ら
も
説
明
す
る
事
の
出
来
な
い
、
言
語
 燭
白
め
力
 」
 売
日
長
日
五
三
二
 %
 
 が
 経
験
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
 
、
 逆
に
神
の
名
を
 

ば
、
 神
は
あ
り
あ
り
と
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
上
古
 の
人
々
に
と
っ
て
、
世
界
経
験
の
「
奇
し
さ
」
、
「
 

可
畏
ア
サ
 さ 」

は
、
そ
の
ま
 

カ
シ
コ
 

 
 

ア
 サ
 

葉
の
 
「
奇
し
さ
」
、
「
同
異
 さ
 」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
 

@
 葉
 と
い
う
も
の
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
の
不
思
議
な
 
働
 き
が
、
「
 @
 霊
」
と
 

れ
た
の
で
あ
る
。
「
有
る
物
へ
の
し
っ
か
り
し
た
闘
心
 、
 具
購
 的
な
経
験
の
 、
 彼
の
用
語
で
言
へ
 ば
、
 コ
 ・
・
 

，
レ
 

徴
口
 

，
 ：
 
ノ
 

と
し
て
の
舌
口
 業
が
 

葉
 本
来
の
姿
で
あ
り
 カ
 で
あ
る
と
 ぃ
ふ
 事
だ
。
見
え
た
 が
ま
 ュ
 の
物
を
 、
紳
と
 呼
ば
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
 人
 で
は
な
い
と
は
 解
 呼

べ
 

ま
 言
 

呼
ば
 

、
 @
=
 

口
 

る
 ま
 

か
に
な
る
。
圧
倒
的
な
経
験
に
襲
わ
れ
る
こ
と
は
、
 
言
 葉
の
不
思
議
な
力
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
別
で
は
な
い
 
。
こ
の
不
思
議
さ
の
中
 

で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
言
語
が
語
る
の
て
あ
る
」
。
 -
3
-
l
 

と
い
っ
た
よ
う
に
、
言
葉
で
舌
ロ
 
い
 表
そ
う
と
す
る
努
力
 も
 、
自
力
的
な
努
力
で
 

 
 あ

る
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
言
葉
が
、
言
葉
の
表
現
性
 
が
 自
分
を
捕
え
た
の
だ
と
い
う
 
外
 な
い
。
「
舌
口
語
に
本
 釆
偏
っ
て
ゐ
る
、
何
物
 

か は 
@ こ "  毛見 

し 物 代 
た 事 の 
い を 私 
と 「 達 
ぃ 奇石が 
う し 、 

意 ヒ 頁 

  

名一   
つ、 , 
壬 の 上 

古の人 自棄 で壬   中身、   

  
  
そ や つ 
の 共 い 
経 感 て 
験 の の 
の 中 底 
中 身 倒 
身 を 的 
が 、 な 

明 明 経 
ら る 験 

  



 
 

 
 

  

  

 
 

 
 

て
 来
た
「
 事
 」
や
「
 意
 」
を
書
き
表
そ
う
と
す
れ
ば
 、
 「
 あ
 ひ
か
な
は
ざ
る
こ
と
 多
 」
 く
 
（
同
前
 -
 、
舌
口
業
 と
 
「
 意
 
」
や
「
 事
 」
と
の
 

間
に
艶
齢
 が
あ
る
と
い
う
意
識
が
、
漢
文
に
習
熟
す
れ
 
ば
す
る
ほ
ど
生
れ
て
 来
 ざ
る
を
え
な
い
 
一
 こ
の
 蛆
梧
 の
 意
識
は
、
日
本
語
の
 

「
ふ
り
」
の
意
識
と
な
る
。
日
本
語
の
「
ふ
り
」
は
 、
士
 日
 一
長
の
「
詞
の
玉
緒
」
（
 ト
 一
の
示
す
よ
 う
 に
、
口
話
の
 中
で
は
生
き
て
い
る
 

ア
ニ
メ
 

が
 、
漢
文
で
は
表
し
に
く
い
、
「
助
辞
」
の
使
い
方
に
 よ
っ
て
定
ま
る
）
。
漢
文
と
い
う
外
国
語
は
、
日
本
語
を
 書
く
為
の
舌
口
 
葉
 で
は
な
 

い
と
い
う
経
験
と
反
省
が
、
外
国
語
を
使
っ
て
で
も
 自
 国
の
舌
口
葉
を
表
記
し
た
い
と
い
う
未
曾
有
の
企
て
と
な
 る
ほ
 
つ
い
て
は
、
貫
長
 

は
 、
歌
人
で
も
あ
る
撰
録
者
天
武
天
皇
の
鋭
い
言
ま
里
 思
 識
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
は
、
「
古
事
 
討
が
 、
殊
更
に
稗
田
河
 禧
に
 調
習
 わ
せ
て
、
「
 た
ゾ
 古
の
ま
 m
@
=
 

口
を
失
は
ぬ
を
 
主
 」
と
し
 
一
 
リ
 ー
 六
頁
 @
 
 「
も
は
ら
 

 
 

と
に
現
れ
て
い
る
と
、
貫
長
は
考
え
る
。
「
古
語
の
な
 ほ
 ざ
り
に
す
ま
じ
き
こ
と
を
 

表
 

 
 

 
 

ム
ネ
 

却
知
 べし
、
 
-
 中
峰
も
し
語
に
か
）
は
 ら ず
て
 、
た
 ダ
 に
義
理
を
の
み
 旨
 と
せ
む
に
は
、
記
録
を
作
ら
し
め
 む
と
し
て
、
先
人
の
口
に
 謂
 

 
 

 
 

イ
タ
 
ゾ
ラ
 

 
 

め
 

習
は
し
賜
は
れ
は
、
無
用
ご
と
な
ら
ず
 ゃ
 」
面
前
 三
三
塁
。
「
義
理
」
、
即
ち
意
味
内
容
を
伝
え
る
こ
と
 が 目
的
な
ら
、
「
日
本
書
紀
」
 

イ
二
 
@
 
ン
ヘ
コ
コ
口
 

時
の
よ
う
に
、
習
熟
し
た
漢
文
で
書
か
れ
た
筈
で
あ
 る 。
（
漢
文
の
影
響
を
受
け
な
い
）
古
語
が
失
わ
れ
れ
 ば
 、
「
古
意
」
が
失
わ
れ
、
 

 
 

ツ
タ
ヘ
ゴ
 

@
 

「
侍
読
」
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
来
た
「
古
の
實
の
 
あ
り
さ
ま
」
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
強
い
危
機
上
 忠
誠
 が
 、
「
古
事
記
」
と
い
う
 

覚
 

媚
 

書
物
を
生
ん
だ
。
 

 
 

い
 言
語
意
識
、
「
国
語
 
が
 、
そ
の
「
 形
 」
を
 整
 へ
る
に
 営
 つ
て
経
験
し
た
、
特
殊
な
   

て
の
反
省
が
起
こ
り
、
自
覚
化
さ
れ
た
言
語
意
識
に
 

る
 。
 

ア
ヒ
カ
ナ
 

 
 

元
来
「
 意
と
 事
と
舌
ロ
と
は
、
み
な
 相
栴
 へ
る
 物
 」
 よ

っ
て
、
「
 古
 侍
読
」
が
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
 
っ
 た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
 

（
 
リ
 １
人
臣
で
あ
る
は
ず
な
ら
、
漢
文
と
い
う
外
国
語
 
で
、
吾
が
国
に
伝
え
ら
れ
 



あ ら と が 也 し は と 知 
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
 
於
い
 て
、
「
意
識
に
直
接
に
与
え
ら
れ
 て
い
る
も
の
」
に
立
ち
還
る
こ
と
は
、
実
用
性
に
向
か
 
お
う
と
す
る
私
達
の
 

覚
と
 意
識
の
習
慣
性
の
抵
抗
を
受
け
な
が
ら
、
そ
の
 
習
 慣
性
に
逆
行
し
ょ
う
と
す
る
努
力
で
あ
っ
た
。
同
様
に
 
、
言
葉
を
考
え
よ
う
 

す
る
と
き
、
言
葉
の
実
用
的
な
有
用
性
に
逆
行
す
る
 方
 向
 で
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 

言
葉
の
実
用
的
有
用
性
を
離
れ
、
言
葉
そ
の
も
の
が
 
日
 的
で
あ
る
、
そ
の
 ょ
う
 な
言
葉
を
代
表
す
る
の
が
詩
的
 @
 
日
 ま
 
叩
で
あ
り
、
 @
 
し
れ
 

、
貫
長
の
場
合
に
は
、
歌
学
歌
論
と
な
る
。
「
そ
も
 

歌
は
 、
 市
瞠
よ
 の
 っ
 ね
の
 言
 と
は
か
は
り
て
、
 
ぬ
詞
 に

あ
や
を
な
し
て
、
 

ら
べ
 を
う
る
は
し
く
と
）
の
ふ
る
道
な
り
、
こ
れ
 
神
 代
の
は
じ
め
よ
り
然
り
」
 
-
 
イ
 ー
 一
九
 暮
 。
「
 實
 精
ニ
 文
ァ
ャ
 

ブ
 ナ
シ
テ
 云
フ
ガ
歌
 

」
ス
 ー
 四
八
頁
 @
 
嵌
 と
い
ふ
物
は
。
ほ
ど
よ
く
と
）
 の
ひ
て
 あ
や
あ
る
を
 ぃ
ふ
也
 」
 釜
｜
 八
八
頁
 @
 

こ
の
よ
う
に
、
貫
長
は
詩
的
言
語
の
特
質
を
 、
 「
あ
や
」
 （
ま
た
は
「
か
た
ち
」
、
或
い
は
「
す
が
た
」
）
と
い
う
 

言
葉
で
捉
え
て
い
る
 

、
こ
の
言
葉
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
 @
 語
本
来
 

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
自
明
な
と
こ
ろ
を
 動
 か
ず
に
考
え
ら
れ
た
 @
 語
論
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
 

の
 創
造
的
な
強
 い
 表
現
性
で
あ
る
。
三
具
屯
の
表
現
性
と
 

は
、
 誰
で
も
い
う
こ
 

ぃ
 。
言
葉
を
言
葉
 た
 

し
め
て
い
る
の
は
、
言
語
独
自
の
創
造
的
な
表
現
性
で
 
あ
り
、
こ
こ
を
外
さ
な
い
で
考
え
る
の
が
、
 
@
@
 

ロ
ま
叩
の
問
 
題
を
考
え
る
こ
と
で
 

る
 、
貫
長
の
舌
口
語
論
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
  
 

條
件
 」
の
下
で
、
「
目
貫
ま
さ
れ
、
研
が
れ
た
国
語
 の
 
「
 形
ヒ
の
 意
識
」
 
宣
日
 衰
日
五
四
六
幕
、
こ
れ
は
そ
の
ま
 ま
 、
貫
長
の
 @
 

語
論
で
 

 
 

 
 

あ
る
歌
論
の
中
心
問
題
と
直
結
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 「
 @
=
 
ロ
は
事
 」
で
あ
り
、
「
 コ
コ
 

意
 " 
,
 
」
よ
り
 

詞
 」
が
先
で
あ
 る

と
い
う
 =
=
 
Ⅱ
ま
叫
 観
 で
あ
 

9
 

コ
 
@
@
@
 

 
 
 
 

 
 
 
 

る
 。
 

 
 

 
 

「
 詞
 
-
 
」
と
「
仝
 尺
 
」
 



実在の自覚としての 言葉の創造的 

今
日
の
社
会
で
は
、
言
語
の
社
会
性
と
ほ
、
社
会
生
活
 
に
 
役
立
つ
、
言
語
の
実
用
的
な
有
用
性
と
ほ
ほ
同
義
 伍
 明味
Ⅰ
あ
り
、
 
そ
ハ
り
 @
 こ
 と
 

の
 意
味
が
改
め
て
考
え
ら
れ
も
し
な
い
の
だ
が
、
舌
口
語
 
の
 有
用
性
は
、
言
語
本
来
の
力
で
あ
る
創
造
的
表
現
性
 
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
 

っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
私
達
の
日
常
舌
口
語
で
は
、
 

一
 
言
語
の
表
現
性
 は
 、
有
用
性
と
一
体
を
な
し
、
と
い
う
 よ
り
、
多
く
の
場
合
有
 

用
 性
の
蔭
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
 
有
用
性
も
、
言
語
に
表
現
性
が
備
わ
っ
て
 い
 
な
け
れ
ば
 成
り
立
ち
え
な
い
。
 
逆
 

 
 
 
 
 
 
 
 

に
い
え
ば
、
舌
口
語
の
表
現
性
は
あ
ま
り
に
も
当
然
の
こ
 
と
な
の
で
、
有
用
性
を
旨
と
す
る
、
私
達
の
通
常
の
言
 
詔
生
活
も
 、
実
は
 表
現
 

 
  

 

性
 と
い
う
言
語
本
来
の
力
へ
の
信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
 
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
省
み
ら
れ
も
し
な
い
の
 
で
あ
る
。
 
@
 
語
の
実
用
 

雛
た
 上
古
の
人
々
の
社
会
 は
 、
言
葉
の
「
あ
や
」
 や
 
「
か
た
ち
」
が
、
共
同
体
を
成
り
立
た
し
め
て
い
た
と
 さ
え
い
え
る
。
 

表
 

ず
 」
と
い
う
通
念
に
反
し
て
 

舌
口
 
ぅ
 の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
 

社
会
性
が
含
意
さ
れ
て
い
る
 

は
、
容
易
に
誤
解
さ
れ
る
か
 

い
う
こ
と
で
貫
長
が
言
お
う
 

ま
れ
る
と
舌
口
お
う
と
し
て
い
 

 
 

キ
カ
 

、
「
人
に
聞
す
る
 所
 。
も
つ
と
も
歌
の
本
義
に
し
て
。
 暇
 令
の
事
に
あ
ら
ず
」
 

釜
｜
 一
一
二
 %
 
 と
 官
長
 が
 

キ
カ
 

る
 。
「
人
に
聞
す
る
 
所
 」
と
い
う
こ
の
舌
ロ
 い
 方
に
は
、
 

@
 
日
 葉
の
発
生
と
同
時
に
生
ま
れ
る
、
言
葉
の
所
謂
 

こ
と
は
い
つ
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
 
「
人
に
聞
す
る
 所
 」
が
「
歌
の
本
義
」
で
あ
る
と
 

も
し
れ
な
い
よ
う
に
、
「
詞
の
巧
」
の
工
夫
習
練
と
い
，
 
っ
 こ
と
で
は
な
く
、
「
あ
や
」
と
か
「
か
た
ち
」
と
 

と
し
た
の
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
寧
ろ
 
言
五
 叫
の
社
会
性
も
 、
 「
あ
や
」
や
「
か
た
ち
」
か
ら
 生
 

る
の
だ
と
考
え
て
よ
い
。
言
葉
の
創
造
的
表
現
性
、
即
 
ち
 舌
口
霊
の
働
き
へ
の
信
頼
の
中
で
成
り
立
っ
て
 

い
 

 
 

 
 

「
す
が
た
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
、
歌
道
に
 於
い
 て
 は
、
 
「
コ
ト
バ
第
一
」
で
あ
っ
て
、
「
 

意
 」
を
む
ね
と
す
べ
 き
か
、
「
 詞
 」
を
 む
ね
 

 
 

と
す
べ
き
か
と
問
わ
れ
る
な
ら
、
「
 詞
 」
が
先
で
あ
る
 と
い
う
主
張
と
な
る
一
木
 ｜
 
一
七
九
頁
）
。
 

「
 た
ゴ
わ
 が
お
も
ふ
事
を
。
よ
く
も
あ
し
く
も
有
の
ま
 ）
に
 
い
ふ
 こ
そ
實
の
歌
な
れ
。
人
の
聞
所
に
か
）
は
 
る
 

ほ
眞
 實
の
歌
に
あ
ら
 

 
 

 
 

舌
口
語
の
表
現
性
の
完
成
を
目
指
す
の
が
、
歌
の
本
義
で
 あ
る
な
ら
、
歌
の
生
命
 は
 そ
の
「
 詞
 」
の
「
あ
や
」
 
一
 或
い
は
「
か
た
ち
」
 
、
 



ろ
 ず
の
事
に
 

物
事
に
触
れ
 

上
 、
社
会
生
 

一
に
放
た
れ
 

ウ
ゴ
 

触
れ
て
必
ず
「
感
く
」
。
こ
れ
が
、
物
事
に
直
か
に
 触
 れ
た
と
き
の
、
私
達
の
心
の
直
接
的
な
あ
り
様
で
あ
る
  
 

れ
ば
「
 感
 ず
ま
じ
と
は
思
ひ
て
も
、
自
然
と
し
の
 
ひ
ぬ
 前
 よ
り
感
す
る
」
（
 
へ
｜
 五
八
幕
私
達
の
心
も
、
通
常
 
は
 実
生
活
 

活
 上
の
目
的
意
識
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
 
ら
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
「
感
ず
る
」
と
い
う
小
本
来
の
 
あ
り
方
 専
 

 
 

れ
ば
、
「
あ
は
れ
」
と
物
を
感
ず
る
私
達
の
「
 情
 」
 の
 中
に
、
物
事
を
最
も
よ
く
知
る
道
が
開
か
れ
て
い
る
と
 
、
貫
長
 は
 

基 と て の 宜 な ち 的 
」 な 
二 百   す 用 
が ，性 
た な 歌と この と 然 な 物事 一文 源泉は 味は、 評 し 「 の士 」 ヒ   
「 と 

あ す 

  はは、 
  

""" 口 - 汗 H あ 触 
@ 
つ 一長の壬 顧みな 日 

  
て 
@@ 下由 @   目語末 いと   

い で   

-  て、 で 幕 
詳 

@@ 下由 @ 
  いえば、うあり 
  私 ち 
@@ 下由 @ 

  方であ 言葉 
  る の 

を @@ 下由 @ 
  

見 
土 " 

    
ら 

    
れ さ 

た え 
  通 
が れ れ   

れ 
人 等 ま ｜ 

前屈 

    
    " 舌口上・ 司 " 

@@ 下由 @   
@.@@ 下由 @ 

抑 
    つ 
さ 験 き と た ま 

れ す 」 い ふ     
な 

          
  」と る際 の声 う意 ぅ あ 
れ の に 味 い こ や 

ロ業 

  
ま @ と 」   

な で か 
よ 舌口業 最もある。 う 、 であっ よ ｜ た 

  

  



実在の自覚としての 言葉の創造的 

ぬ 源 歌 0 な 
」 泉 と 従 経 感 

三 の は っ 験 慨 
l 且 且 、 て 論 を 
九 か 私 、 で 豊 

    
  

    

  為 
  で 

あ 
る       
旦 
長 
  

物 「 
  
あ   

歌 る な れ 
  

遂行 なく 私達 5&>   
て の で が 

か 経 あ 
な 験 る 

  
一 

は の 詠 長 

  

㍾
 
る
 。
「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
慨
の
中
身
を
な
す
、
 物
 事
へ
の
直
観
や
共
感
を
見
定
め
、
意
識
化
す
る
行
為
 
、
 「
あ
は
れ
」
と
い
う
不
安
定
 

 
 

舌
口
う
の
で
あ
る
。
 

か
よ
う
に
、
「
う
た
 
ふ
 」
と
は
、
元
来
、
物
に
感
じ
て
 思
わ
ず
「
 あ
 ）
は
れ
」
と
発
す
る
「
な
げ
き
」
で
あ
り
、
 物
事
を
「
あ
は
れ
」
 

と
 感
ず
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
達
の
経
験
の
初
発
の
有
 
り
 様
で
あ
る
の
な
ら
、
官
長
の
考
え
で
は
、
歌
と
経
験
 
は
 、
そ
の
源
泉
を
同
じ
 

 
 

く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
 
発
生
的
に
は
、
「
 
た
ダ
 の
 詞
 」
よ
り
も
、
歌
の
言
葉
が
 先
 で
あ
る
こ
と
を
も
 意
 

抹
 す
る
。
官
長
 が
、
 歌
と
は
何
か
 、
 歌
の
「
本
の
心
」
 

と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
為
に
尋
ね
て
行
っ
 
た
 
「
 歌
 と
い
ふ
物
の
お
 

 
 

こ
る
 所
 」
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
「
出
で
来
る
所
」
 
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
達
の
舌
口
語
活
動
は
 、
 「
 た
ダ
 の
 詞
 」
即
ち
 所
 

謂
 日
常
言
語
と
、
歌
の
言
葉
、
即
ち
詩
的
言
語
と
い
う
 
よ
う
な
区
別
が
現
れ
る
以
前
に
、
表
現
性
そ
の
も
の
と
 
い
え
る
「
を
の
 づ
 か
ら
 

 
 

ほ
ど
よ
く
 文
あ
 」
 る
宜
｜
 一
一
 
0
 已
 
舌
口
葉
を
発
す
る
 こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 

小
林
は
べ
ル
ク
ソ
ン
論
の
中
で
、
「
共
感
は
理
解
の
様
 
に
 重
ね
合
は
せ
て
行
く
事
が
出
来
な
い
か
ら
、
育
て
上
 
げ
 ね
ば
な
ら
な
い
」
 

ア
ヤ
 

-
 
「
感
想
」
（
十
三
三
 0
 巳
 
と
い
っ
て
い
る
が
、
詠
歌
と
 は
 、
源
泉
に
あ
る
こ
の
「
 文
 」
を
失
わ
ず
に
育
て
上
げ
 よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
 



「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
こ
と
で
官
長
が
い
お
 ，
 
つ
と
し
て
い
る
の
は
、
感
慨
と
い
う
仕
方
で
襲
っ
て
く
 
る
 経
験
の
源
泉
を
 、
 

言
葉
の
表
現
力
で
自
覚
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
小
林
の
 
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
「
知
る
と
感
ず
る
と
が
同
じ
で
 あ
る
や
 う
 な
、
全
的
な
 

認
識
」
 童
 日
長
」
一
四
四
夏
で
あ
る
。
物
を
感
ず
る
こ
 と
が
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
う
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
 
意
 識
 化
す
る
こ
と
、
即
ち
 

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
も
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
，
 
つ
 る
。
こ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
な
、
哲
学
的
 認
 誠
 で
は
な
い
の
は
い
う
 

ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
う
る
方
向
 
は
 、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
於
け
る
、
「
力
線
に
逆
行
す
る
」
 方
向
と
同
じ
で
あ
り
、
 

 
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
直
観
」
が
「
緊
張
」
と
「
集
中
」
を
 
要
す
る
「
努
力
」
で
あ
る
 よ
う
 に
、
安
易
な
道
で
は
な
 い
 。
し
か
し
、
貫
長
の
 

場
合
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
 

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
道
は
、
有
用
性
の
世
界
に
「
 逆
行
」
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
 
ぅ
る
 道
で
あ
る
 
一
 方
で
、
様
々
な
度
合
 

い
に
 於
 い
て
、
私
達
の
脚
下
に
開
い
て
い
る
道
で
も
あ
 る
 。
私
達
の
日
常
の
 @
 語
生
活
に
 於
 い
て
も
、
 @
 語
の
 有
 m
 性
 白
身
、
言
語
末
 

来
の
創
造
的
表
現
性
が
な
け
れ
ば
成
り
立
ち
え
な
い
と
 
、
 先
に
書
い
た
が
、
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
心
は
 、
 有
用
性
の
蔭
に
あ
る
 表
 

現
 性
を
い
つ
で
も
見
出
し
う
る
心
で
あ
る
。
貫
長
の
場
 
合
 に
は
、
現
代
の
或
る
種
の
 @
 語
論
と
は
異
な
っ
て
 、
 詩
的
言
語
や
神
話
的
 @
 
二
口
 

語
 、
乃
至
宗
教
的
舌
口
語
の
、
舌
口
語
と
し
て
の
本
来
性
、
 

根
源
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
、
日
常
言
語
を
低
く
見
る
 
結
果
に
は
な
ら
な
い
。
 

あ
り
ふ
れ
て
は
い
る
が
、
生
き
生
き
し
た
日
常
の
舌
口
語
 活
動
の
生
き
生
き
し
て
い
る
所
以
は
、
自
覚
さ
れ
て
は
 
い
な
く
て
も
、
言
語
末
 

来
の
表
現
性
に
対
す
る
私
達
の
信
頼
か
ら
来
て
い
る
。
 
日
常
言
語
も
、
そ
の
 有
 m
 性
 と
い
う
覆
い
 な
 取
れ
ば
 

覆
い
を
取
る
仕
方
を
 

貫
長
 は
 
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
呼
ん
だ
と
も
い
え
 

 
 

て
い
る
、
従
っ
て
「
 @
 

辞
の
道
」
に
通
じ
う
る
。
こ
の
意
味
で
、
 @
 幸
一
正
と
い
う
 

よ
う
な
こ
と
を
言
わ
な
く
な
っ
た
今
日
で
も
、
古
人
が
 
舌
口
 
霊
と
 呼
ん
だ
舌
口
業
 
の
 

力
 の
中
に
私
達
は
い
る
と
 い
 え
る
し
、
私
達
が
そ
の
 カ
 の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
 掩
 い
て
、
「
物
の
あ
は
れ
 を
し
る
 道
 」
は
、
い
つ
 

  



実在の自覚   

舌
口
葉
や
概
念
を
否
定
し
 

た
だ
、
哲
学
者
で
あ
 

密
で
な
く
な
る
」
と
い
 う る た 

ての言葉の創造的表現， 性 

力
 圭
司
空
理
 

詩
人
 
-
 歌
人
）
に
と
っ
て
は
、
成
っ
た
舌
口
業
が
全
て
で
 

あ
る
。
経
験
に
当
た
っ
て
舌
口
業
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
 こ
と
と
、
成
っ
た
 言
 

葉
 以
外
に
 、
 彼
の
経
験
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
 で
あ
る
。
も
し
、
舌
口
業
 で
 舌
ロ
 
い
 表
せ
な
い
も
の
が
残
っ
 て
い
る
と
い
う
よ
う
な
 

こ
と
を
舌
口
 う
 詩
人
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
詩
人
と
 
し
て
の
力
量
不
足
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
言
は
 
事
で
あ
る
。
従
っ
て
 逆
 

に
 、
で
は
、
言
葉
で
舌
口
わ
れ
た
以
外
に
経
験
は
残
っ
て
 い
な
い
の
か
と
問
 う
 人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
う
 問
 う
 人
自
身
の
言
語
経
験
 

 
 

へ
の
反
問
と
な
る
。
詩
人
の
言
葉
か
ら
「
あ
や
」
を
 切
 り
 離
し
て
、
「
 意
 」
だ
け
を
取
り
出
す
こ
と
し
か
で
き
 
な
け
れ
ば
、
言
葉
は
経
 

験
か
ら
離
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
 

物
事
を
経
験
す
る
と
は
、
物
事
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
 
で
あ
り
、
言
葉
は
、
私
達
の
答
え
で
あ
る
、
こ
れ
は
 実
 は
 詩
人
で
は
な
く
て
 

 
 

も
 、
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
様
々
な
度
合
い
に
応
じ
 て
 、
私
達
も
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
。
 

以
上
述
べ
て
来
た
こ
と
と
、
貫
長
に
於
け
る
「
 め
エ
 
@
 
ヒ
ロ
」
 

、
 「
空
理
」
の
排
斥
と
は
矛
盾
し
な
い
。
と
い
う
よ
り
 寧
 ろ
べ
 ル
ク
ソ
ン
の
場
 

合
 と
同
様
に
、
貫
長
に
あ
っ
て
も
、
「
 め
エ
 
@
 
ニ
 
ロ
 へ
の
鋭
敏
 が
 、
そ
の
 =
 
ニ
ロ
ま
 

帥
 認
識
の
深
さ
を
示
す
」
 宣
 日
長
 L
 四
 O
 
一
一
 

一
頁
 

-
 と
い
う
べ
き
で
あ
 

る
 。
貫
長
 も
べ
 ル
ク
ソ
ン
 
と
 同
様
に
、
「
物
を
離
れ
て
 
弘
行
」
す
る
概
念
や
言
葉
を
 、
 物
の
経
験
か
ら
離
れ
、
 

物
を
宿
さ
な
く
な
っ
た
 

の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
に
は
、
「
物
を
離
れ
て
弘
行
」
 す
 る
 概
念
や
言
葉
で
思
惟
す
る
こ
と
は
、
哲
学
が
「
 
厳
 

 
 

 
 

舌
ロ
 
ぃ
 方
で
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
行
動
へ
と
方
向
 づ
 け
ら
れ
た
常
識
の
力
線
に
逆
行
し
、
知
性
や
思
惟
が
 

で
も
脚
下
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



観
 」
と
い
う
、
い
わ
ば
自
覚
的
な
無
私
に
転
換
す
る
 
努
 力
 で
あ
っ
た
。
前
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
 無
私
は
、
経
験
そ
の
 

の
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
。
「
事
物
を
正
直
に
経
験
す
る
と
 は
 、
通
常
の
言
葉
が
、
こ
れ
に
衝
突
し
て
死
ぬ
と
 
ぃ
 ふ
 意
識
を
持
つ
事
に
 

な
ら
ず
」
、
「
一
つ
た
ん
言
葉
を
 
、
 生
ま
生
ま
し
い
経
験
 の
う
ち
に
解
消
し
、
 某
 慮
か
ら
、
新
に
言
葉
を
発
明
す
 る
 事
を
強
ひ
ら
れ
る
 

と
い
う
「
 嘗
り
 前
な
人
生
の
眞
 相
 」
を
、
自
覚
的
な
思
 惟
の
方
法
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
貫
長
の
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
 
い
う
表
現
は
、
「
一
種
の
認
識
」
の
仕
方
を
冒
 ぃ
 表
す
 言
葉
で
あ
る
と
 同
 

に
 、
経
験
そ
の
も
の
の
あ
り
様
を
表
す
言
葉
で
も
あ
る
 
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
に
は
、
思
惟
の
内
容
で
は
 
な
く
、
思
惟
の
性
格
 

至
 方
法
と
し
て
現
れ
た
「
無
私
」
は
、
貫
長
の
場
合
に
 
は
 、
思
惟
の
内
容
と
も
な
る
。
「
我
執
の
つ
よ
き
 人
 」
 は
 
「
物
の
あ
は
れ
」
 

 
 

し
ら
な
い
人
で
あ
る
と
、
 宣
長
 が
い
 う
 所
以
で
あ
る
。
 

 
 

従
っ
て
、
硬
直
し
た
既
製
の
諸
観
念
を
べ
ル
ク
ソ
ン
 

が
 斥
け
る
の
と
同
様
に
、
貫
長
 
も
 
「
 意
 」
だ
け
残
し
 て
 「
あ
や
」
 或
ぃ
 

「
す
が
た
」
を
失
っ
た
め
 
ェ
 =
 
二
ロ
 
や
 空
理
を
斥
け
、
両
者
が
 斥
け
る
所
以
は
、
言
語
が
元
の
表
現
性
か
ら
、
と
い
う
，
 」
と
は
元
の
経
験
か
 

引
き
離
さ
れ
る
，
」
れ
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
哲
学
が
 

「
厳
密
で
な
く
な
る
」
と
舌
口
い
、
 
宣
長
は
 
「
物
の
あ
は
 れ
を
し
ら
ふ
城
」
と
 
=
 
ヒ
 
口
 

た
か
ら
な
の
だ
が
、
貫
長
の
場
人
口
は
、
そ
こ
に
お
 

の
ず
と
倫
理
的
な
 、
 或
い
は
宗
教
的
な
性
格
が
加
わ
る
 こ
と
に
な
る
。
即
ち
 

長
の
歌
学
に
於
け
る
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
心
は
 
、
 古
学
の
上
で
は
「
ま
ご
 
卜
ろ
 」
と
呼
ば
れ
、
「
物
の
あ
 は
れ
を
し
る
 道
 」
は
 

「
 
た
ダ
 物
に
ゆ
く
 道
 」
に
、
「
歌
の
事
」
は
「
道
の
事
」
 に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

、 宣 つ ら は を 乃 時 」 他 も 

実
用
性
に
関
わ
ら
な
く
な
っ
て
も
引
き
ず
り
が
ち
な
、
 
実
用
性
に
由
来
す
る
習
慣
性
に
逆
行
す
る
努
力
で
あ
っ
 
た
 。
と
は
い
っ
て
も
そ
 

れ
は
、
小
林
の
い
う
よ
う
に
、
常
識
の
「
否
定
」
で
は
 
な
く
て
、
常
識
を
「
突
破
し
て
」
（
「
感
想
」
三
十
七
五
 九
頁
 -
 進
む
こ
と
を
 意
 

抹
 し
、
事
に
当
た
っ
て
、
そ
の
都
度
 
己
 れ
を
新
た
に
す
 る
と
い
う
常
識
の
「
無
知
」
、
即
ち
無
自
覚
的
な
「
 

種
の
無
私
」
を
、
「
 直
   



 
 

 
 

 
 

た
 。
し
か
し
、
「
天
地
は
た
 
ゾ
 天
地
、
男
女
は
た
 ゴ
男
 女
 、
水
火
は
た
 ゴ
 水
火
」
 
-
 
リ
 ー
一
 0
 芭
と
 経
験
さ
れ
、
 
そ
う
い
う
仕
方
で
物
事
 

が
 経
験
さ
れ
る
こ
と
が
、
経
験
と
い
う
こ
と
の
最
も
尋
 常
 な
あ
り
方
で
あ
り
、
人
間
が
世
界
の
た
だ
中
で
生
き
 
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
 

表
 
拙
意
味
は
、
そ
の
中
か
ら
汲
み
あ
げ
る
し
か
な
い
と
 

信
じ
ら
れ
、
然
も
そ
れ
が
舌
口
語
表
現
に
も
た
ら
さ
れ
て
 来
た
、
そ
う
い
う
人
間
の
経
 

  
 
 

 
 

造
験
 全体
の
統
 名
 と
し
う
本
来
の
意
味
で
の
「
 道
 」
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
實
は
道
あ
る
が
故
に
道
 て
 ふ
言
 な
く
、
 道
 て
ふ
こ
と
な
 

 
 

 
 

 
 

従
っ
て
、
物
事
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
経
験
以
外
に
 
何
か
「
 教
 」
が
あ
る
か
の
ご
 

 
 

哺
 

と
く
説
く
の
は
、
本
来
の
意
味
で
の
「
 
道
 」
で
 は

な
い
が
故
に
 、
 吾
が
国
の
「
 迦
 微
の
道
」
に
は
、
「
 教
 」
が
な
 い
 こ
と
が
、
寧
ろ
 

 
 

  
コ
 @
 ア
ゲ
 

 
 

 
 

も
こ
の
こ
と
が
自
覚
的
に
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
 祀
 な
が
ら
舌
口
 拳
 せ
ぬ
 國
 」
と
 

瑚
 

い
 う
 古
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
る
 
と
 、
貫
長
は
考
え
た
。
上
古
の
人
々
の
「
物
の
あ
は
れ
 
を
し
る
」
道
は
、
こ
の
よ
う
 

 
 

 
 

実
な
意
味
で
、
「
天
地
は
た
 
ダ
 天
地
、
男
女
は
た
 

ジ
メ
 

。
 

男
女
、
水
火
は
た
 ゴ
 水
火
」
と
経
験
す
る
「
 た
ゴ
 物
に
 ゆ
く
 道
 」
（
リ
 ー
五
 0
 畠
で
あ
 

在
 

  

  

 
 

で
き
る
と
い
う
、
「
無
き
こ
と
を
、
理
を
以
て
 、
有
げ
 に

い
 ひ
 な
す
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
な
ら
、
吾
が
 
国
 に
は
「
 道
 」
は
な
か
っ
 

朱
子
学
者
の
主
張
す
る
 

自
然
に
始
ま
る
世
界
の
 

還
元
し
て
 了
 へ
る
も
の
 

ソ
 カ
ア
ル
ペ
 

キ
コ
ト
 

「
 道
 」
は
、
陰
陽
と
い
う
よ
う
な
 先
 験
的
な
原
理
を
「
 当
然
玄
理
」
と
し
て
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天
地
 

一
切
な
、
人
間
の
経
験
全
体
を
、
説
明
し
よ
う
と
す
る
 。
「
私
達
が
現
に
暮
し
て
ゐ
る
世
が
、
一
定
の
原
理
に
 

 
 

な
ら
、
原
理
と
は
め
 ェ @
@
 

ロ
 で
あ
ら
う
」
毒
口
裏
」
 
一
 0
 三
頁
 ）
。
そ
う
い
う
「
空
き
 理
 」
に
よ
っ
て
、
一
切
が
説
 明
 

膿
 め
タ
叩
 

」
だ
と
舌
口
 
っ
 て
も
よ
し
と
解
釈
し
て
 

-
9
-
1
 

Ⅰ
い
る
が
、
 官

長
の
「
 道
 」
と
い
う
言
葉
も
、
同
様
の
意
味
に
解
し
 
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
 

明
 」
に
よ
れ
ば
、
「
 道
 」
と
は
、
 形
 あ
る
個
々
の
物
で
 は
な
く
、
 物
 全
体
の
「
 統
名
 」
で
あ
る
。
小
林
は
 、
こ
 れ
を
、
「
人
間
経
験
の
全
 

道
 と
理
 

残
さ
れ
た
資
料
か
ら
推
測
し
て
、
貫
長
 が
 荻
生
御
練
を
 よ
く
読
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
だ
と
思
わ
れ
 
る
が
、
 但
 彼
の
「
 辮
 



し
る
 道
 」
の
特
徴
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
。
 
こ
 の
こ
と
を
、
小
林
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
 彼
 
定
日
長
）
は
確
か
に
、
 

「
物
の
哀
を
し
る
 ヒ
 と
は
、
い
か
に
深
く
知
っ
て
も
、
 知
 り
 過
ぎ
る
筈
の
な
い
理
想
と
見
極
め
た
の
だ
が
、
 
現
 實
を
見
下
す
規
範
と
し
 

て
 、
こ
れ
を
掲
げ
て
人
に
説
く
と
 ぃ
ふ
 事
に
な
れ
ば
、
 嘘
に
な
り
、
 め
ェ
 
=
=
 

ロ
 と
な
る
。
 甲
峰
 
誠
に
「
物
の
あ
は
 ね
 」
を
知
っ
て
 ぬ
 た
式
 

部
は
、
 決
し
て
そ
の
「
本
意
ど
を
押
し
通
さ
う
と
は
し
 
な
か
っ
た
。
通
さ
う
と
す
る
賢
し
ら
な
「
我
執
 ヒ
が
、
 無
心
無
垢
に
も
通
ず
る
 

「
本
意
」
を
 事
 な
し
に
し
て
 了
 ふ
か
ら
で
あ
る
」
日
日
長
 」
一
五
一
 ｜
 二
頁
Ⅰ
 

「
古
事
記
」
に
伝
え
ら
れ
た
「
 古
 侍
読
」
は
 、
 確
か
に
 人
生
理
解
の
明
瞭
な
形
を
取
っ
て
は
い
な
い
「
言
は
ば
 
、
発
生
状
態
に
あ
る
 

人
生
観
」
 宣
 日
長
」
五
八
三
塁
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
 宣
 長
 が
読
み
取
っ
て
い
た
の
は
、
上
古
の
人
々
の
宗
教
的
 
経
験
で
あ
る
、
と
い
う
 

よ
り
も
、
小
林
も
 い
う
 よ
 う
 に
、
宗
教
と
 ぃ
へ
ば
、
 「
 
直
ぐ
そ
の
内
容
を
成
す
教
義
を
思
ふ
の
に
慣
れ
た
私
達
 
」
か
ら
す
れ
ば
、
寧
ろ
 

「
宗
教
と
い
ふ
も
の
の
、
彼
の
所
謂
、
そ
の
「
出
で
来
 る
 前
ヒ
 
-
 
同
前
五
九
七
夏
で
あ
っ
た
と
舌
口
っ
た
万
が
よ
 い
 。
「
 歌
 と
い
ふ
物
の
 

お
こ
る
 所
 」
と
か
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
「
出
で
来
る
 
所
 
（
い
で
き
た
る
と
こ
ろ
こ
と
い
う
貫
長
の
言
葉
か
 
ら
 借
り
ら
れ
た
こ
の
 言
 

い
 方
に
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
の
宗
教
の
一
元
化
と
か
 
、
 或
る
宗
教
の
超
越
性
の
主
張
等
は
含
意
さ
れ
て
い
な
 
ぃ
 。
そ
れ
は
、
貫
長
 が
 

「
 
た
ゴ
 物
に
ゆ
く
 道
 」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
「
物
の
あ
 は
れ
を
し
る
 道
 」
の
源
泉
の
 、
 一
つ
の
純
化
さ
れ
た
 
「
か
た
ち
」
を
指
し
示
 

し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
で
引
用
し
た
小
林
の
言
い
 
方
を
援
用
す
れ
ば
、
「
詩
人
の
特
権
」
と
思
わ
れ
て
 ぃ
 る
こ
と
が
、
「
 嘗
り
 前
な
 

人
生
の
眞
 相
 」
と
し
て
生
き
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
 
に
 外
な
ら
な
い
。
 

宗
教
は
「
思
想
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
 
立
場
、
或
い
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
宗
教
に
原
理
的
な
 
も
の
を
見
出
そ
う
と
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儒
教
や
仏
教
に
異
を
唱
え
て
い
る
の
で
も
な
い
。
一
役
 0
 世
」
に
は
「
後
の
世
」
の
あ
り
方
が
あ
り
、
「
物
の
あ
 は
れ
を
し
る
 道
 」
は
 、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
時
の
歴
史
的
現
実
の
強
さ
に
貫
か
れ
て
の
 
み
 成
立
し
 ぅ
る
 。
こ
れ
が
、
例
え
ば
賀
茂
真
淵
等
と
 
の
 大
き
な
違
い
な
の
だ
 

 
 

が
 、
貫
長
の
こ
 う
 い
 う
 考
え
か
ら
す
れ
ば
、
そ
し
て
「
 迦
 微
の
道
」
、
「
自
然
の
祀
 
道
 」
と
は
、
元
来
「
 た
 才
物
 に
 行
く
道
」
で
あ
る
と
 

い
う
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
儒
教
も
仏
教
も
、
「
 其
 時
の
祠
 道
 」
で
あ
り
う
る
 
-
 
ロ
 ー
 五
二
七
 ｜
 八
頁
 参
巴
 。
 

た
だ
、
こ
こ
で
再
度
舌
口
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
 
貫
長
に
限
ら
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
、
宗
教
や
哲
学
に
限
 
ら
ず
、
お
 ょ
そ
 人
間
 

ム
 
ナ
ン
ナ
 

ト
 

却
 
九
三
幕
。
理
は
、
「
 形
無
シ
、
 政
ニ
理
無
」
 き
そ
 

現
 
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
「
空
理
」
 

説
明
す
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
 

畠
 。
し
か
し
、
宗
教
的
真
理
で
あ
れ
、
哲
学
的
真
理
 

形
成
さ
れ
る
新
し
い
概
念
」
は
尊
重
し
た
よ
う
に
、
 
宣
 

の
 営
み
に
 於
い
 て
、
「
 理
 」
が
「
カ
エ
冊
立
」
 

一
 
o
 
2
 
 

一
 に
な
る
こ
と
 

の
 抽
象
性
と
い
う
性
格
上
、
「
 む
プ
操
ル
コ
ト
ノ
鋭
ナ
 

で
あ
る
。
「
思
惟
は
 、
 理
を
捨
て
は
し
な
い
が
、
理
を
 

で
あ
れ
、
そ
れ
を
「
 理
 」
と
し
て
一
旦
取
り
出
し
た
後
 

は
 斥
け
た
の
で
あ
り
、
「
空
理
」
に
よ
っ
て
、
万
物
の
 

長
は
、
「
額
は
に
見
え
た
る
 

」
は
隠
す
べ
き
で
は
な
，
，
 

理
 

が
 、
「
現
実
の
直
接
の
ま
 四
 。
 目
 」
に
よ
っ
て
、
そ
の
 親
 

頼
み
は
し
な
い
」
 宣
 日
長
」
 
三
 

一
往
 
徳
 「
 
里
則
 」
こ
者
が
 

存
在
と
そ
の
有
り
様
を
 

美
を
「
表
現
す
る
為
に
 

は
 、
安
心
し
て
使
え
る
 

い
と
し
た
 
@
 ナ
｜
 一
六
二
 

 
 

 
 

@
M
 
 
誘
わ
れ
や
す
い
。
官
長
 が
 
「
自
然
 ノ
 詠
歌
」
と
か
 
「
自
然
の
神
道
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
自
然
」
は
 、
 必
ず
「
お
の
 づ
 か
ら
し
か
あ
 

 
 

暉
る
 」
と
い
う
国
語
本
来
の
意
味
の
中
で
使
わ
れ
て
 
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
使
い
方
か
ら
す
れ
ば
 
、
儒
教
の
「
 道
 」
に
対
し
て
 

 
 

Ⅰ
「
自
然
の
道
」
を
立
て
る
と
い
う
老
荘
的
な
仕
方
 
は
、
 既
に
「
眞
の
自
然
」
で
は
な
い
と
 宣
長
 は
い
う
（
 ロ
 ー
 五
二
七
、
リ
 
ー
 五
七
 ｜
 六
二
 

瑚
 
真
写
 参
塑
が
 、
同
様
に
、
無
私
を
離
れ
た
と
こ
 
ろ
で
 ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
主
張
さ
れ
る
「
 
無
 」
は
 、
既
 に
 無
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
 
理
 

%
 
 が
 
「
硬
直
し
た
」
観
念
に
な
る
為
に
は
、
「
物
の
 あ
は
れ
を
し
る
」
柔
軟
な
心
を
失
わ
な
く
て
は
な
ら
な
 
い
 。
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
   

す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
宗
教
で
は
な
い
か
 
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
官
長
自
身
、
所
謂
復
古
主
義
な
 
ど
 主
張
し
て
お
ら
ず
、
 



-
1
 一
 こ
れ
に
つ
い
て
は
、
 
創
 支
社
、
昭
和
四
八
年
版
に
よ
っ
て
 

出
典
を
表
記
し
た
。
 

-
2
 一
 西
谷
 智
 治
「
宗
教
哲
学
 ｜
 序
論
」
、
「
西
谷
官
治
著
作
集
ヒ
 
第
六
巻
一
剤
支
社
、
昭
和
六
二
年
一
、
四
八
頁
。
 

（
 
3
 一
 「
善
の
研
究
」
序
文
「
西
田
幾
多
郎
全
集
」
第
一
巻
 

-
 
岩
 波
 書
店
、
一
九
七
八
年
 -
 
、
四
頁
。
 

-
4
@
 
 
「
新
潮
」
昭
和
三
三
年
五
月
号
 
@
 三
八
年
六
月
号
連
載
。
 
以
下
こ
の
「
感
想
」
か
ら
引
用
す
る
場
合
、
一
 

-
 内
の
数
字
で
 
連
載
回
数
を
 
、
 次
の
数
字
 

で
 連
載
誌
上
の
頁
を
、
本
文
中
に
示
す
。
 

一
 
5
 一
 
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
的
方
法
論
の
中
で
最
も
重
要
な
書
と
 
思
わ
れ
る
「
序
論
」
 

-
 
，
～
コ
 

%
0
 

年
月
エ
 

0
 コ
，
僅
ぃ
コ
 
の
 一
ト
ぬ
 黒
蓋
か
の
 ～
や
ま
。
 ょ
ミ
さ
 こ
の
中
 

註
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
 と
 官
長
に
関
す
る
出
典
は
、
 

-
-
 

内
に
示
す
次
の
 

略
記
に
よ
っ
て
、
本
文
中
に
表
記
し
た
。
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
 

-
 口
こ
い
 の
む
 
～
 め
 
㌣
 ぺ
 ～
 
ぬ
 め
ぎ
 襄
 S
 の
き
 @
 
ま
鐘
ぎ
 ～
の
 
む
 き

ぎ
 
S
 浅
 （
 
ざ
さ
 ①
・
喜
三
ミ
ぬ
 篤
ゐ
 
隠
 
さ
 Ⅰ
 ま
 0
 ～
 
へ
 
ぬ
・
日
方
 -
 ト
 0
%
 ～
 
奏
 ・
 冤
 ヨ
 -
 ト
む
 

黒
轄
簿
ミ
や
 
ま
 o
u
 
ぎ
ミ
 ・
以
上
、
真
数
は
③
 u
v
 

さ
の
向
田
 

ヱ
 。
 コ

年
こ
 お
コ
 （
寮
ぎ
「
の
。
 

て
 ・
 
C
.
 

Ⅱ
。
㌧
 

ぃ
ユ
 
の
・
 
し
 「
㊥
に
拠
る
。
 
n
 
ゆ
巴
 
吋
ぃ
ふ
 
伊
ゑ
 

㌧
も
 
ド
 
。
 や
め
 
・
㌧
 
り
ヱ
 
の
Ⅰ
の
 
ひ
 Ⅱ
 

本
居
宣
長
 

-
 
ィ
 -
 ｜
 「
う
ひ
山
ぶ
み
 モ
 
八
口
 -
 ｜
 「
 答
間
鯛
一
 以
上
「
本
居
宣
長
全
集
」
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
三
年
 @
 、
第
一
 
巻
 -
 、
 -
 ハ
 -
 ｜
 「
あ
し
わ
け
 

小
船
」
、
 -
 ニ
 -
 ｜
 「
石
上
私
淑
 @
 」
善
一
、
 
-
 ホ
 -
 ｜
 「
石
上
私
淑
 @
 」

養
三
一
以
上
同
第
二
巻
 一
 、
 -
 へ
 -
 ｜
 「
紫
文
要
領
」
 巻
 上
（
同
車
 
四
巻
 一
 、
 

-
 
ト
 -
 ｜
 「
詞
の
玉
緒
」
一
同
第
五
巻
 -
 、
 n
 
チ
 -
 ｜
 「
く
ず
 花
 」
下
 
っ
 巻
 
（
同
第
八
巻
 一
 、
 n
 
り
 -
 ｜
 「
古
事
記
 博
 」
一
之
 巻
 @
 十
一
之
 巻
 
一
同
第
九
 

巻
一
 。
 

心
を
失
う
と
は
、
感
慨
と
い
う
、
自
己
主
張
を
事
と
し
 
な
 い
 無
私
な
認
識
力
を
失
 う
 こ
と
に
外
な
ら
な
い
が
、
 そ
れ
は
、
「
自
己
」
と
 

い
う
殻
が
破
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
経
験
の
経
験
性
と
 =
@
 

ロ
 
語
 の
 @
 
ニ
ロ
ま
 

叩
性
 （
創
造
的
表
現
性
）
を
、
同
時
に
失
う
こ
 と
を
意
味
す
る
。
貫
長
 

は
、
 理
を
否
定
し
な
い
の
だ
が
、
理
を
主
張
す
る
と
 
ぃ
 う
こ
と
の
中
に
は
、
却
っ
て
そ
の
理
の
源
泉
を
喪
失
 
す
る
危
険
と
、
「
我
執
」
 

の
 復
活
の
危
険
が
絶
え
ず
あ
る
，
」
と
に
、
注
意
を
促
し
 た
の
で
あ
る
。
た
と
え
「
宗
教
」
の
中
で
も
、
「
詩
人
 の
や
り
 方
 」
が
、
「
 営
り
 

前
な
人
生
の
眞
 相
 」
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
 
か
ら
。
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の
 言
語
経
験
と
切
り
離
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
私
達
は
す
ぐ
に
 
言
葉
の
問
題
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
し
ま
う
が
、
貫
長
 に
と
っ
て
言
葉
は
 
、
 

「
上
手
に
解
か
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
の
形
で
」
 

宅
 貫
長
」
二
七
一
頁
 一
 現
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
 

  

言
葉
と
は
、
 
目
 古
言
を
得
る
」
と
い
ふ
 具
膿
 的
な
仕
事
の
う
ち
で
 
、
経
験
さ
れ
て
ゐ
る
手
答
へ
の
あ
る
「
 物 」
な
の
で
あ
っ
た
」
 
一
 

  

 
 
 
 

の
 言
葉
は
、
貫
長
の
言
語
論
が
、
言
語
の
創
造
的
表
現
性
の
問
 題
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
、
抽
象
的
な
言
語
論
に
堕
さ
な
か
っ
た
 所
 以
も
、
 詰
っ
て
 
い
 

る
 。
 

総
一
 
註
 -
%
 ）
 既
 田
制
 稿
 参
照
。
 

正
一
「
弁
明
」
、
「
考
え
る
ヒ
ン
ト
Ⅱ
」
 
註
 @
 
）
 既
出
 
「
全
集
」
 第
十
二
巻
、
二
 
0
 
三
頁
。
 

一
 初
一
こ
の
「
空
理
」
と
は
、
例
え
ば
仏
教
で
「
 空
 」
が
原
理
と
 
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
い
う
 
 
 



 
 

（
 一
 

、
 
心
に
 

一
 
「
新
仏
教
」
運
動
へ
の
研
究
視
角
 

八
九
九
頭
 強
 二
三
年
二
月
に
、
境
野
 
黄
洋
 ・
高
島
米
峰
 
峰
 

九
 0
 六
年
、
新
仏
教
徒
同
志
 会
 と
改
名
。
以
下
、
同
志
 ム
 
%
L
 

、
「
 旧
 仏
教
」
の
克
服
と
「
新
信
仰
」
「
新
仏
教
」
「
 
新
み
 不
乱
 

笘
 ・

杉
村
縦
横
 

」
す
る
 一
は
、
 

」
の
確
立
を
 ・

渡
辺
海
 胆
 ら
が
集
っ
て
発
足
し
た
仏
教
 
清
徒
同
 

翌
 一
九
 0
0
 年
 七
月
創
刊
の
月
刊
誌
「
新
仏
教
」
 

目
的
と
し
た
運
動
を
ほ
 ほ
 十
五
年
間
に
わ
た
っ
て
 志

会
 

を
中
 

展
開
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
明
治
後
期
の
、
新
仏
教
徒
同
志
会
の
会
員
に
よ
 
る
 「
新
仏
教
」
運
動
で
は
、
宗
教
的
伝
統
に
対
す
る
「
自
由
 
討
 究
 」
と
い
 ラ
 態
度
・
 方
 

注
 が
、
「
新
信
仰
」
「
新
仏
教
」
を
創
出
す
る
手
段
と
し
て
掲
げ
ら
 

れ
て
い
る
。
明
治
二
 0
 年
代
の
仏
教
は
、
啓
蒙
正
義
的
な
立
場
 や
 キ
リ
ス
ト
教
か
ら
 

の
 仏
教
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
一
方
、
教
団
統
合
の
た
め
の
伝
統
 正
義
、
権
威
正
義
の
強
化
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
近
代
的
な
 学
問
を
学
び
、
 ま
 

た
、
 新
た
な
読
書
実
践
を
習
慣
化
し
た
「
青
年
仏
教
徒
」
が
登
場
 す
る
。
彼
ら
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
共
感
し
な
が
ら
、
「
 
時
代
の
新
精
神
」
に
 

適
合
す
る
「
新
仏
教
」
の
創
出
を
め
ざ
す
。
機
関
誌
「
新
仏
教
」
 を
 活
動
の
中
心
と
し
て
、
「
 
旧
 仏
教
」
の
伝
統
主
義
・
権
威
 主
 義
を
厳
し
く
批
判
し
 

な
が
ら
、
仏
教
お
よ
び
諸
宗
教
の
「
自
由
討
究
」
を
実
践
し
た
。
 
「
自
由
討
究
」
を
手
段
と
し
て
、
近
代
知
の
批
判
に
耐
え
う
る
 
信
 仰
の
創
造
を
め
ざ
 

し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
大
正
期
に
は
、
早
く
も
終
焉
を
迎
え
 
る
 。
そ
れ
は
宗
教
に
対
す
る
「
自
由
討
究
」
と
い
う
態
度
・
 方
 法
が
 、
も
は
や
広
く
 

一
般
化
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
新
仏
教
、
新
仏
教
徒
同
志
 
会
 、
懐
疑
・
批
評
 精
神
、
自
由
討
究
、
読
書
実
践
 

明
治
後
期
の
「
新
仏
教
」
運
動
に
お
け
 る
 
「
自
由
討
究
」
 

福
嶋
信
吉
 

  



は
 、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
い
わ
ゆ
る
大
伝
統
の
宗
 
数
 に
発
す
る
宗
教
的
知
識
を
獲
得
す
る
場
合
で
も
、
 必
 ず
し
も
特
定
の
教
団
 宗
 

な
 お
 、
今
日
、
私
た
ち
が
宗
教
的
知
識
を
獲
得
す
る
に
 
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
光
景
が
当
た
り
前
と
な
っ
 
て
き
て
い
る
。
一
つ
 

え お 0 み 学 の 居、 
想
 的
背
景
を
も
っ
 、
 ㈲
思
想
内
容
の
点
で
普
遍
主
義
を
 志
向
す
る
傾
向
が
強
い
、
㈲
 よ
 び
か
け
の
対
象
は
主
と
 し
て
中
間
的
知
識
層
 

範
囲
、
㈲
運
動
の
方
法
は
ほ
ぼ
舌
口
論
活
動
に
限
ら
れ
る
 、
な
ど
の
諸
特
徴
を
持
っ
も
の
で
あ
る
。
 

以
下
こ
の
「
新
仏
教
」
運
動
を
展
開
し
た
同
志
 会
 の
 人
 々
の
舌
口
説
を
考
察
の
対
象
と
す
る
が
、
そ
の
際
、
近
代
 仏
教
史
学
の
成
果
に
 

び
 っ
っ
も
そ
の
学
的
地
平
に
お
い
て
で
は
な
く
、
脇
本
 ら
の
議
論
を
継
承
し
そ
れ
を
新
た
な
視
角
か
ら
発
展
さ
 
せ
る
方
向
で
考
え
て
 

一
 
4
 一
 

た
 い
 。
す
な
 ね
 ち
、
「
仏
教
及
び
其
の
他
宗
教
の
自
由
 討
究
」
と
い
う
、
同
志
会
の
周
知
の
主
張
を
、
明
治
二
 
0
 年
代
後
半
か
ら
二
一
 

年
代
に
か
け
て
の
宗
教
史
的
・
思
想
史
的
・
社
会
史
的
 
文
脈
に
お
い
て
把
握
し
、
近
代
的
な
認
識
態
度
を
慣
習
 
化
し
た
人
々
が
 、
な
 

「
宗
教
」
「
信
仰
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
 際
の
 、
宗
教
的
な
知
識
・
言
語
に
対
す
る
態
度
の
変
 
革
の
試
み
と
し
て
 捉
 

る
 視
角
で
あ
る
。
 

-
3
-
 

と
し
て
舌
口
 放
 さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
 
「
宗
教
思
想
運
動
」
と
は
、
㈲
相
対
的
に
自
由
な
立
場
 に
 立
つ
 、
 ㈲
幅
の
広
い
 

し
た
。
こ
の
運
動
は
主
に
近
代
仏
教
史
学
の
分
野
に
お
 
い
 て
、
同
時
期
の
清
津
 清
 之
を
中
心
と
す
る
精
神
主
義
 の
 運
動
や
伊
藤
 証
信
の
 

-
 
｜
 -
 

無
我
愛
運
動
な
ど
と
対
比
さ
れ
な
が
ら
、
在
家
仏
教
者
 
に
よ
る
「
仏
教
近
代
化
」
の
試
み
と
し
て
 任
 目
さ
れ
て
 い
る
。
明
治
二
一
 0
 年
前
 

後
に
は
帝
国
主
義
が
成
立
し
、
産
業
革
命
に
 
よ
 る
急
速
 な
 資
本
主
義
化
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
農
村
の
荒
廃
や
市
 
民
社
会
の
形
成
が
進
ん
 

で
い
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
国
家
的
再
編
成
に
応
じ
 
る
 教
団
仏
教
を
批
判
し
つ
つ
、
社
会
的
諸
矛
盾
に
積
極
 
的
に
向
き
あ
お
う
と
し
 

た
 点
が
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
宗
教
史
 
的
な
議
論
と
し
て
は
、
脇
本
字
 也
 ら
に
よ
る
「
近
代
日
 本
の
宗
教
思
想
運
動
」
 

-
@
-
 

の
 研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
同
志
会
の
運
動
は
、
「
近
代
 日
本
」
の
歴
史
的
条
件
を
基
盤
と
し
て
展
開
す
る
「
 
宗
 教
 思
想
運
動
」
の
一
っ
   



明治後期の r 新 @ 教」運動における r 自由討究」 

教
 と
の
関
わ
り
を
持
た
な
く
て
よ
い
こ
と
。
「
宗
教
」
 や
 
「
精
神
世
界
」
に
関
す
る
膨
大
な
書
籍
・
視
聴
覚
 メ
 デ
ィ
ア
が
存
在
し
流
通
 

し
て
い
る
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
、
量
的
・
質
的
に
も
多
様
 
な
 宗
教
的
知
識
と
、
個
人
と
し
て
容
易
に
出
会
う
こ
と
 
が
で
き
る
こ
と
。
一
見
 

「
宗
教
」
や
「
精
神
世
界
」
と
の
関
係
が
希
薄
に
思
え
 る
 芸
術
作
品
を
通
し
て
、
生
や
世
界
の
意
味
を
覚
知
 
す
 る
こ
と
が
あ
る
こ
と
。
 

そ
れ
ら
は
、
宗
教
的
知
識
が
伝
統
的
権
威
を
有
す
る
 
聖
 職
者
集
団
に
占
有
さ
れ
、
口
頭
的
伝
統
に
媒
介
さ
れ
て
 
い
た
近
代
以
前
の
光
景
 

と
は
お
よ
そ
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
窺
え
る
、
 「
宗
教
」
・
「
教
団
」
・
宗
教
的
知
識
を
め
ぐ
る
、
近
代
以
 

降
の
歴
史
的
・
社
会
的
 

な
 コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
変
化
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
宗
教
 的
伝
統
に
対
す
る
態
度
や
実
践
の
変
容
と
い
う
事
態
は
 
、
 私
た
ち
が
問
う
べ
き
 

重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
 

明
治
二
一
 
0
 午
前
後
の
「
青
年
仏
教
徒
」
た
ち
に
 よ
 る
 同
 志
 会
の
運
動
は
、
「
教
団
」
の
拘
束
を
離
れ
、
機
関
誌
 や
 演
説
会
な
ど
を
 媒
 

体
 と
し
て
、
仏
教
の
み
な
ら
ず
諸
宗
教
の
自
律
的
・
 主
 体
 的
な
読
解
に
基
づ
く
、
「
新
宗
教
」
「
新
信
仰
」
の
 
確
 立
 を
め
ざ
し
た
。
そ
の
 

ほ
か
、
 丁
酉
 倫
理
会
の
結
成
、
内
村
鑑
三
に
 よ
 る
無
教
 会
主
義
の
提
唱
 や
、
 浩
々
洞
の
精
神
主
義
の
運
動
、
 

ま
 た
 武
田
清
子
が
「
正
統
 

一
 
5
 一
 

と
 異
端
の
 
"
 あ
 い
だ
 Ⅰ
と
類
型
化
す
る
人
々
な
ど
が
 
陸
続
と
し
て
登
場
し
て
き
た
明
治
後
期
を
、
以
上
の
よ
 
う
な
課
題
に
お
い
て
 任
 

目
 す
べ
き
画
期
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
  

 

は
下
、
雑
誌
「
新
仏
教
」
及
び
「
仏
教
」
誌
上
か
ら
、
 
そ
の
思
想
的
指
導
者
と
目
さ
れ
る
境
野
 黄
 洋
を
中
心
と
 す
る
同
志
会
の
人
々
 

-
7
 
一
 

の
 舌
口
説
を
適
宜
抽
出
し
、
考
察
の
王
た
る
手
が
か
り
と
 
し
た
い
。
 

  



「
新
仏
教
」
の
発
行
 
ゃ
 定
期
的
な
公
演
，
演
説
会
な
ど
 壬
 
一
口
論
活
動
の
形
で
推
進
さ
れ
た
。
 

そ
の
基
本
方
針
は
 、
 彼
ら
の
掲
げ
た
「
仏
教
 清
徒
 同
志
 会
 綱
領
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 

一
 、
我
 徒
は
 、
仏
教
の
健
全
な
る
信
仰
を
根
本
義
と
す
  
 

二
 、
我
 徒
は
 、
健
全
な
る
信
仰
、
智
識
、
及
び
道
義
を
 振
作
普
及
し
て
、
社
会
の
根
本
的
改
善
を
力
 
む
 。
 

三
 、
我
 徒
は
 、
仏
教
 及
ひ
 其
の
他
宗
教
の
自
由
討
究
を
 主
張
す
。
 

四
 、
我
 徒
は
 、
一
切
迷
信
の
根
絶
を
期
す
。
 

五
 、
我
 徒
は
 、
従
来
の
宗
教
的
制
度
、
 

及
 儀
式
を
保
持
 す
る
の
必
要
を
認
め
ず
。
 

-
g
-
 

六
 、
我
 徒
は
、
 
総
て
政
治
上
の
保
護
干
渉
を
斥
 く
 。
 

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
項
目
は
、
当
時
の
彼
ら
の
課
題
 認
 識
 の
 在
 処
を
指
し
示
す
も
の
と
い
え
る
。
 

こ
の
運
動
の
前
提
と
な
る
明
治
二
 0
 年
代
は
、
一
般
に
 近
代
天
皇
制
を
軸
と
す
る
国
民
国
家
の
形
成
と
 

み
、
日
本
の
近
代
が
確
立
し
た
時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
 る
 。
こ
の
時
期
、
思
想
界
，
宗
教
界
，
教
育
界
が
 、
 社

会
の
資
本
主
義
化
が
進
 

国
家
と
い
う
枠
組
み
を
 前
 

会
の
会
員
と
し
て
「
仏
教
」
 

一
 
8
-
 で
論
陣
を
は
っ
て
い
た
 
境
 野

黄
 洋
を
中
心
に
結
成
さ
れ
、
青
年
，
知
識
人
膚
 
を
 支
持
基
盤
に
、
機
関
誌
 

同
志
会
は
 、
 

し
 、
「
新
仏
教
」
 一

八
九
四
頭
冶
工
 セ
 ）
年
に
古
河
 老
 川
を
中
心
に
結
成
 さ
れ
た
「
青
年
仏
教
徒
」
結
社
、
経
緯
会
の
方
向
性
 
を
 継
承
 

「
新
信
仰
」
の
確
立
を
め
ざ
し
て
展
開
さ
れ
た
仏
教
卓
 新
運
動
で
あ
る
。
日
清
・
日
露
戦
間
期
の
一
八
九
九
年
 
、
経
緯
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

1
 
 

「
新
仏
教
」
運
動
と
「
自
由
討
究
」
 

 
 

 
 

二
 

「
自
由
討
究
」
の
選
択
 

 
 



明治後期の @ 新仏教」運動に 

に 対 避   
で 心 最 で る 

は ①が 要も 有 ① 、 態 度 
で 

にあ 関るで 効 「 自あ 
す だ あ 由 り 

る る る 討 、 
居 、 う と 先 体 

想定 
居 、 」 験 

念 と 主 
的 さ い 義 

れ ぅ 的 

宗教 

た 態 で 
理 度 は 

史 
的 

由 、 ・ 方く な 

な お 法 、 
  ょ が 思 
ン び 、 想 
テ   
ク 

  
    
を @- 

明 
ら 

か   
@@@ 
す 
る   
そ   
  
て 
    
干 、 

究 へ あ 

    」 の る 
  
"'"' 上手五 応朱口 特 の 

@   
お と い 
  立 ， 巳 、 う 

て 味 二 
な っ 

①   
に関 

明 日 

ら 的 
わ か に 

lll (lll) 

低
さ
れ
た
の
が
「
自
由
討
究
」
と
い
う
態
度
・
方
法
 で
あ
る
。
「
自
由
討
究
」
と
は
、
個
々
人
が
理
性
以
外
 の
 何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
ず
 

 
 弼

丁
 自由
に
、
批
判
的
に
研
究
（
Ⅱ
 討
窒
す
 る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
伝
統
的
な
信
仰
観
念
か
ら
 
ぃ
 え
ば
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
 忌
 

 
 

へ
の
応
答
を
模
索
す
る
、
「
新
仏
教
」
創
出
運
動
の
最
も
 重
要
な
方
法
論
と
し
て
主
張
 

 
 

 
 

提
 に
各
々
自
律
し
た
領
域
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
。
 知
 誠
人
の
間
で
は
合
理
主
義
的
・
進
化
論
的
な
思
考
が
一
 
般
 化
す
る
一
方
、
教
育
 

勅
語
に
依
拠
す
る
国
民
道
徳
の
制
度
化
が
進
め
ら
れ
、
 
近
代
社
会
に
お
け
る
道
徳
・
宗
教
・
科
学
の
関
係
が
主
 
題
 化
し
て
い
た
。
そ
こ
 

に
 投
げ
入
れ
ら
れ
た
仏
教
に
お
い
て
も
、
啓
蒙
的
な
 
仏
 教
 革
新
運
動
が
展
開
す
る
。
明
治
二
 0
 年
代
後
半
に
は
 、
仏
教
教
理
や
仏
教
典
 

に
 対
す
る
批
評
的
・
歴
史
学
的
研
究
、
「
教
育
と
宗
教
の
 衝
突
」
事
件
に
お
け
る
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
間
の
 
論
争
、
万
国
宗
教
大
会
 

の
 影
響
に
よ
る
宗
教
間
対
話
の
気
運
や
比
較
宗
教
学
へ
 
の
 関
心
の
高
ま
り
、
進
化
論
的
・
国
家
主
義
的
な
宗
教
 
批
判
に
基
づ
く
仏
教
 批
 

判
 、
資
本
主
義
社
会
と
 脱
 世
間
的
な
仏
教
と
の
関
係
を
 め
ぐ
る
仏
教
批
判
、
管
長
制
下
に
お
け
る
教
団
統
合
や
 
「
宗
教
法
案
」
に
対
す
 

る
 仏
教
公
認
 教
 問
題
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
課
題
化
し
て
 
い
た
。
し
か
し
、
「
青
年
仏
教
徒
」
た
ち
は
、
既
成
の
 仏
教
教
団
の
課
題
応
答
 

能
力
を
疑
い
、
そ
れ
を
「
 旧
 仏
教
」
と
呼
ん
で
厳
し
く
 批
判
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
新
仏
教
」
を
掲
げ
 る
 同
志
会
の
綱
領
は
 、
 

仏
教
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
諸
課
題
に
対
す
る
応
答
の
試
 
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 

 
 



  

2
 
 「
自
由
討
究
」
の
輝
き
 

こ
こ
で
は
、
「
自
由
討
究
」
と
い
う
態
度
・
万
法
が
 、
同
 志
 会
の
人
々
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
思
念
 
さ
れ
た
理
由
を
 、
そ
 

の
 思
想
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
明
ら
か
に
し
て
み
 
十
八
 

@
V
-
 

し
 @
 
Ⅰ
 0
 

同
志
 会
の
 
「
自
由
討
究
主
義
」
は
、
直
接
的
に
は
「
 自
 由
 キ
リ
ス
ト
教
」
の
一
派
ア
メ
リ
カ
，
 
ュ
ニ
 テ
リ
ア
 ン
 協
会
の
影
響
で
あ
 

る
 。
ア
メ
リ
カ
，
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
は
、
一
八
世
紀
 
後
半
の
北
米
東
部
で
の
啓
蒙
思
潮
の
流
行
を
背
景
に
起
 
こ
っ
た
、
大
覚
醒
運
動
 

へ
の
対
抗
を
源
流
に
、
一
八
二
五
年
正
統
派
プ
ロ
テ
ス
 タ
ン
ト
 と
 別
れ
て
設
立
さ
れ
た
運
動
で
あ
る
。
日
本
に
 
は
 一
八
八
六
年
、
矢
野
 

英
雄
の
紹
介
に
よ
り
本
格
的
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
 、
翌
年
末
宣
教
師
が
来
日
し
、
 九
 0
 年
初
頭
に
本
部
を
 設
置
し
、
機
関
誌
「
 ゅ
 

に
て
り
あ
ん
」
を
刊
行
し
た
。
「
 の
 に
て
り
あ
ん
」
は
 羽
 立
年
「
宗
教
」
と
改
名
さ
れ
、
普
遍
主
義
的
な
意
味
で
 の
 
「
宗
教
」
を
掲
げ
る
 

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
立
場
は
 、
 広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
 
つ
こ
 
-
o
-
 

l
 
ナ
ハ
 
。
 

吾
人
は
本
年
男
 頭
 第
一
の
「
仏
教
」
に
於
て
断
言
し
て
 
日
く
 懐
疑
時
代
に
入
れ
り
と
。
蓋
し
 被
 れ
耶
蘇
教
徒
が
 哲
学
、
科
学
の
難
 

間
 に
辞
易
し
て
、
周
章
狼
狽
、
 某
 独
断
の
僻
見
を
捨
て
 

一
 た
び
懐
疑
の
暗
 路
 に
街
復
せ
し
が
如
く
、
仏
教
 徒
も
独
断
固
 肩
 の
 

中
に
在
る
を
得
ず
。
・
・
・
…
果
た
し
て
本
年
の
仏
教
界
に
 

は
 種
々
の
現
象
を
生
ぜ
 り
、
 日
く
 排
 仏
家
の
勃
興
、
日
 く
 ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
 

正
義
の
興
隆
、
日
く
歴
史
的
仏
教
研
究
の
創
業
 是
 な
り
 

要
す
る
に
本
年
の
仏
教
界
は
理
論
的
事
業
に
 於
 て
 仏
教
批
判
の
端
 

緒
を
開
プ
 
@
-
@
-
@
 

リ
 。
 

く
こ
と
に
し
た
い
。
 

る
 社
会
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
察
し
、
さ
ら
に
 
四
 章
 に
お
い
て
、
②
に
関
す
る
考
察
を
進
め
る
と
い
う
 形
 で
、
論
考
を
進
め
て
い
 

 
 

 
 



  
る た   

た 
が 

そ 

れ 
  が 

て 

「 自 

甘和 「 由 

  
- 一 日、 - 寸 

  教 努 
  義 

を経 動向 

が と 

生   
ま 

れ 

た明 

遊惰 

不 烏 浩一 の   
，口   ムを O 午 

代 

  
お る 

経緯 ける、 ム ム 

自   
由 

  

、壬生 我 
  
九 

的   
な 
，壊 

午 

疑 
発 
足   

批   
評 活 

精神 

動 

  
と 

  な 
同 
ま 

る 

  
  

と 
で 

あ 

  

ぬ
ン
 教
の
如
し
。
仏
教
が
自
由
討
究
を
許
す
こ
と
、
 
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
の
如
し
」
と
述
べ
て
、
そ
れ
を
よ
り
 自
覚
的
に
展
開
し
よ
う
と
し
 

運動に 

-
 
Ⅱ
 一
 

る
 。
同
志
 会
 に
集
う
青
年
仏
教
徒
た
ち
の
始
祖
と
も
い
 え
る
古
河
名
川
 は
 、
「
仏
教
が
口
碑
的
教
権
に
よ
ら
ざ
 る
こ
と
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
 

-
 
Ⅱ
 -
 

 
 

 
 

究
 」
と
呼
ば
れ
る
歴
史
的
批
判
的
研
究
の
あ
り
方
を
 
学
ぶ
と
い
う
動
向
が
生
ま
れ
 

 
 

『白目 

 
 

推
進
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
啓
蒙
的
な
立
場
か
ら
仏
教
 
革
新
を
め
ざ
す
人
々
に
も
歓
迎
さ
れ
、
仏
教
界
に
お
け
 
る
排
耶
的
 風
潮
に
も
 関
 

ヨ 討究」 

題 主 と し い 欧 " 
を 重 「 此は啓 義                   
現 数 一 家 の 
す の 敷 居、 興   

も れ 義 足 

っ 所 テ と れ   
と の 
0 目 
詞 曲 

な る 
。 が 治 

こ 耕 三 

頭 の 呂 

断 ら 

自 判 

  
「 評 ズ 棄   

な ユ 精 ム せ こ 

二 神 で ざ こ 

テ り一 のめ 員 る               
ア ま 。 え 、   ン り そ な 西 



つ
く
倫
理
・
道
徳
の
立
場
か
ら
の
宗
教
批
判
に
つ
な
が
 る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
「
教
育
と
宗
教
の
衝
 
突
 」
論
争
で
は
、
良
心
 

 
 

究
 」
と
「
批
評
的
講
究
」
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。
 井
上
の
説
く
進
化
論
的
な
宗
教
観
、
宗
教
の
批
判
的
研
 
究
は
 、
国
体
論
と
結
び
   

3
 
 明
治
二
 0
 年
代
後
半
の
思
想
的
状
況
 

「
自
由
討
究
」
と
い
う
態
度
・
方
法
が
同
志
会
の
人
々
 に
 対
し
輝
き
を
も
つ
も
の
と
し
て
思
念
さ
れ
る
た
め
に
 
は
 、
自
由
主
義
的
な
 

懐
疑
・
批
評
的
な
態
度
の
時
代
思
潮
化
と
、
「
自
由
 詩
 究
 」
的
方
法
の
エ
リ
ー
ト
文
化
に
お
け
る
正
統
性
の
確
 
-
 
ユ
が
 必
要
で
あ
る
。
 

明
 六
社
の
人
々
や
民
権
思
想
家
た
ち
に
よ
る
明
治
初
年
 
か
ら
十
年
代
に
い
た
る
、
英
仏
の
功
利
主
義
、
自
由
主
 義
 、
実
証
主
義
、
進
 

化
 論
的
思
想
の
移
植
を
へ
て
、
明
治
二
 0
 年
代
に
は
、
 確
立
さ
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
よ
る
ド
イ
ツ
哲
学
の
受
 
容
も
始
ま
り
、
都
市
 知
 

誠
 人
を
中
心
に
自
由
主
義
的
な
懐
疑
・
批
評
精
神
の
古
 同
 ま
り
が
あ
っ
た
。
ま
た
明
治
憲
法
体
制
が
整
 
う
 と
と
 も
に
、
国
家
に
お
け
る
 

「
宗
教
」
「
道
徳
」
「
教
育
」
の
制
度
的
な
布
置
関
係
が
 
そ
の
姿
を
現
す
。
こ
の
 ょ
う
 な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
 
一
八
九
三
年
に
は
、
 

「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
や
万
国
宗
教
大
会
な
ど
 を
 契
機
に
、
「
宗
教
」
独
自
の
意
味
や
機
能
へ
の
関
心
、
 諸
宗
教
の
歴
史
的
・
 批
 

 
 

判
 的
な
研
究
に
対
す
る
関
心
な
ど
が
、
知
識
人
の
間
に
 
に
わ
か
に
吉
岡
ま
る
の
で
七
の
る
。
 

当
時
、
思
想
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
、
「
 教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
の
口
火
を
切
っ
た
帝
国
大
 
学
教
授
井
上
哲
次
郎
 

で
あ
る
。
彼
は
宗
教
を
「
人
の
幼
稚
」
の
所
産
で
あ
る
 
と
 考
え
、
宗
教
は
哲
学
と
両
立
せ
ず
、
文
明
の
進
化
と
 
と
も
に
衰
退
す
る
と
 ぃ
 

う
 進
化
論
的
な
宗
教
観
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
帝
国
大
 
学
に
 
「
比
較
宗
教
 及
 東
洋
哲
学
」
の
講
座
を
開
設
し
 、
 諸
宗
教
の
「
歴
史
的
 講
 

「
独
断
固
 信
 」
の
中
に
あ
る
「
 旧
 仏
教
」
の
「
教
権
主
 義
 」
強
化
の
実
態
を
見
る
と
き
、
仏
教
徒
た
ち
の
ュ
ニ
 
-
 
ア
リ
ア
ン
へ
の
共
感
と
、
 

「
自
由
討
究
」
と
い
う
態
度
・
方
法
が
彼
ら
に
対
し
て
 持
っ
て
い
た
輝
き
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
 



明治後期の 

115@ (i 

こ
の
よ
う
に
明
治
二
 0
 年
代
後
半
の
思
想
状
況
は
 、
社
 会
 進
化
論
的
な
文
明
観
に
基
づ
く
啓
蒙
主
義
的
・
合
理
 
正
義
的
な
言
説
に
 、
 

明
治
国
家
の
政
治
的
確
立
に
と
も
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
 
正
統
言
説
が
絡
み
合
う
形
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
 
ら
を
批
判
的
・
合
理
的
 

に
 徹
底
し
た
自
由
批
評
に
よ
っ
て
鋭
利
に
分
析
し
て
み
 
せ
る
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
「
 
自
由
討
究
」
的
態
度
・
 

方
法
を
駆
使
す
る
こ
と
が
、
エ
リ
ー
ト
文
化
に
お
け
る
 
正
統
性
確
保
へ
の
一
つ
の
必
要
条
件
と
な
っ
て
い
た
の
 
で
あ
る
。
 

仏
教
に
お
い
て
も
、
啓
蒙
主
義
的
な
宗
教
批
判
や
キ
リ
 
ス
ト
 裁
 と
の
論
争
に
対
抗
し
て
、
明
治
二
 0
 年
代
初
頭
 に
は
井
上
円
了
に
よ
 

る
 、
科
学
的
・
哲
学
的
な
仏
教
の
基
礎
づ
け
や
、
進
化
 
論
的
 ・
比
較
宗
教
学
的
な
 護
 教
的
研
究
が
開
拓
さ
れ
て
 い
た
。
さ
ら
に
 二
 0
 年
 

湘
 

代
の
後
半
に
は
、
井
上
の
仏
教
研
究
の
思
 ム
ガ
 
性
を
 批

判
し
な
が
ら
、
村
上
専
精
ら
に
よ
る
実
証
的
な
仏
教
 
史
 研
究
も
始
め
ら
れ
よ
 う
 に
 

 
 

旧
 

な
る
。
こ
れ
ら
は
、
仏
教
に
お
け
る
「
自
由
討
究
 
」
的
方
法
の
可
能
性
と
有
効
性
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
 
で
あ
っ
た
。
 

 
 

進
化
論
的
な
歴
史
・
社
会
認
識
が
前
提
と
な
っ
 
て
い
た
当
時
、
理
性
に
基
づ
く
自
由
な
懐
疑
・
批
評
 精
 神
は
、
一
方
向
的
に
普
及
し
 

 
 

勘
発
展
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
 

て
 、
進
化
す
る
文
明
社
会
に
あ
っ
て
、
仏
教
な
い
し
 
宗
 教
が
 正
統
性
を
確
保
し
て
 ぃ
 

ぬ
 

く
に
は
、
「
自
由
討
究
」
的
方
向
性
を
徹
底
す
る
 し
か
な
い
と
思
念
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
自
由
 
討
究
」
に
教
義
的
な
位
置
を
 

 
 
 
 

噺
 

与
え
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
、
そ
の
可
能
性
を
示
す
 
も
の
と
映
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

  

 
 

け
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

の
 自
由
、
思
想
の
自
由
の
問
題
も
主
題
化
さ
れ
た
。
 

「
学
理
攻
究
の
自
由
」
を
擁
護
す
べ
く
論
陣
を
は
り
、
 

カ
ン
ト
の
読
解
に
よ
り
理
性
に
基
づ
く
批
評
主
義
を
唱
 
え
て
い
た
大
西
祝
が
 、
 

教
育
勅
語
の
権
威
に
立
脚
す
る
井
上
哲
次
郎
の
勅
語
 
解
 釈
に
 鋭
利
な
批
判
を
向
 



こ
の
よ
 

部
首
廃
止
 

宗
派
は
 、
 

置
か
れ
る
 

立
 が
生
じ
 う

な
教
団
の
再
編
成
は
、
「
教
団
」
的
権
威
Ⅱ
「
教
権
 主
義
」
を
強
化
す
る
方
向
で
展
開
し
た
。
羽
賀
祥
二
に
 
ょ
 れ
ば
、
 教
 

後
、
内
務
省
の
「
元
来
各
宗
派
分
合
ハ
具
志
願
ニ
一
任
 
可
敦
」
と
い
う
方
針
に
よ
り
、
宗
派
の
分
立
が
進
ん
だ
 
。
そ
れ
ら
の
 

一
八
八
四
年
の
太
政
官
布
達
第
十
九
号
に
よ
り
、
国
家
 の
 直
接
的
統
制
で
は
な
く
、
管
長
制
に
基
づ
く
教
団
自
 
治
 の
も
と
に
 

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
宗
派
の
管
長
と
宗
派
内
 
の
 諸
本
山
の
間
で
、
管
長
選
任
や
宗
制
・
 寺
 法
の
制
定
 を
め
ぐ
る
 対
 

る
な
ど
の
紛
争
が
頻
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
 
末
寺
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
た
「
公
権
」
 
や
 、
宗
派
内
の
 結
社
を
ど
の
 

る
 。
そ
こ
に
は
諸
宗
派
協
同
の
も
の
や
各
宗
派
の
教
ム
 

 
 

ま
ず
諸
宗
派
協
同
の
教
 

会
 ・
結
社
が
地
方
の
各
地
に
散
在
す
る
形
で
結
成
さ
れ
 、
そ
の
土
壌
の
中
で
、
各
宗
派
の
教
会
・
結
社
条
例
に
 
よ
る
近
代
教
団
の
結
成
 

や
 、
近
代
教
学
の
樹
立
が
展
開
す
る
。
そ
し
て
「
宗
派
 
意
識
」
は
、
教
会
・
結
社
条
例
と
教
団
再
編
成
の
過
程
 
で
、
仏
教
者
と
民
衆
 と
 

の
再
 結
合
が
進
み
つ
つ
醸
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
 
い
ナ
つ
 

う
 に
、
明
治
 一
 0
 年
代
に
は
仏
教
の
復
興
を
め
ざ
す
 教
 会
 ・
結
社
活
動
が
全
国
的
に
展
開
し
、
明
治
二
 0
 年
前
 後
に
は
ピ
ー
ク
に
達
す
 

自
由
が
確
認
さ
れ
た
頃
よ
り
、
仏
教
各
宗
派
で
は
教
団
 
再
編
成
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
池
田
英
 
俊
が
 明
ら
か
に
し
た
よ
 

八
八
五
年
神
仏
合
併
大
教
院
が
分
離
解
散
し
 、
 
一
八
七
七
年
に
は
教
部
省
が
廃
止
さ
れ
、
神
道
国
教
化
 政
策
が
最
終
的
に
挫
折
し
信
教
 

周
知
の
よ
う
に
明
治
初
期
の
仏
教
は
、
神
道
国
教
化
政
 
策
 と
そ
れ
が
全
国
的
に
惹
起
し
た
廃
仏
 致
釈
 に
よ
る
 打
 撃
を
受
け
た
。
ま
た
 

一
八
七
二
年
よ
り
の
教
部
省
の
政
策
は
、
教
導
職
制
を
 軸
 に
し
て
近
世
的
な
「
宗
門
」
の
教
団
制
度
を
解
体
し
 
て
し
え
 

、
つ
こ
 

0
@
-
 

１
そ
し
て
 一
 

4
 
 「
教
団
」
の
再
編
成
と
「
教
権
主
義
」
の
強
化
 

「
自
由
討
究
」
が
「
新
仏
教
徒
」
た
ち
に
輝
い
て
見
え
 
た
の
は
、
仏
教
を
し
て
「
独
断
固
 
信
 」
の
「
 旧
 仏
教
 」
た
ら
し
め
て
い
る
 

「
教
権
主
義
 丁
 権
威
土
圭
 芭
 」
を
破
砕
 し
 、
仏
教
信
仰
 の
 可
能
性
を
開
く
 、
 最
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
も
 思
 え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
   



  新仏教 」運動における   自由討究」 

同
志
会
の
批
判
す
る
「
教
権
主
義
」
は
、
仏
教
教
団
の
 
近
代
的
な
再
編
成
と
管
長
制
に
よ
る
教
団
自
治
と
い
う
 
、
明
治
二
 0
 年
代
以
 

降
の
 
「
教
団
」
が
置
か
れ
た
政
治
的
状
況
に
お
い
て
、
 天
皇
の
権
威
と
そ
れ
に
基
づ
く
宗
祖
・
開
祖
・
先
徳
の
 
権
威
が
、
い
わ
ば
伝
統
 

の
 創
出
と
い
う
形
で
、
教
団
統
合
の
 カ
 と
し
て
要
請
さ
 ね
 、
強
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
各
教
団
 
に
 伝
承
さ
れ
る
様
々
な
 

伝
統
は
、
教
団
的
権
威
の
も
と
に
お
か
れ
る
。
当
時
の
 
宗
教
的
・
社
会
的
な
諸
課
題
と
向
き
あ
お
う
と
し
た
 

「
新
仏
教
徒
」
に
と
っ
 

て
 、
権
威
主
義
的
態
度
で
覆
わ
れ
て
い
た
保
守
的
な
 
仏
 教
 教
団
の
実
状
は
、
仏
教
と
時
代
社
会
と
の
乖
離
を
一
 
盾
進
め
る
こ
と
に
し
か
 

見
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

正
統
派
と
快
を
わ
か
ち
、
「
自
由
討
究
」
を
掲
げ
、
 近
 代
 社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
一
つ
の
可
能
性
を
示
 
す
 ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
 

姿
は
 、
保
守
派
批
判
、
権
威
主
義
批
判
と
い
う
意
味
で
 
も
 、
「
 旧
 仏
教
」
に
 対
持
 す
る
「
新
仏
教
徒
」
た
ち
の
 師
表
と
な
る
。
仏
教
徒
 

で
あ
り
続
け
よ
う
と
し
た
彼
等
に
と
っ
て
、
伝
統
的
 権
 威
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
、
仏
教
信
仰
の
可
能
性
を
 
開
く
こ
と
で
あ
っ
た
か
 

ら
で
あ
る
。
 

  

 
 

よ
 う
に
統
制
す
る
か
と
い
う
問
題
も
苧
ま
れ
て
い
た
。
 

確
立
を
強
く
指
導
し
た
が
、
こ
と
は
容
易
に
進
ま
な
か
 

の
権
威
へ
の
依
存
と
い
う
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
 

与
 、
宗
派
に
お
け
る
祖
先
的
存
在
の
祭
祀
が
行
わ
れ
、
 

団
の
側
か
ら
の
仏
教
公
認
 教
 運
動
同
志
会
は
こ
れ
 そ

れ
ら
の
事
態
に
対
し
、
政
府
は
管
長
権
の
適
切
な
行
 
使
 に
よ
る
「
自
治
」
の
 

っ
た
 。
む
し
ろ
教
団
の
「
自
治
」
を
支
え
る
た
め
に
、
 
天
皇
 ゃ
 
「
宗
祖
先
徳
」
 

天
皇
に
よ
る
宗
派
の
開
祖
・
中
興
の
僧
侶
に
対
す
る
 
人
 師
号
・
国
師
号
の
賜
 

教
団
統
合
の
拠
り
所
と
さ
れ
た
。
明
治
三
 0
 年
以
降
 展
 聞
 し
挫
折
し
た
仏
教
教
 

へ
の
激
し
い
反
対
運
動
を
展
開
し
た
も
こ
の
文
脈
 に
 位
置
づ
け
ら
れ
る
の
 



あ
る
と
同
時
に
、
 

「
新
仏
教
」
は
 

で
あ
る
と
主
張
さ
 

や
彼
ら
が
呼
び
か
 こ

の
よ
う
な
青
年
達
に
よ
る
世
代
論
的
な
運
動
で
あ
っ
 
た
と
い
え
る
。
 

「
中
流
の
智
識
の
最
も
進
ん
だ
社
会
」
を
構
成
す
る
「
 ム
 
「
日
の
新
教
育
を
受
け
た
新
進
の
徒
」
を
対
象
と
す
る
 仏
教
 

れ
る
が
、
そ
れ
は
運
動
の
主
体
が
「
知
識
階
級
」
の
「
 
青
年
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
自
由
討
究
」
と
は
 彼
ら
 

け
の
対
象
と
す
る
人
々
が
、
学
校
教
育
を
通
し
て
習
得
 
し
、
 親
し
ん
で
い
た
目
口
語
的
実
践
で
あ
っ
た
と
い
え
る
 。
 ま
 

同
志
会
の
会
員
は
一
八
セ
 0
 年
代
前
半
生
ま
れ
の
人
々
 が
 多
い
。
仏
教
と
の
関
わ
り
は
各
自
多
様
で
あ
る
が
、
 
多
く
は
少
年
期
に
 漢
 

学
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
後
、
明
治
二
 0
 年
代
に
宗
門
 の
 学
校
や
哲
学
館
な
ど
で
学
び
、
近
代
的
な
科
学
・
 
哲
 学
 に
接
し
た
知
識
人
で
 

あ
る
。
彼
ら
は
ま
た
、
「
青
年
仏
教
徒
」
「
新
進
仏
教
徒
 」
と
呼
ば
れ
た
よ
う
に
、
「
青
年
」
と
し
て
の
自
負
を
 持
っ
人
々
で
あ
る
。
 

色
川
大
吉
は
一
八
八
 0
 ち
元
 0
 年
代
に
、
地
方
知
識
人
 と
 都
市
知
識
人
が
「
進
ん
だ
都
市
」
に
お
い
て
合
流
し
 
「
知
識
階
級
」
が
 成
 

立
し
た
と
し
て
い
る
が
、
 

丑
 
-
T
 
 
東
京
を
中
心
と
し
た
同
志
 会
 の
 人
々
は
こ
れ
に
相
当
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
 木
村
直
忠
 に
ょ
 れ
ば
、
 

明
治
二
 0
 年
代
に
「
国
民
之
友
」
の
影
響
力
の
も
と
で
 
、
 新
た
な
主
体
と
し
て
の
「
青
年
」
と
い
う
世
代
論
 
的
な
概
念
が
成
立
し
 
、
 

「
青
年
」
的
言
説
が
一
般
化
す
る
。
過
去
か
ら
未
来
へ
 の
 直
線
的
な
時
間
に
お
け
る
「
 
新
ノ
旧
 」
対
立
的
な
歴
 史
観
を
基
礎
に
、
未
来
 

を
 切
り
開
く
主
体
と
し
て
の
「
青
年
」
の
責
任
と
卓
越
 
性
を
称
揚
す
る
舌
口
説
が
成
立
し
、
流
行
す
る
。
そ
の
 結
 果
 、
明
治
二
 0
 年
代
に
 

は
 、
全
国
各
地
で
同
時
多
発
的
に
「
青
年
」
を
自
称
す
 
る
 人
々
が
出
現
し
、
同
志
を
募
り
青
年
結
社
を
組
織
し
 、
雑
誌
を
発
行
す
る
と
 

経
緯
会
や
反
省
会
 
な
ど
の
結
社
活
動
や
機
関
誌
の
発
行
は
、
先
述
し
た
 
仏
 教
 結
社
活
動
の
流
れ
で
 

  

実 
践 
王 
ィ本 

と 

し 

て 
の 

「 沖莉 

仏教 

律匹 」 

(118) 
 
 

 
  

 

三
 

「
自
由
討
究
」
の
実
践
の
主
体
と
場
 



s
 
 

%
 
 

，
 
0
 あ
る
こ
と
は
、
「
新
仏
教
」
誌
上
の
時
評
で
常
に
数
 
増
加
し
た
移
し
い
数
の
仏
教
系
雑
誌
 

群
 が
あ
っ
た
。
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せ き 神   
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便数 ム 」 い 、   



創
刊
後
間
も
な
い
第
六
号
に
は
、
早
く
も
「
本
誌
に
対
 
す
る
各
種
の
批
評
」
と
し
て
、
日
刊
紙
、
キ
リ
ス
ト
教
 
系
の
新
聞
・
雑
誌
、
仏
 

 
 

教
 系
の
新
聞
・
雑
誌
な
ど
数
多
く
の
「
新
仏
教
 ヒ
 評
に
 対
す
る
 反
 批
評
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
境
野
 黄
 洋
が
 記
し
た
「
明
治
 仏
 

教
 回
顧
」
は
、
そ
の
大
半
を
仏
教
系
雑
誌
の
思
い
出
に
 
割
い
て
お
り
、
そ
れ
は
一
般
仏
教
雑
誌
、
各
 宗
 機
関
誌
 、
地
方
仏
教
雑
誌
、
学
 

往
訪
な
と
実
に
多
岐
に
の
 

@
 
、
 
。
 

ほ
ろ
一
 

7
-
2
 

0
 

こ
の
 ょ
う
 な
雑
誌
 群
 が
出
現
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
末
 9
 二
 0
 世
紀
初
頭
に
、
活
版
印
刷
技
術
の
展
開
に
 よ
 る
 生
産
力
の
増
大
や
全
 

国
 的
な
書
籍
流
通
網
や
郵
便
制
度
の
整
備
が
な
さ
れ
て
 
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
都
市
知
識
人
社
 会
を
中
心
に
口
頭
的
伝
 

統
 が
後
退
し
、
活
版
印
刷
に
 よ
 る
文
字
文
化
が
確
立
す
 る
 。
永
峰
 重
敏
に
ょ
 れ
ば
、
明
治
二
 0
 年
代
を
通
じ
た
 木
版
本
か
ら
活
版
本
へ
 

の
 移
行
と
と
も
に
、
句
読
点
が
普
及
す
る
な
ど
テ
ク
ス
 
ト
の
 読
み
や
す
さ
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
、
人
々
の
読
書
 
ス
ピ
ー
ド
の
上
昇
や
毛
 
-
m
 

書
量
の
増
加
が
進
ん
だ
。
ま
た
、
新
聞
・
雑
誌
・
書
籍
 
な
ど
が
大
量
に
生
産
さ
れ
流
通
す
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
 圭
 目
 か
れ
た
も
の
へ
の
「
 聖
 

典
 」
的
な
尊
崇
の
念
が
後
退
し
、
書
物
を
商
品
的
な
 
モ
 」
と
す
る
意
識
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
明
治
三
 
0
 年
代
 の
 都
市
中
間
層
や
「
 青
 

年
 」
層
に
お
い
て
は
、
新
た
な
読
書
行
為
が
一
般
化
し
 
、
従
来
の
共
同
体
的
・
音
読
的
・
均
一
的
・
反
復
 
熟
 読
 的
な
読
書
に
替
わ
っ
 

て
 、
個
人
的
・
 
獣
尖
 -
m
 
的
 
・
多
元
的
・
消
費
的
な
読
書
が
 

  

様
々
な
時
代
思
想
や
宗
教
的
知
識
・
言
説
が
、
新
聞
・
 
雑
誌
・
書
籍
な
ど
を
媒
体
と
し
て
流
通
し
、
個
人
が
そ
 
れ
を
自
律
的
・
主
体
 

的
に
選
択
し
 、
貸
り
 、
購
読
し
、
図
書
館
に
通
い
、
 

読
 み
、
思
考
 し
、
 書
く
。
そ
れ
を
雑
誌
に
寄
稿
し
て
分
土
 ハ
の
 議
論
に
資
す
る
。
 
こ
 

の
よ
う
な
「
自
由
討
究
」
を
可
能
に
し
、
「
自
由
討
究
」
 的
 態
度
を
養
成
す
る
分
土
俗
ェ
間
が
、
明
治
三
 0
 年
代
 に
は
雑
誌
と
い
う
 メ
デ
 

ィ
ア
 に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 え
 、
「
新
仏
教
徒
」
た
ち
は
、
「
自
由
討
究
」
を
自
ら
の
 
実
践
と
し
て
掲
げ
、
 

実
 

践
の
場
を
機
関
誌
「
新
仏
教
」
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
 
た
の
で
あ
る
。
 

  



明治後期の r 新仏教」運動に 

は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
運
動
 0
 
目
的
は
、
思
想
的
・
学
問
的
知
識
を
持
っ
人
々
が
 納
 得
し
う
る
仏
教
の
創
造
 

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
在
来
の
仏
教
」
（
テ
ク
ス
ト
 
）
を
、
時
代
・
社
会
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
適
合
す
べ
く
 
、
従
来
の
宗
派
的
伝
統
 

 
 
 
 

か
ら
は
外
在
的
な
視
 占
と
 枠
組
み
で
、
 
再
 解
釈
・
 
再
構
 成
し
て
い
こ
う
と
す
る
運
動
な
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

従
来
の
仏
教
伝
統
と
距
離
を
保
っ
外
在
的
な
視
点
・
 
枠
 組
み
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
彼
ら
の
信
仰
的
実
践
に
お
け
 
る
 基
本
的
な
方
法
と
 

 
 

 
 

さ
れ
た
の
が
「
自
由
討
究
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
 な
 宗
学
・
宗
乗
の
解
釈
枠
組
み
に
拘
束
さ
れ
た
「
討
究
 
」
と
は
、
対
象
と
し
て
 

 
 

こ
の
一
文
は
「
新
仏
教
」
の
運
動
と
し
て
の
 基
 本
的
 性
格
を
集
約
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
新
仏
 教
 」
が
全
く
の
伝
統
否
定
で
 

四
 

「
自
由
討
究
」
の
構
造
 

1
 
 伝
統
の
再
解
釈
運
動
と
し
て
の
「
新
仏
教
」
 

以
上
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
あ
る
「
自
由
討
究
」
 
が
 、
「
新
仏
教
」
運
動
の
宗
教
的
実
践
と
し
て
選
び
 取
 ら
れ
た
と
き
、
ど
の
 

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
形
式
的
特
徴
を
 明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
同
志
会
の
理
論
的
リ
ー
ダ
 
｜
と
 目
さ
れ
る
境
野
 黄
 

洋
は
 、
「
新
仏
教
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 る
 。
 

例
へ
ば
 新
発
明
と
い
ふ
も
、
従
来
在
り
し
も
の
に
つ
き
 
て
、
 種
々
工
夫
し
た
る
結
果
出
来
る
も
の
に
し
て
、
 従
 来
 と
全
く
関
係
を
 

絶
ち
、
偶
然
忽
爾
に
出
来
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
 今
 新
仏
 教
 0
 市
 此
 く
の
如
し
。
新
に
製
造
す
る
仏
教
に
は
あ
ら
 ず
 、
在
来
の
仏
教
 

ほ
 つ
き
、
其
の
弊
害
を
除
き
、
其
の
制
度
儀
式
を
時
勢
 に
 適
応
せ
し
め
、
其
の
教
義
の
解
釈
を
今
風
と
な
し
、
 
其
の
信
仰
を
今
日
 

ヲ
毛
 

」
 

0
 字
間
を
な
し
、
今
日
の
思
想
に
養
は
れ
た
る
も
の
に
 
も
 、
成
程
 と
 ム
ロ
点
せ
し
む
る
様
、
今
日
ま
で
の
宗
派
と
 

は
 異
な
り
た
る
 立
 

討
 

 
 

-
 
㏄
 -
 

 
 

 
 

ち
場
 よ
り
、
異
な
り
た
る
方
面
よ
り
説
か
ん
と
す
る
 新
 運
動
な
り
。
 



2
 
 信
仰
と
「
自
由
討
究
」
 

当
時
の
、
宗
教
と
他
の
諸
領
域
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
争
 
は
 、
科
学
・
哲
学
と
宗
教
、
懐
疑
と
信
仰
、
理
性
と
感
 
性
 と
い
っ
た
二
項
 対
 

立
 的
な
図
式
を
前
提
と
し
て
い
た
。
境
野
 黄
洋
は
、
宗
 教
を
 
「
人
生
の
事
実
」
と
把
握
す
る
こ
と
で
、
そ
の
 二
 項
 対
立
を
克
服
し
よ
う
 

と
す
る
。
論
理
的
に
は
、
理
性
と
感
性
を
区
別
で
き
る
 
に
し
て
も
、
人
生
は
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
事
実
で
あ
り
 
、
本
来
は
両
者
を
区
別
 

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
を
理
性
の
み
、
感
情
 
の
み
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
 
し
 
「
強
い
て
」
信
仰
の
 

心
的
状
態
を
言
語
化
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
信
仰
の
成
立
 
ほ
 つ
き
て
の
分
析
的
な
る
消
極
的
説
明
」
と
「
信
仰
の
 積
極
的
形
容
」
の
二
 つ
 

の
方
向
性
を
持
っ
。
「
新
仏
教
」
は
前
者
す
な
わ
ち
「
 自
 由
 討
究
」
に
お
い
て
の
み
同
志
の
一
致
を
み
る
の
で
 
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
 

 
 

は
 全
く
個
人
の
自
由
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
。
宗
教
的
要
 
求
 と
は
「
統
一
あ
る
生
活
」
で
あ
る
か
ら
、
「
新
仏
教
 」
の
運
動
が
「
自
由
 討
 

 
 

究
 」
に
傾
い
て
い
る
に
せ
よ
、
各
自
の
人
生
に
お
い
て
 
は
 両
者
は
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

し
か
し
、
こ
こ
に
は
同
志
会
の
連
動
の
矛
盾
も
か
い
ま
 
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
生
の
事
実
」
に
お
い
て
 全
 て
が
統
一
さ
れ
て
 ぃ
 

る
に
せ
 よ
 、
「
自
由
討
究
」
を
掲
げ
る
運
動
は
常
に
理
 性
 正
義
的
な
側
面
の
み
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
 
。
他
方
、
個
々
人
の
信
 

仰
の
感
情
的
側
面
は
、
「
全
く
個
人
の
自
由
」
と
い
う
 @
 
」
と
で
相
対
正
義
的
に
処
理
さ
れ
 私
 磁
化
さ
れ
る
。
 そ
 れ
ゆ
え
運
動
と
し
て
は
、
 

そ
の
意
図
に
反
し
て
、
理
性
中
心
主
義
を
際
だ
た
せ
て
 
い
く
の
で
あ
る
。
 

の
 仏
教
が
 通
 仏
教
的
で
あ
る
こ
と
、
歴
史
的
・
批
評
的
 
な
 学
問
の
成
果
と
方
法
に
依
拠
す
る
点
で
大
き
く
 
異
 な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

「
自
由
討
究
」
の
基
本
に
は
、
理
性
正
義
と
そ
こ
か
ら
 派
生
す
る
寛
容
主
義
が
置
か
れ
、
「
自
由
討
究
」
の
枠
組
 み
 や
そ
の
妥
当
性
の
判
 

断
は
 
「
時
代
智
識
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
し
て
 ぃ
 る
 。
 

  

  



 
 

を
 墨
守
す
る
 
態
醸
 
に
村
時
し
 
ぅ
る
 
権
威
は
、
「
時
代
の
 

新
精
神
」
の
権
威
に
支
え
 

ろ
  

 

鋤
目
 に
は
、
「
時
代
の
新
精
神
」
こ
そ
が
、
新
た
な
 権
威
と
し
て
屹
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
伝
承
を
偏
 
執
し
て
、
 里
宙
価
 
外
道
の
名
称
 

 
 

 
 

噺
神
 」
は
 

  

(123) 

Ⅱ運動にお                                         

@@ モ 緊 
同 3 

権 一 

  
  

な な そ 

い な 

者 と 内幸 三 

  メ 円目 '@ 二 1' 

に て 威 
立 い を 

つ る 至 
上 

都 市 「 時の 
知 代 も 

識 の の   
入 所 と と れ 権 的 「 
の 精 し の ば 威 主 教 

と 肯巳 孝女 

す と の し 
  

なる。ること し 「自由 、 
で そ 討 こ 

確 の 究 の 
床 場 」 よ 

さ 合 は う な 
れ る仏ュ融 「 
の 教 ニ 和 
で 徒 テ 的 
あ 」   
る轄と ア 宗 

。 し ン 教 
て に 観 
の な に 

立 ら よ 

場 つ つ 

は て て 

  

  
と い教 完封 究 

ぅ 進 」 

に位置 「根本 化論的 

原 な が 

  
へ 性 ら 

れる。 を前提 の信仰 

な と さ 

準 し ら 

拠 て に 

， 点 、 干 て 工 Ⅲ ム 
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 信
仰
の
準
拠
 枠
と
 個
人
的
実
践
 

境
野
 黄
洋
に
ょ
 れ
ば
、
「
時
代
の
新
精
神
」
に
立
っ
 彼
 ら
は
理
性
の
自
由
を
重
視
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
切
の
宗
 
教
や
思
想
・
 

対
す
る
公
平
の
見
方
や
、
寛
容
の
精
神
が
生
ま
れ
、
 
比
 較
 宗
教
学
的
な
知
 と
 連
動
す
る
「
其
の
他
宗
教
の
自
 
由
 討
究
」
が
 可
 

る
 。
そ
れ
は
、
宗
教
は
人
生
の
要
求
で
あ
り
、
自
然
の
 
要
求
が
生
成
す
る
も
の
に
は
必
ず
何
ら
か
の
真
理
性
 
が
あ
る
と
す
る
 

観
 ・
宗
教
観
を
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 そ
 こ
か
ら
明
治
期
の
仏
教
が
強
く
有
し
て
い
た
 反
 キ
リ
ス
 ト
 我
意
識
 や
、
 智

識
に
 

能
と
な
 

人
間
 

蓮
門
教
 

れ
た
内
的
権
威
な
の
で
あ
る
。
 

彼
ら
の
「
教
権
主
義
」
批
判
に
は
、
「
 旧
 仏
教
」
と
 彼
 ら
と
の
関
係
に
よ
っ
て
経
験
的
な
基
礎
が
与
え
ら
れ
て
 
い
た
。
当
初
、
彼
ら
 

は
 本
山
や
僧
侶
を
批
判
し
、
教
団
制
度
や
教
学
の
改
革
 
を
 企
て
て
い
る
。
し
か
し
、
期
待
を
込
め
て
見
守
っ
た
 
大
谷
派
教
団
改
革
運
動
 

の
 挫
折
と
同
様
、
彼
ら
も
ま
た
教
団
の
組
織
，
制
度
に
 
働
く
「
教
権
主
義
」
の
侮
り
が
た
い
 カ
 を
痛
感
す
る
。
 し
た
が
っ
て
同
志
 会
の
 

運
動
は
、
教
団
改
革
や
僧
侶
の
信
仰
刷
新
を
め
ざ
す
も
 
の
で
は
な
く
、
教
団
仏
教
の
外
部
、
個
人
の
生
活
の
 
中
に
、
「
新
仏
教
」
に
 相
 

 
 

「
教
権
主
義
」
的
な
宗
教
的
制
度
や
儀
式
は
、
「
宗
教
」
 を
 特
殊
領
域
化
す
る
と
 

と
も
に
、
そ
の
外
的
権
威
に
よ
り
無
批
判
的
な
信
徒
や
 
習
慣
的
反
復
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

-
3
 
一
 

個
 々

人
の
理
性
の
自
由
を
 

抑
圧
す
る
教
団
的
権
威
の
創
出
を
回
避
し
、
儀
式
制
度
 
に
 対
す
る
批
判
的
な
距
離
を
保
つ
た
め
に
も
、
「
自
由
 
討
究
」
は
強
く
要
請
さ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
こ
に
は
、
教
団
的
権
力
批
判
と
、
宗
教
的
制
 

 
 

批
判
が
交
錯
し
て
い
 

る
 。
そ
こ
に
は
先
述
し
た
、
都
市
知
識
人
膚
に
お
け
る
 
文
化
構
造
的
な
問
題
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

  



明治後期の   運動に   自由討究」 

訪 る 

  
裏打的伝 、 ま @ 

  
  
  た が 智 識ね 」 る 

  
中心 、信仰ある。 を 
す そ に 
る れ お 

そ「 、泌 よ も は多元 

ず 的 宗   
  教 

大 熱 」   
一班と 人的 さ 

に な れ 

125  (125) 

れ 践 の し 形 を 基 る の 容 が や 

神
道
天
理
教
会
な
ど
に
向
け
ら
れ
た
淫
祠
邪
教
 
祖
 を
克
 

服
し
て
、
民
間
信
仰
を
も
含
め
た
諸
宗
教
に
対
す
る
 

会
 平
 で
理
性
的
な
判
断
 

 
 

可
能
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
諸
宗
教
の
真
理
性
の
承
認
 
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
残
存
す
る
「
迷
信
」
の
根
絶
も
 
目
的
と
さ
れ
る
。
 

し
か
し
、
彼
ら
の
「
自
由
討
究
」
も
信
仰
的
独
断
に
陥
 
る
 危
険
性
は
あ
り
、
そ
の
回
避
の
た
め
「
時
代
智
識
」
 
に
 対
す
る
公
平
・
 
寛
 

な
 
「
自
由
討
究
」
と
、
「
時
代
智
識
」
に
基
づ
く
反
省
 
が
 必
要
と
さ
れ
る
。
科
学
・
哲
学
な
ど
の
道
理
で
あ
り
 
、
そ
の
時
代
の
理
性
 

批
判
を
へ
た
「
時
代
智
識
」
は
 、
 最
も
信
頼
に
た
る
 判
 断
 根
拠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
自
由
討
究
」
は
「
 時
 代
 智
識
」
に
依
拠
 す
 

こ
と
で
そ
の
妥
当
性
が
確
保
さ
れ
る
、
「
時
代
智
識
」
を
 準
拠
 枠
 と
す
る
認
識
実
践
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 て
 、
「
自
由
討
究
」
を
 

本
 的
な
態
度
・
方
法
と
す
る
「
新
信
仰
」
は
、
「
時
代
 智
識
」
に
よ
る
批
判
的
吟
味
の
中
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
 
そ
の
「
時
代
知
識
」
 

 
 

養
成
す
る
の
は
学
校
教
育
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
同
志
 
会
 の
 運
動
は
、
教
育
あ
る
都
市
中
間
層
を
対
象
と
す
る
 
ェ
 リ
ー
ト
主
義
的
な
色
 

を
お
び
て
い
る
。
 

他
方
、
「
自
由
討
究
」
を
宗
教
的
実
践
と
し
て
捉
え
る
 場
合
、
そ
れ
は
近
世
仏
教
の
学
林
に
お
け
る
宗
乗
・
 
宗
 学
 の
あ
り
方
と
比
較
 

う
 る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
両
者
に
は
大
き
な
構
造
的
 隔
た
り
が
あ
る
。
一
般
に
宗
学
は
各
宗
派
の
正
統
教
理
 
を
 前
提
と
し
、
討
究
 

対
象
と
な
る
典
籍
も
そ
こ
で
な
さ
れ
る
議
論
も
、
伝
統
 
的
な
権
威
と
そ
の
解
釈
枠
組
み
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 
そ
れ
は
共
同
体
的
実
 

で
あ
る
と
も
い
え
、
解
釈
共
同
体
の
規
範
に
抵
触
す
る
 
よ
う
な
個
性
的
な
議
論
は
異
安
心
と
し
て
抑
圧
さ
れ
る
 
可
能
性
が
あ
る
。
 
そ
 

に
 対
し
、
同
志
 会
の
 
「
自
由
討
究
」
は
、
理
性
を
有
す
 る
 諸
個
人
の
内
的
権
威
を
尊
重
す
る
個
人
的
実
践
で
あ
 
る
 。
 



し
か
し
、
彼
ら
の
信
じ
る
「
時
代
の
新
精
神
」
は
 、
明
 浩
二
 0
 年
代
の
進
化
論
的
な
社
会
・
歴
史
認
識
に
よ
る
 
啓
蒙
主
義
的
な
そ
れ
 

で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
社
会
進
化
 
論
 的
な
前
提
を
は
ず
せ
ば
、
「
時
代
精
神
」
の
推
移
 と
 境
野
の
い
う
「
時
代
 智
 

識
 」
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

境
野
は
、
一
九
 0
 大
明
治
三
匹
牛
田
心
想
 界
 近
時
の
 変
調
」
と
し
て
、
懐
疑
・
煩
悶
す
る
青
年
達
の
心
を
 
捉
え
た
、
綱
島
梁
川
、
 

清
津
満
 2
 、
姉
崎
正
治
ら
の
精
神
主
義
的
，
神
秘
主
義
 的
な
宗
教
思
想
や
高
山
樗
牛
の
ニ
ー
チ
ェ
主
義
、
ト
ル
 
ス
ト
イ
文
学
の
流
行
に
 

対
し
て
、
「
感
情
正
義
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
そ
の
 文
 理
性
主
義
・
戻
道
徳
的
傾
向
を
厳
し
く
批
判
し
、
「
私
 共
 よ
り
新
し
い
 人
 」
 達
 

 
 

の
 儒
教
的
な
基
礎
教
育
を
欠
い
た
、
多
読
的
・
断
片
的
 
な
 思
想
摂
取
に
そ
の
原
因
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
さ
 ら
に
同
年
の
「
教
え
な
 

 
 異

な
る
べ
き
は
当
然
の
こ
と
」
と
さ
れ
、
「
仏
教
の
根
 本
義
に
つ
き
て
も
、
 Z
 を
解
釈
し
、
 Z
 を
信
仰
す
る
 状
 態
は
 、
新
仏
教
徒
智
志
 

 
 

く
 同
一
な
り
と
は
余
の
得
て
断
舌
口
せ
ざ
る
」
と
さ
れ
る
 よ
う
に
、
諸
個
人
の
解
釈
の
自
由
を
積
極
的
に
承
認
す
 
る
 。
 

5
 
 「
自
由
討
究
」
的
信
仰
の
構
造
 

「
自
由
討
究
」
は
「
時
代
智
識
」
を
準
拠
 枠
 と
す
る
 個
 人
的
実
践
で
あ
り
、
「
時
代
の
新
精
神
」
が
称
揚
す
る
 理
 性
の
自
由
に
基
礎
 づ
 

け
ら
れ
た
実
践
で
あ
る
。
同
志
会
の
同
人
が
共
有
す
る
 
の
は
、
「
仏
教
の
根
本
義
」
へ
の
信
仰
と
「
自
由
討
究
 」
を
行
う
こ
と
の
み
で
、
 

信
仰
の
実
際
や
討
究
に
 よ
 る
解
釈
の
方
向
性
は
、
 諸
個
 人
の
自
由
な
領
域
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
た
。
「
新
仏
 教
 」
な
ど
に
現
れ
る
 新
 

仏
教
徒
の
姿
は
、
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
と
す
る
 
諸
宗
教
、
「
時
代
智
識
」
な
ど
へ
の
「
自
由
討
究
」
を
 行
 う
 、
理
性
主
義
的
な
 

側
面
を
際
だ
た
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
ら
の
い
 
ぅ
 
「
時
代
の
新
精
神
」
に
お
け
る
「
新
宗
教
」
の
姿
を
 明
示
す
る
も
の
で
あ
る
   



 
 

目
 し
な
い
「
健
全
な
る
信
仰
」
を
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
 

る
 社
会
の
改
良
を
行
っ
て
 い
 

 
 

 
 

 
 

三
結
語
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

「
新
仏
教
徒
」
た
ち
は
、
明
治
二
 
0
 

年
代
後
半
 の
 思
想
界
・
宗
教
界
の
諸
課
題
に
対
し
、
既
成
の
仏
教
 
教
団
で
は
為
す
す
べ
も
な
 
い
 

 
 

 
 

  」運動に 

つ , き
国
 」
と
い
う
論
説
で
は
、
煩
悶
す
る
青
年
が
、
「
 軟
 弱
 な
文
学
」
「
 扁
弱
 宗
教
」
「
病
的
な
思
想
」
な
ど
の
「
 旧
思
想
」
に
憧
れ
る
の
 

は
 、
学
校
や
家
庭
教
育
に
お
い
て
儒
教
思
想
の
感
化
が
 
な
く
な
り
、
権
威
あ
る
精
神
上
の
 
カ
 と
な
る
も
の
が
 な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
 

る
 、
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
当
時
「
四
十
歳
前
後
の
 

特
に
も
と
の
士
族
出
身
の
人
」
は
、
儒
教
の
感
 
化
を
受
け
て
い
る
と
い
 

い
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
そ
の
感
化
を
失
っ
て
い
な
い
こ
 
と
を
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
今
の
学
生
の
精
神
 」
に
そ
の
「
同
感
化
」
 

 
 

が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
危
機
と
し
て
捉
え
て
い
る
  
 

境
野
に
よ
る
こ
の
批
判
は
 、
 彼
ら
が
理
性
Ⅰ
感
性
な
ど
 の
 二
項
対
立
を
批
判
し
え
て
い
た
理
由
を
暗
示
し
て
 
ぃ
 る
 。
彼
ら
は
少
年
期
 

に
 儒
教
の
素
養
を
身
に
つ
け
た
世
代
に
属
す
る
。
彼
ら
 
の
 
「
人
生
」
の
基
本
的
な
型
は
、
士
族
的
な
儒
教
の
素
 養
 な
い
し
「
 旧
 仏
教
」
 

の
 伝
統
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
い
た
。
「
自
由
討
究
」
と
い
 う
 近
代
的
な
態
度
・
方
法
も
、
儒
学
的
な
素
養
の
上
 
に
 基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
 

た
の
で
あ
る
。
「
信
仰
の
積
極
的
形
容
」
の
自
由
や
解
 釈
の
自
由
も
 、
 個
々
の
「
人
生
の
事
実
」
が
儒
学
に
よ
 
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
 

 
 

修
養
主
義
か
ら
教
養
主
義
へ
の
転
換
と
い
う
問
題
と
も
 
関
わ
り
興
味
深
い
が
、
そ
の
 

伯
 

考
察
は
機
会
を
改
め
て
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
 
こ
 こ
で
は
、
「
自
由
討
究
」
と
い
う
近
代
的
な
態
度
・
 万
 法
 と
彼
ら
の
仏
教
信
仰
と
の
 

 
 

剛
 

接
続
を
可
能
に
し
た
も
の
と
し
て
、
境
野
の
い
う
 
「
同
感
化
」
す
な
わ
ち
儒
学
的
な
素
養
が
あ
る
こ
と
を
 確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
だ
 る
 



く
こ
と
を
課
題
と
し
た
。
そ
の
際
、
自
ら
の
宗
教
的
実
 
践
 と
し
て
掲
げ
た
の
が
「
自
由
討
究
」
と
い
う
態
度
・
 
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
 

は
 当
時
の
エ
リ
ー
ト
文
化
に
お
い
て
正
統
性
を
確
保
す
 
る
と
同
時
に
、
教
団
仏
教
の
枠
組
み
を
超
え
、
仏
教
 
伝
統
の
全
体
に
向
き
あ
 

い
 、
「
新
信
仰
」
を
創
出
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
た
。
 

彼
ら
明
治
二
 0
 年
代
の
「
青
年
」
は
、
啓
蒙
主
義
的
な
 
「
時
代
の
新
精
神
」
を
前
提
と
し
て
、
新
時
代
の
創
出
 主
体
と
し
て
の
自
負
 

を
 持
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
時
代
思
潮
で
あ
る
懐
疑
・
 
批
評
精
神
が
求
め
る
「
自
由
討
究
」
こ
そ
、
自
ら
に
 
相
応
し
い
実
践
で
あ
っ
 

た
 。
し
か
し
、
国
家
の
宗
教
制
度
的
な
枠
組
み
が
ほ
 
ぼ
 確
立
す
る
中
で
、
教
団
権
力
と
そ
れ
を
支
え
る
伝
統
的
 
権
威
の
強
化
が
進
行
し
 

て
い
た
。
ま
た
、
明
治
二
 0
 年
代
の
活
版
印
刷
技
術
や
 出
版
流
通
網
の
発
達
は
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
文
化
 
構
造
の
転
回
を
推
し
進
 

め
 、
「
自
由
討
究
」
を
可
能
に
す
る
読
書
実
践
 や
、
実
 践
の
場
と
し
て
の
雑
誌
文
化
を
生
み
だ
し
、
新
仏
教
 
運
 動
を
可
能
に
し
た
の
で
 

あ
る
。
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
「
時
代
智
識
」
を
準
拠
 
枠
と
 し
な
が
ら
、
独
断
偏
見
を
排
除
し
、
仏
教
や
諸
宗
教
の
 
伝
統
を
「
自
由
討
究
」
 

し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
「
時
代
の
新
精
神
」
と
融
和
す
 る
 
「
新
仏
教
」
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
 で
あ
っ
た
。
 

こ
の
よ
う
に
同
志
 会
 に
よ
る
「
新
仏
教
」
の
運
動
は
 、
 「
青
年
仏
教
徒
」
で
あ
る
彼
ら
が
、
明
治
二
 0
 年
代
後
 半
か
ら
 三
 0
 年
代
に
 

か
け
て
の
歴
史
的
・
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
 
て
 、
な
お
も
仏
教
の
旗
印
を
高
く
掲
げ
る
た
め
に
必
然
 
的
に
選
び
取
る
べ
き
も
 

の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
歴
史
性
が
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
 
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
 

日
露
戦
争
前
後
、
「
煩
悶
青
年
」
や
「
嘉
調
思
想
」
が
 登
場
す
る
。
同
志
会
の
人
々
は
、
そ
れ
を
教
育
の
体
系
 
が
 変
化
し
、
儒
教
 思
 

想
 の
 酒
 養
を
経
て
い
な
い
が
ゆ
え
の
理
性
の
解
体
と
し
 
て
 把
握
し
た
が
、
そ
れ
は
理
性
の
自
律
性
が
時
代
と
と
 
も
に
増
大
す
る
と
考
え
 

て
い
た
彼
ら
の
予
期
し
え
な
か
っ
た
事
態
で
あ
っ
た
。
 
ま
た
、
教
育
の
普
及
や
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
多
様
化
に
と
 
も
 な
 う
 大
衆
的
な
文
字
 

文
化
の
拡
大
は
、
「
自
由
討
究
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
 特
権
的
な
輝
き
を
奪
っ
て
い
く
。
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D 「新仏教」運動における「自由討究」 

    
  一 [  " l 王 
        

武 「日脚 近 仏地   

な弘 居、     養生   
萎 そ 白 し を   吉七 

こ ら て解 日 大 

と での の き 欠字   
「 同 ほぐし の関係 考察さ 課題を 異端」 

は れ間 を つ 日 木呪 - 『 

  

一
村
 
-
 

招
い
た
。
そ
れ
は
雑
誌
を
実
践
の
場
と
す
る
同
志
 
会
の
 活
動
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
。
一
九
一
五
 

夫
 正
乙
年
 八
月
の
号
を
も
 

っ
て
機
関
誌
「
新
仏
教
」
は
廃
刊
す
る
。
「
自
由
討
究
」
 の
場
の
喪
失
は
、
事
実
上
「
新
仏
教
」
運
動
の
終
焉
 
を
 記
す
出
来
事
と
な
っ
 

一
仏
 
-
 

た
 。
廃
刊
号
に
お
い
て
高
島
米
峰
は
、
廃
刊
の
理
由
に
 
「
新
仏
教
主
義
の
普
及
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
 
「
新
仏
教
」
運
動
の
終
 

焉
は
、
 
彼
ら
が
掲
げ
た
「
自
由
討
究
主
義
」
が
、
歴
史
 的
 使
命
を
終
え
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
が
よ
り
広
範
 
な
人
々
の
宗
教
的
実
践
 

の
中
に
確
か
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
 事
実
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
二
 0
 世
紀
の
 日
本
の
宗
教
史
を
考
え
 

る
 上
で
、
今
後
さ
ら
に
問
い
尋
ね
る
べ
き
問
題
の
在
 処
 を
 示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

社
会
主
義
者
達
と
の
交
流
を
持
っ
た
同
志
会
は
、
大
逆
 
事
件
後
、
「
新
仏
教
」
購
読
者
に
当
局
の
調
査
が
及
び
 、
購
読
者
の
減
少
を
 



お
い
て
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
で
に
 
島
薗
進
は
 
「
知
の
構
造
 」
「
文
化
構
造
」
の
変
容
と
「
 
高
 学
歴
 層
 」
の
自
己
形
成
に
お
け
 る
 
「
 教
 豊
か
ら
 精
 

神
 世
界
へ
」
と
い
う
展
開
と
の
関
わ
り
を
考
察
し
て
い
る
が
、
 

そ
 の
 意
味
で
本
稿
の
考
察
は
そ
の
基
本
的
な
関
心
を
共
有
し
て
 ぃ
 

 
 

 
 

進
 
「
精
神
世
界
の
ゆ
く
え
現
代
世
界
と
新
霊
性
運
動
」
東
京
堂
 出
版
、
一
九
九
六
年
、
第
十
 章
 参
照
。
 

 
 
 
 

一
 
7
 一
 
「
新
仏
教
  
「
仏
教
  

に
関
し
て
は
、
主
に
二
葉
薫
香
監
修
 、
赤
松
 鉄
真
 
・
福
嶋
 寛
 佳
編
目
新
仏
教
口
論
説
 巣
 口
永
田
文
日
 自
党
、
上
巻
二
九
七
八
は
 

午
 -
.
 中
巻
二
九
七
九
年
）
・
下
巻
二
九
八
 
0
 午
 -
.
 補
遺
 
一
 一
九
八
二
年
一
に
依
拠
し
た
。
 
引
 m
 
に
あ
た
っ
て
は
 
旧
 漢
字
を
 現
行
の
漢
字
に
改
め
 

た
 。
な
お
、
以
下
「
論
説
 集
 」
と
表
記
す
る
。
 

（
 
8
@
 
 「
仏
教
」
は
一
八
八
九
年
 
梶
宝
幅
 が
、
「
 能
潤
 新
報
」
を
 改
 右
 し
て
発
行
し
た
。
そ
れ
は
、
一
八
八
五
年
に
福
田
行
 
誠
 、
 釈
壬
 云
照
 、
 梶
 ら
に
よ
っ
て
 
結
 

成
さ
れ
た
「
 
能
 満
会
」
が
刊
行
し
た
「
 能
潤
会
雑
丑
 酉
を
解
題
し
 た
も
の
で
あ
る
。
 

一
 
9
 一
 
前
掲
「
 我
徒
 の
宣
喜
 ロ
 」
。
 

而
 ）
鈴
木
純
大
「
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
 ｜
 宗
教
学
事
始
め
 
｜
 」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
第
一
章
第
二
節
。
 

-
 
打
 一
 
「
明
治
二
十
七
年
の
仏
教
界
」
三
論
説
集
目
補
遺
、
六
三
 

四
｜
 六
三
五
頁
 じ
 。
 

う
一
 
古
河
 老
 Ⅲ
は
 ユ
 ニ
テ
リ
ア
ン
へ
の
深
い
「
同
感
」
を
表
明
 

し
て
い
た
。
芹
川
博
通
「
近
代
化
の
仏
教
思
想
�
蜩
件
o
版
社
 
一
九
八
九
年
、
八
五
 
｜
 

九
 0
 頁
 参
照
。
ま
た
「
新
仏
教
」
誌
上
に
は
、
「
 

人
 或
い
は
 我
徒
 を
 指
し
て
仏
教
的
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
な
り
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
 

宗
教
の
自
由
討
究
 

な
い
ひ
 、
真
理
の
偏
在
を
主
張
し
、
公
平
の
観
察
を
各
宗
教
の
上
 

へ
、
日
本
の
思
想
界
に
一
影
響
を
与
へ
た
る
 

ュ
ニ
 テ
リ
ア
 ン
 教
は
、
今
な
ほ
 
我
 

徒
の
親
友
な
り
」
と
い
っ
た
言
説
が
見
ら
れ
る
。
「
新
仏
教
と
新
 

宗
教
 
-
 冊
、
新
仏
教
徒
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
 二 
「
新
仏
教
  
第
 
一
巻
第
五
号
 
一
 
「
 
ぬ
柵
 

調
菜
」
 上
 、
一
四
一
頁
 -
 。
 

一
理
前
掲
、
鈴
木
、
六
二
頁
。
 

（
Ⅱ
）
前
掲
、
池
田
「
明
治
の
仏
教
 

 

一
五
六
｜
一
五
八
頁
。
 

-
 睡
前
掲
、
芹
川
、
八
八
 ｜
 八
九
頁
。
 

一
円
一
前
掲
、
鈴
木
「
明
治
宗
教
思
潮
の
研
究
 
｜
 宗
教
学
事
始
め
 
１
し
 

-
 Ⅱ
一
同
右
 書
 、
第
二
章
第
一
節
、
 
島
薗
進
 
「
日
本
に
お
け
る
「
 宗
教
」
概
念
の
形
成
 ｜
 井
上
哲
次
郎
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
め
 ぐ
っ
て
ー
」
 
一
 
未
刊
 -
 な
 

ど
を
参
照
。
 

@
 
一
山
田
 洸
 
「
 
@
 葉
の
思
想
史
西
洋
近
代
と
の
出
会
い
」
 
花
 伝
社
 、
一
九
八
九
年
、
関
 皐
 伴
編
「
井
上
博
士
と
基
督
教
徒
 
正
 ・
 続
 」
 み
 す
ず
書
房
、
 

一
九
八
八
年
な
ど
を
参
照
。
 

-
 口
一
羽
賀
祥
二
「
明
治
維
新
と
宗
教
」
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
 年
 、
第
五
章
、
お
よ
び
阪
本
是
丸
「
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
 
巨
岩
波
書
店
、
一
九
九
 



明治後期の r 新仏教」運動における @ 由 討究」 

四
年
、
二
六
一
頁
 
な
ビ
 を
参
照
。
 

元
 ）
池
田
英
俊
 編
 
「
図
説
日
本
仏
教
の
歴
史
近
代
」
 
佼
成
 出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
二
八
 ｜
 五
一
頁
。
 

一
れ
）
前
掲
、
池
田
「
明
治
仏
教
教
会
・
結
社
史
の
研
究
」
 

一
 0
 四
頁
。
 

-
 リ
）
前
掲
、
羽
賀
「
明
治
維
新
と
宗
教
」
 二
 二
一
頁
。
 

（
㏄
一
色
川
大
吉
「
明
治
の
文
化
」
岩
波
書
店
、
一
九
七
 
0
 年
 、
 
三
一
四
 ｜
 三
一
八
頁
。
 

一
ぬ
）
木
村
直
 
恵
ズ
 青
年
）
の
誕
生
明
治
日
本
に
お
け
る
 
政
 治
 的
実
践
の
転
換
」
新
 曜
社
 、
一
九
九
八
年
。
 

元
 ）
「
明
治
二
十
八
年
前
の
「
仏
教
」
二
仏
教
」
の
歴
史
 
-
 」
 宰
 仏
教
」
第
九
七
号
、
「
論
説
 
集
 」
補
遺
、
六
三
一
頁
）
。
 

元
 @
 
 「
論
説
 集
 」
補
遺
、
一
五
 
｜
 二
六
頁
。
 

一
刀
）
「
新
仏
教
」
第
一
一
巻
七
号
ミ
論
説
 
佳
盃
 
中
巻
、
一
 0
 三
一
 
九
｜
一
 
0
 四
七
頁
Ⅰ
 

茄
 ）
永
峰
 重
敏
 
「
雑
誌
と
読
者
の
近
代
」
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
 

ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
七
年
、
序
章
お
よ
び
第
一
章
。
 

宛
 ）
「
或
る
人
の
間
に
答
へ
て
」
「
新
仏
教
」
第
二
巻
六
号
 

一
 「
 払
 
輔
説
集
 」
上
巻
、
二
九
七
頁
Ⅰ
 

（
㏄
）
境
野
 黄
洋
 
「
宗
教
は
事
実
な
り
」
「
新
仏
教
」
第
三
巻
四
口
 百
ミ
論
説
 集
 」
上
巻
、
五
一
五
 
｜
 五
一
八
頁
Ⅰ
 

（
 コ
 ）
境
野
 黄
洋
 
「
宗
教
を
要
す
る
日
本
」
「
新
仏
教
 ヒ
 第
三
巻
 -
 
弔
 六
号
ミ
弘
 珊
甜
 w
&
@
 上
巻
、
五
四
四
 
｜
 五
四
七
百
 ご
 。
 

一
ジ
一
 
境
野
 黄
洋
 
「
自
由
討
究
主
義
と
し
て
の
新
仏
教
」
「
新
仏
 
教
 」
第
三
巻
七
号
 ヨ
 論
説
 集
 」
上
巻
、
五
六
二
 
｜
 五
六
八
頁
㍉
 
し
か
し
、
「
寛
容
正
義
」
 

の
 立
場
か
ら
い
っ
て
、
「
 
汎
 神
韻
」
の
討
究
批
評
も
必
ず
し
も
 排
 除
さ
れ
る
も
の
で
ほ
な
か
っ
た
。
境
野
「
新
仏
教
十
年
史
」
「
 

新
 仏
教
」
第
十
一
巻
 七
 

号
 
ヨ
論
説
 集
 」
中
巻
 一
 参
照
。
 

一
品
 @
 
 「
教
権
の
消
長
」
「
新
仏
教
」
第
六
巻
七
号
 

ミ
 論
説
集
ヒ
 

中
 巻
 、
八
五
 ｜
 八
九
頁
㍉
 

繍
 ）
「
 我
徒
 の
占
星
 @
 」
「
新
仏
教
」
第
一
巻
一
号
 

-
 「
論
説
 集
 」
 上
 巻
 、
三
 ｜
 六
頁
Ⅱ
 

@
 
一
「
教
権
の
消
長
」
「
新
仏
教
」
第
六
巻
七
号
ヨ
論
説
 
集
 」
 中
 巻
 、
八
五
 ｜
 八
九
頁
Ⅰ
 

総
一
前
掲
、
「
 我
徒
 の
宣
喜
 ロ
 」
。
 

-
 町
 -
 
境
野
 黄
洋
 
「
宗
教
の
近
世
的
着
色
」
「
新
仏
教
」
第
十
巻
 
八
号
ミ
論
説
 集
 」
中
巻
、
七
九
三
１
人
 
0
 六
頁
）
。
 

 
 
 
 

一
 0
0
,
i
 
境
野
「
自
由
討
究
主
義
と
し
て
の
新
仏
教
」
三
論
説
 
佳
こ
 
上
巻
、
五
六
六
頁
Ⅱ
 

 
 
 
 
 
 

-
 ㏄
）
 

同
右
 、
五
六
七
頁
。
 

 
  

 

布
 ）
前
掲
、
「
或
る
人
の
間
に
答
へ
て
」
 

三
 0
 
一
頁
。
 

 
 

@
 
）
な
お
、
「
討
究
」
の
主
題
や
方
法
は
会
員
各
自
の
関
心
の
 
分
野
と
、
当
時
の
仏
教
界
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
基
づ
い
て
選
択
さ
れ
 て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 



時
評
、
仏
教
研
究
方
法
論
、
仏
教
論
、
宗
教
論
、
科
学
論
、
キ
 
リ
 
ス
ト
 教
 と
仏
教
の
比
較
、
宗
教
哲
学
・
宗
教
心
理
学
的
な
主
題
 
、
「
 
旧
 仏
教
」
 

 
 

 
 

書
評
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
誌
上
で
の
論
争
も
と
き
に
お
こ
 
な
わ
 れ
る
。
 

 
 

 
 

一
リ
 一
 

「
思
想
界
近
時
の
変
調
三
一
（
こ
公
 
こ
 」
三
論
説
 集
 」
 
中
 差
 Ⅰ 
三
 
一
 0
 

１
 二
 
二
九
百
 こ 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-
 心
 -
 

「
教
え
な
き
 国
 」
「
新
仏
教
」
第
七
巻
七
号
三
論
説
 集
 」
 
中
巻
、
二
七
七
 
｜
 二
八
四
頁
Ⅰ
 

寅
一
 

赤
松
 徹
真
 
「
解
説
新
仏
教
運
動
と
そ
の
歴
史
的
性
格
」
 ミ
論
説
 集
 」
下
巻
、
一
一
五
九
頁
）
。
 

花
 ）
高
島
米
峰
「
「
新
仏
教
 ヒ
を
 葬
る
」
「
新
仏
教
 ヒ
 
第
十
六
巻
 
八
号
ミ
論
説
 集
 」
下
巻
、
一
一
一
六
頁
㍉
 



な で 

理 考 
由 え 
か る 
ら 場 
  ム 

    
示と 教 、 
の 宗 

本 数 
質 と 

的 か 
な ら 
事 め 
柄 て 
へ 考 
の え 
限 る 

場合と 差しを 

持 で 
っ は 
て   

考 そ 
察 の 
を 対 
進 象 
め と 

な す 
け る 
れ 範 
ば 囲 
な は 
5 目 
な ず 
い か ら 

里 
な 
  
て 

  
る 
が 

上記 

の 

よ 

つ , 

133@ ( 

@ 

大き 宗教 " 
    
キ出か 様に に あ 論 

いと O 一 @@@@ ヰ ひ @ l ワし、 発し々 な示っ経要 啓 よる 文 
l な宗形の て 験旨 
ド け 教を よ も 世 Ⅴ 
Ⅴれ者生 ぅ 可界   

お フ 
  

      
  
存 」とが、など 
    
  
ぇ れる ら 
か れ 
ら た 
で 課   
あ 題 
る で あ   
葉 @ る ミロ 。 

と ， し   みなら 根 識は その 宗教 い 教義、 、 h 不 る。 藤 

, つ 一 ア 
0 l Ⅱ この表 木精神 的 認識 礼拝、 教体験 ず 、日 干 

め て 

を は 
  

車 井 
独 常 背後に などの絶えず る し 。 基本的 表現 法 

  

宗
教
と
言
葉
 

キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
基
礎
と
し
て
 



宗
教
と
舌
口
葉
を
考
え
る
 

わ
る
も
の
と
い
っ
て
も
 甚
 

一
般
に
言
葉
と
は
、
次
の
 

い
て
大
き
く
逸
脱
す
る
こ
 

①
音
声
の
よ
う
な
観
測
 

②
意
志
伝
達
可
能
な
同
 

な
 高
等
生
物
に
お
い
 

③
人
間
の
よ
う
な
高
度
 

達
す
る
こ
と
が
で
き
 糸

ロ
と
し
て
、
言
葉
一
般
に
つ
い
て
 由
 
取
初
に
簡
単
に
整
 理
し
て
お
こ
う
。
言
葉
と
い
う
以
上
は
、
宗
教
に
関
 

本
 的
な
舌
口
葉
の
性
質
か
ら
完
全
に
離
れ
た
別
の
も
の
で
 あ
る
と
考
え
る
わ
け
に
ほ
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

三
つ
の
特
徴
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
、
こ
の
三
つ
の
 占
 に
 着
目
し
て
お
け
ば
、
言
葉
の
基
本
的
な
理
解
に
お
 

と
は
な
い
と
思
 う
 。
 

可
能
な
物
理
的
媒
体
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
中
に
 
何
ら
か
の
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
 

じ
 言
語
世
界
に
住
む
も
の
（
同
質
 存
 芭
の
間
で
用
い
 
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
ほ
、
サ
ル
や
イ
ル
カ
の
よ
 
う
 

て
さ
え
も
可
能
で
あ
る
。
 

な
 精
神
存
在
に
あ
っ
て
は
、
文
字
の
よ
う
な
記
号
を
用
 
い
 て
伝
達
内
容
を
記
録
し
、
時
間
空
間
を
超
え
て
 伝
 

る
 。
 

  

言
葉
の
性
質
と
宗
教
 

本
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
ま
 蜜
 柵
を
展
開
す
 る
が
、
筆
者
の
宗
教
理
解
の
背
景
に
あ
る
の
は
キ
リ
ス
 
ト
 教
で
あ
る
。
し
か
 

し
、
 "
 キ
リ
ス
ト
教
と
言
葉
 "
 が
テ
ー
マ
で
は
な
い
の
 で
、
（
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
題
名
で
論
じ
て
課
題
を
 果
た
す
と
い
う
や
り
方
 

も
あ
る
わ
け
だ
が
Ⅰ
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
を
主
 
た
 る
 背
景
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
世
界
の
み
で
は
な
く
 
筆
 者
に
と
っ
て
理
解
の
及
 

ぶ
 限
り
の
宗
教
世
界
を
も
意
識
し
な
が
ら
、
 
"
 言
葉
 "
 と
 い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 な
 お
 、
本
稿
に
お
い
て
は
、
 

聖
書
（
日
本
聖
書
協
会
の
口
語
訳
版
を
使
用
）
以
外
 
は
 引
用
し
な
か
っ
た
。
枚
数
も
一
つ
の
理
由
だ
が
、
 
テ
｜
 て
 に
立
ち
向
か
い
、
 線
 

を
 明
確
に
す
る
に
は
、
引
用
の
背
後
に
あ
る
思
想
的
 
諸
 前
提
が
 煩
 強
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
 

  



宗教と言葉 

  
の ，点 こ 

言 は れ 
語 か ら 

に か の 

も っ 事 
あ て 実 
る い を 
よ る 考 
" つ よ " え 

臥り 語 ム口 卜せ そ う 

な あ せ 
取 る る 

上 。 と 

げ 自 、 
て 然 自 

殊室 みょ = 伍叫 舌口 口 
う 。 @ は こ言言 と 

日 昔 人 エ 本語 == 口 後に 

で 経 語 

  ｜ えま @ いまうも 

  
  

持 
発 ㎡ ち   

f 三 寸 
の と る 
は い か 

ど う ど     
よ う か 
う な と 

な ど が 

  

と
 音
字
 心
 疎
通
を
取
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
不
可
能
な
わ
け
 
で
は
な
い
。
 

よ
う
 で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
外
国
語
を
完
全
で
は
な
い
 
に
し
て
も
学
び
得
る
の
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
ま
た
 、
 人
が
人
以
外
の
動
物
 

性
は
理
論
上
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
異
質
な
も
の
 
の
 意
志
疎
通
で
あ
っ
て
も
 自
妖
喜
 口
語
の
世
界
で
は
、
 意
 志
 疎
通
は
可
能
と
な
る
 

宗
教
表
現
に
自
 妖
呈
 
二
ロ
語
が
使
用
さ
れ
る
場
合
の
理
解
 
へ
 の
 ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
が
あ
る
と
思
 う
 。
 

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
は
、
一
世
紀
以
上
前
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
 人
 ザ
メ
ン
ホ
フ
が
イ
ン
ド
ー
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
舌
口
語
 に
 基
づ
い
て
考
案
し
 

た
 人
工
国
際
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
成
功
し
て
い
な
い
 
の
は
現
実
の
世
界
を
見
渡
せ
ば
簡
単
に
理
解
で
き
る
。
 
同
じ
人
工
舌
口
語
で
も
 
コ
 

ン
ピ
ュ
ー
タ
舌
口
語
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
 
語
 よ
り
は
る
か
に
 低
次
元
で
あ
る
。
低
次
元
と
い
う
の
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
 
ト
 語
は
ま
だ
 自
妖
 豊
口
語
 

の
よ
う
に
 昔
 里
心
疎
通
す
る
相
手
と
の
双
方
向
性
が
前
提
 さ
れ
て
い
る
（
八
対
人
と
い
う
同
質
者
問
の
意
志
 
疎
 通
 で
あ
る
）
の
に
対
し
 

て
 、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
言
語
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
 
心
 胸
部
で
あ
る
中
央
制
御
装
置
に
電
気
的
な
一
定
の
状
態
 
を
 取
る
よ
う
に
指
示
す
 

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
人
対
機
械
 
と
 い
う
異
質
な
も
の
の
間
で
の
音
生
心
疎
通
で
あ
り
、
し
か
 
も
 若
干
の
間
違
い
訂
正
 

な
ど
は
し
て
く
れ
て
も
、
そ
の
訂
正
機
能
自
体
が
 、
あ
 ら
か
じ
め
人
間
が
組
み
込
ん
で
お
い
た
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
 
っ
て
、
本
当
の
双
方
向
 

と
こ
ろ
で
、
舌
口
語
は
ほ
と
ん
ど
が
人
為
的
な
も
の
で
は
 な
く
自
然
発
生
的
な
も
の
で
、
こ
れ
を
 自
妖
 豊
口
語
と
呼
 

ぶ
と
す
る
と
、
こ
れ
 

に
 対
し
て
人
工
的
 
す
 ユ
 ミ
 の
 田
ご
 舌
口
語
と
呼
べ
る
も
の
 
が
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
の
よ
う
な
 
自
然
り
吉
目
妻
 

叫
に
 
近
い
人
 U
 の
 

か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
舌
口
語
の
よ
う
な
も
の
ま
で
を
 
含
 め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
少
々
 
考
え
て
お
く
こ
と
も
、
 



自
殊
 豊
口
語
の
場
 
ム
ロ
 
、
言
葉
の
背
景
に
は
経
験
世
界
が
存
 在
す
る
点
は
述
べ
た
。
こ
の
経
験
世
界
が
 、
 正
し
く
 理
 解
さ
れ
な
い
と
、
 @
=
 

ロ
 

葉
は
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
 
、
こ
の
経
験
世
界
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
伝
達
さ
れ
る
 
め
 だ
 る
ぅ
か
 。
そ
れ
に
 

楽
 で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
 
"
 山
 "
 に
相
当
す
る
 語
 と
い
え
ば
、
 
す
 銭
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
日
本
語
の
山
 
の
 イ
メ
ー
ジ
で
理
解
す
 

る
と
実
際
と
は
か
な
り
違
 う
 で
あ
ろ
う
。
日
本
語
で
 
"
 
山
 "
 と
い
え
ば
、
た
い
て
い
の
人
は
緑
の
木
の
あ
る
 山
 を
 思
い
起
こ
す
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
し
か
し
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
す
 銭
 と
い
う
語
が
緑
の
 木
の
生
い
茂
る
風
景
を
指
す
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
 
そ
 ぅ
 す
る
と
 
"
 
山
 "
 と
訳
 

さ
ず
に
別
の
語
で
訳
せ
ば
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
 
に
あ
た
る
語
は
日
本
語
の
世
界
に
は
な
い
。
で
は
、
 
"
 山
 "
 に
近
い
 
"
 丘
 "
 と
 

い
う
語
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
に
近
い
へ
ブ
ラ
イ
 詰
 は
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
も
規
模
が
小
さ
く
な
る
だ
け
 
で
、
緑
の
木
の
印
象
は
 

連
想
で
き
な
い
。
 

ヘ
 プ
ラ
イ
語
で
い
う
 
"
 
山
 "
 や
 
"
 丘
 "
 に
は
木
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
 
の
 単
語
の
概
念
が
異
な
 

る
の
み
で
は
な
い
。
 

"
 山
 "
 の
よ
う
な
具
象
的
な
も
の
 な
ら
、
一
応
は
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
違
い
を
認
識
で
き
 
る
が
、
抽
象
的
な
概
念
 

な
ら
ば
、
取
り
違
え
も
は
な
は
だ
し
い
 場
ム
 口
も
生
じ
 得
 る
こ
と
に
な
る
。
単
語
と
い
う
も
の
は
、
類
語
 反
意
妻
 叩
な
ど
の
緊
張
関
係
の
中
 

で
 存
在
し
、
さ
ら
に
複
数
の
語
義
素
を
持
つ
語
の
場
合
 
に
は
文
脈
の
中
で
意
味
が
定
ま
る
の
で
、
形
式
的
な
 単
 語
の
対
応
を
指
摘
す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
経
験
世
界
の
対
応
の
あ
り
方
を
軽
軽
に
 論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 
、
人
工
舌
口
語
の
場
 ム
ロ
 
に
 

は
 、
各
語
は
あ
ら
か
じ
め
ル
ー
ル
の
中
で
定
め
ら
れ
て
 
お
り
、
そ
の
ル
ー
ル
自
体
の
使
用
を
何
度
繰
り
返
し
て
 
も
、
 新
し
い
語
義
 素
を
 

生
み
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
 
本
来
旨
 殊
雀
呈
 叩
 
き
 モ
デ
ル
に
し
て
作
ら
れ
た
 エ
 ス
ペ
ラ
 
ン
ト
 語
 な
ら
、
絶
海
の
 

孤
島
に
相
当
数
の
男
女
が
移
住
し
て
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
 
語
 の
み
で
生
活
し
、
子
供
を
産
み
育
て
る
こ
と
を
幾
世
代
 
か
 続
け
る
な
ら
ば
、
 

ェ
 

ス
ペ
ラ
ン
ト
語
は
、
本
来
意
図
し
た
国
際
語
と
は
な
ら
 
な
い
で
、
一
地
域
の
舌
口
語
に
は
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
が
 、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
人
 

た
ち
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
人
工
言
語
が
自
 然
 聖
皇
 帽
 に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
え
る
。
 

一
 
l
-
 

  



 
 
 
 

葉
言
 

以
上
の
事
柄
を
別
の
角
度
か
ら
整
理
し
て
み
よ
 

う
 。
一
般
に
 A
 

と
 B
 

の
間
で
舌
口
葉
を
用
い
て
伝
達
が
な
 
さ
れ
る
場
合
、
理
解
の
 レ
ベ
 

 
 

 
 

3
 

 
 

ぬ
 

か
 
が
三
 つ
あ
 る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
類
的
レ
ベ
ル
 、
 
種
的
 レ
ベ
ル
、
 

個
的
 レ
ベ
ル
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

手
者
「
て
 

。
 
る
と
 

え
富
 

実
 
そ
 
め
 

側
で
は
、
そ
れ
が
理
解
の
限
界
で
あ
る
。
語
り
手
の
側
 

で
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を
使
用
し
た
背
後
に
は
、
言
葉
 

に
 
表
現
さ
れ
て
い
な
い
 

事
柄
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ほ
明
示
さ
れ
て
い
な
い
 

限
 
り
 
理
解
で
き
な
い
。
一
歩
進
ん
で
、
富
士
山
の
写
真
に
 

添
え
て
「
富
士
山
は
美
 

し
い
」
と
い
う
一
文
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
と
す
る
と
、
 

読
み
手
の
理
解
は
、
富
士
山
と
い
う
山
に
つ
い
て
よ
り
 

具
体
的
な
印
象
が
与
え
 

ら
れ
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
読
み
手
の
今
ま
で
の
「
 

山
は
 
美
し
い
」
と
い
う
理
解
の
世
界
に
存
在
し
た
「
美
し
い
 

」
と
い
う
属
性
を
持
つ
 

世
界
を
越
え
た
も
の
が
読
み
手
の
「
美
し
い
」
と
い
う
 

属
性
を
も
つ
経
験
の
中
に
加
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
 

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
五
町
 

り
 
手
の
本
意
に
先
ほ
ど
よ
り
ほ
 

近
 づ
き
得
た
と
し
て
も
 

、
相
変
わ
ら
ず
語
り
手
の
背
後
に
あ
る
言
葉
で
表
現
さ
 

れ
て
い
な
い
経
験
世
界
 

は
 
理
解
で
き
な
い
。
富
士
山
と
結
び
つ
い
た
語
り
手
の
 

個
人
的
な
経
験
か
ら
、
例
え
ば
、
恋
の
思
い
出
な
ど
と
 

か
ら
み
あ
っ
て
感
慨
深
 

く
 「
富
士
山
は
美
し
い
」
と
語
り
出
さ
れ
た
の
だ
と
し
 

た
ら
、
そ
の
事
実
を
知
ら
な
い
読
み
手
に
と
っ
て
は
ま
 

っ
 
た
く
お
手
上
げ
状
態
 

で
あ
る
。
 

  



人
類
的
レ
ベ
ル
と
は
、
人
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
間
違
い
な
 
く
 理
解
で
き
る
事
柄
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
 例
え
ぼ
、
動
 物
 と
し
て
の
 ヒ
ト
 の
 

本
能
に
関
わ
る
事
柄
、
運
動
、
食
欲
、
性
欲
な
ど
に
 
関
 す
る
事
柄
な
ど
は
そ
う
で
あ
る
。
「
の
ど
が
乾
い
た
」
 と
い
う
表
現
の
意
味
す
 

る
 場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
事
柄
を
誤
解
す
る
人
は
 
い
な
い
し
、
こ
の
表
現
の
背
景
に
あ
る
色
々
な
想
定
さ
 
れ
る
前
提
条
件
（
運
動
 

し
た
り
働
い
た
り
と
い
う
こ
と
）
を
読
み
違
え
る
こ
と
 
も
 考
え
に
く
い
。
 

種
的
 レ
ベ
ル
と
は
、
あ
る
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
者
の
 
み
が
正
し
く
理
解
で
き
る
事
柄
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
「
 
お
茶
が
飲
み
た
い
」
 

と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
お
茶
を
知
 
っ
て
い
る
者
の
み
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
 で
き
る
。
 

個
的
 レ
ベ
ル
と
は
、
個
人
の
経
験
に
関
わ
る
事
柄
の
 
レ
 ベ
ル
で
あ
る
。
「
あ
の
時
の
お
茶
は
お
い
し
か
っ
た
。
」
 
と
い
う
よ
う
な
表
現
 

が
 、
そ
れ
に
あ
た
る
。
あ
の
時
と
は
ど
ん
な
時
な
の
か
 
、
そ
れ
だ
け
で
は
読
み
手
に
は
理
解
不
可
能
で
あ
る
。
 
し
た
が
っ
て
、
こ
の
 レ
 

ベ
ル
で
は
不
充
分
一
過
去
に
何
か
そ
う
し
た
経
験
が
あ
 

 
 

、
通
常
の
言
葉
の
理
解
 

が
 及
ぶ
範
囲
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
取
り
付
く
島
も
な
 
い
個
的
 レ
ベ
ル
を
探
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
 種
的
 レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
 

る
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
と
 
亡
 
示
教
に
関
わ
る
舌
口
葉
の
理
解
と
な
る
と
、
 
個
的
 レ
ベ
ル
 で
の
理
解
が
必
要
で
あ
 

る
 。
少
な
く
と
も
、
 個
的
 レ
ベ
ル
で
の
理
解
に
向
か
っ
 て
 開
か
れ
た
意
思
を
も
っ
て
の
種
的
レ
ベ
ル
で
の
 
理
 解
 で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
こ
の
辺
が
 、
 単
な
る
舌
口
語
字
や
哲
学
に
お
け
る
 場
 合
 と
異
な
る
点
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
 
個
 的
な
 レ
 ベ
ル
で
理
解
で
き
る
の
 

は
 、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
場
合
し
か
な
 
い
 の
だ
か
ら
、
 宗
 教
 的
な
意
味
で
理
解
を
考
え
た
場
合
、
完
全
に
は
理
解
 
で
き
て
い
な
い
か
も
し
 

れ
な
い
と
い
う
思
い
を
人
は
常
に
抱
き
な
が
ら
理
解
に
 
む
け
て
努
力
す
る
と
い
う
あ
り
方
し
か
な
い
。
実
際
、
 
宗
教
的
理
解
の
姿
勢
と
 

は
 、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
言
葉
の
や
り
取
り
に
お
い
て
人
間
の
内
 
に
 働
い
て
い
る
意
味
の
送
受
信
機
構
と
も
関
連
す
る
。
 
あ
る
経
験
世
界
を
担
   



っ
た
 人
間
が
、
あ
る
状
況
の
中
で
自
ら
の
思
い
を
舌
口
 
葉
 に
 表
す
過
程
と
言
い
表
さ
れ
た
舌
口
葉
を
同
じ
く
あ
る
種
 の
 類
似
す
る
経
験
世
界
 

を
 担
っ
た
人
間
が
自
ら
体
験
し
て
い
な
い
事
柄
に
関
し
 
て
 自
ら
の
内
で
再
現
し
て
み
る
過
程
を
成
り
立
た
せ
る
 
も
の
は
何
か
。
こ
れ
に
 

つ
い
て
実
証
的
に
論
ず
る
こ
と
な
ど
ま
だ
で
き
な
い
が
 、
そ
う
い
う
働
き
を
す
る
も
の
が
理
論
的
に
は
存
在
す
 
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
 

を
こ
こ
で
は
 
"
 
内
な
る
ロ
ゴ
ス
 "
 と
 一
応
 名
 づ
け
て
お
 き
た
い
。
 

こ
の
内
な
る
ロ
ゴ
ス
の
働
き
に
よ
っ
て
、
心
中
の
ひ
と
 
つ
め
 映
像
が
、
舌
口
 
業
 と
い
う
形
に
変
容
さ
れ
表
出
さ
れ
 る
 。
受
け
る
側
は
 、
 

内
な
る
ロ
ゴ
ス
の
働
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
舌
口
葉
を
心
の
 中
で
ひ
と
つ
の
映
像
に
再
生
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
 
再
 生
 映
像
（
再
生
さ
れ
た
 

経
験
世
界
）
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
完
全
に
同
一
で
あ
 
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
な
場
 ム
ロ
 
が
あ
る
。
映
像
と
い
う
 表
現
を
用
い
る
の
は
、
 

我
々
自
身
が
し
ば
し
ば
体
験
し
て
い
る
一
例
を
挙
げ
て
 
み
れ
ば
わ
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
「
え
え
っ
 と
 、
こ
れ
を
何
と
表
現
す
 

ね
 ば
 よ
い
 の
だ
ろ
う
か
」
と
、
わ
れ
わ
れ
は
表
現
に
苦
 し
む
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
 
ょ
ぅ
 場
合
で
も
、
 "
 こ
れ
 "
 と
総
体
を
指
 

し
て
呼
ん
で
い
る
。
 "
 こ
れ
 "
 と
は
一
つ
一
つ
分
析
し
 て
 言
葉
に
分
解
す
る
以
前
の
連
続
的
 
総
 ム
ロ
的
な
総
体
で
 
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 一
 

種
の
絵
で
あ
る
。
換
言
 ロ
 す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
ナ
ロ
グ
的
 な
も
の
（
連
続
的
な
も
の
一
で
あ
る
。
そ
れ
を
舌
口
業
（
 こ
の
場
合
は
 、
 語
と
言
 

換
え
た
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
）
と
い
う
 
デ
ジ
 タ
ル
的
な
も
の
（
非
連
続
的
な
も
の
一
で
表
現
し
よ
う
 
と
す
る
の
で
あ
る
。
 し
 

た
が
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
的
な
 器
 と
し
て
の
言
葉
が
な
け
 れ
ば
、
（
極
め
て
意
味
深
長
で
あ
る
が
）
（
類
似
す
る
 も
の
 ジ
 で
代
用
す
る
か
 

（
そ
の
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
意
図
し
た
 よ
う
 に
は
 伝
達
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
Ⅰ
新
し
い
 
器
 と
し
て
の
 語
を
生
み
出
す
の
で
 

あ
る
。
語
義
が
歴
史
的
に
変
遷
し
た
り
、
 話
 そ
の
も
の
 が
 消
滅
し
た
り
、
新
し
く
生
ま
れ
て
く
る
の
は
、
背
後
 
に
あ
る
経
験
世
界
が
時
 

。
席
代
と
共
に
変
質
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
し
た
が
 

葉
 

っ
て
、
言
葉
を
破
壊
す
る
に
は
環
境
を
破
壊
す
れ
ば
 
よ
い
。
環
境
が
破
壊
さ
れ
れ
 

撒
は
 、
言
葉
も
消
え
て
行
く
。
ひ
い
て
は
文
化
を
消
 
滅
さ
せ
る
。
身
近
な
簡
単
な
環
境
の
変
化
で
も
、
こ
の
 
働
き
は
生
じ
て
い
る
。
む
し
   



的
に
作
り
出
し
、
 

て
 、
言
葉
に
よ
る
 

で
き
る
。
言
葉
が
 

手
に
し
て
い
る
。
 

る
 舌
口
語
に
豊
か
な
 

翼
を
得
る
こ
と
に
 

い
る
だ
け
、
人
を
 

か
ら
離
れ
さ
せ
る
 

ろ
う
。
宗
教
は
 、
 

刃
の
剣
を
持
っ
て
 

以
上
の
よ
う
な
 

は
 、
日
常
的
舌
口
語
 

イ
ブ
 が
あ
る
 よ
う
 

①
日
常
的
な
 @
 
二
口
 

文
章
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
文
章
で
は
 
個
人
の
は
っ
き
り
と
し
た
意
思
が
示
さ
れ
る
。
し
た
 
、
つ
 

。
 
カ
 

創
造
性
と
は
文
の
中
に
は
な
く
文
章
の
中
に
あ
る
。
 
文
 章
 に
お
い
て
、
人
間
は
自
問
し
、
自
己
を
探
り
知
る
こ
 
と
が
 

な
け
れ
ば
問
い
は
立
て
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
自
分
自
 
身
を
尋
ね
自
分
自
身
に
語
り
か
け
ら
れ
る
得
意
な
力
を
 
人
は
 

ま
た
、
文
章
に
お
い
て
人
間
は
、
虚
構
を
作
り
出
す
こ
 
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
虚
構
こ
そ
は
自
己
の
所
 
属
す
 

表
現
能
力
を
付
与
す
る
活
動
で
あ
る
。
虚
構
に
お
い
て
 
人
間
は
、
時
間
や
空
間
や
論
理
を
超
え
た
世
界
を
羽
。
は
 た
く
 

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
飛
翔
 力
は
 、
両
刃
の
剣
で
あ
る
 。
す
な
 ね
 ち
、
そ
れ
が
見
事
に
書
か
れ
て
い
れ
ば
書
か
 れ
て
 

事
実
で
は
な
い
世
界
に
導
く
と
い
う
面
に
お
い
て
偽
り
 
の
 誇
り
を
招
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
現
実
の
困
 
難
さ
 

力
 が
強
け
れ
ば
強
 い
 だ
け
、
人
の
魂
を
開
放
す
る
と
 ぃ
 ラ
カ
 を
与
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
賞
賛
を
得
る
 
で
あ
 

そ
の
表
現
と
し
て
し
ば
し
ば
舌
口
葉
の
虚
構
性
を
用
 い
ざ
 る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
宗
教
は
常
に
自
ら
の
 内
 に
両
 

い
 る
こ
と
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
 

舌
口
葉
の
性
質
を
宗
教
と
合
わ
せ
考
え
て
み
る
と
ど
の
よ
 う
な
特
徴
的
な
こ
と
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
そ
れ
 

表
現
と
宗
教
的
言
語
表
現
の
違
い
を
説
明
す
る
こ
と
に
 
な
る
で
あ
ろ
う
。
言
語
表
現
に
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
 
0
 タ
 

に
 思
わ
れ
る
。
①
日
常
的
な
言
語
表
現
。
②
文
学
的
な
 
舌
口
語
表
現
。
③
宗
教
的
な
言
語
表
現
で
あ
る
。
 

語
 表
現
は
、
日
常
的
な
生
活
世
界
で
一
般
的
な
法
則
に
 
則
っ
て
生
活
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

規
制
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
文
章
 
は
値
的
な
レ
ベ
ル
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
 文
 か
ら
、
次
の
文
を
規
則
 
け
 

舌
口
業
に
関
係
し
て
文
章
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
こ
う
。
 

文
章
と
は
文
の
複
合
体
で
あ
る
。
語
や
文
が
、
人
類
的
 
種
 的
な
レ
ベ
ル
で
の
 

 
 

ろ
そ
の
よ
う
な
ゆ
っ
く
り
し
た
変
化
に
よ
っ
て
人
間
の
 
文
化
は
変
遷
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

  



日
常
的
世
界
観
が
根
底
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
 
ち
ろ
ん
、
多
く
の
宗
教
が
 、
 何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
 日
常
的
世
界
の
は
か
な
 

舌
口
さ
や
移
ろ
い
や
す
さ
を
説
い
て
は
い
る
が
、
そ
れ
 

葉
 

ら
は
そ
の
は
か
な
さ
を
見
据
え
た
上
で
の
救
い
を
語
っ
 
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 例
え
 

 
 

轍
は
 イ
エ
ス
は
、
こ
う
詰
る
。
「
野
の
花
が
ど
う
し
 て
 育
っ
て
い
る
か
、
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
働
き
も
せ
 
ず
、
 紡
ぎ
も
し
な
い
。
し
か
   

②
文
学
的
な
舌
口
語
表
現
は
 
、
 ③
と
の
区
別
が
難
し
い
 場
 合
 が
あ
る
が
、
あ
え
て
区
別
を
明
示
し
て
み
る
と
、
 
日
 常
 的
な
言
語
世
界
を
 

見
つ
め
な
が
ら
も
、
日
常
的
な
舌
口
語
表
現
で
は
十
分
に
 表
 わ
せ
な
い
た
め
、
一
般
的
な
言
語
の
法
則
や
語
彙
の
 
関
係
を
意
図
的
に
 

破
っ
た
よ
う
な
表
現
を
作
り
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 
何
 ら
か
の
点
を
強
調
し
ょ
う
と
す
る
表
現
が
そ
れ
で
あ
る
 
と
い
え
よ
う
。
 

③
宗
教
的
な
言
語
表
現
は
、
あ
る
種
の
宗
教
的
世
界
観
 
に
 直
結
す
る
表
現
、
そ
の
直
結
と
い
う
意
味
に
お
い
て
 
は
 抽
象
的
で
分
か
り
 

に
く
い
表
現
と
い
う
よ
り
は
、
た
と
え
そ
れ
が
こ
の
 案
 教
 世
界
外
の
人
間
に
と
っ
て
い
か
に
抽
象
的
で
あ
っ
た
 
と
し
て
も
、
む
し
 

ろ
 論
理
的
具
象
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
宗
教
 
に
お
け
る
非
日
常
的
な
舌
口
語
表
現
を
い
か
に
理
解
す
る
 か
ほ
 つ
い
て
は
、
 

難
し
い
問
題
が
あ
る
。
意
味
を
強
調
し
て
抽
象
的
に
理
 
解
す
れ
ば
、
具
象
的
な
強
烈
な
絵
画
性
の
も
つ
直
感
性
 
が
 無
く
な
り
、
 あ
 

ま
り
に
具
象
的
に
捉
え
れ
ば
、
意
味
不
明
に
な
っ
て
し
 
ま
う
。
し
か
し
、
天
国
の
表
現
で
あ
れ
、
地
獄
の
表
現
 
で
あ
れ
、
裁
き
の
 

表
現
で
あ
れ
、
す
べ
て
、
読
み
手
は
人
間
で
あ
る
。
 
そ
 の
 意
味
で
、
 い
 か
な
る
風
景
が
描
き
出
さ
れ
よ
 う
 と
も
 、
同
質
の
言
葉
で
 

な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
に
 
分
か
る
人
間
の
言
葉
で
し
か
表
現
で
き
な
い
。
そ
の
絵
 
画
 性
を
無
視
で
き
 

な
い
が
、
さ
り
と
て
そ
の
表
現
は
人
間
に
分
か
る
よ
う
 
に
 書
か
れ
た
、
い
わ
ば
 
"
 こ
の
世
の
表
現
 "
 な
の
で
あ
 る
 。
 

宗
教
の
中
に
は
、
日
常
的
世
界
を
極
度
に
否
定
的
に
 
捉
 え
て
非
日
常
的
世
界
の
み
を
語
り
た
が
る
も
の
も
あ
る
 
が
 、
宗
教
的
世
界
観
 

そ
の
も
の
は
、
日
常
的
世
界
の
中
に
存
在
す
る
人
間
に
 
と
っ
て
の
世
界
観
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
 
ど
 の
よ
う
に
下
呂
 
疋
 的
に
現
 

在
の
日
常
世
界
を
見
よ
う
と
も
、
ま
さ
に
そ
れ
な
し
に
 
は
 非
日
常
的
世
界
を
開
示
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
 
明
示
し
て
い
な
く
て
も
 



美
し
さ
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
見
え
て
 
く
る
救
い
の
世
界
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
お
お
よ
 
そ
 自
然
世
界
の
美
 

に
 、
ひ
い
て
は
そ
の
世
界
に
住
む
様
々
な
命
の
営
み
に
 
目
 を
や
ら
ぬ
よ
う
な
宗
教
は
偽
り
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
宗
教
的
表
現
に
は
、
狭
義
の
宗
教
的
 
表
 現
一
 非
日
常
的
表
現
）
と
広
義
の
宗
教
的
表
現
一
日
常
 
的
 表
現
 -
 の
 二
 

が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
に
多
く
見
つ
け
 
ら
れ
る
よ
う
な
非
日
常
的
な
表
現
は
、
狭
義
の
宗
教
的
 
表
現
で
あ
り
、
 先
 

エ
 ス
の
舌
口
業
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
極
め
て
日
常
的
な
言
 
譜
表
現
は
、
広
義
の
宗
教
的
表
現
で
あ
る
。
宗
教
的
 
表
 現
 と
い
う
と
と
か
 

解
 な
表
現
を
連
想
し
が
ち
で
あ
る
が
実
は
そ
う
で
は
な
 
い
 。
こ
の
よ
う
な
、
日
常
的
な
表
現
で
十
分
に
宗
教
的
 
世
界
は
表
現
で
き
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
宗
教
的
意
図
を
持
た
な
 
い
 日
常
的
表
現
も
、
あ
る
特
別
の
状
況
に
お
い
て
は
、
 
宗
教
的
表
現
と
し
 

能
 す
る
こ
と
が
あ
る
。
日
常
的
な
生
活
の
中
で
何
気
な
 
い
 日
常
の
表
現
か
ら
、
ふ
と
覚
醒
へ
の
糸
口
を
掴
む
こ
 
と
さ
え
あ
る
。
も
 

簡
単
な
例
を
示
そ
 う
 。
日
本
語
で
は
敬
語
表
現
が
あ
る
 の
で
厄
介
だ
か
ら
、
英
語
で
借
り
て
く
れ
ば
、
出
の
 n
o
 
ヨ
 の
の
と
い
う
表
現
 

る
 。
極
め
て
日
常
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
出
の
が
 誰
 で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
世
界
観
 
一
 
神
や
 イ
エ
 ス
 と
か
が
、
そ
れ
 

た
る
 場
ム
巳
と
 日
常
的
世
界
観
 
一
 
単
な
る
普
通
の
人
が
 、
そ
れ
に
あ
た
る
場
合
）
と
に
受
け
止
め
ら
れ
得
る
の
 
で
あ
る
。
 

宗
教
的
表
現
に
は
、
も
う
一
つ
別
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
 
そ
れ
は
、
本
来
語
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
も
の
と
の
 
圧
 抑
 ら
い
う
Ⅰ
あ
る
。
 

は
 、
人
間
が
語
り
か
け
て
く
る
人
間
以
外
の
存
在
の
声
 
を
 聞
く
と
い
う
次
元
で
あ
る
。
「
実
に
、
被
造
物
全
体
 が
 、
今
に
至
る
ま
 

共
に
う
め
き
共
に
産
み
の
苦
し
み
を
続
け
て
い
る
こ
と
 
を
 、
わ
た
し
た
ち
は
知
っ
て
い
る
。
」
 -
 
ロ
ー
マ
ハ
・
 
三
 こ
は
、
そ
の
一
例
 し

さ
 

種
類
 

 
 

く
難
 

る
の
 

て
機
 

つ
 と
 

で
あ
 

に
あ
 

こ
れ
 

で
、
 

で
あ
 

 
 

 
 

に
 、
そ
れ
以
上
よ
く
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
は
ず
が
あ
ろ
 
う
か
。
」
 

一
 マ
タ
イ
六
・
二
八
 
｜
三
 0
-
 

そ
れ
が
移
ろ
い
 行
 く
も
の
で
あ
れ
自
然
の
皿
 

よ し 

つ @ 
は あ 
生 な 
" て え こ 

て が 
い た 
て に       
明 う 

日 が Ⅰ @@ ら @ 
炉 栄 

に 華 
投 を 

げ き 

入 わ 
ね め 
も た 
れ 時 
る の 
野 ソ 

0 ロ 

草 モ 
で 、 ノ 

さ で 

甲 卒 

え さ え 

は こ 

こ の 

の 花 
よ の 
つ 一 - 
に つ 
装 は 
っ ど 

て に 

< も 

だ 着 
さ 飾 
る っ 

め て 
な は 
ち い な 
あ か 
な っ 
た た 
が   

た き 
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宗
教
に
お
け
る
真
理
の
体
験
を
簡
単
に
 
"
 宗
教
体
験
 "
 と
 呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
こ
の
宗
教
体
験
は
、
基
本
的
 
に
 一
個
人
の
中
で
生
 

じ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
集
団
的
な
状
況
の
中
で
生
じ
る
 場
合
で
も
そ
う
で
あ
る
。
個
人
の
中
に
生
じ
た
体
験
に
 
つ
い
て
外
面
か
ら
あ
る
 

程
度
の
推
定
が
つ
く
場
合
で
も
、
そ
の
個
人
の
内
面
で
 
生
じ
た
正
確
な
変
化
に
つ
い
て
は
外
面
か
ら
確
定
す
る
 
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
ま
 

た
 、
宗
教
体
験
は
 、
 必
ず
し
も
集
団
に
対
し
て
語
ら
れ
 る
 性
質
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
一
個
人
の
体
験
 
に
 終
わ
ら
な
い
で
一
定
 

0
 集
団
に
伝
達
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
 
そ
 の
 宗
教
体
験
が
 い
 か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
れ
、
言
葉
 と
い
う
媒
体
を
無
視
し
 

て
 、
集
団
の
ほ
か
の
成
員
に
伝
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
 
い
 。
普
通
、
個
人
は
自
己
の
宗
教
体
験
を
他
の
人
々
に
 
対
し
て
語
る
義
務
を
負
 

葉
 

言
っ
て
は
い
な
い
の
で
、
宗
教
体
験
が
他
者
に
対
し
 

て
 語
り
出
さ
れ
る
と
い
う
局
面
は
、
そ
の
宗
教
体
験
が
 単
な
る
個
人
的
な
体
験
に
終
 

 
 

%
 
 わ
ら
せ
ら
れ
な
い
内
容
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
 
と
に
な
る
。
 

  

一 
一 

宗
教
に
お
け
る
原
初
的
言
葉
１
１
垂
直
に
語
り
か
 
け
ら
れ
る
言
葉
 

る
 。
山
川
草
木
み
な
う
め
き
語
る
世
 

と
す
る
の
は
、
人
間
の
傲
慢
さ
で
は
 

合
理
化
し
過
ぎ
の
賢
し
ら
さ
に
見
え
 

え
て
自
然
の
中
に
貫
入
す
る
境
地
と
 

そ
の
よ
う
な
契
機
を
内
在
的
に
持
つ
 

だ
問
題
が
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
に
思
え
 

考
え
ら
れ
る
。
 

界
 。
宗
教
的
理
解
で
な
け
れ
ば
こ
れ
は
把
握
で
き
な
い
 

。
意
識
の
な
い
も
の
が
語
る
こ
と
は
な
い
 

な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
表
現
を
、
苦
悩
す
る
人
間
の
実
 

存
の
投
影
と
見
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
も
 

る
 。
ま
た
、
自
ら
が
、
山
川
草
木
と
同
等
の
自
然
の
 
一
 
部
 で
あ
る
と
の
認
識
に
た
ち
、
自
他
を
超
 

い
え
ば
、
い
さ
さ
か
東
洋
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
種
 

の
 理
解
と
し
て
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
 

よ
う
に
見
え
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
理
解
を
聖
書
 

の
 文
書
の
解
釈
に
用
い
る
に
は
、
ま
だ
ま
 

る
 。
こ
の
タ
イ
プ
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
詳
細
 

な
 資
料
集
め
に
基
づ
い
た
研
究
が
必
要
と
 



旧
約
聖
書
の
預
言
者
の
召
命
物
語
は
、
こ
の
事
情
を
良
 
く
 理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
預
言
者
は
 
イ
ス
 ラ
エ
ル
の
民
に
向
か
 

っ
て
預
言
 
ロ
 す
る
よ
う
に
召
し
を
受
け
る
。
こ
の
召
し
の
 
事
実
は
、
預
言
者
の
内
面
に
お
け
る
疑
う
べ
く
も
な
 
ぃ
 事
実
で
あ
る
。
そ
こ
 

で
、
彼
は
自
ら
に
対
し
て
語
り
か
け
ら
れ
た
言
葉
を
民
 
に
 向
か
っ
て
語
り
出
す
。
し
か
し
、
預
言
者
が
語
る
内
 
容
は
自
己
自
身
の
思
い
 

で
は
な
い
、
そ
れ
は
神
が
彼
に
語
る
よ
う
に
と
預
け
た
 
言
葉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
預
言
者
は
、
自
己
の
内
 
面
 に
お
い
て
聞
い
た
 神
 

の
 言
葉
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
 預
 舌
口
者
は
 
神
の
舌
口
葉
を
入
れ
て
お
く
大
切
な
器
で
あ
る
が
、
促
し
 に
 応
じ
て
語
っ
た
後
に
 

は
、
 神
の
舌
口
薬
は
す
で
に
語
り
終
え
ら
れ
て
い
る
の
で
 あ
っ
て
 、
 神
の
言
葉
は
彼
の
内
に
な
く
、
預
言
者
 
自
 身
は
役
目
を
終
え
て
 
ぃ
 

る
 。
預
言
者
は
、
こ
の
意
味
で
管
の
役
割
を
担
っ
た
だ
 
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
誰
か
が
預
言
者
に
さ
せ
ら
れ
る
と
 
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
 

格
が
 以
前
と
は
異
な
っ
た
人
格
や
存
在
に
変
質
す
る
こ
 
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
預
言
者
を
預
舌
口
者
た
ら
し
め
 て
い
る
の
は
、
彼
を
選
 

ん
だ
神
の
側
に
あ
る
。
こ
れ
は
預
言
者
に
つ
い
て
の
み
 
な
ら
ず
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
な
伝
統
に
た
っ
思
想
に
見
ら
れ
 
る
 神
と
人
の
関
係
で
あ
 

る
 。
こ
こ
で
は
人
間
の
本
質
は
 、
 生
ま
れ
て
か
ら
何
ら
 変
質
す
る
こ
と
は
な
い
。
歴
史
の
中
で
涙
 じ
 曲
げ
ら
れ
 失
わ
れ
た
本
来
の
個
人
 

の
姿
が
 、
 管
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
浄
 化
さ
れ
取
り
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
体
験
が
一
個
人
の
内
面
に
お
い
て
 
生
 じ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
内
的
な
求
め
や
努
力
か
ら
 
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
 

か
 、
そ
れ
と
も
上
記
の
預
言
者
の
召
命
に
見
ら
れ
る
よ
 
う
に
完
全
に
外
か
ら
突
如
と
し
て
や
っ
て
く
る
も
の
 
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
 

ち
 、
宗
教
体
験
の
発
端
は
、
能
動
的
な
も
の
か
受
動
的
 
な
も
の
か
。
人
間
が
自
ら
の
誕
生
を
制
御
で
き
な
い
と
 
い
う
根
源
的
事
実
は
 、
 

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
思
想
行
動
の
発
端
が
受
動
的
な
も
の
 
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
端
 
は
 受
動
的
な
も
の
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
そ
れ
は
直
ち
に
人
間
の
側
に
は
何
ら
の
 
努
力
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
宗
教
体
験
 
に
は
二
種
類
の
タ
イ
プ
 

が
あ
る
。
一
 つ
は
、
 （
 
あ
 ）
啓
示
で
あ
り
、
先
の
預
言
 者
の
体
験
に
お
け
る
よ
う
な
完
全
な
受
動
の
場
合
で
あ
 
る
 。
こ
れ
は
完
全
に
垂
   



%
 
 な
情
報
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
世
の
中
に
は
、
 
第
六
感
と
舌
口
わ
れ
る
舌
口
業
が
あ
る
。
そ
の
感
覚
に
 

ょ
 っ
 て
 、
ど
う
し
て
だ
か
分
か
ら
  

 

言葉 

と 
    

ろ 

で   

や 
や 
気 
を 
つ 
  
て 

お 
か 

ね 
ま @ 
な 
ら 

な 
  
  
  
と 
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あ 
る 

人 
咀 ト 目 引 
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感 

（視、 

聴、 

嗅、 
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々 
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か
け
ら
れ
る
舌
口
業
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

直
に
絶
対
者
あ
る
い
は
真
理
自
体
（
七
一
か
ら
下
っ
て
 
く
る
。
も
う
一
つ
は
、
（
 い
一
 覚
醒
や
悟
り
と
で
も
 名
 づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
 発
 

見
の
喜
び
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
内
部
で
 
二
つ
の
方
向
性
を
持
つ
。
す
な
 ね
 ち
、
一
つ
の
方
向
性
 は
 先
ほ
ど
と
同
じ
よ
う
 

な
 垂
直
の
関
係
で
あ
る
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
 
先
 ほ
ど
の
啓
示
に
あ
た
る
垂
直
関
係
を
第
一
次
的
垂
直
 
関
 係
 と
よ
び
、
こ
こ
で
の
 

垂
直
関
係
は
第
二
次
的
垂
直
関
係
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
よ
 
う
 。
こ
の
第
二
次
的
垂
直
関
係
と
な
ら
ぶ
も
う
一
つ
の
 
方
向
性
が
、
水
平
関
係
 

で
あ
る
。
こ
の
覚
醒
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
あ
る
種
の
 疑
問
か
ら
真
理
を
求
め
て
努
力
を
は
じ
め
、
や
が
て
 
何
 ら
か
の
暫
定
的
な
答
え
 

を
 得
る
（
水
平
関
係
㍉
し
か
し
、
真
理
へ
の
熱
望
か
 
ら
さ
ら
に
努
力
を
重
ね
る
が
、
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
 
挫
折
し
自
己
自
身
の
努
 

力
 に
疲
れ
果
て
る
。
そ
の
時
、
あ
た
か
も
詩
篇
の
祈
り
 
の
ご
と
く
、
垂
直
な
祈
り
が
内
か
ら
沸
き
起
こ
る
（
 
第
二
次
的
垂
直
関
係
㍉
 

「
わ
が
心
の
く
ず
お
れ
る
と
き
、
 /
 わ
た
し
は
地
の
は
 て
か
ら
あ
な
た
に
呼
ば
わ
り
ま
す
。
 /
 わ
た
し
を
導
い
 て
ソ
 わ
た
し
の
及
び
が
 

た
い
ほ
ど
の
高
い
岩
に
 /
 の
ぼ
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
 @
 篇
 六
一
・
三
。
弱
さ
の
極
み
で
至
高
を
願
 う
 気
持
ち
を
 抱
か
せ
る
こ
と
こ
そ
 信
 

仰
の
持
つ
不
思
議
な
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
 
力
 の
 根
源
こ
そ
は
、
第
二
次
的
垂
直
関
係
を
媒
介
し
て
第
一
 
次
的
 垂
直
関
係
か
ら
 付
 

与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
あ
な
た
が
た
の
う
ち
に
 働
 き
か
け
て
、
そ
の
願
い
を
起
こ
さ
せ
、
か
つ
実
現
に
至
 
ら
せ
る
の
は
神
で
あ
っ
 

て
 、
そ
れ
は
神
の
よ
し
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
 
る
 」
 官
リ
ピ
ニ
 ・
一
毛
。
努
力
の
は
て
に
真
理
を
発
見
 す
る
。
し
か
し
、
そ
の
 

発
見
に
お
い
て
、
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
発
見
し
た
の
 
で
は
な
く
、
外
か
ら
真
理
が
示
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
 自
ら
が
選
ん
だ
の
で
は
 

な
く
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
す
宗
教
は
 
多
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
宗
教
に
お
け
る
原
初
的
 
舌
口
業
 
は
 、
垂
直
に
語
り
 



な
い
が
、
例
え
ば
、
自
ら
に
迫
る
危
険
や
知
人
の
死
な
 
ど
を
予
感
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
感
覚
に
つ
い
て
は
 
、
今
ま
で
の
経
験
の
集
 

積
に
 基
づ
い
て
人
間
の
頭
脳
が
総
合
的
に
直
感
的
に
判
 
断
 し
た
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
説
明
も
あ
る
よ
う
だ
が
 、
何
年
も
音
沙
汰
の
な
 

い
 人
の
死
を
予
感
す
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
こ
と
を
 
考
 え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
説
明
に
説
得
力
が
な
い
こ
と
は
 
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
 

よ
う
な
感
覚
が
 、
 人
の
内
側
か
ら
来
る
も
の
な
の
か
、
 あ
る
い
は
、
人
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
種
類
の
言
 
語
 が
あ
っ
て
 、
 人
の
外
 

側
か
ら
呼
び
か
け
て
く
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
 
つ
い
て
実
証
的
に
研
究
さ
れ
た
例
を
筆
者
は
知
ら
な
い
 

か
し
、
世
の
中
に
 

は
 、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
実
際
に
あ
る
よ
 う
 で
あ
る
。
 こ
れ
そ
の
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
宗
教
的
に
価
値
を
持
た
 
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
 

い
 る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
種
の
特
別
な
体
験
を
、
そ
れ
 自
体
が
宗
教
的
事
柄
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
も
あ
れ
ば
 
、
そ
れ
ら
は
宗
教
に
お
 

け
る
非
日
常
的
な
体
験
と
同
一
の
レ
ベ
ル
で
語
ら
れ
 得
 る
の
か
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
く
人
々
も
い
る
。
そ
れ
を
 宗
教
観
の
違
い
と
し
て
 

一
応
や
り
過
ご
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
 日
 本
に
お
け
る
一
般
的
な
人
々
（
特
別
に
宗
教
を
多
面
的
 
に
 検
証
し
研
究
し
た
こ
 

と
の
な
い
人
々
）
の
感
覚
で
は
、
聖
書
の
中
に
出
て
く
 
る
 非
日
常
的
な
諸
現
象
の
表
現
も
、
同
一
の
地
平
で
受
 
け
 止
め
ら
れ
る
よ
 う
 で
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
社
会
で
は
、
聖
書
宗
教
の
 
幾
ら
か
の
特
徴
的
な
用
語
は
知
識
の
レ
ベ
ル
で
は
 
受
 け
 止
め
ら
れ
て
は
い
て
 

 
 

こ
の
事
実
を
目
の
前
に
し
て
、
聖
書
の
宗
教
を
研
究
す
 
る
 者
と
し
て
、
ど
の
よ
 

う
に
対
処
す
べ
き
か
、
日
常
的
に
戸
惑
い
を
覚
え
て
い
 
る
 。
旧
約
聖
書
の
中
に
は
、
 サ
 ハ
ウ
エ
信
仰
に
対
抗
す
 る
も
の
と
し
て
色
々
な
 

異
教
の
信
仰
形
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
 
農
 業
 に
関
わ
る
信
仰
で
あ
っ
た
り
、
多
神
教
で
あ
っ
た
り
 、
口
寄
せ
や
占
 い
 で
あ
 

っ
 た
り
す
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
厳
密
に
調
査
研
究
 
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
記
述
を
読
む
限
り
で
は
、
 
現
 伏
日
本
に
も
多
く
み
ら
 

れ
る
日
常
的
な
宗
教
世
界
と
重
な
り
合
 う
 部
分
も
あ
る
 の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
 ょ
う
 な
 サ
 ハ
 ウ
エ
 信
仰
以
外
の
宗
教
的
な
 

も
の
が
何
度
も
何
度
も
イ
ス
ラ
エ
ル
を
悩
ま
せ
た
と
い
 
う
 事
実
は
、
当
時
の
人
々
が
 、
サ
 ハ
ウ
 亡
 信
仰
以
外
の
 も
の
に
関
し
て
も
日
常
   



 
 
 
 

 
 吉

宗
教
に
お
け
る
原
初
的
言
葉
が
 
、
 
語
り
か
け
 ろ
 れ
る
言
葉
で
あ
る
と
前
節
で
述
べ
た
。
こ
の
語
り
か
け
 
に
 
応
じ
て
様
々
な
表
現
形
式
 
7
 

 
 

 
 

 
 

%
 
 

が
 生
じ
る
。
そ
れ
ら
は
、
相
互
循
環
的
に
互
い
に
 

刺
激
と
な
っ
て
、
宗
教
的
理
解
を
深
化
さ
せ
る
。
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題
 が
あ
る
。
①
現
在
の
聖
書
の
形
式
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 
信
仰
の
最
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
②
 
聖
 書
中
の
各
文
書
の
原
本
 

支
 は
、
正
確
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
現
在
、
私
た
ち
 
が
 聖
書
と
読
ん
で
い
る
も
の
は
、
多
様
な
文
書
の
集
成
 
で
あ
り
、
そ
の
資
料
 

の
 レ
ベ
ル
で
の
成
立
年
代
を
考
慮
す
る
と
、
最
古
の
も
 
の
か
ら
最
新
の
も
の
ま
で
の
年
代
幅
は
千
年
以
上
に
 
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
 

も
 、
そ
れ
ら
を
書
い
た
当
人
は
 、
 別
に
こ
れ
が
後
に
聖
 重
日
と
い
う
も
の
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
 
圭
 日
 い
た
人
は
ほ
ぽ
い
な
か
 

っ
 た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
当
然
の
こ
 
と
な
が
ら
、
著
者
が
お
互
い
に
他
の
文
書
を
す
べ
て
 知
 
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
 

い
 。
こ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
 
会
が
 、
旧
約
聖
書
と
呼
ぶ
古
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
宗
教
 文
 書
は
 、
ど
の
よ
う
に
し
 

て
ま
と
め
ら
れ
た
の
か
。
紀
元
 セ
 十
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
 神
殿
崩
壊
後
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
 
サ
 ブ
 ネ
 に
居
住
す
る
こ
 と
を
許
さ
れ
、
 

ョ
 ハ
ナ
 

ン
 ・
ベ
ン
・
ザ
ッ
 
カ
イ
 の
指
導
の
も
と
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
 
（
 
き
 ぬ
ム
き
が
再
建
さ
れ
、
神
殿
無
き
ユ
ダ
ヤ
教
最
初
の
 精
神
的
中
心
地
と
な
っ
 

た
 。
こ
こ
で
、
や
が
て
旧
約
聖
書
の
聖
典
に
ど
れ
を
 
含
 め
る
か
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
 
以
前
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
 

は
 、
ギ
リ
シ
ア
語
訳
の
旧
約
聖
書
市
の
口
 庁
 
u
a
 
囲
コ
蕾
セ
 十
人
 訳
 聖
書
）
を
用
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
議
論
を
重
 
ね
て
い
た
よ
う
で
、
 

ュ
 

ダ
ヤ
教
徒
の
側
が
こ
れ
を
嫌
っ
た
の
も
、
 
ヘ
 フ
ラ
イ
 語
 旧
約
聖
典
の
枠
を
定
め
た
理
由
の
 
一
 っ
と
考
え
ら
れ
る
 。
こ
の
旧
約
聖
書
の
 ギ
 

リ
シ
ア
語
訳
は
、
伝
説
 
宅
 ア
リ
ス
テ
ア
 ス
 の
手
紙
 し
 
に
よ
る
と
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
図
書
館
に
 
ユ
 ダ
 ヤ
人
の
ト
ー
ラ
ー
（
 律
 

法
 、
旧
約
聖
書
冒
頭
の
五
つ
の
書
で
、
モ
ー
セ
 五
書
と
 
も
 呼
ば
れ
る
）
の
翻
訳
を
備
え
る
た
め
、
エ
ジ
プ
ト
 
王
 プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
二
世
 

フ
ノ
ノ
 
ラ
 デ
ん
ル
フ
ヰ
 
Ⅱ
 フ
ハ
 -
2
 
の
 
臼
 ・
㌧
心
の
 

ロ
 ・
 
n
.
 

一
の
片
地
い
 

江
虻
似
で
エ
 

ル
 
Ⅲ
 サ
レ
ム
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
 セ
 十
二
人
の
学
者
が
 セ
 十
二
日
か
け
て
訳
し
た
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ぬ
ば
 、
時
間
的
に
は
イ
エ
ス
の
 
死
 以
後
一
世
紀
 半
ぐ
 ら
い
の
内
に
現
在
新
約
聖
書
に
含
ま
れ
て
い
る
 

諸
 文
室
 
日
 
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
 
し
 

 
 

と 言葉 

て る 

受   

け 七 
八 十 
れ 入 
ら 訳 

れ 重 
て 書 
い は る 
本 そ 

文 の 
一 成 
詳 立 

細 が 
下田 @@ @ 
後 ヤ 
述 ブ   

ネ 
と で 
は の 
異 へ 
な ブ 
る - フ 

本 イ 

文 聖 
の 書 
彩 め 
を 円 
示 容 

し 決 
て 定   
る 一 別 @ 
こ で 

と あ 
が る 
あ の 
る で   
一 塊 

万花 
へ 

新 ブ 
約 う 
聖 イ 

詩聖 書は 

と 重 日 
い と 

え し 

  

詩 S な め そ し ら は は 少 も こ 事 も 

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
翻
訳
後
、
分
か
れ
て
仕
事
を
 
し
て
い
た
学
者
た
ち
が
翻
訳
文
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
 
そ
れ
ら
は
も
の
の
 見
 

に
一
致
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
翻
訳
は
、
霊
感
を
 得
た
も
の
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
社
会
に
受
け
 
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
 

と
に
な
っ
て
い
る
。
紀
元
前
三
世
紀
当
時
、
ユ
ダ
ヤ
人
 
は
 、
地
中
海
世
界
の
色
々
な
と
こ
ろ
に
コ
ロ
ニ
ー
を
 
作
 っ
て
い
た
が
、
中
で
 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
は
、
有
数
の
大
集
落
で
あ
っ
た
。
 
こ
の
物
語
を
、
す
べ
て
歴
史
的
事
実
と
し
て
考
え
る
こ
 
と
は
で
き
な
い
が
、
 

な
く
と
も
紀
元
前
三
世
紀
に
は
、
旧
約
聖
書
の
一
部
が
 
ギ
リ
シ
ア
語
に
訳
さ
れ
て
い
た
事
は
確
実
で
あ
る
。
 
こ
の
七
十
人
訳
聖
書
 

、
ヤ
ブ
 ネ
 で
の
公
認
よ
り
も
以
前
の
時
代
の
も
の
で
あ
 る
か
ら
 サ
 ブ
 ネ
 で
公
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
含
ん
で
 
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
 

考
え
方
に
基
づ
い
て
 へ
 ブ
ラ
イ
諸
本
文
か
ら
ラ
テ
ン
語
 

、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
を
用
い
た
関
係
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
 

聖
書
を
翻
訳
し
た
が
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
 

教
 側
か
ら
は
公
認
さ
れ
て
い
な
い
文
書
を
も
伝
承
す
る
 

に
は
か
な
り
の
時
間
 

こ
と
と
な
り
、
そ
れ
 

は
 旧
約
聖
書
外
典
と
今
日
呼
ば
れ
て
い
る
。
古
代
の
 
キ
 リ
ス
ト
教
会
は
、
こ
の
七
十
人
訳
を
自
分
た
ち
の
旧
約
 
聖
書
と
し
て
大
切
に
 

た
 。
ラ
テ
ン
語
の
世
界
で
は
、
こ
の
七
十
人
訳
の
影
響
 
が
 大
き
く
、
残
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
が
、
大
部
分
 
の
 ラ
テ
ン
語
訳
は
 、
 

の
 重
訳
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
四
世
紀
末
以
来
 
ヒ
 エ
ロ
 -
 
一
 ム
ス
は
、
有
名
な
 ヱ
 の
 ヴ
 （
 
日
 c
a
 
v
 

の
（
 
@
 
（
㏄
の
（
ヘ
ブ
ラ
イ
 

語
 聖
書
の
真
理
性
）
 

必
要
と
し
た
 よ
う
 で
、
教
会
内
で
の
七
十
人
 
訳
 の
 影
 響
は
大
き
か
っ
た
。
そ
の
最
も
良
い
例
が
詩
篇
で
、
 

巾
 の
 
巴
 8
%
 亡
 ゴ
の
 

（
 
㏄
 ヨ
 

コ
 年
日
（
ガ
リ
ア
詩
篇
）
と
呼
び
習
わ
さ
れ
る
七
十
人
 訳
 か
ら
の
ラ
テ
ン
語
訳
が
 、
 長
く
教
会
の
礼
拝
で
用
い
 
ら
れ
た
 よ
う
 で
あ
る
。
 

篇
は
 、
教
会
の
礼
拝
や
祈
り
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
 多
 い
た
め
、
聞
き
な
れ
た
響
き
を
変
更
す
る
こ
と
を
会
衆
 
が
 嫌
が
っ
た
の
で
あ
 



か
し
、
こ
れ
ら
を
一
塊
に
し
て
新
約
正
典
と
し
た
最
初
 
の
 記
録
は
、
は
る
か
に
後
の
紀
元
三
六
 セ
 午
に
書
か
れ
 た
 ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
の
 策
 

三
九
復
活
祭
書
簡
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
 
の
 死
後
か
ら
こ
の
時
あ
た
り
ま
で
は
、
形
式
的
に
新
約
 
聖
書
正
典
な
る
も
の
は
 

な
か
っ
た
。
な
か
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
 
た
 経
緯
は
、
二
世
紀
の
里
 盆
価
 マ
ル
キ
オ
ン
派
が
 、
 自
ら
 

の
派
の
考
え
に
応
じ
た
 

改
変
を
施
し
た
ル
カ
福
音
書
 と
 パ
ウ
ロ
書
簡
を
カ
ノ
ン
 
（
基
準
Ⅰ
 数
 曲
じ
と
し
た
動
き
に
対
抗
し
て
、
正
統
派
 が
 動
き
出
し
た
こ
と
に
 

よ
る
。
新
約
聖
書
の
中
に
約
五
十
回
出
て
く
る
 
"
 聖
書
 "
 に
あ
た
る
主
な
ギ
リ
シ
ア
語
 
隅
ぢ
 志
は
、
当
然
、
 
新
約
聖
書
を
意
味
し
て
 

い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
旧
約
聖
書
の
全
部
あ
る
い
は
部
 分
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
し
か
な
い
。
新
約
聖
書
の
 
各
文
書
を
書
い
た
著
者
 

た
ち
に
と
っ
て
存
在
し
た
の
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
 
聖
 書
 で
あ
る
旧
約
聖
書
と
イ
エ
ス
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
り
た
 出
来
事
へ
の
信
仰
が
あ
 

っ
 た
だ
け
で
あ
る
。
 

次
に
第
二
の
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
現
在
の
旧
約
聖
 
書
の
学
術
 版
 で
あ
る
㏄
三
 %
 目
ま
「
 酊
 S
 
臼
巨
 （
㎎
 
ゅ
 「
（
の
 

コ
 の
田
の
定
本
に
な
っ
 

て
い
る
写
本
は
、
 

一
 0
0
 八
ノ
一
 0
0
 九
年
に
由
来
す
 る
 レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
写
本
と
 よ
 ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
 
セ
 十
人
 訳
 

聖
書
に
は
、
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
古
 
い
 写
本
が
存
在
す
 る
 。
そ
の
現
存
す
る
完
全
に
近
い
最
古
の
写
本
は
 
、
四
 世
紀
の
シ
ナ
イ
写
本
と
 

ヴ
ァ
チ
ヵ
ン
 写
本
で
あ
る
。
断
片
的
な
も
の
を
入
れ
て
 考
え
る
と
紀
元
前
二
世
紀
に
遡
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
 
死
海
文
書
の
中
に
も
、
 

セ
 十
人
 訳
 聖
書
の
断
片
（
遅
く
と
も
一
世
紀
の
末
以
前
 ）
が
見
ら
れ
る
。
 
セ
 十
人
 訳
 聖
書
は
、
翻
訳
で
あ
る
か
 ら
 、
当
然
そ
の
定
本
と
 

な
っ
た
 
へ
 ブ
ラ
イ
語
の
本
文
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
 
そ
 こ
で
、
 セ
 十
人
訳
の
背
後
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
 
へ
ブ
 ラ
イ
諸
本
文
を
 マ
ソ
ラ
 

本
文
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
文
章
は
母
音
の
な
い
子
音
字
だ
 
け
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
後
に
正
し
い
読
み
方
を
継
承
 
す
る
た
め
に
日
立
臼
符
号
 

を
 付
け
て
伝
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
仕
事
を
し
 
た
の
が
 
マ
ソ
ラ
 学
派
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
で
、
彼
ら
の
 伝
承
し
た
本
文
を
こ
う
 

呼
ぶ
）
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
互
い
の
本
文
の
状
態
に
つ
 
い
て
何
ら
か
の
重
要
な
情
報
を
入
手
で
き
る
で
あ
ろ
う
 と
 考
え
る
の
が
人
の
常
   



で
あ
る
。
そ
こ
で
色
々
な
比
較
が
な
さ
れ
て
、
少
し
ず
 
っ
 研
究
が
進
行
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
を
、
は
る
か
 
昔
 の
 紀
元
三
世
紀
に
行
っ
 

た
の
が
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
 
へ
ク
ザ
 プ
ラ
 

兵
 部
 共
観
 ）
 で
あ
る
。
こ
れ
は
、
当
時
存
在
し
た
七
十
人
 
訳
 以
外
 の
 ギ
リ
シ
ア
語
訳
三
つ
 

一
 
ア
キ
ラ
 訳
 、
シ
ュ
ン
マ
コ
ス
 訳
、
テ
オ
ド
 テ
ィ
オ
ン
 
訳
 、
さ
ら
に
部
分
的
に
は
別
の
名
称
不
明
の
訳
が
幾
ら
 
か
 並
ぶ
こ
と
も
あ
る
）
 

と
 オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
校
訂
し
た
七
十
人
訳
の
本
文
を
へ
 ブ
 ラ
イ
請
文
字
ヘ
ブ
ラ
イ
語
本
文
お
よ
び
ギ
リ
シ
ア
語
 文
 字
 ヘ
ブ
ラ
イ
語
本
文
と
 

比
較
す
る
目
的
で
六
 欄
 に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

ヒ
 エ
ロ
ニ
ム
 
ス
 は
、
旧
約
聖
書
の
翻
訳
の
仕
事
に
あ
た
っ
 て
 、
こ
れ
を
参
照
す
る
 

こ
と
が
で
き
た
よ
 う
 で
あ
る
が
、
現
在
で
は
ほ
ん
の
 断
 片
し
か
残
っ
て
い
な
い
。
細
か
な
こ
と
に
つ
い
て
こ
こ
 
で
 述
べ
る
余
地
は
な
い
 

が
 、
任
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
（
 あ
 ）
 七
 十
人
訳
も
翻
訳
で
あ
る
か
ら
、
誤
訳
も
あ
り
得
る
と
 
ぃ
，
 
っ
 こ
と
、
 
一
い
 ）
一
人
の
 

翻
訳
で
は
な
い
か
ら
、
あ
る
部
分
で
分
か
っ
て
き
た
こ
 
と
が
一
律
に
他
の
部
分
で
も
適
応
で
き
る
と
は
限
ら
 
な
い
こ
と
、
 

写
 ）
写
本
 

伝
承
の
上
で
の
意
図
的
・
撫
生
息
 
図
 的
な
変
更
が
あ
り
 得
 る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
先
の
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
 
へ
 ク
 サ
プ
ラ
は
 、
 実
は
彼
 

の
 当
時
七
十
人
訳
本
文
が
混
乱
し
て
い
た
の
を
、
是
正
 
す
る
た
め
に
行
っ
た
仕
事
で
あ
っ
た
。
新
約
聖
書
の
本
 
丈
 に
お
い
て
も
、
本
文
 

伝
承
上
生
じ
得
る
問
題
点
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
 
キ
リ
ス
ト
教
会
に
と
っ
て
、
新
約
聖
書
は
旧
約
聖
書
 
よ
 り
も
自
ら
の
信
仰
の
根
 

幹
 に
関
わ
る
た
め
、
護
教
的
な
変
更
や
迫
加
が
加
え
 も
 れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
気
を
つ
け
て
 
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
で
き
あ
が
っ
た
聖
書
を
、
キ
リ
 
ス
ト
教
会
 は
、
 昔
か
ら
色
々
な
 @
 
ニ
ロ
ま
帥
に
翻
訳
し
て
き
た
 
。
翻
訳
を
行
っ
た
と
い
 

ぅ
 こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
重
要
な
事
実
を
指
し
示
し
て
 
い
る
。
①
別
の
 @
 語
に
翻
訳
し
て
も
内
容
は
変
わ
ら
な
 い
 。
②
特
別
に
神
的
な
 

舌
口
詰
は
存
在
し
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
自
然
な
こ
と
で
 あ
る
が
、
信
仰
が
最
初
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
聖
書
や
そ
 
の
 翻
訳
が
で
き
た
の
で
 

栗
茸
あ
る
。
出
来
上
が
っ
た
聖
書
を
 、
 次
に
神
の
言
葉
 と

し
て
受
け
入
れ
た
。
こ
の
占
が
、
や
や
分
か
り
に
く
 
い
 。
預
言
考
へ
の
神
の
語
り
 

 
 

%
 
 か
け
の
舌
口
業
の
よ
う
に
直
接
的
な
部
分
に
つ
い
て
 

は
、
 何
ら
理
解
に
苦
し
ま
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
聖
書
の
 
ほ
と
ん
ど
の
部
分
は
 、
 そ
 う
   



様
か
ら
、
神
を
信
ず
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
が
 
示
 さ
れ
、
読
む
者
は
、
そ
の
眼
差
し
を
聖
書
の
人
物
に
で
 
は
な
く
、
そ
の
人
物
の
 

姿
の
後
ろ
に
立
っ
て
、
聖
書
の
人
物
が
見
て
い
た
方
向
 
へ
と
向
き
を
変
え
る
。
こ
う
し
て
、
歴
史
上
の
出
来
事
 が
 、
現
在
の
信
仰
者
の
 

上
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
旧
約
聖
書
は
 
、
 極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
 
民
族
の
上
に
具
体
的
に
 

起
 こ
っ
た
出
来
事
が
素
材
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 。
旧
約
聖
書
の
多
様
性
の
中
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
世
界
 
が
 見
え
て
く
る
こ
と
で
 

あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
た
多
様
性
を
矛
盾
と
考
え
る
な
 
ら
 、
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
に
 於
 い
て
多
様
性
を
 抱
え
う
る
と
い
う
こ
と
 

は
、
 力
で
あ
る
。
新
約
聖
書
に
お
い
て
も
、
こ
の
事
情
 
は
 変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
イ
ェ
ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
 
こ
と
を
記
し
て
お
か
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
言
葉
の
受
肉
と
し
て
の
 
イ
ェ
 ス
 で
あ
る
。
旧
約
に
お
い
て
、
何
度
も
預
言
者
等
を
通
 
し
て
神
は
語
り
、
 %
@
 

第
八
章
に
お
い
て
は
、
知
恵
が
語
り
出
す
と
い
う
事
態
 
も
 生
じ
た
が
、
頑
な
で
理
解
で
き
な
い
イ
ス
ラ
エ
ル
の
 
た
め
に
、
つ
い
に
新
約
 

に
 至
っ
て
言
葉
が
人
と
な
り
、
直
接
に
語
り
か
け
た
。
 
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
言
葉
は
同
質
の
レ
ベ
ル
で
 
な
 け
れ
ば
通
じ
な
い
。
 人
 

に
は
人
に
な
っ
て
語
る
以
外
に
良
く
分
か
ら
せ
る
術
が
 
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
受
肉
の
教
え
は
説
明
で
き
る
。
 
し
か
し
、
こ
の
イ
エ
ス
 

に
 関
し
て
の
事
柄
は
、
そ
れ
ほ
ど
た
や
す
く
納
得
で
き
 
な
い
事
柄
で
あ
る
。
実
際
、
教
会
史
を
見
て
み
れ
ば
、
 
ム
ロ
 
理
 的
に
理
解
し
よ
う
 

と
し
て
色
々
な
論
争
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
 
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
応
答
の
最
初
の
形
と
 
し
て
皇
室
 日
 （
経
由
③
 
が
 

成
立
す
る
。
 

さ
て
、
こ
の
他
の
応
答
の
形
式
を
少
し
あ
げ
て
み
れ
ば
 
、
教
義
信
条
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
信
仰
や
聖
書
の
理
解
 
を
ま
と
め
た
も
の
で
 

を 管 で 
果 の は 
た こ な 
す と か を 
仙 居、 そ 
め い こ 

入 超 で 
物 こ 神     
て も と 

も い は 
そ た Ⅰ 吋 
う い カ ) 
で 。 と 

あ 頂 い 

る 。 @  者疑 目っ ， 
平中 @5  間 
を 神 が 

生じ 信ず == の 口 

る 葉 る 
人 を   
の 内 神 
良 に の 

き もく 抗言 葉 

悪 し がと 、 は 

き そ 出 
も れ 来   
々 の 事 

件で な姿 舌口業 

が な あ 
  広 る 

描 え   
き る 預 
田 道 吉 
さ 具 者 
れ と に 
る し が 

。 て け 
こ の る 
の 役 器 
有 割 と 
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あ
る
。
ま
た
、
礼
拝
の
儀
式
が
あ
る
。
そ
し
て
、
祈
り
 
と
い
う
形
式
が
あ
る
。
信
仰
者
は
、
こ
の
よ
う
な
応
答
 
の
形
式
の
中
で
生
活
す
 

る
 。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
包
括
す
る
形
式
 
は
、
 繰
り
返
し
で
あ
る
。
単
な
る
研
究
者
は
、
信
仰
 
世
界
を
見
る
の
み
で
あ
 

る
 。
そ
の
中
に
入
り
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
応
答
の
 
形
式
を
実
践
し
て
み
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
、
 
繰
 り
 返
し
は
宗
教
の
持
つ
 

基
本
的
な
秘
密
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
生
活
は
繰
り
 
返
し
で
あ
る
。
昨
日
の
自
分
と
今
日
の
自
分
と
明
日
の
 
自
分
と
は
、
同
じ
自
分
 

で
あ
り
な
が
ら
異
な
っ
て
い
る
。
自
ら
を
省
察
す
れ
ば
 、
こ
の
事
実
は
誰
も
が
悟
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
 
で
、
繰
り
返
し
、
宗
教
 

の
形
式
の
中
に
入
る
。
あ
る
時
は
感
じ
る
こ
と
も
で
き
 ず
 、
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
あ
る
時
は
 
発
見
の
喜
び
に
浸
り
、
 

万
物
が
輝
く
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
あ
る
時
は
 
打
ち
の
め
さ
れ
、
砕
か
れ
て
初
心
に
立
ち
戻
る
。
こ
の
 
よ
う
な
こ
と
が
繰
り
返
 

し
 起
こ
る
中
で
、
原
初
的
な
呼
び
か
け
の
声
と
の
 
調
歩
 が
 次
第
に
始
ま
っ
て
く
る
。
過
不
足
な
く
歩
む
歩
み
方
 
を
 学
ぶ
の
で
あ
る
。
 
静
 

か
な
リ
ズ
ム
で
歩
む
足
取
り
は
軽
い
。
こ
の
足
取
り
は
 、
 長
 い
 旅
路
を
歩
む
人
の
よ
 う
 で
あ
る
。
短
 い
 道
を
行
 く
 者
は
、
一
目
散
に
走
 

る
こ
と
も
、
ゆ
っ
た
り
と
歩
む
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
 し
、
 長
い
道
を
行
く
者
は
、
走
り
出
し
て
は
息
が
切
れ
 
続
か
な
い
。
ゆ
っ
く
り
 

歩
ん
で
い
て
は
到
着
で
き
な
い
。
正
し
い
歩
調
で
歩
く
 
の
で
あ
る
。
人
は
旅
や
遍
歴
を
好
む
。
そ
れ
は
、
日
々
 、
 新
し
い
地
に
立
ち
、
 

昨
日
の
自
分
と
今
日
の
自
分
と
明
日
の
自
分
の
変
化
に
 
驚
き
、
自
分
の
中
に
新
し
い
自
分
を
発
見
す
る
か
ら
で
 
あ
る
。
そ
し
て
、
朝
に
 

旅
立
ち
 タ
 べ
に
休
み
、
夜
に
省
察
し
、
ま
た
、
明
日
を
 思
う
。
こ
う
し
て
、
一
日
一
日
、
旅
を
行
く
。
本
当
は
 
、
 旅
に
出
な
い
で
も
 取
 

り
 立
て
て
大
変
な
努
力
を
し
な
く
て
も
、
自
ら
の
中
に
 
起
こ
っ
て
い
る
変
化
に
気
づ
く
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
 
し
、
 人
は
通
常
の
生
活
 

の
中
で
は
、
い
わ
ば
長
い
人
生
を
行
く
リ
ズ
ム
を
失
い
 、
自
己
を
失
っ
て
 、
 走
り
出
し
た
り
、
あ
ま
り
に
も
の
 ろ
い
歩
み
を
し
て
し
ま
 

認
ぅ
 の
で
あ
る
。
人
生
は
旅
で
あ
る
と
は
、
誰
も
が
 語

る
事
柄
で
あ
る
。
詩
篇
の
記
者
も
次
の
よ
う
に
 
歌
，
 
っ
 。
「
あ
な
た
の
定
め
は
わ
が
 

 
 

%
 
 旅
の
家
で
、
 
/
 私
の
歌
と
な
り
ま
し
た
」
 詩
雙
 
一
九
・
五
型
。
昔
の
話
に
学
び
っ
 っ
、
 人
の
教
え
に
 教
 え
ら
れ
、
定
め
の
礼
に
与
っ
 

153 (153) 



;
 
王
 

了
一
つ
い
で
な
が
ら
、
人
工
言
語
と
人
工
知
能
 
い
コ
 日
よ
 土
ぎ
 （
 竺
漏
臼
 R
 
と
は
異
な
る
。
人
工
知
能
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
 色
 々
 な
 経
験
を
さ
せ
な
が
 

ら
 、
そ
れ
に
基
づ
い
た
ル
ー
ル
を
学
ば
せ
て
、
よ
り
広
い
活
動
を
 
可
能
と
さ
せ
る
よ
う
に
一
定
の
自
己
増
殖
行
為
が
可
能
な
も
の
 とし
て
作
ら
れ
た
 
機
 

概
 で
あ
る
。
こ
の
分
野
の
研
究
が
宗
教
の
研
究
と
何
ら
か
の
 関
 わ
り
を
持
っ
て
く
る
の
は
、
ま
だ
ま
だ
 先
 
-
 
百
年
く
ら
い
先
か
一
 

の
よ
う
に
思
え
る
 

が
、
 極
め
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
レ
ベ
ル
で
の
予
感
で
は
あ
り
な
が
 ら
も
、
筆
者
は
幾
分
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
 
理
由
は
、
人
間
の
大
 

て
、
 長
き
旅
路
を
行
く
人
は
 、
 日
々
祈
り
、
日
々
思
い
 

つ
い
に
歌
 
い
 出
す
。
歌
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
 讃
美
歌
の
よ
う
な
歌
を
 

歌
う
と
き
、
忘
れ
て
い
た
大
切
な
事
柄
を
思
い
出
す
ば
 
か
り
か
、
 
光
 や
句
い
ま
で
も
 伴
 な
っ
た
場
面
さ
え
思
 い
 出
さ
れ
る
。
言
葉
と
昔
 

の
 結
び
つ
く
と
き
、
一
層
強
い
記
憶
が
生
じ
る
よ
う
で
 
あ
る
。
こ
う
し
て
、
宗
教
の
形
式
を
繰
り
返
す
と
き
、
 
次
第
に
理
解
が
深
ま
っ
 

て
 行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
は
、
惰
性
と
 
も
な
る
契
機
を
秘
め
て
い
る
。
だ
か
ら
、
宗
教
的
真
理
 
を
 発
見
し
、
宗
教
的
 真
 

理
 に
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
与
え
ら
れ
て
い
る
糸
ロ
 と
 し
て
の
形
式
に
頼
る
し
か
な
い
が
、
そ
の
際
の
頼
り
 
万
 が
 問
題
で
あ
る
。
何
か
 

安
易
な
機
械
的
な
拠
り
所
と
し
て
依
存
す
る
の
で
は
な
 
く
、
 た
え
ず
自
ら
決
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 そ
 の
た
め
に
は
、
文
字
 や
 

形
に
拘
泥
し
な
が
ら
意
味
の
世
界
を
探
っ
て
行
く
と
い
 
う
道
 以
外
に
は
宗
教
的
真
理
に
到
達
す
る
術
は
な
い
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
見
て
 

も
 見
え
ず
、
読
め
ど
も
読
め
な
い
事
態
と
い
う
惰
性
的
 
状
態
が
生
じ
る
の
は
、
文
字
や
形
に
拘
泥
し
な
い
か
ら
 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

あ
ま
り
に
利
口
に
な
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
 
。
千
度
読
ん
だ
か
ら
、
も
う
完
全
に
理
解
し
終
え
て
い
 
る
と
い
う
も
の
で
は
な
 

い
の
だ
。
も
 
う
 学
ぶ
こ
と
が
な
い
と
し
て
、
他
の
も
の
 に
 気
を
奪
わ
れ
て
は
い
け
な
い
。
文
字
や
形
に
拘
泥
 
し
 な
け
れ
ば
意
味
の
世
界
 

は
 見
え
て
こ
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
神
の
舌
口
葉
は
聞
こ
え
 
て
こ
な
い
。
「
油
断
す
る
こ
と
な
く
、
あ
な
た
の
心
を
 守
れ
 、
 Ⅰ
命
の
泉
は
 、
 

こ
れ
か
ら
流
れ
出
る
か
ら
で
あ
る
」
 蔑
言
 四
・
三
三
。
 

  



宗教と言葉 

脳
の
中
で
の
物
質
変
化
が
人
間
の
思
考
行
動
に
つ
な
が
っ
て
い
る
 
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
で
も
物
質
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
 
動
作
が
決
ま
っ
て
く
 

る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
開
発
で
も
っ
と
も
基
本
と
な
る
 
の
は
、
双
方
向
的
な
ス
イ
ッ
チ
回
路
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
 

そ
 れ
は
必
ず
し
も
金
属
 

物
質
に
お
け
る
も
の
で
な
く
て
も
理
論
的
に
は
か
ま
わ
な
い
の
で
 あ
っ
て
、
自
然
界
に
存
在
す
る
双
方
向
的
な
物
質
の
変
化
さ
え
 
あ
れ
ば
ス
イ
ッ
チ
 
回
 

路
は
作
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
回
路
を
制
御
す
る
の
に
 
空
間
的
に
あ
ま
り
に
も
大
き
な
装
置
が
必
要
と
な
れ
ば
、
そ
れ
 は 非
現
実
的
な
も
の
 

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
将
来
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
仕
組
み
 
は
 現
在
の
も
の
と
は
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
が
、
最
低
限
ス
イ
 ソ チ
回
路
が
で
き
れ
 

。
は
、
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
て
い
る
 

三
つ
の
基
本
的
な
制
御
が
可
能
と
な
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
継
続
 動
 伸
 
-
 
同
じ
動
作
状
態
 

を
 続
け
る
Ⅰ
分
岐
動
作
 
一
 判
断
動
作
と
も
呼
べ
る
。
ひ
と
つ
の
 動作
状
態
か
ら
次
の
動
作
に
移
動
す
る
と
き
、
 

ビ
 こ
に
移
動
す
る
 
か
を
決
め
る
Ⅰ
 
反
 

復
 動
作
一
一
定
の
回
数
同
じ
動
作
を
繰
り
返
す
一
で
あ
る
が
、
 

反
 復
 動
作
は
先
の
二
者
の
複
合
と
も
云
え
る
か
ら
、
基
本
は
継
続
 
動
作
と
分
岐
動
作
で
 

あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
と
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
根
本
的
な
論
理
は
 否
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
変
化
の
基
本
は
否
定
な
の
だ
。
肯
定
 
な
ら
ば
何
一
つ
動
か
 

な
い
。
一
見
、
肯
定
状
態
に
見
え
る
も
の
で
も
、
そ
の
基
礎
は
否
 
定
を
否
定
し
た
上
で
の
肯
定
が
続
い
て
い
る
と
い
う
べ
き
な
の
 
だ
ろ
う
。
人
間
の
 
=
@
 

ロ
 

語
 活
動
も
、
基
礎
は
木
口
定
論
理
に
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
 

。
こ
の
よ
う
な
、
簡
単
な
回
路
か
ら
複
雑
な
動
作
や
活
動
が
生
 

 
 

は
、
 正
に
わ
れ
わ
れ
の
同
世
代
の
諸
手
間
 が
 探
求
し
て
い
る
と
こ
 
ろ
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
大
脳
と
い
う
極
め
て
小
さ
な
空
間
で
 行
わ
れ
て
い
る
物
質
 

の
 変
化
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
認
知
や
判
断
を
司
っ
て
い
る
の
だ
か
 
ら
 、
そ
れ
を
人
工
的
な
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
比
較
す
る
と
 
き
、
あ
ま
り
に
も
 
大
 

き
な
落
差
に
凍
 
然
 と
す
る
。
そ
れ
く
ら
い
人
間
自
身
が
ま
だ
ま
だ
 わ
か
ら
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
の
生
理
学
的
 
実
証
的
研
究
が
進
ま
 

な
い
限
り
こ
の
分
野
が
進
歩
す
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
 

@
 五
 
叩
と
 脳
に
関
し
て
は
、
言
葉
を
聞
く
・
話
す
・
読
む
・
書
く
の
 
働
 き
を
行
う
大
脳
内
の
 

場
所
が
分
か
る
よ
七
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
も
っ
と
高
度
な
 レ ベ
ル
の
言
語
行
動
作
用
が
、
大
脳
内
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
 
い
る
か
が
分
か
っ
て
 

く
れ
ば
、
言
語
に
関
連
し
た
字
間
分
野
は
大
き
な
認
識
の
変
更
を
 
迫
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
 

一
 
2
@
 
 現
代
の
日
本
の
宗
教
界
で
は
、
諸
宗
教
の
対
話
と
い
う
こ
 と
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
が
ど
こ
に
由
来
 

  

ク
 ・
キ
リ
ス
ト
教
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
の
影
響
な
の
か
、
日
本
 

の
 宗
教
界
に
固
有
の
理
由
が
あ
る
の
か
。
価
値
の
多
様
化
が
進
 む 現
代
に
お
い
て
、
 

そ
の
多
様
な
価
値
を
確
認
す
る
程
度
で
は
は
っ
き
り
と
意
味
が
あ
 
る
と
い
え
る
が
、
一
体
そ
の
多
様
性
を
多
様
な
ま
ま
自
ら
の
 
内
 で
 並
存
さ
せ
て
置
け
 

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
的
寛
容
は
現
代
に
お
い
て
当
然
あ
る
べ
 
き
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
自
己
の
内
部
に
お
 
け
る
宗
教
的
価
値
 
並
 

存
は
不
純
で
あ
る
。
自
ら
に
と
っ
て
明
ら
か
に
悪
で
あ
る
も
の
、
 

く
だ
ら
な
い
と
思
え
る
も
の
な
ど
が
世
の
中
に
は
あ
る
。
そ
の
 
よ
う
な
も
の
が
あ
る
 

引
 

 
 

と
 感
じ
て
こ
そ
信
仰
に
生
き
る
者
は
、
宗
教
的
な
努
力
を
す
る
の
 で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
に
、
自
ら
の
宗
教
で
は
な
い
も
の
を
ど
 
れ
く
ら
い
学
ん
で
埋
け
 

解
 で
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
向
か
。
対
象
が
複
数
あ
る
と
す
る
 
と
 一
体
ど
れ
ほ
 ビ
 の
時
を
必
要
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
 
  

か
 。
卑
近
な
例
で
申
し
訳
な
い
が
、
生
ま
れ
た
赤
ん
坊
が
 、 親
と
 ま
と
も
に
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
に
一
体
ど
れ
く
ら
い
の
 
時
間
が
必
要
だ
ろ
う
 



か
 。
そ
れ
ま
で
に
赤
ん
坊
が
す
る
こ
と
は
、
良
く
見
聞
し
て
 真
 似
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
よ
う
や
く
話
が
 で
き
る
よ
う
に
な
 

る
 。
対
話
な
ど
は
、
も
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
 
似
 
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、
対
話
は
一
見
成
立
し
た
に
 
見
え
て
も
、
そ
れ
ぞ
Ⅲ
 

れ
は
自
分
の
経
験
世
界
で
納
得
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
 

本
 当
 に
理
解
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
 な
い
 い
 方
を
す
れ
 

｜
 

@
 
 対
 言
 な
と
と
し
 う
 レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
己
の
世
 界
を
突
き
破
っ
て
 、
 他
を
励
ま
し
勧
め
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
 
な
け
れ
ば
、
真
剣
な
 

椰
 

ギ
よ
、
、
 
キ
白
 

取
り
組
み
と
は
到
底
思
え
な
い
。
は
た
し
て
、
現
在
い
わ
れ
る
 
対
 話
 と
は
、
そ
こ
ま
で
腰
を
据
え
た
も
の
な
の
だ
ら
つ
か
。
加
え
 て 、
宗
教
対
話
は
 

実
践
的
事
柄
で
あ
っ
て
、
宗
教
学
者
の
対
話
を
意
味
す
る
の
で
は
 な
い
。
宗
教
学
者
が
対
話
す
る
の
は
 当
殊
 の
こ
と
で
あ
る
。
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        "@"  ヱ %                 の場合 要因・ 規定要 目脇 四七学       因                                           半平 五二 O 二       
O 日 

五 O       八 五 一 
  0 九五一 一 '    。 他         

序
章
と
第
 1 
章
は
、
本
書
全
体
の
序
論
に
あ
た
る
。
現
代
の
日
本
 
 
 

宗
教
的
関
心
の
高
ま
り
の
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
 
社
ム
 
五
 心
理
学
 

的
 研
究
の
課
題
を
提
示
す
る
。
序
章
で
は
宗
教
学
に
お
け
る
世
俗
 
化
 を
め
 

ぐ
る
議
論
の
諸
相
を
あ
と
づ
け
、
策
士
 章 で
は
心
理
学
に
お
け
る
 
宗
教
研
 

 
 

 
 
 
 

究
の
歴
史
的
動
向
と
現
状
を
顧
み
な
が
ら
、
綿
密
に
論
旨
を
展
開
 
 
 

る
 。
著
者
は
心
理
学
科
の
出
と
聞
い
た
よ
う
に
思
う
が
、
宗
教
学
 
に
 関
す
 

辞
 

 
 

る
 新
し
い
知
識
も
豊
か
と
察
せ
ら
れ
て
、
ま
ず
感
銘
し
た
。
そ
れ
 に 引
き
 

書
評
と
紹
介
 

第
 6
 章
万
町
神
社
参
詣
者
の
宗
教
性
 

｜
 病
気
な
お
し
の
神
さ
ま
に
集
う
人
び
と
 

第
 7
 章
宝
山
寺
請
員
の
宗
教
性
 

｜
 商
売
の
神
さ
ま
に
集
う
人
び
と
二
二
七
 

第
 8
 章
民
俗
宗
教
性
の
伝
播
 

｜
 現
代
に
お
け
る
 非
 ム
ロ
理
性
の
復
権
と
家
族
の
 

宗
教
観
二
五
二
 

第
 W
 部
 
日
本
人
の
宗
教
性
の
諸
相
 

 
 

七
七
 

第
 印
章
日
本
人
の
宗
教
性
の
特
質
と
対
人
観
 

一
九
七
 

第
皿
章
 
宗
教
性
と
死
の
怖
れ
 

二
七
 

第
は
章
 
現
代
家
族
の
孤
独
と
死
生
観
 

一
四
土
 

ハ
 

第
 c
A
.
 

章
 
住
職
の
信
仰
タ
イ
プ
 と
 宗
教
性
 

｜
 心
理
学
的
正
定
聚
類
型
論
 

二
 二
八
て
Ⅱ
 

こ
の
後
の
三
八
七
頁
以
下
に
、
詳
細
な
文
献
リ
ス
ト
、
あ
と
が
き
 、
住
職
 

用
 と
門
徒
用
そ
れ
ぞ
れ
の
 宗
勢
 実
態
基
本
調
査
 票
 、
人
名
・
事
項
 索
引
な
 

ど
が
つ
い
て
い
る
。
 

  



か
え
て
、
わ
た
く
し
は
宗
教
学
科
の
出
と
し
て
宗
教
心
理
学
に
も
 一
応
の
 

関
心
を
寄
せ
て
は
い
た
も
の
の
、
と
く
に
最
近
は
不
勉
強
で
、
 

心
 理
学
に
 

関
す
る
知
識
に
甚
だ
し
く
欠
け
る
こ
と
を
本
書
に
よ
っ
て
い
た
く
 自覚
 さ
 

せ
ら
れ
た
。
宗
教
心
理
学
へ
の
関
心
と
い
っ
て
も
、
わ
た
く
し
の
 
場
合
、
 

も
っ
ぱ
ら
学
説
史
的
な
も
の
で
実
態
調
査
な
ど
と
は
無
関
係
の
い
 
び
つ
な
 

も
の
だ
っ
た
か
ら
、
実
態
を
示
す
統
計
図
表
を
序
章
だ
け
で
も
 
五
 つ
も
 掲
 

げ
る
類
の
論
述
に
接
し
て
、
こ
れ
ぞ
本
格
的
な
心
理
学
論
文
と
  
 

た
 。
こ
の
程
度
の
わ
た
く
し
に
本
書
の
書
評
な
ど
と
は
お
こ
が
ま
 し
き
 限
 

り
で
あ
る
。
ろ
く
な
こ
と
は
書
け
な
い
と
思
う
け
れ
ど
、
た
 いへ
 ん
興
味
 

の
 責
任
観
、
そ
れ
が
著
者
の
研
究
の
根
底
に
は
横
た
わ
っ
て
 
い
 

深
く
か
つ
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
多
く
通
読
し
た
の
で
、
そ
の
紹
介
 

る
ら
し
 

な
ら
び
 

に
 感
想
の
一
端
を
述
べ
て
書
評
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

第
 I
 部
は
、
著
者
の
宗
教
社
会
心
理
学
方
法
論
の
枠
組
を
示
す
。
 

著
者
 

は
 、
み
ず
か
ら
語
る
と
こ
ろ
に
 ょ
 れ
ば
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
 

僧
侶
で
 

も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
立
場
か
ら
、
「
教
学
不
在
の
現
場
」
 

一
 
Ⅰ
 情
  
 

歩
き
 一
 と
「
現
場
不
在
の
教
学
」
 
一
 
上
知
の
独
り
歩
き
 
一
 を
痛
感
 せ
 ざ
る
を
 

え
な
い
、
と
も
い
う
。
つ
ま
り
、
本
山
の
正
統
的
真
宗
教
学
と
現
 場 の
 門
 

従
来
に
強
い
民
俗
宗
教
性
と
の
間
に
は
、
タ
テ
マ
エ
と
ホ
ン
ネ
 
と
 の
 乖
離
 

が
あ
る
。
宗
門
の
こ
の
実
状
に
直
面
し
て
胸
中
に
錯
綜
す
る
僧
侶
 と
し
て
 

し
か
し
、
性
急
に
僧
侶
と
し
て
対
策
を
講
じ
よ
う
と
い
う
の
 で
は
な
 

い
 。
学
者
と
し
て
あ
く
ま
で
冷
静
に
科
学
的
に
、
真
宗
関
係
者
は
 も
ち
 ろ
 

ん
 、
日
本
人
一
般
に
固
有
な
基
層
信
仰
の
構
造
を
探
ろ
う
と
企
て
 る
 。
 そ
 

0
 社
会
心
理
学
的
分
析
の
た
め
に
、
ま
ず
 第
 1
 部
で
、
「
宗
教
的
 
地
非
 

@
 
ぽ
ぽ
」
 

と
「
宗
教
性
の
次
元
」
と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
 

態
度
は
 

感
情
・
認
知
，
行
動
の
三
成
分
か
ら
成
る
こ
と
、
宗
教
性
測
定
の
 力竺
几
と
 

し
て
は
宗
教
的
感
情
 
-
 
経
験
的
次
元
一
，
信
念
 

一
 イ
デ
オ
ロ
ギ
  
 

元
 -
 ・
実
践
 
-
 
儀
礼
的
次
元
一
・
知
識
（
知
的
次
元
一
・
効
果
 

-
 
括
 果
的
次
 

Ⅳ
 

元
 -
 の
五
次
元
の
あ
る
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
上
で
、
日
本
の
文
化
 
や
 社
会
 

 
 

の
 特
色
と
も
つ
な
が
る
よ
う
な
宗
教
性
の
あ
り
よ
う
を
、
因
子
分
 
析
の
手
 

法
な
ど
を
用
い
て
析
出
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

第
 Ⅱ
部
は
、
著
者
の
属
す
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
の
約
二
割
 に
あ
 

た
る
 二
 0
 
一
二
 ケ
 寺
の
住
職
と
そ
の
門
徒
代
表
（
檀
家
総
代
に
相
 圭
一
を
 

対
象
と
し
て
、
郵
送
と
電
話
督
促
に
よ
る
質
問
紙
調
査
を
行
い
、
 

得
ら
れ
 

た
 住
職
一
五
一
三
名
・
門
徒
代
表
一
四
 0
 七
名
の
回
答
資
料
を
分
 析
 考
察
 

し
た
、
そ
の
結
果
の
報
告
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
す
 で
に
数
 

国
 行
わ
れ
た
一
連
の
調
査
研
究
を
背
景
と
し
な
が
ら
工
夫
改
良
さ
 ね
 、
 
一
 

九
八
三
年
に
実
施
さ
れ
た
。
分
析
に
あ
た
っ
て
の
 計
量
的
操
作
 

-
 

の
 説
明
 

が
 、
こ
こ
か
ら
後
本
書
を
通
じ
て
頻
出
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
 

た
 と
え
ば
 

ギ
リ
シ
ャ
文
字
の
入
っ
た
数
式
を
は
じ
め
と
し
て
わ
た
く
し
に
は
 
皆
目
 わ
 

か
ら
な
い
。
デ
ー
タ
を
処
理
し
解
釈
し
て
い
く
筋
道
が
、
客
観
性
 ム
ロ
 
理
 

性
 
・
妥
当
性
・
 信
 癌
性
な
ど
の
占
で
ど
の
程
度
有
意
の
も
の
か
を
 厳
密
に
 

測
定
し
て
提
示
す
る
、
と
い
っ
た
科
学
性
保
証
の
操
作
で
あ
る
ら
 
 
 

こ
う
し
て
展
開
さ
れ
る
議
論
は
、
論
題
に
お
い
て
も
結
論
に
お
い
 て
も
き
 

ね
 め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ご
く
一
部
の
偏
っ
 

た
 紹
介
 

と
 未
熟
な
感
想
と
を
記
し
て
終
わ
る
ほ
か
は
な
い
。
 

第
 4
 章
で
、
操
作
の
点
は
五
里
霧
中
な
が
ら
わ
た
く
し
に
も
面
白
 { 吐
 
-
 
枕
 

め
た
の
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
。
門
徒
代
表
の
と
 

不
 数
行
動
 

に
関
す
る
一
四
項
目
の
回
答
に
パ
タ
ー
ン
分
類
の
数
量
化
を
施
し
 たと
こ
 

ろ
 、
志
向
の
タ
イ
プ
と
し
て
、
左
右
横
軸
の
「
物
の
宗
教
」
と
「
 
 
 

教
 」
、
上
下
縦
軸
の
「
彼
岸
」
と
「
此
岸
」
と
い
う
二
軸
の
間
に
 
 
 



詐
 

害
 

-
 

  

    
ら
の
宗
教
行
動
が
分
散
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
井
階
 

層
的
ク
 

ラ
ス
タ
ー
分
析
に
よ
っ
て
門
徒
代
表
が
一
一
群
に
分
類
で
き
た
。
 

ま
た
、
 

宗
教
的
態
度
の
因
子
分
析
を
試
み
た
結
果
で
は
、
住
職
と
門
徒
 

代
 表
 の
 因
 

子
 構
造
は
酷
似
し
て
い
た
。
そ
こ
で
両
者
を
併
合
し
て
抽
出
さ
れ
 

た
 因
子
 

は
 、
「
民
俗
宗
教
性
」
「
真
宗
信
仰
性
」
「
宗
教
的
実
践
性
」
「
保
守
 

性
 Ⅰ
」
コ
事
 

な
か
れ
 義
 」
の
五
つ
と
な
っ
た
。
オ
ル
ポ
ー
ト
は
宗
教
的
 

志
 向
性
を
 

「
内
発
的
」
と
「
外
光
 

的
 」
に
分
け
た
が
、
「
真
宗
信
仰
性
」
と
 

「
 
&
 
丁
 
比
牡
 

的
 実
践
性
」
は
前
者
に
、
「
民
俗
宗
教
性
」
と
「
事
な
か
れ
主
義
 

」
は
後
 

者
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
門
徒
代
表
と
住
職
と
を
各
因
子
得
点
 

に
よ
っ
 

て
 比
較
し
て
み
る
と
、
門
徒
代
表
は
住
職
に
比
べ
て
民
俗
宗
教
性
 

へ
の
 
傾
 

向
 が
非
常
に
強
い
。
逆
に
、
真
宗
信
仰
性
に
お
い
て
は
住
職
の
方
 

ハ
か
庫
ム
 

口
 

 
 

 
 

が
 見
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
五
 

0
 歳
を
信
仰
の
分
岐
 

占
 と
す
る
こ
 

と
が
で
 

き
る
が
、
こ
れ
を
年
齢
的
要
因
に
よ
る
と
見
る
か
、
歴
史
的
・
 

時
 代
 的
要
 

因
 に
よ
る
と
見
る
か
、
な
お
日
本
社
会
の
実
情
に
も
適
合
し
た
 

研
 究
 が
必
 

要
 で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
門
徒
代
表
へ
の
影
響
要
因
と
し
て
は
、
 

寺
 院
 規
模
 

や
 住
職
の
教
化
活
動
の
重
要
な
こ
と
も
計
量
的
に
読
み
取
ら
れ
た
 

 
 

第
 5
 章
で
も
、
興
味
深
い
論
占
は
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
 

う
 な
 

を
 境
目
と
し
て
加
齢
と
と
も
に
真
宗
信
仰
性
の
深
ま
り
が
見
ら
れ
 

る
 。
 と
 

同
時
に
、
 
門
 信
徒
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
希
薄
な
が
ら
、
住
職
で
 

す
ら
 年
 

と
 と
る
に
し
た
が
い
民
俗
宗
教
性
の
色
彩
を
も
帯
び
て
い
く
。
 

さ
 ら
に
山
下
 

取
的
実
践
性
の
程
度
も
、
年
齢
の
高
ま
る
に
つ
れ
て
強
く
な
っ
て
 

 
 

い
ず
れ
も
宗
教
性
の
五
 

0
 歳
 分
岐
説
を
証
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
 

年
 

柿
 の
ほ
か
に
も
、
住
職
の
各
因
子
 

得
占
に
 
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
 

要
因
は
 

数
々
あ
る
。
寺
院
所
在
地
の
地
域
性
、
都
 郡
性
 、
あ
る
い
は
寺
院
 の
 規
模
 

な
ど
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
要
因
も
あ
る
。
ま
た
、
住
職
が
伝
道
 
教
化
の
 

活
動
に
取
り
組
む
、
そ
の
水
準
が
高
け
れ
ば
高
 い ほ
ど
、
住
職
 自
 身
 の
 民
 

僻
宗
拙
 性
は
低
下
し
真
宗
信
仰
性
が
向
上
し
て
い
る
、
と
い
う
 
関
 係
 0
 話
 

種
の
調
査
資
料
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
。
現
代
は
情
報
化
社
会
と
い
 
 
 

ら
 、
布
教
伝
道
の
根
本
は
、
教
団
中
心
の
組
織
伝
道
よ
り
も
む
し
 ろ、
住
 

職
 と
門
信
徒
と
の
緊
密
な
対
話
、
家
族
・
近
隣
・
仲
間
を
中
心
と
 
 
 

間
的
 
・
体
面
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
 

回
答
 資
 

料
 が
示
唆
し
て
い
た
。
 

第
 Ⅲ
部
で
は
、
問
題
を
拡
げ
て
日
本
人
に
一
般
的
な
民
俗
宗
教
性
 
を
、
 

い
わ
ば
微
視
的
に
、
個
人
の
宗
教
意
識
・
行
動
に
視
線
を
合
わ
せ
 
て
 探
ろ
 

う
と
試
み
る
。
そ
こ
で
調
査
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
が
、
 

ま
 ず
 第
 6
 

章
 、
生
駒
五
町
銅
帯
神
社
の
参
詣
者
で
あ
る
。
一
九
八
六
年
五
月
 
、
質
問
 

票
 を
も
っ
た
の
べ
二
五
人
の
面
接
 員
が
 、
境
内
で
参
詣
者
を
無
作
 為に
ぬ
 迭
 

ん
 で
イ
ン
タ
ー
 
ブ
ユ
 
ー
を
行
い
、
総
計
一
二
九
名
の
回
答
を
得
た
 。質
問
 

項
目
す
べ
て
に
完
全
回
答
の
得
ら
れ
た
の
は
七
一
名
で
あ
っ
た
。
 

病
気
な
 

お
し
の
神
さ
ま
で
庶
民
の
崇
敬
篤
い
神
社
で
あ
る
。
参
詣
者
に
は
 
現
世
相
 

盃
酌
信
仰
の
強
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
信
仰
の
次
元
 
構
せ
 坦
 、
世
間
 

の
い
わ
 め
る
迷
信
・
俗
信
と
の
関
係
、
日
常
の
宗
教
行
動
の
実
態
 
 
 

解
明
が
本
章
の
課
題
と
な
る
。
得
ら
れ
た
研
究
結
果
の
う
ち
か
ら
 
、
そ
の
 

一
部
の
み
を
次
に
紹
介
す
る
。
 

完
全
回
答
七
一
名
の
資
料
に
計
量
的
操
作
を
慎
重
に
繰
り
返
し
 た
結
 

 
 
 
 

果
 、
第
 1
 因
子
か
ら
 第
 V
 因
子
ま
で
五
つ
の
因
子
が
析
出
さ
れ
た
 
。
そ
れ
 

一
 

ぞ
れ
の
特
徴
に
し
た
が
っ
て
、
「
 
向
 宗
教
性
」
「
霊
魂
観
念
」
「
 加
 護
 観
念
」
 
、
 

9
l
 

5
 

「
祖
先
崇
拝
」
「
近
代
合
理
主
義
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
の
う
 



ち
第
 Ⅱ
・
 第
 Ⅲ
・
 第
 Ⅳ
因
子
は
 、
 三
つ
の
異
な
る
民
俗
宗
教
性
 

-
 
霊
魂
 観
 

念
 
・
加
護
観
念
・
祖
先
崇
拝
）
を
表
す
と
と
も
に
、
三
つ
の
異
な
 

る
 心
理
 

学
的
反
応
（
畏
怖
・
感
謝
・
思
慕
の
念
 一
 を
反
映
し
て
い
る
。
「
 
霊
魂
 観
 

念
 」
は
、
死
者
へ
の
畏
怖
、
病
苦
災
厄
を
も
た
ら
す
 タ
タ
リ
 の
 観
 ム
 
芯
に
 、
 

「
加
護
観
念
」
は
、
神
仏
へ
の
感
謝
、
 

ご
 利
益
を
も
た
ら
す
 オ
カ
 ゲ
の
観
 

念
に
 、
そ
れ
ぞ
れ
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
祖
先
崇
拝
」
は
 
祖
霊
 か
 

ら
 氏
神
へ
と
つ
な
が
る
観
念
に
結
び
つ
く
。
以
上
三
つ
の
要
素
は
 
、
浄
土
 

真
宗
に
あ
っ
て
は
「
民
俗
宗
教
性
」
と
い
う
一
つ
の
因
子
に
一
括
 
さ
れ
て
 

い
た
。
五
町
神
社
で
は
、
そ
れ
が
三
つ
の
因
子
と
し
て
 
哉
殊
と
識
 別
さ
れ
 

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
俗
宗
教
の
心
意
を
読
み
と
る
感
性
に
 
お
い
て
 

五
町
信
者
の
方
が
鋭
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
 
偏
 相
関
 分
析
を
 

行
っ
た
と
こ
ろ
、
加
護
観
念
と
祖
先
崇
拝
の
相
関
は
非
常
に
強
く
 
、
霊
魂
 

観
念
と
迷
信
・
俗
信
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
前
者
が
 オカ
ゲ
 、
後
者
 

が
タ
タ
リ
 
と
い
う
宗
教
心
に
つ
な
が
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 

か
ら
五
つ
の
講
を
選
び
、
 
講
 @
 
星
 八
五
一
名
に
対
し
て
質
問
紙
調
査
 
な
 行
っ
 

続
い
て
第
 7
 章
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
真
言
律
宗
生
駒
山
宝
山
寺
 の
講
 

員
 で
あ
る
。
五
町
神
社
の
病
気
な
お
し
に
対
し
て
、
宝
山
寺
は
商
 
売
の
神
 

さ
ま
と
し
て
近
隣
に
名
を
知
ら
れ
る
が
、
聖
天
信
仰
を
中
心
と
す
 
る
講
組
 

織
 を
も
つ
。
 
，
 
」
の
組
織
化
の
有
益
に
よ
る
両
者
の
相
違
が
 

、
こ
 @
 
」
で
の
 一
 

つ
の
着
眼
点
と
な
る
。
一
九
九
一
年
一
 

0
 月
 、
五
五
の
講
集
団
の
 
あ
る
中
 

た
 。
無
記
名
回
答
の
郵
送
に
よ
る
回
収
数
は
一
七
八
名
、
完
全
日
 生
口
 
は
八
 

八
名
で
あ
っ
た
。
五
町
参
詣
者
と
の
比
較
を
目
指
し
な
が
ら
そ
れ
 
ぞ
れ
に
 

分
析
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
宝
山
寺
 請
具
に
 
つ
い
て
は
「
報
恩
の
 
念
 」
「
 御
 

霊
 信
仰
」
「
来
世
信
仰
」
の
 
三
 因
子
が
抽
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
 石
 団
参
詣
 

者
の
宗
教
性
の
構
造
と
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
宗
教
行
動
と
 の 関
連
 

0
 分
析
な
ど
を
も
加
え
て
こ
の
差
異
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
お
 
ょ
 
そ
こ
う
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い
う
こ
と
で
あ
る
。
講
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
年
を
経
る
に
し
た
 
@
@
@
 

カ
レ
  
 

 
 

現
世
利
益
追
求
は
薄
ら
い
で
報
恩
感
謝
の
念
が
濃
厚
と
な
る
。
 

来
 世
 信
仰
 

 
 

が
 彼
岸
志
向
的
と
な
っ
て
祈
願
の
数
は
減
少
す
る
。
来
世
信
仰
に
 
は
仏
や
 

霊
魂
の
信
心
が
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
が
、
こ
の
仏
や
霊
魂
は
 
タ
 
タ
リ
 を
 

な
す
も
の
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
か
く
て
 
講
 @
 
貝
 こ
千
 

@
@
@
 
@
,
 

御
霊
信
仰
が
報
恩
の
念
、
そ
し
て
来
世
信
仰
へ
と
展
開
さ
れ
、
 

い
 わ
ば
 宗
 

教
 的
な
成
熟
昇
華
が
経
験
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
，
 」
ま
で
は
浄
土
真
宗
、
石
切
神
社
、
宝
山
寺
と
、
自
分
か
ら
 

特
 定
 め
 

宗
教
に
関
わ
っ
た
比
較
的
高
齢
の
人
々
の
問
題
で
あ
っ
た
が
、
 

第
 8
 章
で
 

調
査
対
象
と
す
る
の
は
、
よ
り
一
般
的
で
よ
り
若
い
大
学
生
と
そ
 
の
 両
親
 

た
ち
で
あ
る
。
現
代
の
宗
教
状
況
を
概
観
し
た
の
ち
に
調
査
に
先
 
立
っ
て
 

設
定
さ
れ
た
仮
説
は
 
、
 ①
 親
 と
子
の
宗
教
観
の
構
造
は
同
じ
で
あ
 る
、
 ②
 

男
子
は
父
親
の
、
女
子
は
母
規
の
宗
教
観
の
影
響
を
受
け
て
い
る
 
、
 ③
 子
 

ど
も
、
と
く
に
女
子
は
両
親
に
比
べ
て
霊
界
を
志
向
す
る
宗
教
 観
 が
強
 

い
、
の
三
つ
で
あ
る
。
大
阪
市
立
大
学
学
生
三
一
二
名
一
男
子
二
 

 
 
二
 ：
 
/
  
 

女
子
八
二
、
性
別
不
明
一
二
、
両
親
三
九
五
名
一
文
 

規
 
一
九
三
、
 
母
親
二
 

0
 
し
か
ら
得
ら
れ
た
回
収
資
料
に
、
厳
密
な
計
量
的
操
作
を
繰
 り
 返
し
 

て
 実
証
的
検
討
を
試
み
た
結
果
、
こ
れ
ら
の
仮
説
は
ほ
ぼ
全
面
的
 
に
 支
持
 

さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
実
証
の
過
程
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
議
論
 
の
な
か
 

で
、
と
く
に
興
味
深
く
覚
え
た
の
は
次
の
よ
う
な
諸
点
で
あ
っ
た
 
 
 

仮
説
①
は
、
学
生
酢
、
両
親
 群
 、
お
の
お
の
別
個
に
分
析
し
た
 国
 子
構
 

造
 が
非
常
に
高
い
近
似
値
を
示
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
 
。
 つ
 

で
 親
子
の
デ
ー
タ
を
込
み
に
し
て
分
析
し
た
結
果
、
五
つ
の
因
子
 
が
 抽
出
 

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
 
1
 向
 宗
教
性
、
Ⅱ
霊
魂
観
念
、
Ⅲ
加
護
観
念
、
 

Ⅳ
個
人
 



書評と紹介 

主
義
 的
 宗
教
、
 
V
 近
代
ム
ロ
里
主
義
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
Ⅱ
 
と
 Ⅲ
 は
 

石
坑
参
詣
者
と
共
通
で
あ
る
。
二
つ
の
因
子
は
こ
う
し
て
、
大
半
 
が
 宗
教
 

集
団
の
成
員
で
は
な
い
ご
く
普
通
の
サ
ン
プ
ル
に
お
い
て
見
い
 だ
さ
れ
 

た
 。
こ
こ
か
ら
結
論
す
れ
ば
、
日
本
人
の
固
有
信
仰
は
加
護
（
 
オ
 ヵ
ゲ
 -
 

と
 霊
魂
 
-
 
タ
 タ
リ
一
の
観
念
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
 
差
し
支
 

え
な
い
だ
ろ
う
。
つ
い
で
、
因
子
負
荷
量
の
高
い
項
目
に
よ
っ
て
 
尺
度
を
 

構
成
し
、
男
子
・
女
子
・
父
親
・
母
親
の
四
群
の
得
点
を
算
出
し
 
て
 考
察
 

し
た
結
果
、
仮
説
③
が
支
持
さ
れ
た
。
す
な
 ね
 
ち
、
若
者
は
教
 団
 ・
 教
 

義
 ・
戒
律
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
成
立
宗
教
に
否
 

定
 的
態
 

度
 を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
霊
魂
観
念
が
両
親
よ
り
も
子
ど
も
に
、
 

男
性
よ
 

り
も
女
性
に
濃
厚
な
こ
と
、
な
ど
が
数
字
の
上
で
明
ら
か
と
な
っ
 
@
@
 

六
カ
 
@
,
 

。
 

こ
れ
は
両
親
よ
り
も
若
者
、
と
く
に
女
子
が
た
と
え
ば
 
霊
術
系
新
 宗
教
な
 

ど
を
志
向
す
る
と
い
う
仮
説
に
合
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仮
説
 
②
を
 検
 

証
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
相
関
係
数
を
算
出
し
 た
と
こ
 

ろ
 、
親
子
の
間
に
は
多
く
の
有
意
な
プ
ラ
ス
の
相
関
が
あ
り
、
 

男
 子
は
母
 

親
 よ
り
も
父
親
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
女
子
 
は
 父
母
 

の
 影
響
を
同
程
度
に
受
け
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
 
注
目
す
 

べ
き
こ
と
は
、
な
子
に
母
親
の
霊
魂
観
念
の
影
響
が
す
こ
ぶ
る
 

大
 き
い
こ
 

と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
女
子
の
霊
 術
 志
向
の
母
体
が
母
親
に
あ
 る
こ
と
 

を
 
示
唆
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
本
章
の
分
析
は
、
い
わ
ゆ
る
 
宗
教
団
 

帰
 現
象
や
私
化
現
象
な
ど
に
も
光
を
あ
て
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
 

大
学
生
と
そ
の
両
親
に
ま
で
調
査
対
象
を
広
げ
て
き
た
著
者
は
、
 

さ
ら
 

に
 対
象
も
テ
ー
マ
も
一
層
拡
大
し
て
、
ま
さ
し
く
彩
り
も
豊
か
 な
 
「
 
諸
 

相
 」
を
 第
 Ⅳ
部
で
取
り
扱
う
。
 
基
想
 と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
 

ま
で
に
 

確
か
め
ら
れ
た
加
護
と
霊
魂
、
す
な
わ
ち
 オ
カ
ゲ
 
・
 タ
タ
リ
 
"
 コ
 ン
プ
レ
 

ッ
ク
ス
 と
い
う
日
本
人
の
宗
教
性
で
あ
る
。
こ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
 
 
 

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
い
か
に
絡
み
合
い
な
が
ら
日
本
人
 
の
 現
代
 

的
 宗
教
状
況
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
か
を
、
計
量
化
・
類
型
化
 の手
法
 

を
 駆
使
し
な
が
ら
解
明
し
て
見
せ
る
。
そ
の
際
、
日
本
人
論
・
 

日
 本
社
会
 

論
 
・
日
本
文
化
論
・
日
本
宗
教
論
な
ど
の
有
力
な
諸
説
の
参
照
を
 

忘
れ
な
 

い
 。
実
態
調
査
に
素
人
の
わ
た
く
し
な
ど
に
は
、
読
ん
で
面
白
か
 
 
 

は
む
し
ろ
こ
の
 
策
 Ⅳ
部
で
あ
る
。
不
手
際
で
残
念
な
が
ら
、
も
は
 や草
垣
 

に
 紹
介
す
る
紙
数
が
な
い
。
拡
大
さ
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
 

上
掲
の
 

目
次
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
若
者
に
見
ら
れ
る
新
種
の
価
値
観
 
や
 宗
教
 

心
と
固
有
信
仰
の
水
脈
と
の
つ
な
が
り
、
他
人
と
の
関
係
を
ど
う
 

捉
え
る
 

か
と
い
う
対
人
観
の
類
型
と
宗
教
観
と
の
関
連
、
死
を
い
か
に
 
意
 味
 づ
け
 

る
か
と
い
う
 
死
観
 の
 六
 因
子
と
向
宗
教
性
・
加
護
観
念
・
霊
魂
 観 念
 と
の
 

相
関
、
現
代
家
族
の
荒
廃
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
社
会
心
理
学
的
実
 
態
と
死
 

観
や
儀
礼
と
の
関
係
、
そ
し
て
結
び
に
、
真
宗
の
い
わ
ゆ
る
 
正
定
 聚
 の
 位
 

に
 住
す
る
念
仏
者
の
心
理
学
的
人
物
類
型
、
な
ど
と
い
っ
た
 テ
｜
 7
 で
あ
 

る
 。
拡
大
さ
れ
た
調
査
対
象
と
は
、
浄
土
真
宗
一
般
 門 信
徒
、
立
 正
使
 成
 

会
 信
徒
、
関
西
大
学
生
、
女
子
短
大
生
、
看
護
学
院
生
、
看
護
 婦
 、
医
 

師
 、
大
阪
府
在
住
高
齢
者
な
ど
、
質
と
量
の
両
面
で
の
増
加
で
あ
 
る
 。
 分
 

析
と
 考
察
は
微
に
入
り
組
を
穿
っ
て
ま
さ
に
多
種
多
様
で
あ
る
が
 
 
 

的
 甘
え
が
神
仏
へ
の
甘
え
に
転
化
さ
れ
る
と
か
、
仏
壇
は
 オカ
 。
 
ケ
  
 

棚
は
タ
タ
リ
 
の
観
念
に
相
当
す
る
と
か
、
小
味
の
き
い
た
指
摘
も
 
あ
る
。
 

し
か
し
大
筋
は
、
日
本
人
の
固
有
信
仰
と
し
て
の
 
オ
カ
ゲ
と
タ
タ
  
 

 
 
 
 

あ
る
。
 
第
 Ⅳ
部
の
み
な
ら
ず
、
本
書
全
体
を
貫
く
主
題
が
こ
こ
に
 
あ
る
こ
 

と
は
、
副
題
に
示
さ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
ま
 
と
ま
つ
 

㏄
 

 
 

た
 説
明
が
、
第
 9
 章
と
第
 ロ
 章
に
も
出
て
い
る
。
因
子
分
析
を
中
 
 
 



た
 計
量
的
研
究
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
宗
教
性
と
し
て
、
 

向
 宗
教
  
 

護
 観
念
、
霊
魂
観
念
の
三
 
つ
が
 析
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
 加
 護
 観
念
 

と
 霊
魂
観
念
は
、
日
本
人
の
心
の
深
層
に
隠
れ
て
い
る
原
始
的
付
 
性
｜
民
 

俗
 宗
教
性
あ
る
い
は
固
有
信
仰
 １
 で
あ
り
、
当
人
も
そ
れ
を
宗
教
 

で
あ
る
 

と
は
通
常
意
識
し
な
い
宗
教
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
加
護
 
オ
カ
ゲ
 と
 霊
魂
 

タ
タ
リ
 が
日
本
人
の
固
有
信
仰
の
特
色
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
 

 
 

因
子
と
し
て
括
り
出
さ
れ
た
項
目
許
を
ま
と
め
て
何
と
名
づ
け
る
 か
 

そ
こ
に
も
著
者
の
苦
心
が
あ
っ
た
ら
し
い
と
察
せ
ら
れ
る
。
「
 
加
 護
 」
は
 

す
っ
と
納
得
で
き
た
が
、
「
霊
魂
」
は
宗
教
学
用
語
の
常
識
か
ら
 

す
る
と
、
 

ど
う
も
広
す
ぎ
て
違
和
感
が
残
る
。
し
か
し
 タ
タ
リ
 
だ
け
で
は
 

狭
す
ぎ
 

る
 。
霊
魂
 と
タ
タ
リ
 
と
の
「
間
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
項
目
許
 
は
 指
示
し
 

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
加
護
と
一
対
に
し
て
「
 
応
 報
 」
と
 

呼
ん
で
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
向
か
。
応
報
と
い
う
概
念
は
、
タ
タ
 
 
 

は
 広
く
 オ
カ
ゲ
 も
含
む
。
し
か
し
、
報
い
が
来
る
と
か
因
果
応
報
 
 
 

う
と
天
罰
親
田
と
続
く
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
 タタ
リ
 の
 方
 に
比
 

重
 は
か
か
っ
て
い
る
。
応
報
は
輪
廻
に
も
つ
な
が
る
が
、
霊
魂
 
と
 
い
う
ほ
 

ど
 漠
然
と
広
い
概
念
で
は
な
い
。
著
者
の
試
み
た
よ
う
に
 タタ
リ
 と
 ル
ビ
 

を
ふ
る
に
は
、
霊
魂
よ
り
も
応
報
の
方
が
ま
だ
し
も
ふ
さ
わ
し
く
 
は
な
い
 

だ
ろ
う
か
。
 

オ
カ
ゲ
と
タ
タ
リ
 
が
日
本
人
に
「
固
有
」
か
ど
う
か
は
、
な
お
 
検
 証
を
 

要
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
お
よ
そ
生
命
は
他
の
生
命
の
犠
性
 
に
よ
っ
 

て
の
み
あ
り
う
る
、
と
い
う
普
遍
的
事
実
か
ら
抽
象
的
に
思
弁
す
 
る
と
 

オ
カ
ゲ
と
タ
タ
リ
 
の
宗
教
的
観
念
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
人
類
に
普
 
遍
 的
で
 

は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
固
有
税
補
強
の
問
題
に
関
連
 
し
て
 望
 

蜀
の
念
を
述
べ
れ
 
ば
 、
日
本
人
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
大
学
生
や
ア
メ
リ
 力
人
天
 

学
生
な
ど
と
の
比
較
調
査
は
で
き
な
い
も
の
か
。
き
わ
め
て
困
難
 

 
 

は
 多
い
に
せ
よ
、
こ
の
著
者
な
ら
ば
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
と
 
期
 侍
 さ
れ
 

 
 
 
 
 
  
 

る
 。
 

お
わ
り
に
印
象
を
総
括
し
て
い
え
ば
、
著
者
は
「
間
」
に
立
つ
人
 
だ
と
 

思
わ
れ
る
。
社
会
学
と
心
理
学
、
宗
教
学
と
社
会
心
理
学
、
学
 者
と
僧
 

侶
 、
教
学
と
現
場
、
そ
れ
ら
の
間
に
立
ち
、
そ
れ
ら
の
重
畳
す
る
 
場
 に
身
 

を
 置
い
て
、
二
人
前
、
四
人
前
、
六
人
前
の
仕
事
に
挺
身
し
て
い
 
る
 。
 そ
 

の
 立
場
か
ら
、
宗
教
学
的
分
析
が
計
量
的
手
法
に
よ
っ
て
 裏
づ
  
 

た
 、
な
ど
と
い
っ
て
く
れ
る
の
で
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
嬉
し
く
 
な
る
。
 

住
職
の
類
型
を
四
つ
ぼ
分
け
た
上
で
、
「
バ
ラ
ン
ス
型
」
を
伝
道
 
教
化
の
 

責
任
上
も
っ
と
も
現
生
正
定
聚
に
近
い
と
み
な
し
て
い
る
の
も
、
 

間
 に
立
 

っ
て
の
著
者
自
身
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
 

以
上
の
拙
文
に
は
と
ん
で
も
な
い
誤
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
 本
 

書
ヵ
 バ
ー
の
帯
に
「
日
本
で
初
め
て
の
宗
教
社
会
心
理
学
研
究
」
 

と
あ
る
 

の
は
、
誤
報
で
は
な
い
と
 
居
う
 。
 



  と
笛
 

評
 

 
 

は
 し
が
き
 

序
章
宗
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
 

-
 
井
上
順
孝
 -
 

力
 I
 部
 

現
代
宗
教
学
の
基
礎
 

第
 1
 部
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
 一
 
星
野
英
紀
）
 

本
書
は
 、
 主
に
宗
教
科
学
的
研
究
を
行
う
十
五
人
の
研
究
者
に
よ
 っ
て
 

著
さ
れ
た
、
宗
教
や
宗
教
学
に
関
心
を
持
っ
学
生
、
そ
し
て
一
般
 
読
者
 ま
 

で
を
対
象
に
含
め
た
宗
教
学
の
入
門
書
で
あ
る
。
編
者
の
井
上
 
順
 孝
 氏
を
 

始
め
と
す
る
執
筆
陣
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
研
究
に
経
験
科
学
的
方
 
法
 を
採
 

っ
て
い
る
点
、
ま
た
一
般
読
者
の
宗
教
学
へ
の
関
心
に
も
応
え
よ
 

う
と
し
 

て
い
る
占
が
、
本
書
の
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
 
特
徴
、
 

ま
た
そ
れ
は
同
時
に
弱
い
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
こ
れ
ら
を
 
考
慮
に
 

入
れ
た
上
で
本
書
は
学
生
お
よ
び
一
般
読
者
に
勧
め
ら
れ
る
入
門
 
書
 で
あ
 

る
と
評
者
は
判
断
す
る
。
 

そ
れ
で
は
ま
ず
本
書
の
目
次
を
挙
げ
、
評
者
の
力
の
及
ぶ
範
囲
で
 
そ
の
 

内
容
を
簡
単
に
概
観
し
、
そ
の
後
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
 
 
 

海
山
宏
之
 

有
 斐
閣
一
九
九
六
年
一
 
0
 月
 二
八
日
刊
 

四
六
判
三
五
二
頁
一
九
 0
0
 
円
 

井
上
順
孝
・
月
末
昭
男
・
星
野
英
紀
 
編
 

「
宗
教
学
を
学
ぶ
」
 

は
 し
が
き
に
お
い
て
編
者
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
 

な
 ぜ
宗
 

教
 研
究
が
必
要
な
の
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
本
書
が
入
門
書
と
 
 
 

か
な
る
意
義
を
持
つ
か
で
あ
る
。
歴
史
的
に
も
、
ま
た
現
在
も
人
 
間
 の
 営
 

 
 
 
 

み
と
い
う
も
の
に
宗
教
は
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
 そ
れ
ゆ
 

え
 、
多
様
な
文
化
が
交
錯
 し 国
際
化
が
舌
口
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
   

相
互
の
理
解
の
た
め
宗
教
研
究
が
必
要
な
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
 

入
門
書
 

第
 1
 章
宗
教
学
の
歩
み
 -
 
星
野
）
 

第
 2
 章
社
会
の
変
化
と
宗
教
（
岩
井
澤
）
 

第
 3
 章
宗
教
心
理
と
宗
教
思
想
 
｜
 現
代
宗
教
に
お
け
る
「
 悪
 」
 こ
つ
 

@
 

い
て
 
一
島
薗
 進
 -
 

第
 4
 章
社
会
構
造
・
文
化
形
式
と
宗
教
（
 
樫
尾
 直
樹
 -
 

第
 5
 章
宗
教
的
表
象
の
解
読
 
｜
 ヘ
ル
メ
ス
の
例
を
中
心
に
 

-
 
松
 村
一
 

晃
一
 

第
 6
 章
宗
教
現
象
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（
池
上
長
 
正
 -
 

第
 Ⅱ
 部
 

宗
教
の
歴
史
と
現
代
宗
教
 

第
 Ⅱ
部
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
一
月
末
昭
男
一
 

第
 7
 章
オ
リ
エ
ン
ト
宗
教
の
展
開
（
円
本
）
 

第
 8
 章
イ
ン
ド
宗
教
の
展
開
一
宮
 
元
 啓
一
 -
 

第
 9
 章
イ
ス
ラ
ー
ム
の
時
代
（
鎌
田
 
繁
 -
 

第
托
章
 

東
ア
ジ
ア
の
中
国
宗
教
 -
 池
澤
 優
 、
吉
原
和
男
 -
 

第
 Ⅱ
 章
 

熱
帯
ア
フ
リ
カ
と
中
南
米
の
宗
教
 -
 竹
沢
尚
一
郎
 -
 

第
は
章
 

現
代
世
界
の
宗
教
（
已
上
達
也
 一
 

第
 H
 章
 

日
本
の
伝
統
宗
教
 

-
 
村
 淳
 ）
 

第
 M
 章
 

現
代
日
本
の
宗
教
（
井
上
 
-
 



と
し
て
の
本
書
の
対
象
は
、
宗
教
や
宗
教
学
に
関
心
を
持
つ
学
生
 
、
さ
 

に
は
一
般
の
計
祈
が
 
朋
止
 さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
の
 

人
  
 

白
文
化
へ
の
認
識
を
深
め
他
文
化
を
受
け
入
れ
る
態
度
を
形
成
す
 るた
め
 

の
 
一
助
と
し
て
、
宗
教
学
の
研
究
成
果
の
蓄
積
を
紹
介
し
基
本
的
 

な
 見
取
 

0
 図
を
示
す
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
に
 オウ
 ム
 真
理
 

散
事
件
の
話
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
 
 
 

本
吉
は
あ
の
事
件
に
よ
っ
て
 、
 負
の
方
向
と
は
い
え
社
会
的
に
古
 
同
 め
ら
れ
 

た
宗
拉
 お
よ
び
宗
教
学
に
対
す
る
関
心
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
 
で
も
あ
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
先
行
す
る
い
く
つ
か
の
宗
教
学
の
入
門
書
よ
り
も
 
一
層
 

一
般
の
読
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
面
を
強
く
持
つ
。
本
文
 

で
の
や
 

や
 先
の
記
述
で
は
あ
る
が
、
 
第
 l
 部
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
 

で
も
，
」
 

の
 
「
宗
教
及
び
宗
教
学
の
例
外
的
で
不
幸
な
露
出
」
と
い
う
 

オ
ウ
 ム
 真
理
 

散
事
件
を
意
識
し
た
 
文
 舌
口
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
宗
教
を
 
見
る
 眼
 

を
 養
 う
 宗
教
学
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。
 

序
章
で
は
、
人
問
と
宗
教
と
の
関
り
の
深
さ
、
宗
教
研
究
の
視
 
占
 
と
そ
 

の
 研
究
の
在
り
方
、
ま
た
本
書
の
簡
単
な
内
容
紹
介
と
宗
教
研
究
 
の
ま
甘
心
 

表
 
@
 

が
 
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
人
間
の
多
様
な
生
の
営
み
 
 
 

関
 わ
っ
て
い
る
広
義
の
宗
教
概
念
と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
る
。
 

-
 
」
 
れ
 は
は
 

し
が
き
の
内
容
と
通
じ
る
も
の
で
、
や
は
り
こ
こ
で
も
多
様
な
価
 
値
 の
 理
 

解
 の
た
め
、
そ
し
て
現
代
世
界
の
理
解
の
た
め
の
宗
教
学
の
意
義
 
 
 

も
の
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宗
教
学
は
「
宗
教
と
は
何
か
 
」
と
い
 

う
 
水
連
の
 問
 い
に
触
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
宗
教
研
究
の
在
り
 

 
 

て
の
大
き
な
二
つ
の
課
題
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
「
 
適
切
な
 

資
料
・
デ
ー
タ
の
収
集
」
、
 
ム
 「
一
 つ
は
 
「
適
切
な
 

-
 
分
析
の
 一
視
 点
 を
考
 

え
る
こ
と
」
で
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
木
室
 

日
の
二
 

W
W
 構

成
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
 第
 l
 部
で
は
後
者
に
相
当
す
る
 「
 士
示
 
教
 
@
 

 
 

を
 分
析
す
る
基
本
的
視
点
の
王
 要
 な
も
の
の
紹
介
」
が
な
さ
れ
る
 
。
そ
し
 

巧
 

て
第
 Ⅱ
部
は
「
宗
教
史
の
概
略
を
把
握
す
る
た
め
の
、
い
く
つ
か
 
の
 宗
教
 

 
 
 
 

文
化
ご
と
の
展
開
の
概
説
」
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

だ
 が
こ
こ
 

で
 端
無
く
も
「
分
析
」
と
い
う
言
葉
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
 
も
わ
か
 

る
よ
う
に
、
本
書
で
の
宗
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
「
生
々
し
い
 
」
具
体
 

的
な
現
わ
れ
と
し
て
の
宗
教
現
象
を
「
も
っ
ぱ
ら
思
索
の
中
だ
 け
で
 展
 

開
 」
す
る
こ
と
な
く
研
究
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
て
、
宗
教
哲
学
 
、
あ
る
 

い
は
教
学
の
展
開
に
つ
い
て
の
ス
ペ
ー
ス
は
第
一
部
の
宗
教
研
究
 
の
視
占
 

の
 紹
介
に
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
 

第
 1
 章
 
「
宗
教
学
の
あ
ゆ
み
」
に
お
い
て
は
、
宗
教
学
の
学
説
 の
変
 

遷
 、
日
本
の
宗
教
学
史
な
ど
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
 
明
確
に
 

「
本
書
は
具
体
的
な
宗
教
現
象
を
研
究
す
る
立
場
の
士
不
教
学
」
で
 

あ
る
と
 

さ
れ
、
学
説
も
比
較
宗
教
学
か
ら
宗
教
心
理
学
、
宗
教
社
会
学
 宗
教
 民
 

旗
竿
、
宗
教
現
象
学
と
い
う
流
れ
に
ま
と
め
ら
れ
説
明
さ
れ
て
い
 
る
 。
 ま
 

た
 紙
数
の
都
合
と
い
う
こ
と
で
省
略
さ
れ
た
宗
教
哲
学
、
宗
教
史
 
学
 、
宗
 

散
地
理
学
、
宗
教
民
俗
学
の
う
ち
、
本
書
の
第
Ⅱ
部
が
個
々
の
 
士
 下
散
の
 歴
 

史
的
・
具
体
的
記
述
で
あ
る
宗
教
史
学
的
営
み
に
あ
た
る
と
も
さ
 
れ
て
い
 

る
 。
学
際
化
と
宗
教
学
を
述
べ
る
一
節
で
は
、
伝
統
的
な
宗
教
学
 
 
 

領
域
が
再
編
成
さ
れ
て
 
い
 く
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
が
語
ら
れ
 
る
が
、
 

こ
れ
も
こ
の
章
の
む
す
び
の
 
件
 、
今
後
は
い
っ
そ
う
国
際
的
な
視
 ぼ
 と
 連
 

関
か
ら
日
本
の
宗
教
学
の
展
開
が
求
め
ら
れ
て
く
る
、
と
い
う
と
 こ
ろ
に
 

つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

次
の
第
 2
 章
と
第
 3
 章
は
、
学
説
の
流
れ
を
あ
る
程
度
追
い
な
  
 

も
 、
主
眼
は
、
現
実
の
シ
ー
ン
に
即
し
て
宗
教
学
の
視
点
が
い
か
 
な
る
も
 



書評と紹介 

  
の
を
捉
え
る
か
と
い
う
具
体
的
例
の
提
示
を
行
う
と
こ
ろ
に
あ
る
 
と
 言
え
 

る
 。
 

第
 2
 章
「
社
会
の
変
化
と
宗
教
」
で
は
、
近
代
化
・
政
治
変
動
・
 

都
市
 

化
 ・
家
族
変
動
と
い
う
四
つ
の
社
会
変
動
を
取
り
上
げ
、
理
論
と
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
・
意
義
と
宗
教
と
の
関
係
を
述
べ
て
い
る
。
 

そ
 し
て
 近
 

低
化
を
語
る
節
に
世
俗
化
を
、
政
治
変
動
の
節
に
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
 
タ
リ
ズ
 

ム
を
 入
れ
る
な
ど
構
成
に
工
夫
が
な
さ
れ
て
お
り
、
で
き
る
だ
け
 
甘
く
の
 

事
項
を
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
や
は
り
紙
 
牧
  
 

か
ら
か
、
「
社
会
変
動
期
の
宗
教
」
と
い
う
ま
と
め
の
節
に
お
い
 

て
も
用
 

語
 概
説
を
中
心
と
し
た
記
述
に
と
ど
ま
る
の
は
残
念
に
思
う
。
 

第
 3
 章
「
宗
教
心
理
と
宗
教
思
想
 ｜
 現
代
宗
教
に
お
け
る
「
 
悪
 」
 @
@
 

@
@
 
つ
 

い
て
」
で
は
、
ま
ず
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
健
全
な
 
い
 」
と
 

「
病
め
る
 魂
 」
と
い
う
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
を
 援
 m
 し
 、
新
霊
性
 運
 動
 の
 展
 

開
 に
関
す
る
分
析
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
救
済
宗
教
批
判
 
と
し
て
 

の
 ニ
ー
チ
ェ
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
論
を
手
掛
か
り
と
し
て
加
え
、
「
 

亜
 ど
の
 

捉
え
方
と
い
う
切
り
口
か
ら
現
代
宗
教
の
傾
向
を
論
じ
る
の
で
あ
 
る
 。
 こ
 

れ
ら
の
記
述
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
ゆ
う
に
一
冊
 
0
 本
 と
 

も
な
り
う
る
ア
イ
デ
ィ
ア
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
み
を
書
き
綴
っ
た
 感
 が
あ
 

り
 、
入
門
書
と
し
て
本
書
を
読
む
読
者
に
も
一
定
の
知
的
レ
ベ
ル
 
を
 要
求
 

す
る
で
あ
ろ
う
。
 

続
く
第
 4
 章
で
は
む
し
ろ
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
学
説
の
概
論
が
な
 され
 

る
 。
そ
し
て
第
 5
 章
は
ま
た
趣
を
変
え
て
一
つ
の
事
例
研
究
へ
の
 学
的
方
 

仏
の
適
用
を
具
体
的
に
示
 
丁
 も
の
で
、
第
一
部
の
終
り
の
第
 6
 章
 は
、
 ゐ
小
 

教
学
の
新
た
な
方
法
的
展
開
を
考
察
し
っ
 

っ
 、
む
し
ろ
そ
の
学
的
 枠
組
み
 

乞
 問
い
な
お
す
意
義
を
持
っ
。
 

第
 4
 章
一
社
会
構
造
・
文
化
形
式
と
宗
教
」
で
語
ら
れ
る
の
は
、
 

宗
教
 

社
会
学
の
学
説
 史
 お
よ
び
宗
教
研
究
に
貢
献
し
て
き
た
文
化
人
類
 
学
理
論
 

の
 展
開
で
あ
り
、
宗
教
１
社
会
、
宗
教
 ｜
 文
化
と
い
う
問
題
系
の
 
課
題
と
 

展
望
が
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。
本
語
全
体
が
あ
る
面
「
社
会
科
 
学
 の
 立
 

場
か
ら
の
宗
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
提
示
す
る
性
格
を
持
つ
の
 
@
,
@
 

六
カ
 
@
,
 

。
 

こ
こ
で
は
そ
の
展
開
が
簡
潔
に
整
理
さ
れ
 

丁
ぬ
 @
 
丁
に
記
さ
れ
て
い
る
 と
 思
わ
 

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
具
体
例
の
提
示
も
あ
り
、
初
学
者
に
は
と
て
も
 
 
 

や
す
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
反
面
、
課
題
の
把
握
と
今
後
の
展
望
を
 
語
る
節
 

に
は
物
足
り
な
さ
も
あ
る
。
そ
し
て
例
え
ば
、
文
化
人
類
学
で
の
 
宗
教
研
 

究
の
減
少
の
傾
向
を
そ
の
理
論
的
視
角
が
出
揃
っ
た
と
い
う
こ
と
 
に
 帰
す
 

る
こ
と
に
は
異
論
も
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

第
 5
 章
「
宗
教
的
表
象
の
解
読
 ｜
 ヘ
ル
メ
ス
の
例
を
中
心
に
」
は
 
独
特
 

の
 
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
狭
義
の
宗
 
敦
史
学
 

の
 必
要
性
に
触
れ
た
後
で
、
ヘ
ル
メ
ス
神
の
研
究
に
お
い
て
、
 

文
 就
 学
 と
 

図
像
学
が
い
か
に
使
わ
れ
、
役
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
具
体
例
が
 
そ
の
 記
 

述
 の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
多
種
多
様
な
解
釈
学
的
議
論
の
列
挙
 
を
 避
け
 

る
の
は
入
門
書
に
は
珍
し
い
ス
タ
イ
ル
で
は
あ
る
が
、
む
し
ろ
 一
 つ
の
事
 

側
 に
対
し
て
横
断
的
に
提
示
さ
れ
る
諸
研
究
の
働
き
が
文
献
学
や
 
図
像
学
 

の
お
も
し
ろ
さ
と
い
う
も
の
を
巧
み
に
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
 
0
.
@
@
@
@
 

ナ
ハ
ナ
ハ
 

し
こ
う
し
た
解
釈
的
分
野
の
概
観
を
紹
介
し
て
く
れ
る
記
述
も
 
、
 章
 を
改
 

め
て
で
も
必
要
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 

第
 6
 章
「
宗
教
現
象
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」
で
は
、
宗
教
学
的
 
な
フ
 

 
 
 
 
 
 

イ
 ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
も
の
の
方
法
論
的
模
索
が
語
ら
れ
る
。
 

こ
こ
で
 

は
 宗
教
現
象
理
解
へ
の
一
つ
の
切
り
口
と
し
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
フ
 
6
5
 

 
 

有
効
性
、
そ
し
て
実
践
的
に
捉
え
ら
れ
た
問
題
占
な
ど
が
正
直
に
 
描
か
れ
 



て
い
る
。
だ
が
も
う
一
つ
本
章
を
持
 徴 づ
け
る
の
は
、
宗
教
の
文
 
献
 史
的
 

研
究
や
哲
学
的
解
釈
の
立
場
と
経
験
科
学
的
宗
教
研
究
の
立
場
と
 
0
 双
方
 

の
 関
わ
り
や
問
題
占
の
指
摘
、
そ
し
て
宗
教
学
の
学
的
枠
組
み
の
 
問
 い
 直
 

し
の
態
度
で
あ
る
。
実
際
本
書
の
い
ず
れ
の
箇
所
よ
り
も
本
章
は
 
宗
教
研
 

究
 自
体
の
現
状
分
析
と
課
題
に
つ
い
て
紙
数
を
割
い
て
い
る
。
 

，
 @
 う
し
た
 

記
述
こ
そ
が
宗
教
学
の
初
学
者
に
勧
め
た
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
 
る
 。
 た
 

だ
し
本
章
は
、
む
し
ろ
前
章
よ
り
も
具
体
例
に
乏
し
い
き
ら
い
が
 
あ
る
こ
 

と
は
否
め
ず
、
ま
た
一
般
読
者
向
き
で
は
な
い
と
も
舌
口
え
る
と
 

思
 つ
 。
 

先
述
し
た
よ
う
に
、
 
第
 Ⅱ
部
で
は
個
々
の
宗
教
の
歴
史
的
，
具
体
 
的
記
 

述
が
 、
い
く
つ
か
の
宗
教
文
化
ご
と
の
展
開
の
概
説
と
し
て
扱
わ
 
 
 

る
 。
 第
 Ⅱ
部
へ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
宗
教
学
に
お
け
 
8
%
 台
も
不
 

教
の
類
型
化
の
視
占
や
宗
教
の
展
開
に
つ
い
て
の
学
説
が
簡
潔
に
 
紹
介
さ
 

ね
 、
現
代
世
界
の
宗
教
分
布
を
示
し
て
そ
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
 
 
 

第
 7
 章
「
オ
リ
エ
ン
ト
宗
教
の
展
開
」
で
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
 とエ
 シ
フ
 

ト
 と
い
う
古
代
の
二
大
文
明
地
域
に
お
け
る
宗
教
の
概
説
に
始
ま
 
@
 、
ユ
 

ダ
ヤ
 教
、
 ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
宗
教
が
 五 巾
 ら
れ
、
 

最
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
展
開
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
壮
大
な
歴
史
 
的
 展
開
 

で
は
あ
る
が
、
適
確
に
コ
ン
パ
ク
ト
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
 

第
 8
 章
「
イ
ン
ド
宗
教
の
展
開
」
で
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
か
ら
 
仏
 教
、
 

ジ
ャ
イ
ナ
 教
 、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
影
響
 と
 

第
 9
 章
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
時
代
」
は
、
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
の
 

展
開
が
 

異
同
 

記
さ
れ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
仏
教
 
版
 で
あ
る
 と
す
る
 

学
説
を
紹
介
し
、
イ
ン
ド
の
宗
教
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
関
と
し
 
て
 概
観
 

す
る
 視
 占
は
初
学
者
な
ら
ず
と
も
関
心
を
引
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
 @@
 

@
@
 

ハ
 。
 

に
 焦
点
を
あ
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
か
ら
各
派
の
分
裂
、
そ
し
 
て
 現
代
 

の
 イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
運
動
ま
で
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
単
に
歴
史
 
的
 展
開
 

 
 

を
 辿
る
の
で
は
な
い
専
門
家
な
ら
で
は
の
興
味
深
い
記
述
と
な
 
っ
て
 
い
 

㏄
 

る
 。
 

 
 

 
 

第
托
章
 「
東
ア
ジ
ア
の
中
国
宗
教
」
は
二
人
の
執
筆
者
の
担
当
さ
 

ね
 た
 

も
の
で
あ
る
。
前
半
で
は
中
国
宗
教
の
一
般
的
特
徴
が
総
体
と
し
 
て
 提
示
 

さ
れ
た
後
、
近
代
以
前
の
中
国
宗
教
が
概
説
さ
れ
る
。
図
式
的
な
 
特
徴
の
 

捉
え
方
、
ま
た
四
つ
に
分
け
て
示
さ
れ
た
中
国
宗
教
史
の
区
分
が
 
、
全
体
 

を
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
し
て
い
る
。
後
半
は
華
僑
・
華
人
社
 
ム
 ム
 の
宗
教
 

に
 焦
点
を
あ
て
て
解
説
し
、
さ
ら
に
華
人
社
会
の
一
つ
の
新
宗
教
 
運
動
を
 

具
体
何
と
し
て
挙
げ
、
現
代
に
生
き
る
そ
の
宗
教
現
象
を
活
写
  
 

る
 。
 

第
 Ⅱ
 章
 
「
熱
帯
ア
フ
リ
カ
と
中
南
米
の
宗
教
」
で
は
、
 

ま
 。
 
す
グ
リ
  
 

ル
の
民
族
学
的
研
究
を
軸
に
熱
帯
ア
フ
リ
カ
の
民
族
宗
教
の
在
り
 
方
 の
 持
 

徴
 が
語
ら
れ
、
そ
の
宗
教
状
況
が
史
的
変
遷
と
と
も
に
記
述
さ
れ
 
る
 。
 そ
 

し
て
次
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
を
歴
史
的
に
概
観
し
、
民
族
 
宗
教
と
 

世
界
宗
教
の
関
わ
り
な
ど
の
占
で
両
者
を
比
較
す
る
。
本
章
で
は
 
背
景
が
 

違
う
異
質
な
宗
教
状
況
を
一
つ
の
章
で
語
る
苦
心
が
か
な
り
感
  
 

@
@
 

+
.
 

ハ
 。
 

第
は
章
 「
現
代
世
界
の
宗
教
」
は
、
現
代
的
で
あ
り
世
界
的
で
あ
 

る
と
 

考
え
ら
れ
る
諸
宗
教
の
傾
向
、
宗
教
的
な
る
も
の
の
拡
散
化
と
 尖
鋭
化
 

を
 、
い
く
つ
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
括
り
概
説
し
た
章
で
あ
る
。
 

選
 ば
れ
た
 

 
 

多
様
化
 

と
 画
一
化
」
な
ど
で
あ
り
、
一
般
の
読
者
に
も
十
分
説
得
力
を
持
 
つ
 内
容
 

と
 舌
ロ
え
る
。
 

第
稔
章
 
「
日
本
の
伝
統
宗
教
」
で
は
ま
ず
我
が
国
の
信
仰
の
重
層
 

 
 



書評   

入
門
書
は
必
ず
し
も
網
羅
的
、
辞
書
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
 
 
 

本
書
は
思
い
切
っ
た
編
集
の
割
り
切
り
に
よ
り
非
常
に
特
色
を
も
 っ
た
入
 

門
 書
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
特
色
は
諸
刃
の
剣
で
あ
る
。
 
た
と
え
 

ば
 、
総
体
に
第
Ⅱ
部
は
紙
幅
の
制
限
か
ら
か
記
述
に
厚
み
が
少
な
 
ぃ
 感
が
 

あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
そ
れ
は
読
者
に
一
定
の
分
か
り
易
さ
を
 
与
 
え
る
も
 

の
で
も
あ
る
。
逆
に
、
方
法
論
的
に
込
み
入
っ
た
記
述
を
せ
ず
、
 

成
果
の
 

提
示
中
心
で
宗
教
科
学
的
研
究
を
見
せ
る
方
向
は
、
宗
教
学
の
意
 
義
 を
説
 

得
 的
に
示
す
こ
と
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
学
問
と
し
て
の
ダ
イ
 
ナ
ミ
ズ
 

 
 

ム
を
紹
介
す
る
に
は
物
足
り
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
特
に
宗
教
 
哲
 学
へ
の
 

舌
口
及
の
少
な
さ
に
は
、
包
括
的
な
宗
教
学
の
提
示
と
し
て
は
明
ら
 

か
に
 欠
 

け
る
も
の
が
あ
る
と
舌
口
あ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
教
学
の
初
学
者
に
 

対
し
て
 

舌
口
わ
れ
、
そ
の
後
仏
教
、
神
道
、
儒
学
・
国
字
の
概
説
が
な
さ
 

れ
て
い
 

る
 。
そ
し
て
結
び
と
し
て
他
国
と
の
比
較
、
全
体
の
史
的
概
観
 近
世
 日
 

本
の
宗
教
へ
の
付
言
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
章
で
の
比
較
 
論
的
視
 

座
 、
東
ア
ジ
ア
宗
教
史
の
中
で
の
日
本
宗
教
の
把
握
と
い
う
も
の
 
は
 非
常
 

に
 意
義
深
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

第
 Ⅱ
 章
 
「
現
代
日
本
の
宗
教
」
に
お
い
て
は
、
宗
教
行
政
と
の
 

関
  
 

の
中
で
の
神
道
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
新
宗
教
な
ど
の
近
代
か
 
ら
 現
代
 

へ
の
展
開
を
、
戦
前
・
戦
後
の
宗
教
状
況
と
い
う
括
り
で
分
け
て
 

概
説
が
 

な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
章
末
で
は
ま
さ
に
現
代
の
宗
教
の
傾
向
が
 
瞥
見
さ
 

ね
 、
今
後
は
情
報
化
が
宗
教
の
形
態
を
変
え
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
 
予
測
で
 

結
び
と
し
て
い
る
。
本
章
は
日
本
社
会
の
中
で
の
宗
教
の
在
り
方
 
を
 制
度
 

的
 側
面
に
比
重
を
お
く
こ
と
で
見
通
し
よ
く
捉
え
て
お
り
、
入
門
 
書
 が
提
 

示
す
る
概
観
と
し
て
最
も
分
か
り
易
い
も
の
の
一
つ
と
言
え
よ
う
 
 
 

の
も
の
と
し
て
は
、
現
状
分
析
と
課
題
の
提
示
が
さ
ら
に
必
要
で
 
あ
る
か
 

 
 

だ
が
そ
れ
ら
を
含
め
て
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
特
色
を
生
か
し
た
 
廿
 
@
 
叫
ま
 

れ
 方
が
あ
る
だ
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
る
の
も
本
書
の
魅
力
で
あ
る
。
 

 
 

よ
り
、
課
題
の
厚
い
記
述
が
な
い
分
、
本
書
は
一
般
読
者
に
こ
そ
 
勧
め
ら
 

れ
る
入
門
書
で
は
な
い
だ
ら
つ
か
。
 

惜
し
む
ら
く
は
本
書
に
お
い
て
は
各
執
筆
者
の
ス
タ
イ
ル
の
小
銃
 一
が
 

や
や
目
立
っ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
お
も
し
ろ
い
試
み
で
あ
り
、
工
夫
を
 
感
じ
さ
 

せ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
統
一
感
が
な
れ
の
は
事
実
で
あ
る
。
 

企
 画
か
ら
 

執
筆
、
編
集
に
 
い
 た
る
過
程
で
、
よ
り
時
間
を
か
け
た
慎
重
さ
が
 
あ
れ
ば
 

さ
ら
に
好
い
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

最
後
に
、
本
書
は
最
近
版
を
改
め
て
い
る
が
、
書
評
は
旧
版
で
行
 
な
っ
 

 
 

  



分
析
哲
学
系
宗
教
哲
学
を
紹
介
し
、
そ
の
可
能
性
を
意
欲
的
に
追
 
求
し
 

続
け
て
き
た
著
者
の
六
冊
目
の
著
書
で
あ
る
。
う
ち
二
冊
は
著
者
 
 
 

一
つ
の
関
心
で
あ
る
現
象
学
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
、
ウ
ィ
 

ト
ゲ
 ン
シ
ュ
 

タ
イ
ン
哲
学
に
基
づ
く
本
書
は
 、
 「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
 
と
 宗
教
 哲
 

学
 」
一
一
九
八
九
年
一
「
 禅
と
 言
語
ゲ
ー
ム
」
一
一
九
九
三
年
 
-
 に
 続
く
論
 

者
 で
あ
る
。
総
じ
て
、
前
二
著
に
比
べ
、
文
献
に
よ
り
広
範
に
あ
 
た
っ
て
 

い
る
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
で
あ
り
、
問
題
提
起
的
 
で
あ
る
 

と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
た
だ
し
、
 

よ
 り
野
心
的
で
あ
る
が
ゆ
え
 

円
仁
、
室
 

柵
 

点
が
多
岐
に
わ
た
り
、
全
体
の
見
取
り
図
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
 てい
る
 

よ
 う
に
も
思
う
。
一
通
り
の
内
容
要
約
は
著
者
が
自
ら
付
し
て
  
 

で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
各
章
の
連
関
に
つ
い
て
評
者
の
読
解
を
示
し
 
、
 続
い
 

 
 

著
者
の
言
う
よ
 う
 に
、
「
 @
 口
語
ゲ
ー
ム
」
は
本
書
に
お
い
て
終
始
 

登
場
 

す
る
 鍵
 概
念
で
あ
る
。
だ
が
、
 
章
 ご
と
に
変
わ
る
議
論
の
中
で
設
 足
 さ
れ
 

て
い
る
舌
口
語
ゲ
ー
ム
の
種
類
・
レ
ベ
ル
は
一
様
で
は
な
い
。
そ
れ
 

は
、
評
 

者
の
整
理
で
は
 

-
 単
純
化
し
す
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
一
次
の
よ
う
 に
 推
移
 

藤
原
聖
子
 

勤
 草
書
房
一
九
九
七
年
一
一
月
五
日
刊
 

四
六
判
㎞
十
二
六
五
十
一
六
頁
二
八
 0
0
 円
 

星
川
 啓
慈
著
 

菩
 ロ
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
宗
教
」
 

し
て
い
る
。
 

 
 

ま
 す
 
。
 第
一
・
二
章
で
は
い
わ
ば
「
 縦
 関
係
」
に
あ
る
二
つ
の
言
種
 
 
 

 
 

ム
 、
す
な
わ
ち
日
常
舌
口
語
と
宗
教
舌
口
語
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
 

 
 

 
 
 
 

「
 縦
 」
と
評
者
が
表
現
し
た
理
由
は
、
こ
の
箇
所
の
議
論
で
は
、
 

あ
る
 
一
 

人
の
主
体
が
生
活
の
中
で
二
種
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
営
む
姿
が
想
定
 
さ
れ
て
 

お
り
、
さ
ら
に
著
者
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
日
常
舌
口
語
と
い
う
 

基
 盤
の
上
 

に
 宗
教
 @
 語
が
被
さ
る
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
こ
の
二
つ
の
 
=
=
 

ロ
ま
 
下
ゲ
 

１
ム
 の
 関
係
を
と
ら
え
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
主
体
 は
、
第
 二
章
で
 

は
 専
ら
特
定
の
宗
教
の
信
者
と
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
で
 
は
 必
ず
 

し
も
そ
う
で
は
な
い
 
-
 信
仰
の
有
無
 
に
 関
係
な
く
、
日
本
人
が
 
「
 神
 」
 

「
天
国
」
等
の
み
下
散
関
係
の
舌
口
葉
を
使
う
場
合
が
検
討
さ
れ
て
い
 る
 -
o
 

こ
れ
に
対
し
、
 

@
 語
ゲ
ー
ム
の
「
横
関
係
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
   

の
は
、
最
後
の
第
五
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
言
語
ゲ
ー
ム
と
は
、
 

「
 仏
教
 

@
 

の
 舌
口
語
ゲ
ー
ム
」
「
キ
リ
ス
ト
教
の
 @
 語
ゲ
ー
ム
」
と
い
っ
た
 横
  
 

諸
宗
教
一
の
 
@
 伍
 m
 ）
を
指
し
、
そ
の
相
互
関
係
、
特
に
対
話
 釜
 @
 約
 可
能
 

性
 ）
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
著
者
の
視
線
 は
、
 
-
 
弔
 

・
二
章
で
の
よ
う
に
特
定
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
内
部
の
玉
体
の
視
線
 

と
 
一
致
 

す
る
よ
り
も
、
複
数
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
を
客
体
現
す
る
も
の
に
な
 
っ
て
 
い
 

る
 。
言
語
ゲ
ー
ム
の
基
礎
づ
け
不
可
能
性
を
論
じ
る
直
前
の
第
四
 
章
 に
お
 

い
て
も
、
言
語
ゲ
ー
ム
は
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
れ
で
は
第
三
章
は
と
い
う
と
、
こ
こ
で
は
「
内
外
関
係
」
が
 
問
 題
化
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
の
議
論
は
前
二
章
に
続
く
主
体
読
的
な
形
 
式
 を
と
 

っ
て
お
り
、
自
己
の
内
面
、
特
に
宗
教
体
験
に
つ
い
て
語
る
 

@
-
 

ロ
ま
 
下
 が
こ
こ
 

で
の
言
語
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
の
玉
体
は
、
宗
教
体
験
を
得
た
あ
 
る
 宗
教
 

の
 信
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
体
験
が
同
じ
宗
教
の
他
 
の
 信
者
 



書評と紹介 

と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
外
部
の
研
 
究
 者
と
 

い
う
他
者
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
か
と
い
う
問
題
が
検
 討
さ
 

-
 

れ
て
ぃ
 

る
 。
 

以
上
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
著
者
の
関
心
は
、
宗
教
に
関
わ
る
 異
種
 

・
ま
た
は
同
種
だ
が
 
複
 虫
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
の
間
に
生
じ
る
、
 
さ
 ま
ざ
ま
 

な
 レ
ベ
ル
の
 
-
 
広
義
の
 一
 「
翻
訳
」
「
理
解
可
能
性
」
の
問
題
に
あ
 
り
、
そ
 

の
 諸
相
を
な
る
べ
く
多
く
網
羅
し
、
今
後
の
思
索
の
基
礎
を
築
こ
 
 
 

て
い
る
の
が
本
書
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
は
き
と
め
ら
れ
る
か
と
 
思
 フ
 。
 

そ
れ
で
は
次
に
、
各
章
ご
と
の
解
説
に
入
る
。
 

第
一
章
で
は
、
舌
口
語
と
宗
教
の
関
係
が
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
 

る
 。
 

ま
ず
、
宗
教
舌
口
語
が
機
能
す
る
の
は
、
二
種
類
の
「
 

場
 」
、
す
な
 ね
 ち
、
 

「
非
日
常
的
な
も
の
の
日
常
へ
の
顕
現
」
 

一
 啓
示
の
よ
う
な
 ヒ
エ
 ロ
 ブ
ア
 

ニ
 ー
的
 現
象
 一
 と
い
う
場
と
、
「
日
常
的
な
も
の
の
非
日
常
化
」
 

一
 
日
常
的
 

事
物
に
宗
教
的
意
味
を
付
与
す
る
一
と
い
う
場
で
あ
る
こ
と
が
 示
さ
れ
 

る
 。
続
い
て
、
宗
教
は
舌
口
語
を
超
え
る
と
す
る
説
が
触
れ
ら
れ
、
 

そ
の
後
 

で
 反
対
に
宗
教
が
舌
口
語
に
依
存
す
る
側
面
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
 

は
あ
ら
 

ゆ
る
経
験
・
認
識
は
舌
口
語
に
よ
っ
て
規
定
を
受
け
る
と
い
う
二
一
 

目
妻
 
帥
辻
 
至
正
 

論
 
・
構
成
主
義
等
と
呼
ば
れ
る
 -
 見
解
を
著
者
は
支
持
す
る
た
 め
で
あ
 

る
 。
次
に
、
分
析
哲
学
史
上
、
ま
ず
三
口
語
の
機
能
を
事
実
・
 

事
 態
 の
 写
 

像
 に
限
定
す
る
 -
 論
理
実
証
主
義
に
お
い
て
起
こ
っ
た
宗
教
育
 伍
 叩
 否
定
論
 

が
 排
さ
れ
、
代
わ
り
に
日
常
舌
口
語
学
派
、
特
に
言
語
行
為
論
が
 
採
用
さ
 

ね
 、
宗
教
旨
口
語
に
多
種
の
機
能
が
存
在
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
 

O
 さ
ら
 

に
 、
日
常
言
語
と
宗
教
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
者
を
後
者
 
よ
 り
も
 基
 

本
 的
に
「
優
位
」
で
あ
る
と
す
る
著
者
の
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
。
 

こ
こ
で
 

の
 
「
優
位
性
」
と
は
、
価
値
的
と
い
う
よ
り
も
論
理
的
・
発
生
論
 

的
 次
元
 

で
の
，
」
と
で
 
-
 ゆ
え
に
「
先
行
性
」
等
の
語
の
方
が
無
難
と
評
者
 
は
田
 じ
う
 

の
だ
が
一
、
例
え
ば
日
常
舌
口
語
の
宗
教
舌
口
語
へ
の
転
用
 
一
 神
を
父
 と
 呼
ぶ
 

よ
う
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
等
 - が
こ
れ
に
あ
た
る
。
 

こ
の
 章
 全
体
か
ら
浮
か
び
上
が
る
こ
と
と
し
て
、
評
者
が
気
づ
い
 
た
，
 」
 

と
を
添
え
れ
ば
、
著
者
は
宗
教
・
宗
教
舌
口
語
の
理
解
に
際
し
、
 

ま
 ず
だ
れ
 

も
が
営
む
日
常
生
活
・
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
日
常
 
@
 語
と
い
う
 地
 盤
 が
あ
 

り
 、
宗
教
は
そ
の
上
に
 

-
 時
間
的
に
で
は
な
く
て
も
少
な
く
と
も
 論
理
的
 

に
 ）
後
か
ら
付
加
さ
れ
る
と
い
う
発
想
か
ら
出
発
し
て
い
る
一
個
 
の
 可
能
 

性
を
全
く
 抽
規
 し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
 
-
 。
 

第
二
章
で
は
、
著
者
は
日
 帝
 舌
口
語
と
宗
教
舌
口
語
の
「
交
錯
」
し
た
 関
係
 

を
 、
 J
.
M
.
 
ボ
ヘ
 
ン
ス
キ
ー
の
論
理
学
を
用
い
て
分
析
し
て
い
 

る
 。
 ま
 

ず
、
ボ
ヘ
 
ン
ス
キ
ー
に
よ
れ
 
ば
 、
宗
教
 
一
 神
学
一
言
口
語
は
科
学
 舌
 口
語
と
比
 

べ
る
と
、
権
威
を
伴
う
、
自
律
性
が
弱
い
等
の
違
い
は
あ
る
が
、
 

演
縄
的
 

で
は
な
く
還
元
 
-
 帰
納
 一
 的
な
立
証
手
続
き
を
と
る
た
め
構
造
上
 は 類
似
 

性
が
高
い
。
換
言
す
れ
ば
、
 

ボ
ヘ
 ン
ス
キ
ー
は
、
神
学
の
目
的
は
 

客
観
的
 

信
仰
の
公
理
化
で
あ
り
客
観
的
信
仰
か
ら
結
論
を
演
 
縄
 す
る
こ
と
 
で
は
な
 

い
と
い
う
神
学
観
を
前
提
と
し
て
い
る
。
次
に
日
常
言
語
と
宗
教
 
言
語
の
 

関
係
と
し
て
、
信
者
の
言
説
全
体
は
、
世
俗
的
言
説
と
宗
教
的
 
舌
 口
説
ハ
リ
ム
 

謂
 

理
 和
か
ら
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ラ
ス
が
空
で
は
な
い
こ
と
が
論
 
証
さ
れ
 

る
 。
そ
の
上
で
、
日
常
舌
口
語
・
宗
教
旨
口
語
は
そ
れ
ぞ
れ
五
種
の
異
 
な
る
 規
 

・
文
一
基
本
前
提
・
発
見
法
的
規
則
・
基
本
文
・
導
出
規
則
・
 

導
出
さ
 

 
  
 

れ
た
文
一
か
ら
成
る
体
系
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
 
 
 

 
 
 
 

こ
の
章
が
依
拠
す
る
 
ボ
ヘ
 ン
ス
キ
ー
の
ヨ
ホ
教
の
論
理
学
」
は
 

、
  
 

道
で
は
古
典
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
読
者
の
多
く
に
は
馴
染
み
 
 
 

 
 

か
も
し
れ
な
い
。
評
者
は
、
分
析
哲
学
に
お
け
る
知
名
度
の
高
い
 
 
 



ン
の
 全
体
論
や
科
学
哲
学
に
お
け
る
科
学
革
命
論
を
思
い
起
こ
し
 な
が
ら
 

こ
の
章
を
読
み
進
め
た
。
大
き
な
違
い
は
、
 

ク
ブ
 イ
ン
や
科
学
 
革
 ム
卵
 
ぬ
 
柵
が
 

「
記
述
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
 
ボ
ヘ
 ン
ス
キ
ー
は
「
実
践
的
」
 

で
あ
る
 

こ
と
、
す
な
 
む
 ち
、
宗
教
旨
口
語
な
り
 斜
 め
二
言
語
な
り
の
あ
る
舌
口
語
 
体
系
に
 

お
い
て
矛
盾
・
不
整
合
が
生
じ
た
場
合
に
、
前
者
は
 -
 
整
合
性
を
 
回
復
せ
 

ん
と
し
て
科
学
者
共
同
体
の
中
で
 -
 「
何
が
起
き
る
か
」
を
説
明
 
す
る
 議
 

論
 だ
と
す
れ
ば
、
後
者
は
（
特
に
神
学
者
は
矛
盾
を
解
消
す
べ
 く
 ）
「
 
@
 
可
 

を
す
べ
き
か
」
を
説
く
議
論
な
の
で
あ
る
 -
 
し
た
が
っ
て
 
、
 堅
ム
 ロ
 性
の
基
 

準
は
前
者
は
相
対
的
、
後
者
は
絶
対
的
と
な
る
傾
向
が
あ
る
㍉
 
こ
の
も
 
燥
 

い
は
、
 ボ
ヘ
 ン
ス
キ
ー
の
方
に
は
、
「
信
者
は
合
理
的
な
信
仰
を
 

保
つ
べ
 

き
で
あ
る
」
と
い
う
大
前
提
が
あ
り
、
「
合
理
的
に
な
る
に
は
ど
 
ぅ
 す
べ
 

き
か
」
を
説
く
こ
と
が
宗
教
哲
学
の
課
題
で
あ
る
と
見
て
い
る
こ
 とに
 由
 

来
す
る
。
ま
た
、
 
ク
ブ
 イ
ン
の
全
体
論
は
真
理
に
つ
い
て
「
分
析
 
 
 

合
的
 」
を
峻
別
す
る
近
代
哲
学
の
ド
グ
マ
を
批
判
し
、
科
学
史
 
解
 釈
 に
対
 

す
る
大
き
な
問
題
提
起
と
な
っ
た
が
、
 

ボ
ヘ
 ン
ス
キ
ー
は
こ
の
 
日
 

か
え
 

っ
て
近
代
的
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
 

、
ボ
ヘ
 
ン
ス
キ
ー
は
舌
口
語
の
 体
系
性
 

は
 考
慮
す
る
が
「
脈
絡
正
義
」
的
で
は
な
い
と
す
る
、
著
者
の
批
 
判
 に
通
 

じ
る
 。
 

第
三
章
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
私
的
舌
口
語
批
判
 

 
 

宗
教
体
験
と
舌
口
語
の
問
題
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
私
的
舌
口
語
批
判
 
と
 宗
教
 

体
験
論
を
結
び
つ
け
る
試
み
は
、
評
者
の
見
る
と
こ
ろ
こ
れ
ま
で
 
意
外
な
 

ほ
ど
少
な
か
っ
た
。
そ
の
一
因
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
 
議
 論
 自
体
 

の
 難
解
さ
に
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
 占
 、
著
者
は
、
私
的
舌
口
話
 批
 判
 に
対
 

す
る
一
般
的
解
釈
を
手
際
よ
く
ま
と
め
た
上
で
宗
教
体
験
論
へ
と
 
進
ん
で
 

い
る
。
私
的
言
語
と
は
、
話
し
手
の
体
験
・
感
覚
を
指
し
示
す
 
@
 語
 で
あ
 

る
の
で
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
一
見
、
体
験
・
感
覚
を
丘
 

叩
る
 舌
口
五
曲
 

は
あ
り
え
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
宗
教
体
験
 
の
場
合
 

 
 

な
ら
ば
、
舌
口
語
に
よ
っ
て
自
己
の
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
も
、
 

他
 者
の
そ
 

 
 

れ
を
理
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 
が
、
ゥ
 

ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
真
意
は
実
は
そ
こ
に
は
な
い
。
批
判
 の
 矛
先
 

は
 、
体
験
や
感
覚
を
語
る
言
語
一
例
「
歯
が
痛
 い
 」
）
を
、
体
験
 
や
感
覚
 

を
 指
示
・
記
述
す
る
も
の
と
み
な
す
舌
口
語
 
観
 
-
 こ
れ
を
著
者
は
心
 
理
 主
義
 

と
 呼
ぶ
一
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
理
主
義
を
と
る
か
 
ぎ
り
、
 

他
者
の
七
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
 
 
 

し
 、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
心
理
主
義
的
前
提
を
棄
 て
、
 コ
 %
 

が
 痛
い
」
と
い
う
舌
口
 明
は
 、
 私
 磁
的
痛
覚
を
指
示
す
る
の
で
は
な
 く
、
頼
 

を
 手
で
押
さ
え
る
、
悲
鳴
を
あ
げ
る
と
い
う
よ
う
な
「
ふ
る
ま
い
 」の
 延
 

長
 線
上
に
あ
る
も
の
だ
と
し
た
。
言
葉
を
ふ
る
ま
い
と
み
な
す
 - 」の
立
場
 

を
 、
著
者
は
「
行
動
主
義
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
心
理
学
の
行
 動
 主
義
 

-
 心
自
体
は
観
察
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
行
動
か
ら
 
心
 内
事
実
 

せ
 わ
り
だ
そ
う
と
す
る
方
法
）
と
は
大
き
く
異
な
る
。
ウ
ィ
 
ト
ゲ
 ン
シ
ュ
 

タ
イ
ン
の
方
は
、
舌
口
語
の
本
来
的
な
公
的
性
格
を
焙
り
出
す
と
こ
 

ろ
に
ポ
 

イ
ン
ト
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
箇
所
で
の
著
者
の
 
ポ
レ
 ミ
カ
ル
 な
 主
張
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
 
シ
 ユ
 タ
 

イ
ン
の
舌
口
う
よ
う
に
、
体
験
を
語
る
言
語
は
体
験
を
指
示
・
記
述
 

す
る
も
 

の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
宗
教
体
験
と
そ
れ
を
語
る
宗
教
言
語
の
 
間
 に
も
 

対
応
関
係
は
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 て、
著
 

者
に
 ょ
 れ
ば
、
体
験
談
等
を
資
料
と
し
て
他
者
の
宗
教
体
験
を
理
 
解
し
よ
 

う
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
宗
教
学
・
宗
教
哲
学
の
試
み
は
、
こ
の
三
一
 

口
語
と
体
 

験
の
対
応
関
係
を
前
提
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
無
駄
で
あ
 っ
た
と
 



書評と紹介 

な
る
。
 

こ
こ
で
議
論
は
本
書
の
核
心
に
至
る
。
著
者
は
、
宗
教
を
 
@
 ま
由
ゲ
  
 

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
し
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
そ
れ
は
 
、
 
一
つ
 

の
 宗
教
を
 、
 「
そ
れ
独
自
の
一
組
の
諸
規
則
に
の
っ
と
っ
て
営
ま
 
れ
て
い
 

て
、
 
一
つ
の
体
系
を
構
成
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
生
活
形
式
と
 

一
体
と
 

な
っ
た
、
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
 
 
 

独
特
な
の
は
、
「
 る
不
 
教
を
宗
教
た
ら
し
め
る
も
の
は
何
か
」
と
 ぃ
 う
 点
に
 

触
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
故
意
に
 よ る
も
の
で
あ
り
、
 
欠
 占
 で
は
 

な
く
む
し
ろ
他
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
勝
る
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 

「
日
下
 

利
休
」
 

軋
 

に
は
本
来
、
「
本
質
」
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
 
で
 0
 々

 
示
 

教
学
者
は
宗
教
を
定
義
す
る
際
に
、
宗
教
の
一
郎
 室
性
 、
社
 ム
 
至
仇
 ム
口
 
性
 

専
 -
 を
そ
の
本
質
と
し
た
が
、
そ
れ
は
他
か
ら
見
れ
ば
偏
向
以
外
 
 
 

の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
言
語
ゲ
ー
ム
論
で
は
、
 宗
教
を
 

「
総
体
的
に
」
と
ら
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
宗
教
」
と
呼
ば
れ
 

て
い
る
 

諸
現
象
の
間
に
あ
る
の
は
、
「
家
族
的
類
似
性
」
の
み
で
あ
る
。
 

仏
教
も
 

キ
リ
ス
ト
教
も
 
、
 何
ら
か
の
宗
教
的
本
質
の
個
別
的
現
れ
で
は
な
   

そ
れ
で
は
、
宗
教
を
言
語
ゲ
ー
ム
と
み
な
す
な
ら
ば
、
宗
教
に
っ
 
い
て
 

何
が
新
し
く
見
え
て
く
る
の
か
。
第
一
に
は
、
「
 
@
 語
ゲ
ー
ム
に
 
は
 根
拠
 

が
な
い
」
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
知
見
を
と
り
い
れ
 る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
「
宗
教
に
基
礎
づ
け
は
必
要
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
 

@
 
ヨ
 え
る
。
 

第
二
に
は
、
同
じ
言
語
ゲ
ー
ム
を
営
む
人
々
の
間
、
つ
ま
り
一
つ
 
の
 宗
教
 

の
 内
部
で
は
、
相
互
理
解
が
容
易
で
あ
る
が
、
舌
口
語
ゲ
ー
ム
を
 

異
 に
す
る
 

異
宗
教
間
で
は
理
解
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
 
問
題
が
 

挙
が
っ
て
く
る
。
以
下
の
第
四
章
、
第
五
章
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
 
の
 占
が
 

論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 

第
四
章
で
は
、
基
礎
づ
け
正
義
批
判
が
 A.
 
プ
ラ
 

宗
教
 

哲
学
を
媒
介
に
展
開
さ
れ
る
。
 

ま
 ず
 
。
 、
言
語
ゲ
ー
ム
一
般
 は
 つ
い
 
て
、
ウ
 

ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
の
根
拠
づ
け
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
 
.
@
@
 

+
.
 

ハ
 @
 
拍
リ
 
 
 

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
生
の
営
み
に
お
け
る
行
為
や
信
念
  
 

て
 、
な
ぜ
そ
の
行
為
を
と
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
こ
と
を
信
じ
て
  
 

か
、
と
問
 う
な
ら
ば
、
最
終
的
な
答
え
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
 
る
 。
 著
 

者
に
よ
れ
ば
、
宗
教
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
人
が
あ
 
る
 宗
教
 

を
 信
じ
る
の
は
、
理
由
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
先
に
コ
ミ
ッ
ト
 
メ
  
 

あ
り
、
信
仰
の
正
当
化
は
後
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 
考
 え
と
は
 

反
対
に
、
信
念
が
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
限
り
、
例
え
ば
神
の
存
在
 
証
明
が
 

な
さ
れ
ぬ
限
り
、
そ
の
宗
教
を
信
じ
る
意
味
は
な
い
と
す
る
立
場
 
を
 
宮
小
 

教
 哲
学
上
は
）
基
礎
づ
け
主
義
と
い
う
。
 

反
 基
礎
づ
け
主
義
に
は
、
著
者
の
立
場
 一
 
後
述
の
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
 

も
こ
 

れ
に
準
じ
る
）
の
他
に
、
も
う
一
つ
、
信
念
は
基
礎
づ
け
不
可
能
 
@
@
 

。
 
九
カ
 
。
Ⅰ
 
,
 

そ
の
信
念
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
「
合
理
的
」
で
あ
る
と
解
釈
 で
き
る
 

し
 、
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
神
学
の
任
務
で
あ
る
と
す
る
プ
ラ
ン
 テ
ィ
ン
 

ガ
の
 立
場
が
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
は
こ
の
章
で
は
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 
ガ
に
よ
 

6
 基
礎
づ
け
正
義
批
判
を
跡
づ
け
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
プ
ラ
ン
 テ
ィ
ン
 

ガ
 も
な
お
基
礎
づ
け
主
義
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

さ
ら
に
 

は
 、
そ
の
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 
ガ
 
の
論
証
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
、
論
 
点
 先
取
 

を
 犯
し
て
い
る
 

一
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
前
提
と
し
な
い
か
ぎ
り
 妥 当
 で
な
 

ぃ
 -
 こ
と
を
示
し
て
、
基
礎
づ
け
の
試
み
は
結
局
 
ビ
 れ
も
成
功
し
  
 

 
 

結
論
づ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
最
後
の
箇
所
で
の
著
者
の
評
 
価
は
二
 

重
 で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 
ガ
 が
論
士
先
取
を
犯
し
 
て
い
る
 

何
 

 
 

と
し
て
も
、
そ
れ
は
構
わ
な
い
と
著
者
は
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 

キ
リ
ス
 



ト
教
 と
い
う
特
定
宗
教
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
は
、
正
当
化
で
き
な
く
て
 

も
受
け
 

入
れ
て
よ
い
と
い
う
の
が
著
者
の
見
解
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
 
,
 
っ
 に
、
 

著
者
は
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 
ガ
 を
批
判
し
て
自
説
を
擁
護
し
、
な
お
か
 っ
ブ
 ラ
 

ン
テ
ィ
ン
 ガ
 の
論
証
の
失
敗
を
自
説
に
従
い
容
認
す
る
と
い
う
め
 

謂
 法
 を
と
 

っ
て
い
る
。
 

結
局
、
本
章
は
、
一
分
析
 
-
 哲
学
一
般
で
は
今
日
有
力
な
反
基
礎
  
 

正
義
が
宗
教
哲
学
で
も
通
円
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
評
者
の
 
見
る
と
 

こ
ろ
、
神
学
は
 

一
 
現
代
 一
 哲
学
よ
り
も
基
礎
づ
け
志
向
が
強
い
 
。
そ
れ
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
が
神
の
存
在
と
い
う
絶
対
的
根
拠
に
基
づ
く
 
か
 ら
で
あ
 

ろ
う
。
よ
っ
て
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
も
通
じ
る
哲
学
内
の
 
反
 基
礎
 

は
 不
要
で
あ
り
、
信
じ
な
い
者
に
は
議
論
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
 

つ
け
主
義
は
、
一
般
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
背
反
す
る
。
と
こ
ろ
が
 

す
る
 唯
 

、
著
者
 

の
反
 基
礎
づ
け
主
義
は
違
う
。
「
神
は
存
在
す
る
と
す
る
信
仰
に
 
は
 根
拠
 

が
な
い
」
と
舌
口
う
こ
と
は
、
神
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
 

く
、
日
 

常
 的
な
信
念
に
も
根
拠
は
な
い
の
に
、
そ
の
信
念
を
保
つ
こ
と
は
 
容
認
さ
 

れ
る
の
だ
か
ら
、
神
を
信
じ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
 
 
 

議
論
な
の
で
あ
る
。
 

第
五
章
で
は
、
同
じ
反
基
礎
づ
け
主
義
の
中
で
、
著
者
の
見
解
と
 
、
ウ
 

ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ニ
ア
ン
・
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
ニ
信
じ
る
者
に
 は
議
孔
柵
 

信
幸
義
 -
 は
ど
こ
が
異
な
る
の
か
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
宗
教
 
問
対
話
 

論
 に
直
結
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
も
著
者
も
 
、
宗
教
 

を
 言
語
ゲ
ー
ム
と
と
ら
え
、
か
つ
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
概
念
 相
 村
主
義
 

雀
口
語
は
認
識
・
経
験
を
規
定
す
る
の
で
、
舌
口
語
体
系
ご
と
に
 
真
 Ⅰ
 偽
、
 

合
理
Ⅰ
非
合
理
等
の
基
準
は
異
な
る
と
す
る
 -
 と
 同
着
す
る
と
 
@
 
」
ろ
ま
で
 

は
 同
じ
だ
が
、
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
は
各
舌
口
語
ゲ
ー
ム
の
閉
鎖
性
・
 

自
 律
性
を
 

強
調
す
る
 
-
 丹
か
ら
の
批
判
を
門
前
払
い
し
独
善
を
許
す
 
-
 た
め
 に
、
 山
ホ
 

教
 間
の
相
互
理
解
の
可
能
性
に
は
否
定
的
に
な
る
王
ハ
 
約
 不
可
能
 
 
 

謝
 す
る
Ⅱ
こ
れ
に
対
し
、
著
者
は
ま
さ
に
そ
の
 栢
 村
正
義
と
い
 

ぅ
持
佳
一
 

 
 
 
 

 
 
 
 

を
 宗
教
間
対
話
促
進
の
契
機
と
し
て
解
釈
し
直
そ
う
と
試
み
て
い
 
る
 。
 

す
な
ね
 ち
、
著
者
は
ま
ず
宗
教
旨
口
語
を
、
第
一
水
準
の
言
語
一
対
 

衆
芸
 口
 

詰
 -
 と
 第
二
水
準
の
舌
口
語
 一
 メ
タ
 舌
具
 ま
に
分
け
、
後
者
に
お
い
 て
 対
話
 

が
 可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
第
二
水
準
の
舌
口
語
と
は
、
正
日
 

遍
 約
 論
理
 

宇
 で
も
日
常
主
口
語
で
も
な
れ
、
自
己
対
象
化
の
説
明
舌
口
語
」
で
あ
 
る
 
-
 フ
 

ィ
 デ
イ
ズ
ム
の
閉
鎖
性
を
や
は
り
批
判
す
る
 
K
.
 
ニ
ー
ル
セ
ン
の
 
説
 が
こ
 

れ
よ
り
先
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
ニ
ー
ル
セ
ン
は
普
遍
的
論
理
 
学
 と
ま
 

で
は
い
か
な
く
て
も
、
舌
口
語
の
整
ム
ロ
性
や
事
実
性
に
つ
い
て
あ
る
 
程
度
 客
 

観
 的
な
判
断
基
準
を
設
け
う
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
著
者
は
 
 
 

セ
ン
 
に
も
な
お
西
洋
中
心
主
義
の
き
ら
れ
が
あ
る
と
し
、
舌
口
語
 

ゲ
 １
ム
 
を
 

連
結
す
る
場
を
各
自
口
語
ゲ
ー
ム
ご
と
の
自
己
対
象
化
舌
口
語
に
の
み
 
置
い
て
 

い
 る
㍉
一
以
下
、
評
者
が
多
少
舌
口
 
葉
 を
補
 い
 敷
桁
す
れ
ば
ご
 

ね
  
 

は
 特
定
の
舌
口
語
に
よ
る
規
定
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
 

自
分
の
 

舌
口
語
ゲ
ー
ム
の
中
か
ら
も
の
を
見
た
り
判
断
す
る
し
か
な
い
。
 

知
 解
 可
能
 

性
の
普
遍
的
基
準
と
い
う
「
神
の
目
」
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
 
 
 

し
 、
そ
れ
は
独
断
に
甘
ん
じ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
他
 
宗
教
と
 

の
 出
会
い
に
お
い
て
、
自
分
の
基
準
に
従
い
そ
の
宗
教
に
評
価
を
 
下
す
し
 

か
な
い
と
す
れ
ば
、
確
か
に
評
価
は
否
定
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
 
 
 

し
 、
そ
の
際
目
指
す
べ
き
は
、
そ
の
宗
教
を
一
方
的
に
裁
断
し
 
否
 足
 す
る
 

こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
評
価
を
通
し
て
、
自
己
と
 
は
 異
な
 

る
 判
断
基
準
を
持
つ
宗
教
の
存
在
を
認
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 

自
  
 

断
 基
準
の
相
対
性
を
自
覚
す
る
こ
と
、
そ
の
無
根
拠
性
に
気
づ
く
 こと
で
 



書評   

あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
己
反
省
が
促
さ
れ
、
他
宗
教
へ
の
 
寛
 容
 が
育
 

ま
れ
る
。
他
宗
教
と
の
比
較
に
よ
っ
て
自
己
の
宗
教
の
特
徴
を
よ
 
 
 

理
解
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
の
相
対
主
義
が
自
 己
 絶
対
 

化
 ・
他
者
へ
の
不
寛
容
に
つ
な
が
る
の
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

士
 
ホ
教
が
 他
 

宗
教
理
解
を
通
し
自
己
陶
冶
を
図
る
こ
の
謙
虚
で
開
か
れ
た
 相
 村
 主
義
 

を
 、
著
者
は
「
内
在
的
柏
村
主
義
」
と
名
づ
け
る
。
 

最
後
に
、
紙
幅
の
制
限
の
た
め
 -
 
ま
た
対
話
論
は
次
善
 
で
 展
開
さ
 れ
る
 

と
い
う
こ
と
な
の
で
 
-
 、
主
題
部
分
を
中
心
に
論
評
を
付
す
 -
 
」
と
 に
す
る
。
 

本
書
が
打
ち
出
す
「
 反
 本
質
主
義
」
は
、
宗
教
学
の
新
し
い
機
運
 
 
 

て
 高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
だ
が
、
評
者
の
見
る
限
り
、
本
書
の
本
質
 主義
 批
 

判
 は
な
お
未
完
成
の
感
が
あ
る
。
「
本
質
」
の
語
を
「
家
族
的
 
類
  
 

に
 置
き
換
え
れ
ば
即
座
に
反
本
質
主
義
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

反
 本
質
 

主
義
・
 
反
 基
礎
づ
け
主
義
の
徹
底
を
目
指
す
な
ら
ば
、
次
の
諸
白
 

を
 検
討
 

願
い
た
い
。
 

ま
ず
、
宗
教
に
本
質
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
を
 
探
  
 

そ
う
と
す
る
か
つ
て
の
宗
教
本
質
論
は
、
み
な
理
論
負
荷
性
か
ら
 
逃
れ
て
 

は
い
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
 
一
 
第
三
上
巳
、
こ
れ
は
多
く
の
支
持
 

を
 集
め
 

る
こ
と
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
か
ら
「
宗
教
を
言
語
ゲ
ー
ム
 
と
し
て
 

と
ら
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
本
質
主
義
の
問
題
を
回
避
し
う
 
る
 」
と
 

す
る
著
者
の
論
理
に
は
飛
躍
が
あ
る
。
「
宗
教
を
言
語
ゲ
ー
ム
 
と
 す
る
」
 

ア
 ア
ロ
ー
チ
は
、
本
当
に
宗
教
を
「
総
体
的
に
」
見
る
こ
と
に
な
 
る
の
だ
 

ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
宗
教
を
文
化
現
象
の
一
つ
と
す
る
」
 

 
 

よ
う
な
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
様
、
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
分
析
 
の
視
占
 

で
あ
り
、
何
ら
か
の
理
論
負
荷
性
も
帯
び
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
 
 
 

こ
の
疑
問
に
答
え
る
に
は
、
著
者
が
自
己
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
「
 脈
絡
」
 

一
文
化
・
歴
史
的
被
規
定
性
一
を
反
省
し
 
@
 ま
帥
化
す
る
こ
と
、
 
な
  
 

自
己
の
「
総
体
的
」
 
視
占
と
 、
第
五
章
で
は
自
ら
批
判
し
て
い
る
 「
神
の
 

目
 」
と
の
違
い
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

な
る
ほ
ど
、
著
者
は
論
述
の
中
で
言
語
ゲ
ー
ム
概
念
の
三
つ
の
「
 
問
題
 

点
 」
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
反
省
の
視
座
が
な
い
と
言
っ
て
は
 
坦
坦
舌
口
で
 

そ
の
三
白
、
①
規
則
の
不
明
瞭
 さ ②
境
界
の
 
暖
昧
さ
 

③
本
質
を
欠
く
こ
と
は
、
評
者
の
考
え
で
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
概
念
 
 
 

で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
 な
 性
格
を
 も
つ
 @
=
 

口
 

語
 ・
社
会
現
象
を
う
ま
く
掴
み
取
ろ
 
う
 と
し
て
、
タ
イ
ト
ゲ
ン
 
シ
 
ユ
 タ
イ
 

ン
は
 
「
ゲ
ー
ム
」
の
語
を
導
入
し
た
の
だ
と
見
る
方
が
よ
い
の
で
 

 
 

か
 同

じ
く
 ポ
レ
 ミ
カ
ル
 な
 、
「
体
験
談
か
ら
他
者
の
宗
教
体
験
を
理
 

解
し
 

よ
う
と
す
る
方
法
は
誤
っ
て
い
る
」
と
い
う
批
判
に
も
 一
 舌
口
添
え
  
 

少
な
く
と
も
、
新
宗
教
研
究
等
が
試
み
て
き
た
こ
と
は
、
他
者
の
 
宗
教
 体
 

験
 自
体
の
再
構
成
で
は
な
く
、
意
味
づ
け
の
理
解
で
あ
り
、
さ
ら
 
 
 

し
ぽ
 体
験
を
社
会
的
構
成
切
と
し
て
き
た
の
で
、
著
者
の
批
判
は
 
当
た
っ
 

て
い
な
い
。
む
し
ろ
新
し
い
切
り
口
を
入
れ
る
に
は
、
単
純
な
社
 
会
 決
定
 

論
士
克
服
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
私
見
で
 
 
 

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
 

-
 
と
 ク
リ
プ
 キ
 -
 の
「
規
則
の
パ
ラ
ド
 
ク
ス
 」
論
が
 

手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
概
念
相
対
主
義
の
 
欠
点
と
 

し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
静
的
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
 
り
 決
定
 

論
 な
の
で
変
化
を
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
 シュ
タ
 

 
 
 
 

イ
ン
の
規
則
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
言
語
の
動
的
・
非
決
定
論
的
な
 
側
面
を
 

照
射
す
る
も
の
と
思
う
の
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
 
や
 
ロ
ー
テ
ィ
 等
と
の
 

対
決
も
含
め
今
後
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
 い 。
著
者
自
身
は
自
 己
 の
 理
 



論
を
動
的
と
見
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
「
 
@
 五
明
」
の
 
五
 四
を
「
 壬
 
-
 
口
 

説
 」
に
換
え
る
等
だ
け
で
な
く
全
体
的
な
転
換
が
必
要
な
の
で
あ
 
る
 。
 

著
者
の
理
論
が
静
的
な
本
質
主
義
を
こ
の
よ
う
に
批
判
し
な
が
ら
 
0
%
 刀
 

全
 に
は
拭
い
切
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
評
者
の
推
測
 
で
は
、
 

そ
れ
は
著
者
の
も
う
一
つ
の
関
心
で
あ
る
現
象
学
に
、
 

反
 基
礎
 づ
 け
 主
義
 

約
言
語
哲
学
を
ひ
き
つ
け
る
と
い
う
こ
と
に
一
因
が
あ
る
か
も
 し
れ
な
 

い
 。
す
な
 ね
 ち
、
著
者
に
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
三
 %
 識
 -
 構
成
 

正
義
的
に
解
釈
す
る
傾
向
 

-
 
「
世
界
を
別
様
に
見
る
」
 -
 が
あ
る
の
 @
 
。
 
オ
カ
 
Ⅰ
 ,
 

こ
の
構
成
王
 義
 こ
そ
、
私
的
言
語
批
判
で
批
判
さ
れ
て
い
る
、
 

経
 域
内
容
 

と
 @
 語
が
対
応
す
る
と
す
る
立
場
、
著
者
の
言
葉
で
は
二
元
論
 モ
 @
 ル
 な
 

の
で
あ
る
。
現
象
学
的
発
想
を
舌
口
語
哲
学
理
解
の
与
件
と
せ
ず
に
 

、
相
違
 

古
に
十
分
意
識
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
の
現
象
学
 
と
壬
一
 

口
語
哲
学
 

双
方
へ
の
関
心
は
 
、
 単
な
る
折
衷
で
は
な
い
、
独
自
の
理
論
に
集
 大
成
さ
 

れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
に
違
 い
な
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
思
想
が
あ
る
。
華
々
し
く
 
出
 仮
果
 

0
 脚
光
を
浴
び
た
思
想
家
が
、
あ
る
時
期
を
過
ぎ
る
と
、
し
ば
し
 
ば
 流
行
 

遅
れ
に
な
っ
た
ご
と
く
に
 
袖
祝
 さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
思
想
が
 

人
間
の
 

深
い
根
源
的
な
次
元
に
迫
る
の
で
あ
れ
ば
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
 
よ
 二
ワ
に
 
亡
 い
 

即
 さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
出
版
界
で
の
流
行
が
過
ぎ
さ
 っ
た
後
 

に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
思
想
家
の
真
の
意
義
を
冷
静
に
考
察
す
る
 
こ
と
が
 

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
小
林
破
瓜
が
関
西
学
院
大
学
の
修
士
課
程
 
在
 草
中
に
 

マ
ル
セ
ル
に
出
会
っ
て
以
来
十
余
年
、
一
貫
し
て
そ
の
研
究
を
継
 
航
 し
て
 

い
る
の
は
、
 ム
 フ
日
に
お
い
て
こ
そ
鮮
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

も
の
を
 

マ
ル
セ
ル
の
 居
 想
の
中
に
認
め
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

そ
 の
 研
究
 

を
ま
と
め
た
本
書
を
世
に
問
う
た
の
は
、
マ
ル
セ
ル
の
思
想
の
意
 
義
 を
よ
 

り
 多
く
の
人
に
伝
え
た
い
と
い
う
、
強
い
使
命
感
に
促
さ
れ
た
た
 めに
ほ
 

か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
使
命
感
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
徒
 
で
あ
る
 

著
者
の
信
仰
と
が
折
り
込
ま
れ
て
作
成
さ
れ
た
本
書
に
は
、
著
者
 
0
%
 
い
 

思
い
が
隅
々
に
ま
で
い
き
わ
た
っ
て
い
る
。
 

岩
田
文
昭
 

創
立
桂
一
九
九
 セ
年
 二
月
二
五
日
刊
 

A
5
 判
二
九
 0
 頁
四
セ
 0
0
 
円
 

小
林
 
敬
著
 

「
存
在
の
光
を
求
め
て
 

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
 

 
 

  



書評と紹介 

第
一
部
「
実
存
か
ら
信
仰
へ
」
。
フ
ラ
ン
ス
実
存
主
義
に
お
け
る
 
代
表
 

的
 思
想
家
と
し
て
、
カ
ミ
ュ
と
サ
ル
ト
ル
と
マ
ル
セ
ル
の
三
人
は
 
 
 

ば
そ
の
名
を
並
べ
て
紹
介
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ミ
ュ
と
サ
ル
 
 
 

著
者
は
、
マ
ル
セ
ル
の
思
想
を
「
 前
 
・
神
学
的
」
宗
教
哲
学
で
あ
 
る
と
 

見
定
め
、
「
 前
 
・
神
学
的
」
と
い
う
 
観
 占
か
ら
マ
ル
セ
ル
の
 思
相
  
 

部
分
を
別
出
し
ょ
う
と
試
み
る
。
本
書
は
、
マ
ル
セ
ル
に
「
 
隠
き
 れ
た
 体
 

系
 」
を
見
い
だ
す
と
い
う
明
確
な
目
的
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
 
際
 だ
っ
 

た
 特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
体
系
的
叙
述
が
生
き
た
 
思
 想
 を
取
 

り
 逃
が
す
恐
れ
が
あ
り
、
マ
ル
セ
ル
自
身
が
体
系
的
叙
述
を
嫌
っ
 て
い
た
 

こ
と
の
問
題
を
著
者
は
承
知
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
著
者
は
、
 

マ
ル
セ
 

か
め
 探
求
の
歩
み
そ
の
も
の
に
分
け
入
り
、
マ
ル
セ
ル
の
思
想
の
 
動
的
な
 

歩
み
を
捉
え
よ
う
と
任
意
を
は
も
っ
て
い
る
。
カ
ミ
ュ
、
 

 
 

ブ
ー
バ
ー
な
ど
の
思
想
家
と
マ
ル
セ
ル
と
の
対
比
に
 
多
 く
の
 頁
 

が
 割
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
比
較
を
目
指
し
て
の
こ
 
と
 で
は
 

な
い
。
マ
ル
セ
ル
の
生
き
た
思
想
を
そ
の
同
時
代
人
や
元
行
者
と
 
の
関
わ
 

り
の
中
で
、
動
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
か
ら
で
 
あ
り
、
 

こ
の
点
に
本
書
の
す
ぐ
れ
た
独
自
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
 
 

本
書
は
、
 

十
 篇
の
論
文
よ
り
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
四
部
に
 き と
 

め
ら
れ
て
い
る
。
各
部
は
お
の
お
の
独
立
し
た
構
成
を
な
し
て
い
 
る
が
、
 

そ
の
い
ず
れ
も
マ
ル
セ
ル
の
思
想
を
「
 前 ・
神
学
的
」
宗
教
哲
学
 
と
し
て
 

解
明
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
著
者
の
一
貫
し
た
祝
日
 
か
 も
の
で
 

ル
 セ
ル
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
各
部
の
論
述
 
を
 辿
り
 

な
が
ら
、
本
書
の
骨
格
と
で
も
い
う
べ
き
内
容
を
指
摘
し
て
み
る
 こと
に
 

し
た
 

生
涯
「
無
神
論
者
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
マ
ル
セ
ル
の
み
が
 
四
  
 

回
心
し
た
。
そ
こ
で
、
著
者
は
、
マ
ル
セ
ル
と
同
じ
よ
う
な
状
況
 
 
 

二
人
の
思
想
家
が
捉
え
て
い
た
「
 

神
 」
の
像
を
考
察
し
、
そ
れ
と
 

対
比
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
マ
ル
セ
ル
の
「
 神 」
の
像
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
 に
す
る
 

こ
と
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
こ
の
試
み
を
通
し
て
、
本
書
を
貫
く
 テー
マ
 

で
あ
る
マ
ル
セ
ル
の
「
 
前
 
・
神
学
的
」
宗
教
哲
学
の
特
徴
を
素
描
 

す
る
。
 

第
一
部
は
、
 
三
 篇
の
論
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
最
初
に
 カ
 
.
 ユ
 

続
い
て
サ
ル
ト
ル
、
最
後
に
マ
ル
セ
ル
の
「
 神 」
の
像
が
論
じ
 
ろ
 れ
て
い
 

 
 著

者
に
よ
れ
ば
、
カ
ミ
ュ
と
サ
ル
ト
ル
が
想
定
し
て
い
た
「
 
神
 」
  
 

ず
れ
も
パ
ス
カ
ル
の
い
う
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
神
」
で
は
 な
か
っ
 

た
 。
そ
し
て
、
著
者
は
彼
ら
が
「
 神
 」
を
拒
絶
あ
る
い
は
無
視
し
 た
 日
取
 
大
 

の
 原
因
を
 、
 彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
神
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
 とに
 求
 

め
る
。
他
方
、
マ
ル
セ
ル
は
彼
ら
同
様
に
、
当
初
は
キ
リ
ス
ト
が
 
だ
れ
か
 

を
 知
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
人
の
友
人
の
手
紙
を
媒
介
と
し
て
 
、
キ
リ
 

ス
ト
教
の
「
 神
 」
の
本
質
を
な
す
も
の
と
間
接
的
な
形
で
出
会
う
 こ
と
が
 

で
き
た
。
マ
ル
セ
ル
は
こ
こ
に
お
い
て
「
神
の
光
」
と
出
会
い
回
 
 
 

と
さ
れ
る
。
こ
の
マ
ル
セ
ル
の
信
仰
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
「
 

絶
 対
 の
 汝
 」
 

か
ら
の
呼
び
か
け
に
対
す
る
「
 

我
 」
の
応
答
で
あ
る
と
著
者
は
捉
 え
る
。
 

い
う
ま
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
歴
史
性
、
儀
礼
、
実
践
 
的
 規
定
 

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
が
あ
る
。
著
者
は
こ
の
 ょう
 な
要
因
を
捨
 
果
 し
、
 

「
絶
対
の
汝
」
と
「
 我
 」
と
の
関
係
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
本
 質 を
捉
 

え
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
、
マ
ル
セ
ル
を
解
釈
す
る
う
え
で
の
、
 

著
者
の
 

明
確
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
看
取
で
き
る
。
 

著
者
は
、
回
心
以
降
、
マ
ル
セ
ル
の
な
か
に
は
、
思
考
内
部
の
次
 
九
を
 

Ⅰ 75 (1 ァ 51 



支
え
る
、
よ
り
高
次
の
「
絶
対
の
汝
」
そ
の
も
の
に
負
う
次
元
が
 
開
け
た
 

と
 認
め
る
。
し
か
し
、
マ
ル
セ
ル
は
特
定
の
教
義
内
容
の
護
教
論
 を 展
開
 

し
た
わ
け
で
は
な
い
。
マ
ル
セ
ル
の
省
察
は
、
直
接
に
は
啓
示
を
 
-
 
目
 提
に
 

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
回
心
後
の
マ
ル
セ
ル
の
あ
り
か
た
を
 、
 著
者
は
 

「
信
徒
と
六
冊
 徒
 と
の
中
間
線
上
」
に
あ
る
「
敷
居
の
立
場
」
 と
す
る
 

エ
八
四
頁
 

-
9
 

マ
ル
セ
ル
は
、
著
者
の
い
う
「
敷
居
の
立
場
」
に
 

立
  
 

回
心
以
前
か
ら
追
求
し
て
い
た
信
仰
の
理
解
可
能
性
の
課
題
を
 
、
 回
心
後
 

も
さ
ら
に
さ
ら
に
強
化
し
た
、
と
見
定
め
ら
れ
る
。
「
敷
居
の
立
 
場
 」
と
 

は
 、
信
仰
と
世
俗
の
領
域
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
 

そ
れ
は
 

両
者
を
媒
介
す
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
セ
ル
は
 直
接
的
 

な
 護
教
論
を
展
開
し
な
い
が
、
信
仰
の
世
界
に
お
け
る
自
己
理
解
 の
 操
ま
 

り
が
、
結
果
と
し
て
 
木
 信
徒
に
も
働
き
か
け
る
。
つ
ま
り
、
哲
学
 者
 と
し
 

て
 追
求
す
る
普
遍
性
が
キ
リ
ス
ト
教
の
内
に
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
 と
を
 示
 

す
こ
と
で
、
間
接
的
な
仕
方
で
護
教
論
を
提
示
す
る
と
理
解
さ
れ
 
る
 。
 

こ
の
よ
う
な
マ
ル
セ
ル
の
「
敷
居
の
立
場
」
の
理
解
を
も
と
に
、
 

著
者
 

は
 マ
ル
セ
ル
の
方
法
を
「
 
前
 
・
神
学
的
」
と
命
名
す
る
。
「
 
前
 ・
 神学
的
」
 

と
い
う
言
葉
は
、
消
極
的
に
は
、
神
学
的
で
も
な
く
、
ま
た
柚
釜
 

朋
 提
な
哲
 

学
的
立
場
に
よ
っ
て
神
学
か
ら
自
立
し
た
一
般
的
宗
教
哲
学
で
は
 ない
こ
 

と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
は
こ
の
 @ 葉
に
よ
っ
て
 
て
 

ル
 
セ
 ル
 

の
 思
想
を
積
極
的
に
、
「
過
去
の
彼
自
身
を
も
含
め
た
 

末
 信
者
と
 
o
 対
話
 

の
 地
平
に
位
置
」
づ
け
、
「
一
種
の
間
接
的
な
護
教
論
」
を
な
す
 
も
の
で
 

あ
る
と
捉
え
る
（
 セ
 0
 頁
 -
 
。
マ
ル
セ
ル
の
思
想
を
「
隠
れ
た
 護
 杜
牧
 
ョ
卸
 
」
 

と
い
う
 視
白
 で
捉
え
返
す
こ
と
、
こ
れ
が
本
書
の
根
幹
を
な
す
。
 

第
二
部
「
信
仰
と
哲
学
」
。
第
二
部
は
、
 

二
 篇
の
論
文
か
ら
構
成
 さ
れ
 

て
い
る
。
第
一
論
文
で
は
、
マ
ル
セ
ル
の
「
問
題
と
神
秘
」
の
 
対
 概
ム
 芯
が
 

考
察
さ
れ
、
神
学
と
区
別
さ
れ
る
マ
ル
セ
ル
の
宗
教
哲
学
の
解
明
 
が
 試
み
 

 
  

 

ら
れ
る
。
 

 
 

著
者
は
、
マ
ル
セ
ル
哲
学
の
基
礎
的
概
念
で
あ
る
「
問
題
」
「
 
神
 舐
囚
 
」
 

1
 

 
 

「
第
一
次
的
反
省
」
「
第
二
次
的
反
省
」
な
ど
の
説
明
を
彼
の
少
 

な
か
ら
 

ぬ
 著
作
を
参
照
し
な
が
ら
手
際
よ
く
行
っ
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
 
概
 念
 の
 解
 

明
を
通
し
て
著
者
が
提
示
す
る
の
は
、
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
が
啓
示
 
信
仰
 と
 

相
補
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
補
的
な
関
 
係
 に
お
 

い
て
、
哲
学
的
反
省
の
固
有
の
働
き
は
、
 

目
 第
一
次
的
反
省
と
区
 別
さ
れ
 

る
 ）
第
二
次
的
反
省
に
お
い
て
反
省
さ
れ
る
事
実
を
最
終
的
に
「
 
神
秘
」
 

と
し
て
認
知
で
き
る
働
き
」
一
九
二
頁
）
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

マ
 ル
 セ
ル
 

は
 反
省
の
領
域
に
教
義
や
信
条
を
直
接
に
援
用
す
る
こ
と
を
避
け
 る
も
の
 

の
 、
そ
の
反
省
の
働
き
は
、
最
終
的
に
人
を
信
仰
に
近
づ
け
る
。
 

こ
の
こ
 

と
に
、
マ
ル
セ
ル
の
思
索
が
前
神
学
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
 
根
拠
を
 

著
者
は
見
 ぃ
 だ
す
。
 

第
二
部
の
第
二
論
文
は
、
「
神
の
存
在
証
明
」
に
対
す
る
マ
ル
セ
 ル
 
の
 

関
わ
り
万
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ル
 セル
は
 

神
の
存
在
証
明
を
完
全
に
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
対
し
 
消
 極
 的
で
 

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
絶
対
の
汝
」
で
あ
る
神
は
 

、
 「
そ
れ
」
と
 
し
て
 客
 

体
 的
な
仕
方
で
伝
達
す
る
証
明
の
方
法
に
よ
っ
て
は
捉
え
る
こ
と
 
が
で
き
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
マ
ル
セ
ル
は
証
明
の
理
論
を
そ
 
0
 目
的
 

に
お
い
て
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
証
明
を
試
み
る
以
上
、
そ
れ
を
 
担
う
人
 

は
 信
仰
を
あ
ら
か
じ
め
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
信
仰
を
他
者
と
 
共
有
せ
 

ん
と
す
る
こ
の
内
的
な
意
図
を
マ
ル
セ
ル
は
評
価
す
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
 こ
 

の
よ
う
な
マ
ル
セ
ル
の
哲
学
的
反
省
と
神
の
存
在
証
明
と
の
関
係
 
を
 著
者
 

は
 最
終
的
に
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。
マ
ル
セ
ル
の
反
省
は
 
、
 「
日
神
」
 



 
 紹

 

 
 評

 
重
日
 

一
 

と
い
う
「
椀
ム
亘
を
〒
 我
｜
 そ
れ
」
的
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
表
す
の
 で
は
な
 

く
 、
「
絶
対
の
汝
」
と
い
う
超
人
格
的
人
格
神
を
、
「
 

汝
 」
即
ち
 隣
  
 

関
係
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
で
表
す
の
で
あ
る
」
 

二
 
二
一
頁
 -
 。
 

第
三
部
目
前
神
学
」
的
な
宗
教
哲
学
」
。
 

三
 篇
の
論
文
か
ら
な
る
 第
二
一
 

部
は
 、
本
書
の
中
小
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
パ
ス
カ
 ル
 と
 て
 

ル
 セ
ル
を
比
較
し
た
第
一
論
文
は
、
本
書
の
白
眉
だ
と
思
わ
れ
る
 
 
 

著
者
は
、
パ
ス
カ
ル
と
マ
ル
セ
ル
の
共
通
点
を
次
の
三
点
に
ま
 
と
め
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
「
人
間
の
上
に
つ
い
て
の
反
省
に
基
づ
く
根
源
 
的
な
要
 

求
は
 、
窮
極
に
お
い
て
神
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
こ
そ
充
た
さ
れ
る
 と 考
え
 

ら
れ
た
事
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
自
己
啓
示
に
答
え
る
も
  
 

て
 、
事
実
こ
の
信
仰
が
可
能
と
さ
れ
た
事
、
そ
し
て
こ
の
信
仰
に
 
到
る
た
 

め
に
は
知
を
超
え
た
決
断
又
は
肯
定
、
参
与
と
し
て
の
絶
対
的
な
 
選
択
が
 

迫
ら
れ
る
と
す
る
事
」
で
あ
る
二
四
三
頁
 
一
 。
こ
の
よ
う
に
 
両
 者
に
共
 

通
す
る
占
を
指
宿
し
た
上
で
、
マ
ル
セ
ル
の
「
前
神
学
的
」
宗
教
 
哲
学
の
 

特
質
が
解
明
さ
れ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
、
信
条
や
教
義
に
即
し
て
 
省
 察
 を
展
 

閲
 し
て
い
る
の
に
対
し
、
マ
ル
セ
ル
に
お
い
て
ほ
、
反
省
の
帰
結
 
す
る
 信
 

仰
が
キ
リ
ス
ト
に
負
 う
 信
仰
で
あ
る
必
然
性
は
明
言
さ
れ
て
 い
 な
 @
@
 
。
 

ル
 セ
ル
が
、
信
仰
を
明
示
し
な
い
の
は
、
反
省
が
信
仰
に
対
立
 優
先
す
 

る
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
反
省
を
こ
え
た
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
 
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
反
省
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
べ
き
性
 
格
 を
有
 

す
る
も
の
と
な
る
。
著
者
は
、
パ
ス
カ
ル
の
思
想
と
対
 
暗
 さ
せ
、
 

マ
ル
セ
 

か
め
 前
神
学
的
思
想
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。
「
パ
ス
カ
ル
に
 お
い
て
 

ほ
 反
省
が
信
仰
を
弁
証
し
、
そ
れ
に
従
 う
 限
り
、
両
者
は
不
可
分
 に
 一
体
 

化
さ
れ
た
の
だ
が
、
マ
ル
セ
ル
に
お
い
て
両
者
は
、
相
補
的
乃
至
 
は
 相
互
 

呼
応
的
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
相
補
性
の
も
と
に
、
「
 
神
字
」
 

で
も
な
く
〒
非
神
学
的
世
俗
哲
学
 
ヒ
 で
も
な
い
〒
前
神
学
的
」
 
宗
 教
 哲
学
 

が
 成
立
す
る
」
二
四
九
頁
㍉
な
お
、
著
者
は
、
恩
師
で
あ
る
 
武
 

る
の
み
な
ら
ず
、
武
藤
博
士
と
マ
ル
セ
ル
の
立
場
と
は
、
「
前
神
 
堂
 ，
 的
 」
 

藤
 
一
雄
 

博
士
か
ら
「
前
神
学
的
」
宗
教
哲
学
の
発
想
を
受
け
た
こ
と
を
 
記
  
 

宗
教
哲
学
と
い
う
点
で
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
明
言
し
て
い
る
（
 
同
 貞
一
。
 

こ
の
こ
と
は
、
著
者
の
マ
ル
セ
ル
読
解
の
視
点
を
理
解
す
る
う
え
 
で
 在
日
 

す
べ
き
占
で
あ
ろ
う
。
 

つ
づ
く
、
第
二
論
文
で
は
、
第
一
論
文
と
同
じ
よ
う
に
、
プ
ー
 
バ
 
 
 

の
 比
較
で
マ
ル
セ
ル
の
「
前
神
学
的
」
宗
教
哲
学
の
特
質
が
解
 明
 さ
れ
 

る
 。
著
者
に
よ
れ
 
ば
 、
マ
ル
セ
ル
の
思
想
が
前
神
字
的
で
あ
る
こ
 と
の
 要
 

占
は
 、
思
想
と
信
仰
と
が
方
法
と
し
て
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
 

内
 容
 と
し
 

て
は
両
者
が
分
か
ち
が
た
く
共
存
し
て
い
る
点
に
あ
る
 
0
 そ
し
て
 、
こ
 

方
法
と
内
容
の
二
重
性
の
原
因
は
、
「
神
に
お
け
る
人
格
性
と
超
 ・
人
格
 

性
の
共
存
」
に
面
し
た
マ
ル
セ
ル
が
 
、
 神
の
側
か
ら
で
な
く
、
 
お
 く
ま
で
 

人
間
の
側
か
ら
神
へ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
方
向
性
に
あ
る
と
 
指
摘
さ
 

れ
る
。
 

第
三
論
文
で
は
、
マ
ル
セ
ル
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
な
ら
ず
、
 

カ
 
 
 

ッ
ク
 教
会
に
身
を
置
い
た
理
由
が
丹
念
に
探
求
さ
れ
る
。
こ
こ
で
 
0
 間
 題
 

は
 、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
著
者
の
関
心
が
「
な
ぜ
プ
ロ
テ
ス
 
 
 

に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
の
形
で
尖
鋭
に
表
現
さ
 れ
て
い
 

る
 0
 著
者
は
、
マ
ル
セ
ル
 
ほ
 
「
カ
ト
リ
ッ
ク
 か
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 
」
と
い
 

う
よ
り
、
「
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
 

結
論
と
 

 
 
 
 
 
 

し
て
は
「
教
派
を
超
え
た
宗
教
哲
学
者
」
だ
と
し
て
い
る
。
 

第
四
部
「
存
在
の
光
を
求
め
て
」
。
本
書
 

は
 、
第
三
部
に
 
い
 た
る
 
 
 

マ
ル
セ
ル
の
思
想
の
根
本
的
枠
組
み
を
解
明
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
 が
 



れ
ら
の
思
想
の
枠
組
み
は
、
マ
ル
セ
ル
の
具
体
的
経
験
へ
の
閉
山
 
 
 

ら
 形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
三
部
ま
で
 の
 論
述
 

は
 、
マ
ル
セ
ル
の
記
し
た
豊
か
な
具
体
的
経
験
と
連
関
さ
せ
る
こ
 と
に
よ
 

っ
て
、
よ
り
積
極
的
な
も
の
に
な
る
と
著
者
は
考
え
、
第
四
部
で
 

、
具
体
 

的
 事
実
な
一
つ
の
例
と
し
て
「
不
安
」
を
取
り
上
げ
る
。
マ
ル
セ
 
 
 

九
五
五
年
の
著
作
ト
。
 か
 0
 ま
ま
 ぬ
 も
さ
ま
 輌
 
ま
む
～
～
 

q
u
 

ぬ
で
 
「
不
安
」
を
 主
題
と
 

し
て
論
じ
て
い
る
。
 
二
 篇
の
論
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
第
四
部
 で
は
、
 

ま
ず
第
一
論
文
で
、
 
ト
 。
 
ぎ
 ま
ま
 ぬ
 も
さ
ひ
 
志
 ま
 ま
ミ
 薫
に
結
実
す
る
 
「
不
安
」
 

概
念
の
形
成
過
程
が
辿
ら
れ
る
が
、
論
述
の
中
心
は
、
以
下
の
よ
 
う
 な
者
 

察
を
展
開
す
る
第
二
論
文
に
あ
る
。
 

著
者
は
、
「
不
安
」
 
す
 コ
 %
0
@
s
s
 

③
と
「
苦
悩
」
 
宙
 コ
ロ
 
ロ
 @
 
D
 
、
 
（
Ⅰ
 
d
 ③
 
と
 る
 

マ
ル
セ
ル
が
区
別
し
て
い
る
占
に
注
目
す
る
。
両
者
は
、
類
似
し
 
た
 概
念
 

で
あ
る
が
、
マ
ル
セ
ル
の
 m
 法
に
お
い
て
は
、
「
不
安
」
は
不
安
 

自
体
か
 

ら
の
解
放
の
要
求
の
契
機
を
含
む
が
、
「
苦
悩
」
の
場
合
は
こ
の
 
要
求
を
 

含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
両
者
は
違
っ
た
体
験
で
は
な
く
、
 

人
 間
 的
苦
 

境
の
同
一
の
体
験
で
あ
る
。
両
者
は
、
主
体
的
態
 度
 の
 様
 

相
 に
お
け
る
違
い
、
と
り
わ
け
、
信
仰
に
関
わ
り
 
ぅ
 る
か
ど
う
か
 
に
よ
っ
 

て
 分
け
ら
れ
る
と
著
者
は
捉
え
る
。
す
な
 
む
 ち
、
「
同
じ
現
象
 
で
あ
る
 

「
不
安
」
と
「
苦
悩
し
は
、
こ
の
現
象
の
内
に
あ
る
人
間
が
こ
れ
 

を
 超
え
 

し
め
る
 
円
 絶
対
の
汝
し
と
い
か
な
る
関
係
を
と
る
か
の
玉
体
的
な
 
態
度
決
 

是
 に
関
し
て
、
始
め
て
区
別
さ
れ
 

ぅ
る
 」
の
で
あ
る
三
五
 0 頁
 一
 

著
者
は
、
「
不
安
」
の
分
析
の
な
か
に
具
体
的
事
実
に
即
し
た
 て ル
 
セ
 

か
め
 
「
前
神
学
的
」
宗
教
哲
学
の
一
つ
の
事
例
を
認
め
る
。
た
だ
 

し
、
著
 

者
は
、
こ
の
分
析
を
も
っ
て
マ
ル
セ
ル
の
具
体
哲
学
の
分
析
が
十
 
分
 で
あ
 

る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
本
書
が
 

ロ
ガ
 プ
リ
 エ
 ル
，
マ
ル
セ
ル
の
 
宗
教
 哲
 

  

本
書
の
学
術
上
の
貢
献
は
、
マ
ル
セ
ル
の
思
想
に
お
け
る
キ
リ
ス
 
ト
教
 

信
仰
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
た
こ
と
、
と
り
わ
け
、
マ
ル
セ
ル
 にお
い
 

て
 潜
在
的
で
あ
っ
た
護
教
論
を
あ
ら
わ
に
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
 

 
 

な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
貢
献
は
、
同
時
に
大
き
な
問
題
を
提
示
し
 てい
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
一
般
に
、
あ
ま
り
に
護
教
的
関
心
が
前
面
に
で
 る
 著
作
 

は
 、
結
果
と
し
て
見
た
場
合
、
護
教
と
い
う
目
的
に
対
し
て
十
分
 
な
 効
果
 

を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
逆
説
的
事
態
を
引
き
起
 
こ
す
。
 

し
か
も
、
潜
在
的
な
護
教
論
を
含
む
思
想
家
を
研
究
す
る
に
あ
た
 
り
、
護
 

教
諭
的
立
場
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
、
研
究
の
一
つ
の
道
程
と
 
し
て
 必
 

要
 で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
そ
の
思
想
家
の
も
つ
 
本
来
の
 

 
 

て
い
え
 

ば
、
 彼
の
思
想
は
、
護
教
論
的
立
場
を
前
面
に
な
さ
な
い
こ
と
 
に
よ
っ
 

て
 、
 末
 信
の
人
を
も
含
め
た
多
く
の
読
者
を
持
ち
え
た
の
で
は
な
 ぃ
 だ
 る
 

ぅ
か
 。
マ
ル
セ
ル
の
中
に
存
在
す
る
「
間
接
的
な
護
教
論
」
を
 
積
 極
 的
に
 

指
摘
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
マ
ル
セ
ル
自
身
の
思
想
の
持
つ
 
射
 程
 を
見
 

失
わ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
。
 

そ
も
そ
も
、
著
者
の
い
う
マ
ル
セ
ル
の
「
敷
居
の
立
場
」
に
は
、
 

二
つ
 

の
 側
面
、
す
な
む
ち
「
信
徒
」
に
対
す
る
面
と
「
 末 信
徒
」
に
 対
 す
る
面
 

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
側
面
が
一
体
と
 
な
っ
た
 

運
動
と
し
て
、
す
な
 
ね
 ち
、
信
仰
に
お
け
る
自
己
理
解
の
深
ま
り
 が、
結
 

果
 と
し
て
 木
 信
徒
に
も
働
き
か
け
る
運
動
と
し
て
、
起
こ
る
べ
き
 
は
ず
で
 

学
の
研
究
 
一
 
1
 こ
と
い
う
副
題
を
添
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
マ
ル
  
 

論
じ
た
豊
か
な
具
体
的
事
実
を
将
来
改
め
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
 
る
 決
意
 

を
 表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 



書評 

  

 
 

 
 

あ
る
。
し
か
し
、
私
の
読
み
取
れ
る
限
り
、
著
者
が
「
敷
居
の
立
 
場
 」
と
 

い
う
こ
と
で
具
体
的
に
考
察
す
る
と
き
、
「
 

末
 信
徒
に
対
す
る
 証
  
 

う
 信
徒
と
し
て
の
要
求
」
二
八
三
頁
 

-
 と
い
う
側
面
の
み
が
前
面
 に
だ
さ
 

れ
て
い
る
。
そ
の
傾
向
性
は
、
 

未
 信
徒
へ
の
 護
 教
的
働
き
を
強
調
 す
る
 次
 

の
よ
う
な
文
章
に
も
指
摘
で
き
る
。
「
回
心
以
降
の
マ
ル
セ
ル
は
 

、
「
絶
対
 

0
 枚
」
を
直
接
指
し
示
す
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
敷
居
の
立
場
 
目
 に
留
 

ま
っ
て
、
 

末
 信
徒
の
「
知
性
」
に
と
っ
て
も
間
接
的
に
理
解
可
能
 で
あ
る
 

よ
 う
 に
「
絶
対
の
汝
」
を
間
接
的
に
示
す
道
に
執
着
す
る
」
二
八
 

五
頁
）
。
 

著
者
の
「
敷
居
の
立
場
」
の
理
解
に
お
け
る
 木
 信
徒
の
側
へ
の
 傾
き
 

は
 、
当
然
の
ご
と
く
、
マ
ル
セ
ル
の
「
前
神
学
的
」
宗
教
哲
学
の
 
解
明
に
 

も
 反
映
さ
れ
て
い
る
。
「
前
神
学
的
」
宗
教
哲
学
の
立
場
と
は
、
 

本
来
、
 

著
者
自
身
が
以
下
の
ご
と
く
記
す
よ
 う に
護
教
論
の
み
に
関
わ
る
 
も
の
で
 

は
な
か
ろ
う
。
二
前
・
神
学
的
」
 

な
 万
法
が
依
る
所
の
対
話
の
地
 平は
、
 

彼
 
Ⅰ
マ
ル
セ
ル
 
-
 が
言
及
し
た
 
未
 信
徒
の
側
の
み
な
ら
ず
、
彼
自
 身
 
@
 4
 
の
 @
-
 

口
 

及
 以
上
に
信
徒
の
側
の
自
己
絶
対
化
の
否
定
が
あ
っ
て
こ
そ
成
り
 
-
 
Ⅰ
 つ
 」
 

（
 
七
 0
 ｜
 七
一
頁
㍉
と
こ
ろ
が
、
本
書
の
実
際
の
論
述
は
 、
未
 信
徒
へ
 

の
 弁
証
と
い
う
側
面
に
傾
い
て
い
る
。
本
書
に
お
い
て
は
、
哲
学
 
 
 

宗
教
へ
の
批
判
と
い
う
側
面
が
事
実
上
、
触
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
 
未
 展
開
の
 

ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
傾
向
性
に
基
づ
く
も
の
 で
あ
ろ
 

 
 こ

の
問
題
は
、
著
者
が
武
藤
博
士
の
論
文
「
信
仰
の
神
と
哲
学
 者
の
 

神
 」
三
神
学
的
，
宗
教
哲
学
的
論
集
 1 目
 所
収
 一
 か
ら
「
前
神
学
 
約
 一
」
 
&
 本
 

 
 

教
 哲
学
に
関
す
る
多
く
の
教
示
を
受
け
た
と
い
う
だ
け
に
、
私
に
 
 
 

そ
 う
 残
念
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
文
で
武
藤
博
士
の
思
索
は
 
、
禾
 信
徒
に
 

川
 く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
宗
教
そ
の
七
の
の
内
側
で
哲
学
的
 
思
 索
 を
展
 

聞
 し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
の
重
要
な
帰
結
と
し
て
、
「
 
神
の
深
 

淵
 」
の
問
題
や
諸
宗
教
と
の
対
話
が
成
立
し
 
ぅ
 8
 場
所
の
考
察
に
 
ま
で
、
 

博
士
が
思
索
を
深
め
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
武
藤
博
士
 
の
 思
想
を
 

継
承
・
発
展
す
べ
き
一
人
で
あ
る
著
者
に
、
こ
の
側
面
の
論
究
の
 
深
ま
り
 

を
 期
待
す
る
の
は
私
一
人
で
は
な
か
ろ
う
。
 

マ
ル
セ
ル
研
究
に
お
い
て
、
本
書
の
も
っ
問
題
占
を
克
服
す
る
た
 
の
 に
 

必
要
な
こ
と
は
、
マ
ル
セ
ル
の
思
考
の
枠
組
み
で
は
な
く
、
具
体
 
的
 事
実
 

0
 分
析
を
よ
り
深
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
マ
ル
セ
ル
 
自
身
が
 

著
者
の
い
う
よ
う
に
、
自
己
批
判
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
い
な
い
 ので
あ
 

ね
ば
 
七
四
頁
）
、
マ
ル
セ
ル
の
思
索
の
可
能
性
を
考
え
抜
き
、
 

必
要
な
 

ら
 彼
の
思
想
の
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
 
。
著
者
 

の
 予
告
通
り
に
、
「
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
マ
ル
セ
ル
の
宗
教
哲
学
の
研
 

究
一
 Ⅱ
 こ
 

に
お
け
る
さ
ら
な
る
進
展
が
待
ち
望
ま
れ
る
所
以
で
あ
る
。
 

と
は
い
え
、
改
め
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
上
述
の
 
問
題
 

占
は
 、
本
書
が
明
確
な
万
法
で
マ
ル
セ
ル
の
宗
教
哲
学
の
特
質
を
 
は
っ
き
 

り
と
さ
せ
た
が
ゆ
え
に
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
性
質
の
も
の
 
だ
と
 ぃ
 

ぅ
 
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
が
苦
労
し
て
切
り
 
拓
い
 た
道
を
 

歩
む
こ
 

と
で
、
一
つ
の
峰
に
辿
り
つ
い
た
者
が
 

、
 遠
い
峰
が
あ
る
こ
と
を
 新
た
に
 

発
見
し
た
よ
う
な
事
態
に
 
讐
 え
ら
れ
る
。
著
者
が
実
践
し
た
方
法
 は
、
 々
 
不
 

教
 哲
学
研
究
の
一
つ
の
範
例
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
 
、
そ
の
 

内
側
に
護
教
論
的
性
格
を
有
す
る
思
想
家
の
そ
の
性
格
を
あ
ら
ぬ
 にす
る
 

こ
と
の
意
義
と
問
題
点
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

マ
 
 
 

 
 
 
 

の
み
な
ら
ず
、
お
よ
そ
宗
教
と
哲
学
と
の
関
係
に
関
心
を
寄
せ
る
 
人
 に
と
 

っ
て
、
こ
の
占
で
、
本
書
は
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
著
作
だ
と
 思
わ
れ
 

托
 

 
 

る
 。
 



石
井
研
 士
 

日
本
の
近
代
化
と
宗
教
倫
理
と
い
う
研
究
テ
ー
マ
は
、
宗
教
と
社
 
ム
立
 
L
 Ⅰ
 

の
 関
わ
り
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
主
要
な
学
問
 
的
 関
心
 

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
近
代
化
と
宗
教
倫
理
の
テ
ー
マ
で
す
ぐ
 
に
も
 思
 

い
 起
こ
さ
れ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
 
 
 

倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
広
く
宗
教
研
 
究
 者
の
 

入
門
書
で
あ
り
必
読
書
と
な
っ
て
い
る
。
 

「
日
本
の
近
代
化
と
宗
教
倫
理
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
け
る
最
も
 
重
大
 

な
 関
心
は
、
明
治
以
降
近
代
化
し
た
日
本
に
お
い
て
も
、
ウ
ェ
ー
 
 
 

テ
ー
ゼ
と
同
様
に
、
近
代
化
を
準
備
し
た
宗
教
倫
理
が
存
在
し
た
 
か
ど
う
 

か
と
い
う
占
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
少
な
く
な
 い 研
究
者
が
、
こ
の
 
一
 
ア
ー
マ
 

に
 挑
み
、
成
果
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
 
全
般
的
 

な
 印
象
と
し
て
は
、
資
本
主
義
の
精
神
の
発
生
に
深
く
関
わ
っ
た
 
プ
ロ
テ
 

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
と
 同
じ
も
の
を
、
近
世
日
本
に
見
い
だ
す
こ
と
 
は
 容
易
 

で
は
な
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
 の精
 

神
 」
は
、
資
本
主
義
の
形
成
親
に
関
わ
る
分
析
で
あ
っ
た
。
 

と
 -
 
」
ろ
で
、
 

芹
川
博
通
 著
 

「
日
本
の
近
代
化
と
宗
教
倫
理
 

近
世
近
江
商
人
論
 

多
賀
出
版
一
九
九
七
年
一
 

A
5
 判
三
四
二
頁
 

一
月
二
八
日
刊
 

 
 

ひ
と
ま
ず
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
形
成
に
ど
れ
だ
け
宗
教
 
倫
 理
 が
影
 

響
を
及
ぼ
し
た
か
は
さ
て
お
い
て
、
後
期
資
本
妻
 
義
 と
で
も
い
え
 る
 現
状
 

 
 

に
お
い
て
、
経
済
と
宗
教
と
の
幅
広
い
関
わ
り
を
認
め
る
こ
と
 が
で
き
 

 
 

る
 。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
向
け
の
月
刊
誌
で
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
る
 宗
教
 特
 

集
 、
禅
寺
で
の
社
員
研
修
、
社
葬
、
企
業
の
祀
る
神
社
、
企
業
 墓
 の
 存
 

在
 、
あ
る
い
は
経
済
界
の
重
要
人
物
が
仏
門
に
出
家
し
た
り
、
 

操
 蓋
 別
の
 

社
員
全
員
に
よ
る
読
経
な
ど
企
業
ぐ
る
み
で
の
宗
教
行
動
も
よ
く
 
知
ら
れ
 

て
い
る
。
 

経
済
と
宗
教
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
近
代
化
と
の
関
わ
り
に
お
い
 
て
、
 

あ
る
意
味
で
は
狭
い
領
域
で
考
察
が
試
み
ら
れ
て
き
た
と
い
う
 
@
 -
 と
が
で
 

き
る
。
本
書
は
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
 
著
作
で
 

あ
る
。
 

本
書
は
筆
者
の
学
位
論
文
字
近
世
近
江
商
人
に
見
ら
れ
る
宗
教
 竹
縄
 

済
 倫
理
と
を
も
と
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
学
位
論
文
の
 本
篇
の
 

約
四
割
に
加
筆
し
、
資
料
篇
を
削
除
し
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

本
書
は
大
き
く
二
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
序
論
問
題
意
 識
と
 

構
成
」
、
一
本
論
近
江
商
人
の
経
済
精
神
と
宗
教
倫
理
」
の
 二
 部
 で
あ
 

る
 。
「
序
論
問
題
意
識
と
構
成
」
の
前
に
「
は
し
が
き
」
「
 本
 書
 の
 概
 

要
 」
が
設
け
ら
れ
、
巻
末
に
「
附
録
儒
教
倫
理
と
経
済
」
と
し
 
て
 
「
 マ
 

ッ
 ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
儒
教
倫
理
観
」
「
渋
沢
栄
一
の
論
詰
 
算
 盤
説
 」
 

「
儒
教
倫
理
と
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
に
関
す
る
諸
説
」
の
三
本
 

の
 論
文
 

が
 付
さ
れ
て
い
る
。
 

本
篇
に
先
立
っ
「
本
書
の
概
要
」
は
二
四
頁
に
及
ぶ
本
書
全
体
の
 
要
約
 

で
あ
る
。
本
書
の
目
的
、
個
々
の
 章
 、
全
体
の
結
論
が
要
約
さ
 れ
て
い
 

て
 、
ガ
イ
ド
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
 



書評 と紹介 

「
序
論
問
題
意
識
と
構
成
」
の
冒
頭
に
お
い
て
本
書
全
体
を
買
 く
問
 

題
 提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
近
代
化
・
産
業
化
が
比
較
的
 
短
時
間
 

は
な
し
遂
げ
ら
れ
た
歴
史
的
事
実
の
背
景
に
は
、
近
世
日
本
に
形
 
成
さ
れ
 

た
 独
自
の
経
済
的
合
理
主
義
が
存
在
し
た
。
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
テ
ィ
 

ズ
ム
の
職
業
倫
理
が
資
本
主
義
の
精
神
の
形
成
に
決
定
的
な
影
響
 
を
 与
え
 

た
と
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
「
日
本
 
資
 本
主
義
 

の
 精
神
」
と
い
う
合
理
工
義
を
推
進
す
る
よ
う
な
宗
教
が
存
在
し
 
た
か
ど
 

ぅ
か
 、
あ
っ
た
と
す
れ
ば
何
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
「
第
一
章
万
法
的
視
覚
」
で
は
、
 

ま
 ず
ゥ
 

エ
 ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
の
要
約
が
試
み
ら
れ
て
い
る
 
宅
 第
一
節
 マ
ッ
ク
 

ス
 ・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
宗
教
と
経
済
」
Ⅰ
次
ぎ
に
ウ
ェ
ー
バ
 

 
 

｜
ゼ
 0
 日
本
へ
の
適
応
の
先
行
研
究
と
し
て
内
藤
完
 
爾
と
 ロ
バ
ー
 ト
 ・
 べ
 

ラ
ー
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
 

-
 
第
二
節
内
藤
完
 爾
の
 
「
近
江
商
   

土
 真
宗
」
 節
 、
第
三
節
 べ
 ラ
ー
の
近
世
日
本
宗
教
 仏
巴
 。
内
藤
 と
 べ
 -
 
フ
 ｜
 

は
 、
日
本
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
の
適
応
者
と
し
て
は
 
 
 

ら
れ
た
研
究
者
で
あ
る
。
 

内
藤
の
分
析
は
、
近
江
商
人
の
経
済
倫
理
が
浄
土
真
宗
の
教
義
に
 
よ
っ
 

て
 形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
商
人
層
の
経
済
行
為
の
心
理
的
 
原
 動
力
と
 

し
て
浄
土
真
宗
の
倫
理
観
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
 
る
 。
 職
 

業
を
宗
教
的
に
意
味
づ
け
、
報
恩
の
観
念
に
基
づ
い
て
世
俗
的
 
活
 動
 に
精
 

励
 す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
浄
土
真
宗
の
存
在
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
 
土
日
 

@
 
休
咋
 
1
 ヒ
 

の
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
比
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
 
内
藤
の
 

分
析
で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
問
題
提
起
か
ら
も
明
ら
か
な
 
よ
う
 に
、
芹
 

Ⅲ
の
分
析
は
内
藤
の
指
摘
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
 
試
 み
で
あ
 

る
 。
内
藤
が
近
江
商
人
Ⅱ
浄
土
真
宗
と
し
た
の
は
不
正
確
で
あ
り
 
 
 

広
い
意
味
で
の
近
江
商
人
Ⅱ
浄
土
宗
の
仮
説
を
提
起
し
て
い
る
。
 

 
 

べ
 ラ
ー
の
論
文
に
関
し
て
も
、
 

べ
 ラ
ー
が
内
藤
の
指
摘
を
全
面
的
 

に
 受
け
 

入
れ
て
い
る
占
で
問
題
が
あ
る
と
し
て
な
が
ら
も
、
日
本
人
の
勤
 
勉
と
節
 

約
 と
い
う
倫
理
に
関
わ
っ
た
石
門
心
学
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
 
 
 

「
第
二
章
宗
教
的
経
済
倫
理
の
背
景
」
は
、
近
世
近
江
商
人
の
 宗
教
 

的
 経
済
倫
理
の
背
景
と
な
る
、
仏
教
、
儒
教
、
石
門
心
学
の
経
済
 
倫
理
観
 

を
 個
別
に
扱
っ
て
い
る
。
論
考
に
費
や
さ
れ
た
分
量
か
ら
言
え
ば
 
、
第
一
 

章
 よ
り
も
第
二
章
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
経
済
倫
理
の
宗
教
的
 
背
景
を
 

な
す
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
仏
教
で
あ
れ
ば
 
宅
 第
一
節
 
仏
 教
 の
 経
 

済
 倫
理
と
、
ジ
ャ
 
ィ
ナ
 教
を
含
む
イ
ン
ド
仏
教
の
経
済
倫
理
か
 ら
 始
ま
 

り
 、
三
階
教
の
無
尽
蔵
 行
 、
禅
清
規
な
ど
中
国
仏
教
の
経
済
 倫
 理
 を
経
 

て
 、
日
本
仏
教
の
経
済
倫
理
に
い
た
る
ま
で
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
 
。
儒
教
 

と
 石
田
梅
岩
の
石
門
心
学
 は
 つ
い
て
も
同
様
に
か
な
り
の
頁
を
割
 

い
て
 詳
 

述
 さ
れ
て
い
る
。
 

「
第
三
章
資
料
に
つ
い
て
」
は
近
世
近
江
商
人
に
関
す
る
資
料
  
 

で
あ
る
が
、
わ
ず
か
に
二
頁
し
か
な
く
、
本
章
を
読
み
解
い
て
い
 
 
 

に
 ち
 、
今
少
し
の
説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
 

「
第
四
章
日
本
近
代
化
論
」
は
、
書
名
に
も
あ
る
「
日
本
の
近
   

を
 筆
者
が
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
捉
え
る
か
を
、
先
行
研
究
を
 
踏
ま
え
 

な
が
ら
展
開
し
て
い
る
章
で
あ
る
。
芹
川
の
近
代
化
の
定
義
は
「
 
世
界
が
 

普
遍
的
な
「
近
代
的
な
も
の
」
へ
と
発
展
す
る
過
程
を
い
い
、
「
 
 
 

な
も
の
」
の
す
べ
て
を
西
洋
近
代
か
ら
の
み
抽
出
さ
れ
た
も
の
と
 
は
 考
え
 

 
 
 
 

ず
 
。
 、
な
か
に
は
、
西
洋
近
代
と
の
平
行
現
象
も
存
在
し
え
た
し
、
 

ま
た
、
 

非
西
洋
社
会
か
ら
興
っ
て
く
る
変
化
の
中
に
普
遍
的
価
値
が
含
ま
 
 
 

る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
が
世
界
へ
普
遍
的
変
化
を
呼
び
起
こ
し
て
 いる
こ
 



と
も
あ
り
う
る
」
二
五
九
頁
 一
 と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 立
 場
 に
立
 

っ
て
近
代
化
論
を
、
近
代
化
を
西
洋
近
代
の
生
み
出
し
た
「
近
代
 
 
 

の
 」
へ
の
発
展
過
程
で
西
洋
化
と
す
る
閉
ざ
さ
れ
た
近
代
化
と
筆
 
者
の
王
 

張
 す
る
開
か
れ
た
近
代
化
に
分
け
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
閉
ざ
さ
 
れ
た
」
 

近
代
化
論
と
「
開
か
れ
た
」
近
代
化
論
の
分
類
の
有
効
性
を
論
  
 

に
 、
近
江
商
人
の
経
済
精
神
を
日
本
資
本
主
義
の
精
神
と
呼
ぶ
こ
 
と
が
で
 

き
る
と
す
る
の
が
筆
者
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、
近
江
商
人
の
経
済
 
精
神
が
 

宗
教
的
倫
理
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 
が
 必
要
 

と
な
る
。
 

序
論
を
経
て
「
本
章
近
江
商
人
の
経
済
精
神
と
宗
教
倫
理
」
が
 展
開
 

さ
れ
る
。
本
章
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
 テ
ー
ゼ
 

の
 適
応
を
実
証
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
こ
の
 
 
 

論
考
が
中
心
と
な
る
。
本
章
は
、
「
第
一
章
近
世
近
江
商
人
論
」
 

、
 「
 
な
 
れ
一
 

@
 

章
 近
江
商
人
の
経
済
精
神
」
、
「
第
三
章
近
江
商
人
の
宗
教
意
識
 

｜
 信
仰
 生
 

活
 」
、
「
結
草
近
世
近
江
商
人
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
経
済
倫
理
」
 

の
 川
 
m
 Ⅱ
土
日
十
 

か
ら
成
っ
て
い
る
。
 

第
一
章
は
、
近
世
の
近
江
商
人
が
ど
の
よ
う
に
活
動
し
そ
の
商
法
 
が
ど
 

の
よ
う
な
特
色
を
有
し
て
い
た
か
を
概
説
し
て
い
る
。
第
二
章
は
 
、
近
江
 

商
人
の
行
っ
た
各
種
事
業
、
企
業
組
織
を
説
明
し
、
近
江
の
商
人
 
集
団
に
 

共
通
し
て
み
ら
れ
る
精
神
的
基
盤
と
し
て
の
「
経
済
精
神
」
を
 
明
 ら
か
に
 

し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
近
江
商
人
の
合
理
主
義
的
経
済
精
神
は
 
、
商
人
 

の
 心
得
、
経
営
の
心
得
、
商
人
と
経
営
全
般
の
心
得
の
三
つ
の
 

範
 塙
 に
介
 

け
て
、
一
五
項
目
を
列
挙
し
て
い
る
。
つ
ま
り
商
人
の
心
得
と
し
 
て
 林
下
 
欲
 

と
 勤
勉
、
社
会
奉
仕
の
精
神
、
正
直
、
堪
忍
、
和
合
の
精
神
、
 

経
 営
 め
、
心
 

待
 と
し
て
安
定
成
長
、
自
利
利
他
の
商
い
、
堅
実
経
営
、
算
用
と
 
勘
定
、
 

商
品
吟
味
、
商
人
の
経
営
全
般
の
心
得
と
し
て
信
心
、
 

ご
 先
祖
 様
 と
 世
間
 

 
 

様
 、
家
業
第
一
主
義
、
物
資
流
通
の
職
分
韻
と
「
利
は
余
沢
」
 の
 

経
済
㎎
 

観
、
遵
法
商
法
に
わ
け
て
論
じ
、
こ
れ
ら
が
倫
理
的
性
質
を
含
ん
 
 
 

 
 

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
 
経
 済
 精
神
 

が
 宗
教
的
経
済
倫
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
析
さ
 れ
て
い
 

る
 。
 

第
四
章
で
は
、
近
江
商
人
の
地
域
的
な
宗
教
背
景
に
言
及
し
た
後
 
 
 

仏
教
信
仰
、
神
社
信
仰
、
民
俗
信
仰
が
順
次
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

説
明
の
 

大
半
は
仏
教
信
仰
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
 

結
草
に
お
け
る
結
論
は
明
快
で
あ
る
。
近
江
商
人
の
経
済
精
神
の
 
む
 か
 

に
 日
本
資
本
主
義
の
精
神
の
 

一
 源
流
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
 と
す
る
 

も
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
日
本
の
近
代
化
に
お
け
る
宗
教
的
 
要
因
の
 

役
割
を
否
定
的
に
捉
え
た
の
に
対
し
て
、
筆
者
は
「
宗
教
的
倫
理
 の中
核
 

を
 仏
教
の
経
済
倫
理
に
求
め
、
こ
の
倫
理
が
、
近
世
近
江
商
人
の
 
経
済
 精
 

押
形
成
上
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
結
果
、
日
本
資
本
主
 
義
 の
 精
 

神
の
誕
生
に
機
能
し
た
こ
と
を
論
証
し
た
」
二
夫
七
頁
）
の
で
 あ
る
。
 

本
書
の
中
心
テ
ー
マ
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
テ
ー
ゼ
の
日
本
に
お
け
 
る
実
 

証
 的
な
確
認
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
近
江
商
人
と
い
う
具
体
的
な
 
商
人
 集
 

回
 に
着
目
し
、
家
訓
や
店
訓
を
手
が
か
り
に
し
て
彼
ら
の
経
済
 
精
 神
の
背
 

景
 に
存
在
す
る
宗
教
的
倫
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
占
は
評
 
価
さ
れ
 

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
で
 
、
日
本
 

0
 社
会
構
造
や
社
会
変
動
に
占
め
る
文
化
と
し
て
の
宗
教
の
意
味
 
が
 理
解
 

可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
今
回
の
分
析
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
日
本
の
近
代
 
化
や
 

産
業
を
生
み
出
し
た
日
本
資
本
主
義
の
精
神
が
宗
教
的
経
済
倫
理
 によ
っ
 



に
 何
ら
か
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
・
 

テ
 ｜
ゼ
と
 

て
 準
備
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
に
は
 蹄
 曙
を
覚
え
る
。
芹
沢
の
分
析
 は
、
そ
 

は
 異
な
っ
た
経
済
行
為
と
宗
教
と
の
関
わ
り
が
想
定
で
き
る
。
 

の
 前
提
と
結
論
か
ら
、
内
藤
と
べ
ラ
ー
の
仮
説
を
修
正
し
な
が
ら
 
も
、
基
 

近
年
に
な
っ
て
宗
教
学
研
究
者
の
一
部
で
、
会
社
や
サ
ラ
リ
ー
マ
 
 
 

本
 的
に
は
か
れ
ら
の
理
論
を
踏
襲
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
。
そ
れ
 

ゆ
え
に
、
内
藤
 
や
べ
 ラ
ー
の
分
析
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
日
本
 

宗
教
行
動
や
宗
教
性
に
着
目
す
る
研
究
が
現
れ
 て
い
る
。
評
者
も
そ
う
し
 

た
 占
に
関
心
を
持
っ
一
人
で
あ
る
。
本
書
は
、
従
来
の
近
代
化
と
 
宗
教
 倫
 

化
を
体
系
的
に
論
じ
た
研
究
者
の
批
判
を
払
拭
す
る
必
要
が
あ
る
 
 
 

理
 に
関
す
る
着
実
な
足
跡
と
と
も
に
、
こ
の
占
を
考
察
す
る
上
で
 

も
、
多
 

た
と
え
ば
、
日
本
の
近
代
化
を
分
析
し
た
富
永
健
一
は
、
伝
統
 
思
 想
が
 

く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
著
書
で
あ
る
。
 

産
業
主
義
や
民
主
主
義
を
欠
落
し
て
い
た
点
を
強
調
し
、
日
本
の
 
 
 

も
 、
す
ぐ
さ
ま
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
 
倫
 

が
 政
治
や
文
化
と
い
っ
た
他
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
先
駆
け
て
経
済
 
 
 

理
と
資
 

ン
ス
テ
ム
に
お
い
て
先
行
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
 

 
 

の
扱
 行
 住
 は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
筆
者
も
日
本
の
 
 
 

論
 に
お
い
て
 ゐ
 
@
 
田
 -
 
水
に
言
及
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
市
民
社
 
ム
 
ム
の
 成
立
 

を
 待
た
ず
に
は
じ
ま
っ
た
日
本
の
近
代
化
は
、
た
と
え
一
部
の
商
 
八
層
 に
 

宗
教
的
経
済
倫
理
に
基
づ
く
経
済
行
為
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
 と
し
て
 

本
主
義
の
精
神
」
の
日
本
版
と
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
私
に
は
 
蹟
曙
 さ
れ
る
 

の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
近
代
化
と
の
関
わ
り
を
離
れ
て
、
今
ひ
と
つ
本
書
で
 
皿
 一
味
 深
 

い
の
は
、
芹
川
が
結
章
の
部
分
で
、
近
江
商
人
の
明
治
維
新
以
降
 
現
在
 ま
 

で
の
産
業
界
で
の
活
躍
に
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
 
関
し
て
 

は
 本
書
の
直
接
の
研
究
対
象
で
は
な
い
の
で
、
簡
略
に
触
れ
ら
れ
 てい
る
 

に
す
ぎ
な
い
が
、
近
江
商
人
に
よ
っ
て
な
っ
た
伊
藤
忠
、
丸
紅
な
 
 
 

会
商
社
、
紡
績
関
係
諸
企
業
、
高
度
経
済
成
長
期
後
の
自
動
車
、
 

鉄
道
、
 

デ
パ
ー
ト
な
ど
の
諸
分
野
で
の
発
展
を
挙
げ
て
、
近
江
商
 人
の
地
位
の
重
 

 
 

 
 

  



本
書
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
精
力
的
に
続
け
て
き
た
「
大
乗
担
架
 
経
口
 

研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
東
京
大
学
に
提
出
し
た
学
位
 
請
求
論
 

文
を
公
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
大
乗
経
典
の
 
研
究
 万
 

法
 試
論
」
と
あ
る
よ
 
う
 に
、
本
書
は
ま
た
著
者
の
「
 
浬
架
 経
口
前
 究
 の
 過
 

 
 
 
 

程
を
通
じ
て
摸
索
さ
れ
た
大
乗
経
典
研
究
の
万
法
論
を
提
示
す
る
 
 
 

3
 

 
 

も
あ
る
。
 

 
 

本
書
は
五
章
か
ら
成
る
。
 

ま
 す
 
。
 、
序
章
の
「
大
乗
経
典
研
究
の
 詰
問
 

藤
井
数
分
 

下
田
正
弘
 著
 

「
 浬
架
 経
の
研
究
 

大
乗
経
典
の
研
究
方
法
試
論
 

春
秋
社
一
九
九
 セ
 年
三
 

菊
判
㎞
十
七
八
八
頁
 
二
 月

 二
五
日
刊
 

 
 



題
 」
で
は
、
著
者
は
初
め
に
本
書
の
目
的
と
し
て
、
「
大
乗
 
浬
撃
 経
 」
 の
 

形
成
過
程
解
明
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
大
乗
を
中
心
と
す
る
 
経
 興
一
般
 

の
 研
究
成
果
と
方
法
を
再
検
討
し
、
そ
の
上
で
経
 曲盆
訊
 
解
の
新
た
 
な
 方
法
 

を
 模
索
し
て
提
示
す
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
以
下
に
内
外
の
先
 
行
 研
究
 

成
果
を
批
判
的
に
紹
介
し
、
大
乗
仏
教
の
教
団
起
源
に
関
す
る
間
 
題
 と
し
 

て
 大
衆
部
起
源
 
説
 、
在
家
・
仏
塔
起
源
説
を
挙
げ
、
つ
い
で
仏
教
 文
献
 研
 

究
は
 つ
い
て
思
想
史
研
究
と
思
想
研
究
の
二
方
向
性
に
触
れ
、
 

さ
 ら
に
類
 

世
論
、
経
典
の
書
写
 と
 ロ
伝
と
い
う
新
し
い
 
視
 占
か
ら
の
仏
教
 
史
 解
釈
を
 

紹
介
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
最
後
に
著
者
の
立
場
を
以
下
の
 よ
う
に
 

述
べ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
従
来
の
大
乗
と
小
乗
・
伝
統
部
派
 と い
う
 区
 

別
立
て
は
適
切
で
な
 
い
 の
で
、
両
者
の
間
の
思
想
的
、
教
団
的
 
連
 続
 性
を
 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
従
来
の
仏
教
研
究
は
、
思
想
・
教
理
研
究
 
か
、
歴
 

史
的
・
社
会
背
景
史
的
研
究
の
ど
ち
ら
か
に
偏
り
が
ち
で
あ
っ
た
 の
で
、
 

自
身
は
「
た
だ
一
つ
の
こ
と
ば
を
、
文
献
内
在
的
に
読
み
取
る
 」
 -
 
五
四
 

貞
 -
 と
い
う
態
度
・
方
法
に
よ
っ
て
両
者
の
統
合
を
意
図
す
る
、
 

 
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
献
内
在
的
読
解
方
法
は
、
そ
れ
自
身
で
完
 
結
し
た
 

一
作
品
と
し
て
の
経
典
を
、
あ
く
ま
で
そ
れ
自
体
の
文
脈
の
中
で
 

思
想
的
 

に
も
社
会
背
景
史
的
に
も
読
み
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
方
法
で
 あ
る
か
 

ら
、
 勢
い
そ
の
成
果
は
そ
の
 

一
 経
典
内
に
お
い
て
有
効
な
妥
当
性
 を
 持
つ
 

個
別
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
よ
 
く
 弁
え
 

て
い
て
、
自
己
の
研
究
を
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
 

と
 呼
ん
で
い
る
。
 
そ
 し
て
 重
 

要
 な
の
は
研
究
の
結
論
で
は
な
く
、
手
続
き
と
し
て
の
方
法
論
で
 ある
と
 

い
う
。
本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
「
大
乗
経
典
の
研
究
方
法
試
論
 
」
と
 付
 

け
ら
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
 

第
一
章
「
大
乗
 浬
磐
経
 前
史
」
で
は
、
「
大
乗
 
浬
撃
経
 」
研
究
の
 前
提
 

と
し
て
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
浬
 
磐
 経
や
仏
伝
「
プ
ッ
 
ダ
 チ
ャ
リ
 

タ
 目
な
ど
の
検
討
を
通
じ
て
、
ブ
ッ
ダ
 と 遺
骨
、
及
び
仏
塔
信
仰
 
 
 

イ
ン
ド
仏
教
全
体
に
関
わ
る
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
、
 

や
 や
 詳
細
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

著
者
は
ま
ず
、
「
大
乗
 浬
築
経
 」
形
成
以
前
の
浬
 業
 経
と
、
 

ラ
 ッ
 ダ
チ
 

ャ
リ
 タ
ロ
を
取
り
上
げ
る
。
前
者
は
伝
統
部
派
が
伝
承
し
た
寒
 さ
 か
飽
 ぬ
ま
・
 

3
 ～
 薄
 Ⅰ
 x
b
 
の
 ま
 ～
 
S
3
S
 を
初
め
と
す
る
 プ
ッ
ダ
 
の
 浬
 架
を
扱
う
一
連
 0
 厘
 架
 

経
文
献
群
の
総
称
で
、
著
者
は
こ
れ
を
非
大
乗
系
 浬
業
 経
と
 呼
  
 

る
 。
著
者
は
バ
ロ
ー
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
こ
れ
ら
の
形
 成 過
程
 

に
 検
討
を
加
え
、
在
日
す
べ
き
見
解
を
導
き
出
し
た
。
そ
れ
は
、
 

こ
れ
ら
 

0
 厘
 撃
経
が
フ
ッ
タ
 
の
入
滅
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
 

 
 

は
 、
「
仏
の
人
定
」
と
「
仏
身
・
舎
利
に
関
す
る
奇
跡
」
で
あ
り
 
、
こ
れ
 

に
よ
っ
て
 ブ
ツ
ダ
 
の
存
在
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
 
、
 
と
す
る
 

見
解
で
あ
る
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
非
大
乗
系
 浬業
経
は
 
ブ
ッ
ダ
 の
 入
滅
 

を
 記
録
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
大
乗
の
そ
れ
と
は
一
線
を
 
画
し
て
 

い
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
の
新
見
解
に
よ
れ
ば
両
者
は
 
 
 

フ
ッ
ダ
 の
水
 遠
 性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
編
纂
 
さ
 れ
た
も
 

の
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
形
式
的
に
も
「
大
乗
 浬
業
経
 」
と
連
続
 
す
る
も
 

の
と
な
る
。
こ
の
ブ
ッ
ダ
の
水
連
性
を
何
に
求
め
る
か
と
い
う
こ
 
と
で
、
 

一
つ
は
「
ミ
リ
ン
ダ
パ
ン
ハ
ー
」
の
よ
う
に
そ
れ
を
法
身
と
す
 る
 方
向
 

と
 、
 増
 
一
河
合
の
 
浬
磐
経
 の
よ
う
に
遺
骨
崇
拝
に
向
か
う
方
向
と
 

の
、
二
 

つ
の
方
向
が
あ
る
と
著
者
は
見
る
。
そ
し
て
、
次
に
「
フ
ッ
 ダ
 チ
ャ
リ
 

タ
ロ
を
取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
は
 

フ
ッ
ダ
 の
 浬
架
と
 遺
骨
の
強
い
 
結
び
っ
 

き
が
見
ら
れ
、
そ
の
遺
骨
が
宝
の
鉱
脈
Ⅰ
 
ぃ
ヨ
い
 の
。
 巨
 と
と
「
 日
収
 
一
 
@
 
日
神
 

の
 赤
ロ
 オ
ぃ
巨
 」
に
 楡
 え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
遺
骨
 
ま
オ
り
 （
 白
 ）
を
 通
 



書評と紹介 

じ
て
如
来
蔵
思
想
に
も
繋
が
る
要
素
が
あ
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
 
を
な
し
 

て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
、
第
三
章
に
お
い
て
「
大
乗
 
混
架
経
 」
に
 説
く
仏
 

性
の
原
語
 ヴ
巨
 ロ
ゴ
 
ぎ
ゴ
曲
 （
目
が
「
仏
舎
利
」
「
仏
塔
」
を
意
味
す
 

る
と
い
 

ぅ
見
解
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
著
者
は
遺
骨
崇
拝
、
遺
骨
重
視
の
方
向
は
何
に
よ
っ
て
も
 
た
ら
 

さ
れ
た
か
と
い
え
 
ぼ
 、
そ
れ
は
既
に
存
在
し
て
い
た
仏
塔
信
仰
で
 あ
る
と
 

す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
遺
骨
Ⅱ
仏
塔
」
で
あ
る
か
ら
、
「
仏
塔
の
 

円
由
っ
ぃ
 

Ⅱ
 

フ
ッ
ダ
 」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
こ
こ
に
 至 つ
て
 

は
 、
本
書
の
内
容
と
の
 
宰
 。
 牡
こ
 
G
.
-
 こ
 目
 と
 
-
 文
献
表
記
は
本
 仏

塔
 口
が
 

書
 の
 文
 

取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
以
降
、
部
派
は
仏
塔
と
は
 
直
 接
 関
わ
 

っ
て
お
ら
ず
、
仏
塔
を
基
盤
と
し
た
在
家
者
集
団
が
大
乗
仏
教
の
 

 
 

と
な
っ
た
、
と
す
る
平
川
説
を
批
判
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
 

こ
 の
 過
程
 

で
は
著
者
自
身
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
バ
ロ
ー
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
な
 
ど
の
 研
 

完
成
果
に
負
つ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
特
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
に
 つ
い
て
 

は
 後
の
部
分
で
も
そ
の
成
果
が
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
間
 
の
事
情
 

献
表
 に
よ
る
）
 

な
ビ
 を
読
み
合
わ
せ
て
み
る
と
よ
く
分
か
る
音
取
 逝 こ
の
 

論
文
は
和
訳
さ
れ
た
。
平
岡
聴
訴
三
大
般
 浬
架
経
 」
に
お
け
る
 比
丘
 と
 

遺
骨
に
関
す
る
櫛
比
」
「
大
昔
学
報
」
第
七
十
六
巻
第
一
口
 

こ
 。
 著
 者
は
こ
 

の
 平
川
 説
 批
判
を
通
し
て
、
出
家
教
団
と
し
て
の
部
派
は
実
は
密
 
接
 に
仏
 

塔
と
 関
わ
っ
て
お
り
、
遺
骨
な
い
し
ス
ト
ゥ
ー
 パ は
生
き
た
 
フ
ッ
 ダ
と
同
 

様
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
の
立
場
 に
 立
っ
 

て
 、
著
者
は
「
法
華
経
」
を
代
表
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
検
討
し
 
、
初
期
 

大
乗
経
典
は
仏
塔
信
仰
を
背
景
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
変
更
あ
る
い
 
は
木
ロ
白
化
 

し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
経
典
作
成
の
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
、
 

極
め
て
 

興
味
深
い
意
見
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
進
ん
で
、
シ
ョ
ー
 
ペ
ン
 
ら
 

の
 碑
文
研
究
の
成
果
に
基
づ
い
て
検
討
を
加
え
、
仏
塔
信
仰
を
中
 
心
 に
据
 

え
た
大
乗
仏
典
成
立
の
見
通
し
を
立
て
て
い
る
。
 

第
二
章
「
大
乗
 混
柴
 経
の
形
成
典
」
は
、
前
章
ま
で
に
検
討
さ
れ
   

ン
ド
仏
教
の
「
 
地
 」
の
上
で
「
大
乗
 混
架
経
 」
の
形
成
に
つ
い
て
 
論
じ
て
 

お
り
、
い
わ
ば
こ
こ
か
ら
が
本
題
で
あ
る
。
 

「
大
乗
 
浬
磐
経
 」
の
現
存
テ
ク
ス
ト
に
は
、
漢
訳
に
法
顕
訴
人
 
巻
本
 

一
四
一
セ
 @
 八
年
記
、
本
書
で
は
一
法
 
-
 
と
 略
記
）
 
と
曇
 無
識
 訳
四
 千
巻
本
 

一
四
一
四
 
｜
 四
二
一
年
記
、
北
本
、
同
じ
く
 -
 
員
 こ
 、
四
十
巻
本
 を
 南
朝
 

0
 票
 厳
 、
 慧
 観
、
 
謝
 壺
皿
 
千
 一
式
ら
が
再
治
し
て
三
十
六
巻
に
し
た
も
 
の
 
-
 
雨
 

本
 ）
と
、
そ
れ
に
 
若
那
祓
陀
罷
め
 
「
大
股
 混
架
経
 俊
介
」
二
巻
（
 
セ
 世
紀
 

前
半
 訳
 -
 と
が
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
漢
訳
か
ら
の
重
訳
本
と
 
;
 
し
  
 

一
種
、
ジ
ナ
ミ
ト
ラ
等
に
よ
る
訳
が
あ
る
一
同
じ
く
（
 

T
 こ
 。
 ま
 た
、
そ
 

の
ほ
か
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
が
存
す
る
。
著
者
は
本
書
で
用
 
い
る
 
テ
 

ク
ス
ト
と
し
て
（
 法
 Ⅰ
 

塞
 、 一
 
T
-
 と
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
を
 
挙
げ
、
 

そ
の
考
察
の
範
囲
を
、
 
三
訳
が
 重
な
る
部
分
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
 成
立
が
 

確
実
視
さ
れ
て
い
る
 -
 
法
Ⅰ
 
一
 
T
-
 、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
の
 全
体
と
 

菖
 き
の
第
一
巻
か
ら
千
春
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
 

「
 混
架
経
 」
で
は
同
一
テ
ク
ス
ト
内
で
も
記
述
矛
盾
、
重
な
り
、
 

内
容
 

の
 変
化
が
あ
る
ぅ
 え
 、
ま
た
上
記
三
話
 
の
 テ
ク
ス
ト
問
に
お
け
る
 
記
述
の
 

差
異
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
理
解
し
会
通
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
 
で
に
 経
 

0
 段
階
成
立
 説
 が
出
さ
れ
て
い
た
。
著
者
も
ま
た
経
の
成
立
に
 
段
 階
 を
認
 

め
 、
ま
ず
経
に
第
一
類
公
法
 -
 の 二
巻
分
か
ら
長
寿
 
品
 と
受
持
 品
 を
 抜
い
 

 
 
 
 

た
 部
分
）
と
、
第
二
 
類
 
公
法
 -
 の
残
り
四
巻
 
分
 に
長
寿
 品
 と
受
持
 品
 を
加
 

え
た
部
分
）
の
二
つ
の
階
層
に
分
け
、
さ
ら
に
第
二
類
を
四
法
 
品
 を
境
 

い
め
 

 
 

と
し
て
二
分
す
る
と
い
う
三
階
層
を
設
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
 
で
、
 同
 



一
 テ
ク
ス
ト
内
の
記
述
矛
盾
と
三
課
間
の
記
述
矛
盾
、
こ
の
両
者
 
を
 同
時
 

に
 解
消
す
る
の
に
有
効
な
理
念
型
の
（
原
始
大
乗
 浬
葉
経
 ）
の
 設
 定
 を
提
 

示
し
て
、
こ
れ
よ
り
こ
の
（
原
始
大
乗
 混葉
経
 ）
を
同
一
テ
ク
ス
 
 
 

記
述
矛
盾
を
解
決
す
る
方
向
と
、
三
諦
間
の
記
述
矛
盾
を
解
決
す
 
る
 方
向
 

の
 二
つ
の
立
場
で
求
め
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
、
著
者
は
同
一
テ
ク
 
 
 

中
で
第
一
旗
と
第
二
 
類
 の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
比
べ
て
み
て
、
 

経
  
 

手
 、
支
持
者
 

自
鼠
挿
 の
こ
が
、
一
類
か
ら
 二
 類
へ
の
移
行
に
つ
 れ
て
 法
 

師
か
ら
菩
薩
に
変
化
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
出
家
・
制
度
化
し
て
 
 
 

い
う
、
二
つ
の
 
社
 ム
コ
背
景
的
変
化
が
並
列
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
 
観
察
 事
 

実
を
得
る
。
ま
た
こ
の
同
じ
変
化
は
、
三
課
 の テ
ク
ス
ト
間
で
も
 
、
 -
 
法
 -
 

し
 -
T
-
 し
貫
こ
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
 増
広
順
 に
そ
の
度
合
い
が
 
深
 ま
っ
て
 

認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
た
、
思
想
内
容
と
し
て
は
、
第
一
類
が
 
仏
 常
住
 

思
想
、
第
二
 
類
 が
如
来
蔵
思
想
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
教
団
史
 的 鶴
吉
 

に
お
け
る
変
化
と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
。
以
上
の
結
果
か
ら
、
 

著
者
は
 

（
原
始
大
乗
 浬
磐
経
 ）
 絨
は
 第
一
類
に
相
当
 -
 の
外
形
を
示
し
 
、
こ
れ
 

が
現
 大
乗
 浬
架
 経
の
核
と
な
っ
た
と
い
う
。
 

第
三
章
「
大
乗
 浬
磐
 経
の
思
想
の
変
遷
」
で
は
、
前
章
の
結
果
に
 基
づ
 

い
て
（
原
始
大
乗
 
浬
磐
経
 ）
の
仏
身
思
想
を
検
討
し
、
仏
を
 ア
｜
 ト
マ
ン
 

と
 表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
非
大
乗
系
 混
架
 経
よ
り
一
層
 進
ん
だ
 

形
で
仏
の
永
遠
性
を
打
ち
出
す
意
図
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
非
 
人
 乗
系
浬
 

穏
経
が
 背
景
と
し
て
い
た
仏
塔
信
仰
を
脱
皮
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
 
が
 窺
わ
 

れ
る
と
い
う
。
 

一
方
、
第
二
頭
に
見
ら
れ
る
如
来
蔵
思
想
は
、
衆
生
の
内
に
如
来
 

蔵
 ・
 

仏
性
が
存
在
す
る
と
説
く
が
、
そ
の
如
来
蔵
 
-
 
（
 
ぃ
 （
 悪
ぃ
 （
 
曲
 ㎎
 曲
 「
 ヴ
す
曲
 
-
 、
 

仏
性
㊧
ロ
ロ
 ロ
ァ
リ
婁
ぎ
 巳
は
仏
舎
利
、
仏
塔
の
意
味
で
あ
り
、
 
そ
れ
は
、
 

第
一
類
で
衆
生
に
と
っ
て
外
な
る
存
在
で
あ
っ
た
常
住
の
仏
身
 
-
 Ⅱ
杢
目
 

仏
塔
 一
が
 、
一
転
し
て
衆
生
の
内
な
る
舎
利
・
仏
塔
と
な
っ
 

 
 

を
 意
味
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
内
在
化
を
促
し
た
も
の
は
 「
如
来
 

 
 

蔵
経
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
著
者
の
重
要
な
新
見
解
で
 
あ
る
。
 

ヴ
 目
口
ロ
ゴ
 

ぃ
笘
ゴ
り
 

日
の
意
味
と
し
て
仏
舎
利
と
い
う
意
味
の
可
能
性
 
の
あ
る
 

が
一
 遊
行
者
」
か
ら
「
定
住
者
」
へ
、
「
法
師
」
か
ら
「
菩
薩
 

た
 仏
身
常
住
思
想
と
如
来
蔵
思
想
の
そ
れ
ぞ
れ
の
担
い
手
に
つ
い
 

れ
を
社
会
背
景
史
的
に
考
察
し
て
、
思
想
の
変
遷
と
と
も
に
 
ト
レ
 

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
筋
立
て
し
て
論
じ
た
の
は
著
者
の
大
き
 

で
あ
る
。
 

こ
と
は
す
で
に
高
崎
直
道
「
 こ
 Ⅱ
 已
 
二
五
 0
 ｜
 
一
頁
 -
 に
お
い
 

第
四
章
一
大
乗
 浬
架
 経
の
社
会
背
景
の
変
遷
」
で
は
、
前
章
で
見
 

」
へ
、
 

 
 

て
 示
唆
 

な
 功
績
 

て
、
こ
 

ら
れ
 

「
 個
 」
か
ら
「
グ
ル
ー
プ
化
・
教
団
化
」
へ
と
変
化
し
て
ゆ
き
、
 

ま
た
 経
 

典
 崇
拝
が
第
二
 
類
 に
な
っ
て
出
現
し
、
経
が
「
話
し
こ
と
ば
」
 

か
 ら
 
「
 
串
 
王
臣
 

き
こ
と
ば
」
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
 

一
間
 提
 

を
 取
り
上
げ
、
教
団
史
、
思
想
史
の
両
面
か
ら
論
じ
て
い
る
が
、
 

こ
れ
に
 

つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。
き
ら
に
著
者
は
経
に
お
け
る
肉
食
の
禁
 
上
条
項
 

を
 取
り
上
げ
て
考
察
し
、
経
と
大
衆
部
と
の
関
連
性
を
論
じ
て
い
 
る
 。
 

第
五
章
「
結
論
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
 結 果
を
踏
ま
え
て
、
 
大
乗
 

経
典
形
成
に
関
す
る
見
通
し
を
述
べ
、
特
に
仏
塔
を
中
心
と
し
た
 「
 
混
架
 

経
 」
の
形
成
過
程
の
検
討
を
ま
と
め
て
、
（
原
始
大
乗
担
架
 
経
 ）
 は
 創
始
 

型
の
大
乗
経
典
で
は
な
く
、
す
で
に
存
在
し
た
大
乗
経
典
を
 モデ
  
 

て
 誕
生
し
た
追
随
型
の
大
乗
で
あ
る
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
し
 
て
、
著
 

者
が
「
 混
葉
経
 」
の
形
成
過
程
の
検
討
を
通
じ
て
用
い
た
経
典
 研 究
の
方
 

法
論
の
意
義
を
再
確
認
し
て
本
書
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
 



書評   

以
上
、
本
書
の
内
容
の
概
略
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
本
書
に
つ
い
 
て
評
 

者
と
し
て
気
に
な
る
占
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
い
さ
き
か
 
拙
冊
 に
わ
た
 

る
が
、
 二
 占
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
 

第
一
点
は
、
 
苦
折
は
 
（
原
始
大
乗
 浬
穏
経
 ）
に
つ
い
て
、
「
な
ぜ
 
へ
項
 

始
 大
乗
 浬
磐
経
 ）
と
い
う
時
間
的
・
歴
史
的
な
も
の
を
想
起
さ
せ
 る 術
語
 

を
 用
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
最
終
的
に
求
め
ら
れ
た
原
型
 
の
浬
磐
 

経
が
、
 単
に
理
論
的
な
前
段
階
に
留
ま
ら
ず
、
時
間
的
に
も
原
始
 
 
 

意
味
を
十
分
に
担
う
も
の
と
な
っ
た
、
と
い
う
結
論
を
先
取
り
し
 
た
こ
と
 

に
よ
る
」
と
述
べ
二
六
八
頁
Ⅰ
本
章
の
任
 

-
 
匹
で
は
、
 
経
録
 
「
歴
代
 

三
宝
 紀
 」
の
記
事
か
ら
、
安
法
 賢
訳
 
「
大
股
 浬
葉
経
 」
二
巻
と
、
 
支
謙
訳
 

「
大
股
 泥
桓
 経
ロ
二
巻
 は
 つ
い
て
、
（
原
始
大
乗
 
浬
架
経
 ）
 と
同
 足
 し
て
 

よ
か
ろ
う
と
い
い
、
「
断
定
は
し
か
ね
る
が
、
少
な
く
と
も
わ
れ
 
 
 

推
定
し
た
（
原
始
大
乗
 浬
築
経
 ）
が
「
歴
史
的
先
行
経
典
」
と
し
 て
 実
在
 

し
て
い
た
こ
と
の
傍
証
に
は
十
分
な
内
容
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
 
述
  
 

る
 
五
六
六
頁
㍉
し
か
し
評
者
は
曾
て
、
著
者
が
（
原
始
大
乗
 浬
架
経
 ）
 

と
 同
定
し
た
こ
の
 
二
 経
は
現
実
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
 あ
る
と
 

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
 
一
 
藤
井
数
分
「
呂
の
ト
一
）
。
貫
長
 肩
 の
「
 歴
 代
 三
宝
 

紀
 」
は
欽
定
目
録
だ
が
、
 
費
 良
房
が
自
身
で
閲
覧
し
た
経
論
は
同
 書
 の
 巻
 

十
三
、
十
四
に
収
録
す
る
人
 蔵
 目
録
記
載
の
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
 

、
そ
れ
 

以
外
の
巻
四
か
ら
 
巻
 十
二
ま
で
の
訳
経
目
録
も
、
そ
し
て
そ
の
 日
 録
 記
載
 

の
 経
論
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
も
他
の
先
行
目
録
文
献
を
利
用
 
操
  
 

出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
貫
長
 肩
 が
経
論
の
現
物
を
見
て
作
 
 
 

蔵
 目
録
中
に
は
、
著
者
が
「
お
そ
ら
く
は
実
際
に
経
典
を
手
に
し
 
て
い
な
 

け
れ
ば
で
き
な
い
記
述
で
あ
る
」
一
五
六
六
頁
）
と
す
る
 

支
謙
訳
 
「
大
股
 

泥
桓
 経
口
に
つ
い
て
は
記
載
が
な
い
。
つ
ま
り
彼
は
そ
の
経
の
現
 
物
は
見
 

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 
安
法
賢
訳
は
 
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
 
そ
  
 

著
詣
が
 
（
原
始
大
乗
 浬
築
経
 ）
と
同
定
し
た
二
経
が
、
「
時
間
的
 

に
も
 原
 

始
 と
い
う
意
味
を
十
分
に
担
う
も
の
」
で
あ
る
と
も
、
 経
録
の
 記
載
が
 

「
実
在
し
て
い
た
こ
と
の
傍
証
に
は
十
分
な
内
容
」
だ
と
も
評
者
 

に
は
田
じ
 

え
 な
 い
 の
で
あ
る
。
 

第
二
占
は
第
四
章
第
五
節
で
述
べ
ら
れ
る
一
間
 提は
 つ
い
て
で
あ
 る
 。
 

著
者
は
限
定
付
き
で
「
一
間
 提
 と
は
利
養
育
著
者
を
指
す
」
と
 

ぃ
 う
 望
月
 

説
を
支
持
し
て
い
る
が
、
著
者
が
こ
の
結
論
に
至
る
論
述
の
過
程
 
を
 見
て
 

み
る
と
、
経
の
「
四
法
界
」
の
世
間
随
順
調
 め 
「
世
間
的
な
も
の
 は
 常
に
 

一
間
 提
 で
あ
る
が
、
仏
は
一
問
 提
 で
は
な
い
」
と
い
う
記
述
を
 含
む
部
 

分
 、
及
び
「
分
別
邪
正
旦
」
で
、
 

過
 人
法
に
絡
め
て
一
問
 提
が
説
 か
れ
、
 

成
仏
を
裏
付
け
る
理
由
と
し
て
、
「
不
浄
物
を
離
れ
少
欲
・
知
足
 
を
 修
し
 

た
 」
と
説
い
て
い
る
部
分
、
こ
の
 二
 箇
所
の
記
述
が
著
者
の
論
述
 0
 基
礎
 

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
著
者
が
、
「
 

且
ひ
ア
 
の
 耳
 ぎ
の
と
い
 ぅ
 術
語
 

0
 厘
 表
 と
し
て
（
欲
求
し
て
い
く
者
・
貴
著
者
）
と
い
う
意
味
が
 
大
き
く
 

ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
て
く
る
」
と
い
い
三
六
八
頁
Ⅰ
ま
た
 

「
不
浄
 

物
 蓄
財
の
態
度
こ
そ
が
ま
さ
に
 卍
リ
 
ア
の
 
巨
 ぎ
の
で
あ
り
」
 
三
セ
 六
頁
 一
 

 
 

り
リ
 
ア
の
 
コ
 

（
日
の
二
間
 
提
 ご
と
い
う
名
前
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
」
 -
 四
型
 一
 
一
頁
 
-
 と
 

い
う
の
は
、
後
者
の
「
分
別
邪
正
旦
」
の
「
不
浄
物
を
離
れ
少
欲
 ・知
足
 

を
 修
し
た
」
と
い
う
記
述
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
し
、
（
ま
た
そ
の
 一
閏
提
 

の
 
「
貴
著
者
」
と
し
て
の
姿
は
、
「
四
法
 
品
 」
の
「
世
間
的
な
も
 の
は
 常
 

 
 

に
一
間
 提
 で
あ
る
が
、
仏
は
一
間
 
提
 で
は
な
い
」
と
い
う
記
述
に
 
ま
で
 至
 

 
 

 
 

り
 着
く
）
三
七
四
頁
 -
 、
と
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
著
者
が
資
料
と
し
て
引
く
経
の
記
述
 
に
関
 



す
る
取
り
扱
い
と
そ
の
内
容
解
釈
に
関
し
て
で
あ
る
。
著
者
は
 
「
四
法
 

品
 」
の
記
述
と
し
て
 -
T
-
 
を
挙
げ
、
経
の
「
世
間
的
な
者
団
 目
 ニ
 F
p
 は
 

常
に
一
間
 提
 で
あ
る
が
、
仏
は
一
間
 提
 で
は
な
い
」
と
い
う
 文
 
ほ
 つ
い
 

て
 、
「
更
に
下
目
守
り
と
し
 
目
笘
訂
 
と
を
対
比
し
て
、
前
者
を
一
 

閲
提
と
 

位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
看
過
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
て
、
経
の
 
@
 」
の
部
分
 

を
 重
視
し
て
い
る
 
-
 三
六
五
頁
Ⅱ
し
か
し
、
実
は
こ
の
部
分
 
は
 （
浩
一
 

馨
 0
 面
漢
訳
に
は
存
在
せ
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
 調
一
 T
 一
だ
け
に
あ
る
 も
の
で
 

あ
る
。
著
者
は
研
究
の
方
法
論
や
実
際
の
資
料
操
作
に
つ
い
て
は
 慎重
で
 

厳
密
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
著
者
の
態
度
か
ら
す
れ
ば
 
ム
 「
の
場
 

合
は
 -
T
-
 
の
み
に
存
在
す
る
記
述
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
記
述
は
 一
 
T
-
 に
 

固
有
な
記
述
と
し
て
採
用
を
差
し
控
え
る
か
、
あ
る
い
は
限
定
 
付
 き
で
 用
 

い
る
か
の
ど
ち
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
そ
れ
に
因
ん
 で
い
う
 

と
 、
著
者
は
前
章
の
第
三
章
の
任
（
 

2
 一
で
は
、
「
こ
の
章
に
お
い
 
て
は
 標
 

準
的
な
内
容
を
有
す
る
 -
T
 一
 か
ら
の
訳
を
基
準
に
出
す
」
 

@
 
七
 
一
頁
 -
 

と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
 

三
訳
 の
う
ち
（
 T
 一
が
 内
容
的
 

に
 標
準
と
な
る
と
著
者
は
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
 -
 
法
 一
 を
 重
視
 

す
べ
き
と
い
う
著
者
の
態
度
と
矛
盾
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
 の 資
料
 

ほ
 つ
い
て
の
見
解
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
 

 
 

説
明
が
是
非
と
も
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

次
に
、
「
分
別
邪
正
 品
 」
の
「
不
浄
物
を
離
れ
少
欲
・
知
足
を
修
 し
た
」
 

と
い
う
部
分
を
含
む
記
述
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
記
述
内
容
そ
の
 
 
 

三
課
 が
 大
筋
一
致
し
て
い
て
問
題
は
な
い
。
問
題
と
な
る
の
は
 
記
 述
 そ
の
 

も
の
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
経
の
記
述
の
要
旨
は
 
 
 

ぅ
 で
あ
る
。
一
切
衆
生
に
は
た
だ
一
間
 提 だ
け
を
除
い
て
仏
性
が
 

あ
る
と
 

経
に
説
か
れ
て
い
る
、
も
し
自
身
が
一
間
 提 で
な
い
な
ら
ば
仏
性
 
が
 自
身
 

の
 内
に
あ
っ
て
成
仏
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
成
仏
の
た
め
に
 
は
 不
浄
 

 
 

 
 

物
を
離
れ
、
少
欲
知
足
の
修
行
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
 

 
 

著
者
は
こ
の
部
分
の
記
述
に
つ
い
て
、
一
間
 提が
 仏
性
と
一
対
で
 

一
個
人
 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
あ
り
方
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
重
要
だ
と
し
て
い
 
る
が
、
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
。
著
者
も
言
う
よ
う
に
、
一
問
 
提
 は
こ
 

こ
で
は
「
既
に
了
解
済
み
の
 
而
語
 と
し
て
登
場
し
て
い
る
」
二
三
 

八
八
頁
 -
 

か
ら
、
仏
性
対
偶
仏
性
と
し
て
対
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
  
 

し
、
 
次
の
解
釈
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
、
経
が
成
仏
の
根
 拠
 と
し
 

て
 、
不
浄
物
か
ら
の
遠
離
、
少
欲
・
知
足
の
修
行
を
挙
げ
て
い
る
 こ
と
に
 

よ
っ
て
、
そ
の
正
反
対
の
あ
り
方
と
し
て
の
貴
著
者
が
一
間
 
提
で
 あ
る
と
 

解
す
る
。
つ
ま
り
、
「
不
浄
 
物
 蓄
財
の
者
た
ち
を
「
 倉
欲
 な
る
者
 
-
 
い
 り
プ
 
リ
コ
 

（
 ヨ
 り
三
 %
 
捷
二
と
い
う
名
前
で
呼
ぶ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
 
著
者
の
 

こ
の
解
釈
は
、
上
述
の
「
四
法
 

品
 」
の
「
世
間
的
な
も
の
は
常
に
 一
間
 提
 

で
あ
る
が
、
仏
は
一
間
 
提
 で
は
な
い
」
と
い
う
記
述
に
対
す
る
 

解
 釈
と
結
 

ぴ
 
つ
い
て
「
一
間
 提
 と
は
利
養
貴
著
者
」
と
い
う
見
解
を
形
成
す
 る
に
 至
 

る
も
の
で
、
著
者
に
と
っ
て
は
重
要
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
と
 思
わ
れ
 

る
 。
け
れ
ど
も
、
経
が
成
仏
の
根
拠
と
し
て
、
不
浄
物
か
ら
の
 
遠
 離
 、
 少
 

欲
 
・
知
足
の
修
行
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
正
反
対
の
 

戒
律
 

に
 違
反
し
不
浄
物
を
蓄
財
す
る
者
を
一
間
 提 と
解
す
る
こ
と
が
で
 
き
る
の
 

だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
「
四
法
 

品
 」
で
経
は
三
課
ほ
ぼ
国
内
 容
 で
波
 

羅
提
木
 又
の
意
義
に
つ
い
て
、
 

-
 浩
 -
 「
少
欲
知
足
に
し
て
威
儀
 
を
 成
就
 

す
 。
多
く
受
 畜
 せ
ず
し
て
諸
の
染
著
を
離
る
」
 

-
 大
正
十
二
巻
、
 
 
 

直
中
一
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
先
の
成
仏
の
根
拠
と
同
 
一
内
容
 

で
、
こ
の
占
で
は
著
者
の
解
釈
を
補
強
す
る
よ
う
だ
が
、
し
か
し
 
、
そ
の
 

後
に
経
は
波
羅
提
木
叉
の
違
反
規
定
で
あ
る
四
重
禁
か
ら
 
亡
 滅
 詩
 法
 に
至
 



書評と紹介 

るれ 
  

混磐 

経 」 

全 
体 
  
姿 
  
  
  
か 
  
  
  
  
  
/ こ 

  
  
  
  
ム   
願 
  

る
ま
で
の
戒
律
違
反
者
を
列
挙
し
 、
 次
に
経
教
の
誹
 膀
 者
を
挙
げ
 
、
そ
し
 

て
 最
後
に
一
間
提
を
挙
げ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
一
間
提
は
戒
律
 
違
反
者
 

の
範
 時
に
は
入
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
一
類
に
属
す
る
 「
金
剛
 

身
品
 」
で
も
、
法
師
が
不
浄
 物
 圭
吾
禁
止
を
説
い
た
た
め
に
 

犯
戒
 者
た
ち
 

が
 怒
っ
て
こ
の
法
師
に
迫
害
を
加
え
る
話
が
説
か
れ
て
い
る
が
（
 
回
春
、
 

八
六
六
頁
 下
 Ⅰ
こ
こ
で
も
 犯
戒
 者
た
ち
を
一
間
 提
 と
呼
ん
で
 
ぃ
 る
こ
と
 

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
間
提
を
利
養
育
著
者
と
す
 
る
 著
者
 

の
 解
釈
は
評
者
と
し
て
は
認
め
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
 

本
 経
を
 

検
討
す
る
と
一
間
 提
 に
は
経
教
の
誹
 
謂
 者
と
し
て
の
性
格
が
強
く
 表
れ
て
 

い
る
と
思
わ
れ
る
が
（
藤
井
教
会
ロ
お
。
 て
同
 
「
六
巻
 泥
恒
経
  
 

る
 一
間
提
の
諸
相
」
「
印
仏
所
」
 ト
 0
.
 
じ
 、
著
者
が
描
い
た
一
間
 提
 像
 に
は
 

こ
の
こ
と
が
欠
落
し
て
い
る
の
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

以
上
、
本
書
に
お
け
る
評
者
と
し
て
の
問
題
点
 は
 つ
い
て
触
れ
た
 
が
 

細
部
に
こ
う
し
た
点
を
抱
え
な
が
ら
も
、
 

依
殊
 と
し
て
本
書
は
現
 
時
点
に
 

お
け
る
最
も
勝
れ
た
「
大
乗
 浬
架
経
ヒ
の
 
研
究
成
果
で
あ
る
と
い
 

っ
て
よ
 

い
 。
本
書
は
「
大
乗
 浬
磐
経
ヒ
を
 
イ
ン
ド
仏
教
と
い
う
大
き
な
 
地
 平
に
置
 

き
、
仏
塔
信
仰
の
流
れ
の
中
で
捉
え
て
 経 自
体
の
思
想
を
解
明
し
 た
ス
ケ
 

の
 大
き
い
「
 
浬
磐
経
 」
研
究
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
に
は
 多
  
 

知
見
と
創
見
と
が
盛
ら
れ
て
 い
 て
、
今
後
の
「
 
浬
磐
経
 」
研
究
、
  
 

大
乗
仏
典
研
究
全
体
に
資
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
大
で
あ
る
。
木
室
 

目
は
 一
九
 

九
七
年
度
の
本
学
会
学
会
賞
を
受
賞
し
て
い
る
が
、
当
然
の
こ
と
 
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
願
わ
く
は
、
著
者
に
は
今
後
も
経
の
十
 巻
 以
降
の
研
究
を
 継
続
さ
 

189@ (189) 



表     

  
こ迫 め内 れれをの 日   
  

米
澤
穂
積
 

ぺ
り
か
ん
桂
一
九
九
七
年
二
月
一
 
0
 日
刊
 

四
 -
 
ハ
判
 

三
八
四
頁
三
三
 0
0
 
円
 

倉
沢
 行
 澤
編
集
・
解
説
 

「
叢
書
 禅
と
 日
本
文
化
 2
 
禅 
と 
Ⅲ - 
ム 
術 汀 

II   

ぺ
り
か
ん
 社
 

一
九
九
六
年
一
一
月
一
五
日
刊
 

四
六
判
三
四
四
頁
三
一
五
五
円
 

古
田
 紹
欽
 編
集
・
解
説
 

「
叢
書
 禅
と
 日
本
文
化
 1
 
禅 
と 
Ⅲ - 

云術 

I   



の
 抄
録
に
あ
た
り
、
そ
の
書
名
、
あ
る
い
は
車
立
て
の
タ
イ
ト
ル
 
を
 活
か
 

し
た
 ネ
ー
ミ
ン
グ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
 

各
 春
巻
末
に
は
、
 
出
典
を
 

初
出
と
使
用
定
本
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
初
出
牢
 @
 
ち
 

数
篇
は
 
つ
い
て
は
、
厳
密
に
は
そ
れ
に
先
立
つ
ほ
 

ほ
 同
内
容
の
講
 
演
 が
あ
 

る
 -
 の
み
を
転
記
し
て
お
く
。
 

「
 
禅
と
 芸
術
 I
 し
 

「
日
本
文
化
と
 禅
 」
、
古
田
 紹
欽
 、
昭
和
六
 0
 年
 

「
日
本
の
禅
・
日
本
人
の
美
意
識
」
、
柳
田
聖
血
、
昭
和
六
 

0
 年
 

「
 
神
 と
美
術
」
、
鈴
木
大
拙
、
昭
和
一
五
年
 

「
 
禅
 芸
術
の
理
解
 -
1
 一
 」
、
久
松
真
一
、
昭
和
一
四
年
 

「
 
禅
と
美
 」
、
柳
宗
悦
、
昭
和
二
四
年
 

「
無
の
芸
術
 ｜
 
禅
の
立
場
か
ら
」
、
山
口
論
功
、
昭
和
三
一
年
 

「
道
元
１
１
中
世
芸
術
の
根
底
」
、
唐
木
順
三
、
昭
和
四
 

0
 年
 

「
芸
術
 境
 と
し
て
の
 禅
 」
、
小
笠
原
秀
 實
 、
昭
和
一
九
年
 

「
東
洋
の
近
代
芸
術
に
及
ぼ
し
た
禅
の
影
響
 

｜
 
特
に
 董
 某
日
日
の
 
南
宗
 北
 

宗
 画
論
に
つ
い
て
」
、
小
林
大
市
郎
、
昭
和
三
一
年
 

「
絵
画
と
 禅
 」
、
須
田
剋
太
、
昭
和
三
一
年
 

「
 禅
 芸
術
雑
感
」
、
古
田
 紹
欽
 、
昭
和
六
 0
 年
 

「
解
説
に
か
え
て
不
立
文
字
と
芸
術
」
、
古
田
 
紹
欽
 

「
 
禅
と
 芸
術
Ⅱ
 し
 

「
心
境
と
表
現
」
、
八
代
幸
雄
、
昭
和
四
四
年
 

「
 
禅
 芸
術
と
は
何
か
」
、
芳
賀
幸
四
郎
、
昭
和
四
一
年
 

「
 
禅
 芸
術
の
理
解
 一
 
2
-
 」
、
久
松
真
一
、
昭
和
三
三
年
 

「
 
禅
と
 諸
芸
」
、
久
松
真
一
、
昭
和
三
四
年
 

「
禅
の
表
現
 実
 」
、
古
田
 紹
欽
 、
昭
和
四
三
年
 

初
出
の
年
代
を
見
れ
 
ば
 明
ら
か
な
よ
う
に
、
所
収
論
文
の
す
べ
て
 が
昭
 

杣
人
 0
 年
 
二
九
八
五
年
 -
 以
前
の
も
の
で
あ
る
。
「
叢
書
 

禅
 と
 日
本
 

文
化
」
監
修
者
の
一
人
、
柳
田
聖
 山
 は
こ
の
年
に
刊
行
さ
れ
た
 
著
 書
 
「
 
禅
 

と
 日
本
文
化
」
 
一
 講
談
社
文
庫
一
の
「
あ
と
が
き
」
に
こ
う
記
し
 て
い
る
。
 

「
 禅
と
 日
本
文
化
の
問
題
は
、
す
で
に
日
本
よ
り
世
界
へ
と
い
う
   

と
 輸
出
の
時
代
を
過
ぎ
て
い
る
。
鈴
木
大
拙
先
生
の
「
 
禅
と
 日
本
 

文
化
」
 

よ
り
五
十
年
、
世
界
の
中
の
禅
と
い
う
、
国
際
水
準
の
課
題
に
な
 っ
て
 い
 

る
 」
。
こ
れ
ら
の
論
文
の
執
筆
者
や
同
時
代
の
読
者
た
ち
は
、
 

そ
  
 

な
 大
き
な
転
換
の
時
代
を
生
き
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
十
余
年
 
;
 
し
  
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
 

"
Z
E
N
"
 を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
サ
ー
チ
 エ
 ノ
 ン
 ン
 

を
 掛
け
れ
 ば
 国
内
外
の
数
百
に
及
ぶ
サ
イ
ト
が
表
示
さ
れ
て
く
る
 
。
学
術
 

的
の
も
の
、
本
格
的
な
僧
堂
で
の
修
行
に
繋
が
る
も
の
は
も
と
よ
 
 
 

「
 禅
回
 に
見
る
円
相
の
画
芸
術
、
美
術
を
超
越
し
た
神
韻
 標
砂
 た
る
 円
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相
 と
は
」
、
ク
ル
ト
・
プ
ラ
ッ
シ
ュ
、
昭
和
三
六
年
 

 
 

 
 

「
 書
と
禅
 」
、
大
森
首
丈
、
昭
和
四
三
年
 

 
 

 
 

 
  
 

「
西
田
幾
多
郎
先
生
の
書
と
人
」
、
久
松
真
一
、
昭
和
二
七
年
 

「
禅
宗
美
術
と
し
て
の
墨
跡
と
絵
画
」
、
 
源
 皇
宗
、
昭
和
五
三
年
 

「
近
世
禅
僧
の
絵
画
仙
 崖
 ・
白
隠
を
中
心
に
」
、
 

辻
惟
雄
 、
昭
 和
 五
四
 

年
 

「
禅
の
思
想
と
文
芸
・
美
術
」
、
石
田
一
良
、
昭
和
四
三
年
 

「
 "
 止
観
的
美
意
識
 "
 
の
源
泉
と
展
開
自
然
の
美
の
見
方
」
、
 
一
 二
 晴
義
 

泉
 、
昭
和
四
六
、
四
七
年
 

「
空
の
芸
術
空
即
是
色
の
藝
 境
 」
、
 倉
 洋
行
 洋
 、
昭
和
五
九
年
 

「
解
説
禅
の
芸
術
を
め
ぐ
っ
て
」
、
自
律
 
行
洋
 

  



書評と紹介 

本
文
化
の
磨
の
緒
の
痕
跡
も
見
え
な
い
よ
う
な
新
た
な
 
禅
 文
化
の
 創
造
と
 

享
受
を
居
わ
せ
る
も
の
。
そ
れ
ら
を
す
べ
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
 
結
 び
ム
口
わ
 

せ
て
一
つ
の
世
界
が
成
立
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
電
子
情
報
の
先
 
に
は
数
 

多
の
人
間
が
生
き
て
動
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
「
 
禅
と
 日
本
文
 

化
」
で
あ
り
「
 
禅
と
 芸
術
」
で
あ
る
。
論
者
た
ち
が
見
て
い
た
 世
 界
 と
現
 

在
の
私
た
ち
の
眼
に
映
る
世
界
は
ど
の
よ
う
に
等
し
く
ま
た
 異
 な
る
の
 

か
 。
編
者
の
姿
勢
と
し
て
は
、
一
つ
の
時
代
の
区
切
り
を
つ
け
て
 
、
あ
え
 

て
 現
在
ま
で
の
間
に
空
白
を
置
き
、
そ
こ
を
埋
め
る
べ
き
論
考
を
 
む
し
ろ
 

読
者
の
ほ
う
に
課
題
と
し
て
投
げ
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
の
よ
 ぅ
 で
あ
 

る
 。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
論
集
の
面
白
さ
は
、
論
じ
ら
れ
る
三
題
や
そ
 
の
方
 

法
の
多
様
性
に
も
あ
る
が
、
論
と
し
て
詰
り
出
さ
れ
る
そ
の
文
体
 
に
も
 読
 

者
の
楽
し
み
は
あ
る
。
第
 2
 巻
解
説
文
に
見
え
る
「
学
者
で
あ
る
 と
 同
時
 

に
禅
 者
で
も
あ
る
立
場
」
「
史
家
よ
り
も
 
禅
者
 あ
る
い
は
禅
学
者
 
の
 立
場
」
 

と
い
う
表
現
は
、
論
者
の
立
場
と
同
時
に
そ
れ
を
離
れ
て
は
な
い
 
そ
の
 文
 

体
の
形
容
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
 

第
 l
 巻
に
、
そ
の
第
二
章
「
 禅
と
 圭
左
 
Ⅲ
」
 

が
 収
録
さ
れ
た
鈴
木
大
拙
の
「
 禅
と
 日
本
文
化
」
、
訳
者
の
北
川
 
桃
雄
が
 

「
こ
の
書
を
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
・
・
・
…
」
と
後
記
に
短
く
記
す
と
 こ
ろ
、
 

そ
こ
で
文
体
と
い
う
の
は
何
ら
か
の
文
章
上
の
類
型
の
ご
と
き
を
 
指
す
も
 

の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
守
り
伝
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
 
、
そ
れ
 

が
わ
れ
わ
れ
を
捉
え
る
 力
 。
 何
ぇ
ぱ
 小
笠
原
秀
 實
 
「
芸
術
 境
と
  
 

禅
 」
、
解
説
の
懇
切
、
論
旨
の
明
解
さ
は
既
に
当
然
の
こ
と
と
な
 
し
 、
 払
珊
 

そ
の
も
の
が
一
つ
の
芸
術
と
な
っ
て
、
東
洋
画
論
に
い
う
気
韻
士
 
動
 を
そ
 

の
ま
ま
文
章
に
見
る
思
い
が
す
る
。
常
用
漢
字
の
読
み
書
き
に
も
 
難
儀
を
 

覚
え
る
こ
と
の
あ
る
私
に
は
全
文
を
読
み
通
す
こ
と
す
ら
並
大
抵
 
で
は
な
 

い
が
、
知
ら
ず
音
読
の
よ
う
に
一
文
一
文
に
呼
吸
を
合
わ
せ
よ
う
 
と
し
て
 

い
る
自
分
を
発
見
す
る
。
翻
っ
て
そ
の
対
極
に
は
、
執
筆
者
中
 -
@
@
,
@
 

十
八
十
八
 

 
 
一
 

人
 、
洋
画
家
と
し
て
そ
の
文
章
を
収
録
さ
れ
た
須
田
剋
太
の
「
 絵
画
と
 

禅
 」
が
あ
る
。
司
馬
遼
太
郎
の
長
巻
「
街
道
を
行
く
」
の
挿
絵
画
 
家
 と
し
 

て
 多
く
の
人
は
知
る
が
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に
ブ
ラ
シ
を
叩
き
つ
け
る
 
よ
う
な
 

そ
の
激
し
さ
が
文
章
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
文
体
の
饗
宴
 
そ
よ
り
 

豊
か
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
編
集
上
の
方
針
か
ら
逸
れ
る
の
か
も
 
し
れ
な
 

い
が
、
 両
 巻
を
通
し
て
 
三
 篇
を
収
録
す
る
古
田
 紹
欽
 論
文
の
一
つ
 
は
 省
い
 

て
も
、
氏
の
近
年
の
著
書
「
美
の
遺
産
を
考
え
る
」
二
九
九
六
 午
 、
春
 

秋
社
 -
 に
収
め
ら
れ
た
、
そ
れ
を
語
る
息
遣
い
の
耳
許
に
ま
で
 
聞
 こ
え
て
 

き
そ
う
な
ル
オ
ー
論
や
ム
ン
ク
論
を
採
っ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
 
る
 。
 西
 

洋
美
術
に
触
れ
る
と
こ
ろ
の
少
な
い
こ
の
論
集
の
性
格
か
ら
し
て
 
も
、
主
 

題
 的
に
む
し
ろ
そ
れ
が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
ら
言
い
得
る
の
で
 は
な
 い
 

か
 こ

こ
で
三
題
の
こ
と
に
触
れ
る
。
久
松
真
一
は
「
 
禅
 芸
術
の
 理
解
 

-
l
 二
で
「
神
韻
が
あ
る
か
な
い
か
は
芸
術
に
と
っ
て
重
大
な
る
 事
柄
で
 

あ
ろ
う
が
、
宗
教
的
か
否
か
は
芸
術
自
体
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
 
よ
い
こ
 

と
で
あ
る
。
宗
教
的
で
な
い
か
ら
と
い
っ
て
芸
術
的
価
値
が
下
が
 
る
わ
け
 

の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
か
し
、
宗
教
的
な
る
も
の
を
表
わ
そ
 
う
そ
う
 

と
す
る
芸
術
で
あ
っ
て
し
か
も
そ
れ
が
宗
教
的
で
な
い
よ
う
な
 陽
ム
口
に
 

は
 、
そ
の
芸
術
的
価
値
 は
 低
 い
 も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
 う
 」
と
 

説
く
。
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
主
題
の
「
 禅と
 芸
術
」
の
こ
と
で
あ
 
 
 

 
 

と
ま
ず
は
相
互
に
没
交
渉
で
あ
る
も
の
が
、
ひ
と
た
び
切
り
結
ぶ
 
と
な
れ
 

ば
 最
早
安
易
な
抜
け
道
の
な
い
関
わ
り
と
な
る
。
そ
の
抜
き
差
し
 
 
 

禅
 芸
術
の
世
界
を
久
松
の
諸
論
考
を
は
じ
め
多
く
の
論
者
が
語
り
 
来
た
り
 



語
り
去
っ
て
、
こ
の
 
両
 巻
は
成
立
し
て
い
る
。
第
 2
 巻
解
説
で
倉
 澤
 氏
が
 

「
末
巻
の
標
題
は
「
 禅
と
 芸
術
」
で
あ
る
が
、
内
容
の
大
部
分
は
 「
禅
の
 

芸
術
」
論
で
あ
る
」
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
 

倉
澤
 氏
は
続
け
て
「
 
神
山
 
り
 十
一
コ
 

術
を
取
り
上
げ
論
じ
る
こ
と
の
今
日
的
意
義
」
を
明
ら
か
に
す
 る
た
め
 

近
世
・
近
代
の
精
神
史
を
概
観
し
、
「
現
代
芸
術
の
展
望
」
 

と
い
う
 

章
 に
お
い
て
そ
の
答
を
示
し
て
い
る
。
氏
は
、
二
十
世
紀
西
欧
 
士
 コ
 術
を
 ヒ
 

ユ
 ー
マ
ニ
ズ
ム
芸
術
と
規
定
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
完
成
郎
 
没
 落
 と
い
 

う
 事
態
に
重
ね
て
、
完
成
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
す
な
 
わ
ち
 神
 

な
き
自
己
の
自
己
表
出
と
い
う
芸
術
の
不
安
と
危
う
さ
を
指
摘
す
 
る
 。
 そ
 

れ
を
逃
れ
る
た
め
に
 
神
 中
心
主
義
に
後
戻
り
す
る
こ
と
な
く
、
 

前
 遣
 し
て
 

「
自
己
の
拠
り
所
を
神
に
求
め
ず
、
自
己
自
身
に
求
め
ず
、
自
己
 

を
 否
定
 

し
て
新
た
な
自
己
、
真
の
自
己
と
し
て
甦
り
、
甦
っ
た
自
己
の
表
 
 
 

て
 芸
術
を
生
む
時
」
不
安
や
危
う
さ
の
な
 い
 
「
禅
の
芸
術
」
と
な
 る
、
と
 

し
て
こ
こ
に
「
禅
の
芸
術
」
論
の
今
日
的
意
義
を
認
め
て
い
る
。
 

そ
の
 趣
 

旨
は
十
分
に
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
 
論
 の
 在
 

り
 万
か
ら
す
る
陣
中
心
王
 義
 と
も
い
う
べ
き
も
の
が
出
現
し
て
い
 

る
の
で
 

は
な
い
か
。
標
題
の
「
 
禅
と
 芸
術
」
に
即
し
て
舌
口
う
な
ら
ば
、
 
ヒ
 ユ
ー
マ
 

ニ
ズ
ム
芸
術
に
随
伴
す
る
不
安
と
危
う
さ
を
い
ま
一
つ
の
中
心
と
 

し
て
、
 

禅
と
 切
り
結
ぶ
一
歩
手
前
の
と
こ
ろ
を
論
と
し
て
示
し
て
お
く
 
必
 要
 が
あ
 

る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
先
の
久
松
論
文
で
、
神
秘
正
義
 
的
 傾
向
を
 

読
み
取
る
こ
と
の
出
来
る
一
九
世
紀
の
幾
人
か
の
作
家
の
絵
画
・
 

文
字
に
 

触
れ
て
「
そ
れ
ら
に
は
、
東
洋
に
お
け
る
 禅
 芸
術
の
ご
と
く
、
 
徹
 底
 的
に
 

純
粋
に
神
的
神
秘
 王
季
 的
な
る
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
 
い
え
な
 

い
 。
ま
し
て
、
彼
ら
の
芸
術
に
神
秘
主
義
的
な
る
も
の
が
表
現
さ
 
れ
て
い
 

る
と
は
い
え
な
い
。
ま
し
て
、
彼
ら
の
芸
術
が
神
秘
主
義
的
体
験
 
に
 基
づ
 

い
て
芸
術
の
一
体
系
を
な
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
 
断
  
 

る
 、
ま
さ
に
そ
の
出
会
い
の
不
成
立
の
と
こ
ろ
で
の
突
き
詰
め
た
 議
論
に
℡
 

 
 

あ
た
る
も
の
が
、
「
 禅
と
 芸
術
」
の
「
と
」
を
強
く
意
識
す
る
 限
  
 

 
 
 
 
 
  
 

必
要
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
芸
術
を
創
造
す
る
者
・
表
現
者
の
肉
声
 
が
須
 

田
 剋
太
の
一
篇
で
は
余
り
に
も
少
な
い
。
例
え
ば
、
柳
宗
悦
の
論
 
稿
 の
 前
 

後
に
は
、
彼
と
相
互
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
た
工
芸
家
た
ち
 
の
 優
れ
 

た
 文
章
を
配
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
上
や
 
火
 や
木
 

と
対
 時
し
相
照
ら
す
創
造
の
行
為
の
中
に
あ
り
あ
り
と
禅
機
を
看
 
取
 し
う
 

る
こ
と
の
証
と
し
て
。
ま
た
、
美
術
史
家
の
論
文
も
少
な
か
ら
ず
 
収
録
さ
 

れ
た
が
、
史
家
の
論
ず
る
同
じ
作
品
を
め
ぐ
っ
て
画
家
た
ち
は
 
全
 く
 異
な
 

る
 評
価
を
抱
く
場
合
が
稀
で
は
な
い
。
そ
の
 ょ
う
 な
実
作
者
の
壬
 一
 
口
業
も
聞
 

き
た
い
。
あ
ら
た
め
て
、
論
と
い
う
こ
と
の
窮
屈
さ
を
思
う
。
 

最
 後
に
も
 

つ
 と
も
大
き
な
不
満
を
一
つ
。
最
小
限
に
切
り
詰
め
ら
れ
た
図
版
 のこ
と
 

で
あ
る
。
話
は
単
に
図
版
の
少
な
さ
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ぬ
と
 
思
わ
れ
 

る
 。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
久
松
真
一
の
「
 禅
 芸
術
の
理
解
 一
 2
 二
 、
解
説
 

に
 記
さ
れ
る
よ
う
に
「
大
著
「
 禅
と
 美
術
」
の
抄
録
」
で
あ
る
。
 

幸
運
に
 

も
墨
 実
性
版
を
借
覧
 
し
 得
て
終
日
飽
か
ず
眺
め
た
経
験
を
思
い
起
 こ
し
な
 

が
ら
舌
口
 ぅ
 の
だ
が
、
一
言
に
大
著
と
舌
口
 う
 そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
 
を
 実
感
 

す
る
に
は
こ
の
書
を
手
に
と
る
他
は
あ
る
ま
い
。
抄
録
に
よ
っ
て
 
は
 移
し
 

得
ぬ
も
の
の
大
き
さ
も
、
そ
の
時
に
初
め
て
知
る
こ
と
に
な
る
だ
 
ろ
う
。
 

画
賛
の
み
を
味
わ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
法
は
蛆
い
に
し
て
も
 
、
本
来
 

一
体
の
も
の
を
全
く
切
り
離
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
な
が
 

ら
 幼
児
 

が
 駄
々
を
こ
れ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
芸
術
を
王
 
題
 と
し
 

た
こ
の
 両
巻
 に
あ
つ
て
は
、
編
者
の
「
眼
に
よ
っ
て
」
 

味
 わ
つ
 
た
 楽
し
み
 



文
筆
の
十
牛
図
を
用
い
て
、
全
巻
取
り
揃
え
れ
ば
十
牛
図
 

0
 々
 
万
成
 
と
な
る
 

 
 

て
 好
ま
し
い
。
 
-
 

土
圭
 

日
 

を
そ
の
ま
ま
に
読
者
に
分
か
ち
与
え
る
よ
う
な
特
段
の
配
慮
 
と
エ
 夫
 が
あ
 

っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 

さ
て
、
こ
の
 
両
巻
に
 
続
く
叢
書
の
構
成
は
、
第
 3
 巻
「
 禅
と
能
 楽
 

茶
 」
（
編
集
，
解
説
熊
倉
功
夫
 -
 、
第
 4
 巻
「
 禅
と
 文
学
」
一
編
 集
 ・
 解
 

説
 
柳
田
聖
血
）
、
第
 5
 巻
「
 禅
と
 建
築
・
庭
園
」
一
編
集
・
 
解
 説
 
横
山
 

芭
 、
第
 6
 巻
「
 禅
と
 
武
運
一
編
集
・
解
説
鎌
田
茂
 
理
 、
 第
 7
 巻
 

「
 
禅
と
 身
心
論
」
（
編
集
・
解
説
山
口
昌
男
 -
 、
第
 8
 巻
「
 禅
と
 円
心
 
相
 心
し
 

一
編
集
・
解
説
末
木
 文
美
十
 ）
、
第
 9
 巻
「
 禅
と
 現
代
 ヒ
 一
編
集
 
解
説
 

西
村
志
信
一
、
第
 皿
巻
 
「
 
禅
 と
そ
の
歴
史
 
ヒ
 -
 編
集
・
解
説
石
川
   

と
な
り
、
平
成
一
 
0
 年
春
の
時
 白
 で
殆
ど
の
巻
が
刊
行
を
了
え
て
 

い
る
。
 

平
成
 斯
 の
 論
 稿
は
第
 9
 巻
に
お
い
て
も
 二
篇
 。
い
さ
さ
か
悲
嘆
の
 
響
き
を
 

惨
 ま
せ
た
叢
書
「
監
修
の
こ
と
ば
」
は
「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
木
叢
 
書
は
二
 

十
世
紀
日
本
の
、
良
心
の
遺
産
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
結
ん
 で
い
る
 

が
 、
そ
の
遺
産
の
実
質
的
分
与
は
と
う
に
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
 なる
だ
 

ろ
う
。
そ
れ
を
土
に
埋
め
て
安
閑
と
し
て
日
を
送
る
こ
と
ほ
お
ろ
 か、
埋
 

む
べ
き
土
地
す
ら
最
早
も
た
な
い
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
む
し
ろ
 
求
め
た
 

い
の
は
「
判
り
や
す
く
、
 
ム
 「
す
ぐ
役
に
立
つ
便
利
な
」
 
禅
と
 日
本
 文
化
論
 

で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
 
根
血
し
 草
の
ご
と
き
も
の
を
監
修
者
も
 各
巻
の
 

編
者
た
ち
も
許
さ
な
い
。
私
と
し
て
は
ま
ず
は
途
方
に
暮
れ
る
 
@
 」
と
か
ら
 

始
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
 

-
 更
に
付
記
す
れ
ば
参
州
精
一
の
装
丁
は
 、
ヵ
 バ
ー
に
相
国
寺
 
蔵
 、
 伝
周
 

  



本
書
は
王
と
し
て
、
近
世
に
お
け
る
あ
る
地
域
の
修
験
の
活
動
を
 
通
し
 

て
 、
地
方
修
験
の
実
態
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
地
域
と
い
 
 
 

ム
コ
日
の
福
島
県
の
範
囲
を
指
し
て
い
る
。
ま
ず
目
次
に
即
し
て
 

本
 書
 の
 溝
 

成
の
骨
格
を
簡
単
に
示
し
て
お
き
た
い
。
 

第
一
編
在
地
組
織
 

第
一
章
年
行
事
の
誕
生
と
そ
の
支
配
 

第
二
章
先
達
 ｜
 会
津
先
達
 南
岳
院
 と
そ
の
支
配
・
組
織
 
｜
 

第
二
編
宗
教
行
為
 

第
一
章
宗
教
行
為
の
特
色
形
成
１
社
家
・
僧
侶
と
の
争
論
に
よ
 
 
 

主
張
 ｜
 

第
二
章
宗
教
行
為
の
諸
相
 

第
三
章
作
法
類
の
伝
授
 

第
三
編
寺
院
経
済
 

第
一
章
山
伏
の
諸
収
入
 

第
二
章
山
伏
の
諸
出
費
 

第
三
章
山
伏
の
商
行
為
 

岩
崎
真
幸
 

岩
田
書
院
一
九
九
六
年
九
月
刊
 

A
5
 
判
四
八
一
頁
一
一
 
0
0
0
 
円
 

藤
田
宝
輿
 著
 

「
近
世
修
験
道
の
地
域
的
展
開
」
 

  



付
 福
山
伏
住
居
の
特
性
と
そ
の
背
景
 

索
引
八
頁
 

全
体
は
大
き
く
三
編
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
著
者
が
 
 
 

組
ん
で
き
た
三
つ
の
研
究
分
野
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

著
 者
の
関
 

心
は
 、
近
世
山
伏
の
身
分
や
性
格
を
枠
づ
け
た
組
織
 ど
 制
度
の
形
 
成
 経
緯
 

と
 組
織
内
容
の
解
明
、
山
伏
と
い
う
宗
教
者
を
特
色
づ
け
て
い
る
 
宗
教
 行
 

為
の
特
色
の
形
成
お
よ
び
そ
の
内
容
の
検
討
、
さ
ら
に
生
活
を
維
 
持
す
る
 

寺
院
経
済
の
実
状
の
把
握
と
い
う
三
つ
の
課
題
に
あ
り
、
そ
の
 意
味
で
 

は
 、
本
書
は
著
者
が
近
年
取
り
組
ん
で
き
た
研
究
の
全
体
像
を
示
 
 
 

で
あ
る
と
 
い
 え
よ
う
。
ま
た
、
今
後
の
研
究
の
方
向
づ
け
を
す
る
 上 で
の
 

 
 

著
者
の
藤
田
宝
輿
 氏
は
 、
福
島
市
に
あ
る
財
団
法
人
福
島
県
文
化
 セ
ン
 

タ
 ー
の
福
島
県
歴
史
資
料
館
で
長
年
に
わ
た
り
学
芸
員
を
務
め
、
 

現
在
は
 

資
料
課
長
の
任
に
あ
る
。
本
書
を
構
成
す
る
論
考
の
う
ち
、
多
く
 
は
 勤
務
 

先
の
福
島
県
歴
史
資
料
館
で
刊
行
し
て
い
る
「
福
島
県
歴
史
資
料
 
館
 研
究
 

紀
要
」
に
発
表
し
た
も
の
を
下
地
に
し
て
い
る
。
ま
た
「
福
島
 史
学
研
 

究
 」
や
「
文
化
福
島
口
の
よ
う
な
地
域
の
研
究
 話 に
掲
載
し
た
 弘
 
珊
文
 、
報
 

上
口
も
含
め
て
い
る
。
い
ず
れ
に
も
加
筆
・
補
訂
・
削
除
を
加
え
、
 

あ
る
い
 

は
 改
題
し
た
上
に
、
さ
ら
に
あ
ら
た
な
四
編
を
添
え
て
本
書
は
構
 
成
さ
れ
 

て
い
る
。
既
発
表
の
論
考
の
掲
載
誌
は
福
島
県
域
を
中
心
と
し
た
 
研
究
成
 

果
を
発
表
す
る
地
域
 
誌
 で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
高
 い
 評
価
を
受
け
 
て
い
る
 

研
究
 誌
 で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
 

地
域
の
研
究
 
誌
 に
発
表
し
た
論
考
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
 こ
と
 

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
東
北
南
部
 
域
 す
な
わ
ち
福
島
県
 
を
中
心
 

と
し
た
、
近
世
の
修
験
の
活
動
に
視
点
を
当
て
た
研
究
成
果
で
あ
 
る
 。
 ま
 

た
 、
当
地
域
に
お
い
て
虫
の
上
で
も
当
山
派
・
 

羽
里
 
派
を
圧
倒
す
 
る
 木
山
 

派
 修
験
の
活
動
に
 
佳
 点
を
絞
っ
て
論
じ
て
い
る
。
本
書
の
概
要
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

第
一
編
の
在
地
組
織
で
は
、
ま
ず
福
島
県
内
に
勢
力
を
持
っ
て
 
い
 
 
 

八
の
年
行
事
の
動
向
を
通
し
、
本
山
派
「
年
行
事
」
の
成
立
の
背
 
景
 を
明
 

ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
結
局
、
聖
護
院
側
か
ら
の
一
方
的
な
補
 
仕
 で
は
 

な
く
、
そ
の
背
景
に
は
地
域
の
大
仕
や
有
力
領
主
と
の
関
係
の
深
 
さ
と
、
 

熊
野
先
達
で
あ
る
こ
ど
が
補
任
の
条
件
の
下
地
に
あ
っ
た
こ
と
を
 
著
者
は
 

指
摘
す
る
。
霞
に
関
し
て
も
、
補
任
と
支
配
領
域
の
分
与
を
聖
 
護
 院
 
・
 先
 

達
 が
同
時
に
一
方
的
に
行
う
の
で
は
な
く
、
 

領
 王
の
認
め
る
頭
山
 
伏
 に
対
 

す
る
年
行
事
の
補
任
が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
時
点
で
の
支
配
領
域
を
 
霞
 と
し
 

て
 認
め
る
形
を
と
る
の
で
は
な
い
か
と
主
張
 
し
 、
従
来
の
一
面
的
 な
 見
方
 

に
 疑
義
を
は
さ
ん
で
い
ろ
。
ま
た
、
福
島
県
 域 で
唯
一
の
先
達
で
 
あ
る
 会
 

津
市
 岳
 院
の
動
向
を
通
し
、
年
行
事
の
上
に
先
達
を
置
く
制
度
の
 
彩
 は
 近
 

世
に
入
っ
て
新
し
く
採
用
さ
れ
た
も
の
で
、
本
山
派
組
織
の
な
か
 
で
は
 年
 

行
事
に
よ
る
同
行
支
配
が
基
本
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
 して
お
 

り
 、
南
呂
院
の
支
配
体
制
の
成
立
時
期
も
元
禄
 期 に
求
め
て
い
る
 
 
 

第
二
編
で
は
、
多
く
の
史
料
を
駆
使
し
て
山
伏
の
宗
教
行
為
を
詳
 
 
 

検
討
し
て
い
る
。
地
方
山
伏
の
宗
教
行
為
が
極
め
て
多
岐
に
わ
た
 
 
 

で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
同
時
に
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
浮
 
き
 彫
り
 

に
し
た
も
の
で
、
著
者
の
綿
密
な
史
料
の
収
集
と
分
析
の
成
果
が
 
 
 

な
く
発
揮
さ
れ
た
論
考
と
い
え
よ
う
。
こ
と
に
社
家
、
僧
侶
と
い
 っ
た
同
 

業
の
宗
教
者
と
の
間
の
確
執
は
時
代
を
超
え
て
問
題
に
さ
れ
て
 
き
て
お
 

り
 、
宗
教
者
を
選
択
す
る
主
体
は
、
結
局
は
町
在
の
信
者
側
に
あ
 
 
 

く
ま
で
も
在
地
で
は
自
ら
の
教
義
を
超
え
て
依
頼
者
の
宗
教
的
要
 
求
 に
応
 



書評と紹介 

じ
た
宗
教
行
為
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
が
あ
る
こ
と
は
 
興
味
深
 

 
  

 第
三
編
は
、
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
 
 
 

か
っ
た
興
味
の
引
か
れ
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
。
制
度
の
中
か
 
ら
は
 見
 

え
に
く
く
、
と
も
す
れ
ば
見
逃
さ
れ
が
ち
な
、
生
活
者
と
し
て
の
 
 
 

い
う
側
面
を
論
じ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
山
伏
の
生
計
を
維
持
す
 
る
 経
済
 

活
動
の
全
体
像
を
把
握
し
う
る
好
都
合
な
史
料
は
な
く
、
著
者
は
 
 
 

な
 史
料
に
ま
で
目
配
り
し
、
こ
れ
ら
を
 総
 ム
ロ
化
し
て
経
済
活
動
の
 具
体
的
 

な
 姿
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
本
書
で
は
土
地
保
有
の
実
状
、
 

霞
  
 

牧
人
の
あ
り
方
、
支
出
の
面
で
は
山
伏
を
山
伏
た
ら
し
め
て
い
る
 
入
峰
に
 

か
か
る
費
用
や
本
山
・
本
寺
へ
の
負
担
金
な
ど
の
問
題
を
取
り
上
 
げ
て
 検
 

訂
 し
て
い
る
。
非
日
常
的
な
場
面
、
す
な
わ
ち
公
的
な
経
済
活
動
 
に
 万
古
 

が
 置
か
れ
て
い
る
が
、
記
録
に
残
り
や
す
い
の
は
こ
の
種
の
史
料
 
で
あ
る
 

こ
と
を
考
え
れ
ば
致
し
方
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
地
方
の
山
伏
が
 
、
補
任
 

状
を
取
得
す
る
た
め
に
大
峰
入
峰
を
果
た
し
、
帰
国
す
る
ま
で
の
 
実
際
を
 

追
っ
た
論
考
は
面
白
い
。
ま
た
三
編
三
章
で
取
り
上
げ
た
「
山
伏
 の
商
行
 

為
 」
は
、
白
焼
経
 営
 以
外
の
商
行
為
に
か
か
わ
る
山
伏
の
姿
を
取
 
 
 

て
 分
析
し
て
お
り
、
山
伏
の
私
的
な
生
計
活
動
の
一
端
を
解
明
す
 
る
 上
で
 

大
変
重
要
な
視
点
と
い
え
よ
 う
 。
山
伏
が
地
域
間
の
情
報
の
伝
達
 
を
 担
っ
 

て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
情
報
を
活
用
し
て
商
行
為
に
積
極
 
 
 

か
わ
る
山
伏
が
存
在
す
る
こ
と
は
従
来
の
指
摘
の
通
り
 
う
 な
ず
け
  
 

か
し
、
著
者
の
い
う
よ
う
に
、
修
験
道
研
究
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
 
論
じ
た
 

も
の
は
な
く
、
生
活
者
と
し
て
の
山
伏
の
日
常
的
な
生
活
実
態
を
 
探
る
上
 

で
こ
う
し
た
視
角
は
 
ム
 「
 後
 重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
に
違
い
な
   

付
 編
の
「
山
伏
住
居
の
特
性
と
そ
の
背
景
」
も
従
来
の
研
究
で
は
 
欠
落
 

し
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。
山
伏
の
生
活
の
拠
点
と
し
て
の
住
居
 
に
 眼
を
 

向
け
た
も
の
で
、
図
版
や
記
録
を
駆
使
し
、
比
較
に
よ
っ
て
特
性
 
レ
ヒ
北
 

月
旦
 
示
 

を
 明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
行
山
伏
の
住
居
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
 
が
 見
ら
 

れ
る
も
の
の
、
規
模
や
間
取
り
は
農
家
の
そ
れ
と
相
関
し
て
お
り
 
、
農
業
 

を
 兼
ね
て
い
た
同
行
山
伏
の
生
活
の
一
端
が
想
起
で
き
る
と
い
 ,
 
つ
 o
 
 
 
一
 

展
示
や
資
料
収
集
、
あ
る
い
は
自
治
体
主
編
纂
を
契
機
と
し
て
 
著
 

極
め
て
実
証
的
な
研
究
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

博
 

宅
は
中
世
以
来
の
屋
敷
の
あ
り
方
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
指
宿
 

万
 、
年
行
事
・
先
達
ク
ラ
ス
の
場
合
に
は
武
家
風
の
造
り
の
傾
向
 

が
 現
地
調
査
に
入
り
、
丹
念
に
第
一
次
資
料
の
調
査
を
繰
り
返
す
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
氏
の
研
究
姿
勢
や
視
点
の
独
自
性
 

と
い
う
。
こ
と
に
 
八
槻
 大
書
院
の
例
を
通
し
、
こ
う
し
た
ク
ラ
ス
 

の
 学
芸
活
動
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
 

藤
田
氏
の
研
究
は
、
博
物
館
学
芸
員
と
い
う
職
務
と
切
り
離
し
て
 

者
 自
ら
 

物
 館
の
 

す
る
。
 

を
 持
つ
 

は
 長
年
 

こ
と
に
 

 
  

 
一
つ
 キ
ム
 

@
@
 

考
え
 

よ
っ
て
得
た
史
料
を
基
に
論
考
を
ま
と
め
て
お
り
、
こ
う
し
た
 
態
 度
は
前
 

著
 
「
社
寺
組
織
の
統
制
と
展
開
」
 
-
 名
著
出
版
、
一
九
九
三
か
 
ら
 
一
貫
 

 
 

も
う
一
つ
は
、
制
度
と
現
実
の
乖
離
に
着
目
し
て
い
る
占
で
あ
る
 
 
 

れ
は
眼
の
高
さ
を
在
地
の
山
伏
に
置
く
と
い
う
、
藤
田
氏
の
姿
勢
 によ
る
 

も
の
で
あ
ろ
う
。
柔
軟
性
の
欠
け
た
上
か
ら
の
制
度
と
、
状
況
に
 
応
じ
て
 

変
化
す
る
信
者
と
の
間
に
立
つ
生
活
者
と
し
て
の
在
地
の
山
伏
は
 制
度
 

と
 現
出
 ヒ
の
せ
出
 ぎ
あ
い
の
な
か
で
活
動
を
展
開
し
て
い
か
な
け
 れば
な
 

 
 
 
 
 
 

ら
な
い
。
こ
う
し
た
現
実
が
 
、
 再
び
制
度
を
変
革
に
向
か
わ
せ
る
 こ
と
に
 

な
る
。
山
伏
の
宗
教
活
動
、
い
う
な
れ
ば
 
息
 づ
か
い
を
生
き
生
き
  
 

る
 藤
田
氏
の
独
自
な
 
視
占
 
は
こ
う
し
た
点
に
あ
る
と
み
て
よ
か
ろ
 

 
 



た
だ
し
、
丹
念
に
史
料
を
収
集
し
そ
れ
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
 
ょ
 っ
て
 

論
じ
て
い
く
態
度
が
、
あ
る
意
味
で
は
部
分
的
な
解
釈
に
終
始
す
 る
か
に
 

み
え
て
し
ま
い
、
逆
に
全
体
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
こ
と
も
 
確
 か
で
あ
 

ろ
 う
 。
地
域
的
な
山
伏
の
活
動
を
、
全
体
の
動
き
の
な
か
に
位
置
 つ
け
る
 

作
業
を
繰
り
返
し
行
い
、
全
体
の
動
き
を
検
証
す
る
作
業
を
し
て
 
 
 

要
 が
あ
る
の
で
ほ
な
 
い
 だ
ら
つ
か
。
ま
た
、
研
究
対
象
地
域
が
限
 ら
れ
て
 

い
る
こ
と
に
よ
り
、
時
代
に
よ
つ
て
、
あ
る
い
は
地
域
に
よ
っ
て
 
、
 資
史
 

料
の
精
粗
が
目
立
つ
問
題
も
あ
り
、
同
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
も
の
 も
あ
る
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
福
島
県
 
域
 と
い
う
な
 
か
に
お
 

い
て
も
、
地
域
的
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
事
例
も
あ
り
 こ
う
 

し
た
地
域
差
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
も
、
藤
田
氏
に
と
っ
て
今
後
 
解
明
す
 

べ
き
大
き
な
課
題
に
な
ろ
う
。
 

在
地
の
修
験
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
緒
に
っ
い
た
 
ぼ
か
 
 
 

い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
中
で
精
力
的
に
調
査
を
繰
り
返
す
と
 
同
 時
に
 、
 

分
散
し
て
い
る
賢
史
料
を
集
積
し
、
地
域
修
験
の
活
動
の
大
枠
を
 示
し
て
 

い
こ
う
と
す
る
藤
田
氏
の
姿
勢
は
、
繊
密
な
地
域
修
験
研
究
の
魁
 
に
な
る
 

も
の
で
あ
る
。
藤
田
氏
は
ま
ず
、
福
島
県
内
に
多
く
分
布
し
 
、
大
 き
な
 影
 

響
を
与
え
て
き
た
本
山
派
修
験
に
着
目
し
て
い
る
が
、
今
後
は
他
 派 修
験
 

ほ
 つ
い
て
も
同
様
な
視
点
の
研
究
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
 

願
  
 

で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
道
な
研
究
成
果
の
蓄
積
は
、
民
間
に
お
け
 る 古
本
坊
 
弘
 

者
や
そ
の
宗
教
活
動
、
あ
る
い
は
民
間
信
仰
の
形
や
本
質
を
探
る
 
 
 

基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
民
間
に
お
け
る
宗
教
史
の
解
明
に
大
 きく
 寄
 

与
す
る
こ
と
ほ
間
違
い
な
い
。
 

 
 

6
 

9
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 



佐
野
賢
治
 

岩
手
県
の
北
上
市
に
 

"
 鬼
の
館
 "
 と
呼
ば
れ
る
鬼
を
テ
ー
マ
 
と
し
 た
博
 

物
 館
が
あ
る
。
岩
崎
の
鬼
剣
舞
で
有
名
な
地
に
立
地
し
て
い
る
が
 
、
そ
の
 

展
示
を
見
る
と
「
 鬼
 」
で
あ
ら
ぬ
さ
れ
る
形
態
と
性
格
の
多
様
 性
 を
再
 

認
識
す
る
。
本
書
は
日
本
の
民
俗
信
仰
を
読
み
解
く
一
つ
の
 
鍵
と
 も
な
る
 

こ
の
鬼
に
焦
点
を
含
め
せ
、
中
国
の
民
衆
の
間
に
残
る
仮
面
劇
、
 

灘
戯
に
 

そ
 D
 源
流
を
訪
ね
、
漢
族
の
扇
 鼓
 神
謡
、
壮
族
の
師
 公
舞
 、
土
 家
族
の
 

 
 

 
 

手
合
 期
 、
華
族
の
 撮
 安
吉
、
 
吃
姥
族
 の
 灘
 戯
を
中
心
と
し
た
実
地
 調
査
に
 

基
づ
い
た
論
考
で
あ
る
。
す
で
に
、
著
者
は
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
 
 
 

報
告
論
文
を
も
の
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
総
合
，
考
察
 
編
 と
し
て
 の
 性
格
 

を
 本
書
は
第
一
に
持
つ
も
の
と
い
え
る
。
 

灘
戯
 と
は
、
中
国
の
民
衆
の
間
で
悪
霊
を
逐
 い 、
福
を
招
く
た
め
 
に
 @
 

わ
れ
て
い
る
芸
能
の
総
称
で
あ
り
、
除
災
 
招
 福
を
願
う
信
仰
儀
礼
 と
 仮
面
 

劇
の
結
び
付
き
に
そ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
文
化
大
革
命
中
は
迷
 
信
と
見
 

徴
 さ
れ
息
を
潜
め
て
い
た
が
、
近
年
、
各
地
域
で
復
活
し
 
そ
れ
に
と
も
 

な
い
調
査
報
告
も
数
多
く
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
 
 
 

 
 

中
国
の
麟
 戯
は
 
つ
い
て
は
田
仲
一
成
 
著
 
「
中
国
正
系
演
劇
研
究
 口
 -
 
東
 

 
 

廣
田
律
子
 著
 

「
鬼
の
来
た
道
 

中
国
の
仮
面
と
祭
り
 

 
 

玉
川
大
学
出
版
部
一
九
九
 
セ
 年
三
月
二
四
日
刊
 

B
6
 判
二
九
九
頁
 
三
 0
0
0
 円
 

  



 
   

さ
て
、
著
者
は
「
自
分
の
目
で
祭
り
を
確
認
し
、
湧
い
て
き
た
 
問
 題
を
 

東
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九
一
こ
に
よ
り
、
詳
細
な
儀
礼
 
 
 

研
究
が
な
さ
れ
、
諏
訪
春
雄
 著
 
「
日
中
比
較
芸
能
吏
」
二
口
 川
弘
 文
 館
、
 

一
九
九
四
一
で
は
日
本
の
民
俗
芸
能
の
特
質
が
 

併
戯
 と
の
関
係
で
 
払
冊
 
じ
ら
 

ね
 、
折
口
信
夫
の
芸
能
論
の
再
検
証
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
 
研
究
者
 

の
中
国
で
の
現
地
調
査
に
基
づ
く
瞠
目
す
べ
き
成
果
が
上
っ
て
 
お
 り
、
本
 

書
 も
こ
の
流
れ
に
連
な
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
の
仮
面
劇
 
、
 灘
戯
 

の
 研
究
は
中
国
・
韓
国
・
台
湾
の
民
俗
学
の
中
で
近
年
、
最
も
調
 
査
 研
究
 

が
 進
ん
で
い
る
分
野
の
一
つ
で
あ
り
、
一
九
九
三
年
一
月
に
は
 
香
 港
 中
文
 

大
学
に
お
い
て
中
国
儲
 戯
 
・
 灘 文
化
国
際
検
討
会
が
開
催
さ
れ
、
 

そ
の
論
 

文
集
が
「
民
俗
曲
七
二
誌
上
（
財
団
法
人
腕
白
都
民
俗
文
化
基
金
 
ム
 
%
 、
ハ
ハ
 

四
 、
八
五
期
、
一
九
九
三
、
 

セ
 、
九
月
刊
一
で
上
・
下
巻
に
纏
め
 ら
れ
 研
 

究
 の
一
画
期
を
な
し
た
。
本
年
、
一
九
九
八
年
に
も
元
宵
節
の
時
 
期
に
佛
 

戯
 
「
 
捉
黄
鬼
 」
の
上
演
 地
 、
中
国
河
北
省
試
 安
 市
で
中
国
儲
 
戯
学
 研
究
会
 

主
催
の
国
際
学
術
研
計
会
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
調
査
資
料
に
基
 
づ
く
 意
 

見
 交
換
、
課
題
設
定
な
ど
比
較
民
俗
研
究
方
面
で
の
望
ま
し
き
 
展
 開
 を
示
 

し
て
い
る
。
日
中
の
国
際
学
術
調
査
の
成
果
も
田
仲
一
成
 
編
 
「
 
東
 亜
 農
村
 

祭
祀
 戯
劇
 比
較
研
究
」
 
一
 
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
中
文
、
 

一
九
九
 

一
二
と
し
て
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
し
、
著
者
も
合
同
調
査
の
 
成
果
を
 

廣
田
律
子
・
後
藤
沢
編
「
中
国
少
数
民
族
の
仮
面
劇
」
一
木
耳
 
社
 

一
九
 

九
二
、
廣
田
律
子
・
 余
 大
暮
 編
 
「
中
国
漢
民
族
の
仮
面
劇
」
一
木
 百
 社
、
 

一
九
九
 セ
 ）
と
し
て
纏
め
て
い
る
。
本
書
は
こ
の
 ょ
う
 な
近
年
の
 東
 ア
ジ
 

ア
の
 学
術
交
流
の
動
向
を
反
映
し
て
い
る
仕
事
と
し
て
も
高
く
評
 
価
 で
き
 

る
 内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
 

話
者
に
な
げ
か
け
、
疑
問
を
解
明
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
祭
り
の
 
全
体
像
 

と
 独
自
性
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
」
三
九
 セ
 貞
 -
 と
 

い
う
極
力
現
地
に
お
け
る
資
料
解
読
に
よ
り
、
中
国
の
各
民
族
 各
地
の
 

側
戯
が
 除
災
 と
招
 福
を
願
う
信
仰
と
仮
面
劇
が
結
合
し
た
演
劇
の
 原形
を
 

伺
わ
せ
る
 
芸
 態
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
 
る
 。
 そ
 

こ
か
ら
、
 

佛
戯
に
 
登
場
す
る
鬼
は
単
に
死
者
や
祖
先
を
表
す
だ
 け
で
な
 

く
、
 
"
 見
え
な
い
・
災
い
を
な
す
 
鬼
 "
 と
、
 
"
 見
え
る
・
災
い
を
 
払
 う
鬼
 "
 

の
ニ
 
タ
イ
プ
が
あ
り
、
後
者
が
鬼
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
と
き
恐
ろ
 
 
 

貌
を
与
え
ら
れ
る
が
、
日
本
で
は
こ
の
形
象
は
見
え
な
い
は
ず
の
 
追
わ
れ
 

る
 悪
鬼
の
側
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
作
業
仮
説
を
提
示
す
る
に
 
至
り
、
 

以
下
、
中
国
の
灘
戯
の
鬼
の
性
格
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論
じ
 
、
そ
の
 

比
較
の
上
で
日
本
の
鬼
の
特
質
を
論
じ
る
際
の
指
標
を
見
出
だ
そ
 
 
 

意
図
が
本
書
を
貫
い
て
い
る
視
点
と
い
え
る
。
 

全
体
の
構
成
は
 
、
 

鬼
の
魅
力
ー
ま
え
が
き
に
添
え
て
 ｜
 

@
 
 
鬼
の
来
た
道
１
日
本
と
中
国
の
接
点
 ｜
 

除
災
 と
招
福
 

鬼
の
来
た
道
仏
教
と
方
相
氏
・
方
相
氏
の
変
 
 
 

栴
檀
 乾
閨
婆
と
 
方
相
氏
道
教
と
仏
教
と
基
礎
信
仰
観
音
菩
薩
 
 
 

鬼
 や
ら
 ぃ
 

修
正
会
と
宮
中
の
追
 側
 行
事
 

追
 灘
の
日
本
ら
し
 
 
 

鬼
 と
鬼
神
日
本
の
善
 鬼
 
・
中
国
の
善
 鬼
 
祭
祀
の
な
か
の
 
穀
  
 

春
駒
韓
国
の
仮
面
劇
に
つ
い
て
 

 
  
 

2
 
 
来
訪
す
る
神
々
 

 
 

犬
曳
 に
よ
 る
 追
灘
 

将
軍
神
に
 
よ
 る
 追
灘
 

予
祝
と
田
遊
び
 

祖
 先
け
 

 
 

9
 

神
に
よ
る
田
遊
び
 

 
 

3
 
 
神
々
の
素
性
 



ま
ず
、
各
章
の
内
容
を
順
を
追
い
な
が
ら
概
観
し
て
み
る
。
 

総
説
に
あ
た
る
「
 
@
 
 鬼
の
来
た
道
」
で
は
、
突
出
し
た
目
、
大
量
、
 鼻
、
 

頭
角
な
ど
の
鬼
の
形
相
の
起
源
を
「
周
礼
」
に
登
場
す
る
方
相
 氏
 に
求
 

め
 、
「
鬼
は
、
祖
先
を
模
し
た
仮
面
を
被
っ
た
人
を
意
味
す
る
。
 

大
き
く
、
 

醜
い
形
態
を
し
た
仮
面
は
中
国
の
鬼
神
の
表
現
と
し
て
の
典
型
 
表
 現
 で
あ
 

る
 。
方
相
氏
も
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
備
え
た
形
像
を
と
り
、
祖
先
 
が
そ
う
 

老
体
の
面
こ
っ
け
い
の
面
雷
神
の
面
将
軍
の
面
判
官
・
 
鐘
 

埴
 の
両
脚
神
体
仮
面
の
セ
ッ
ト
 

4
 
 神
と
人
と
の
交
流
 

人
 び
と
の
願
い
と
祭
り
 
灘
 神
の
誕
生
日
村
の
生
活
祭
り
を
 王
 

催
す
る
人
び
と
の
組
織
司
祭
と
演
技
者
の
組
織
少
数
民
族
の
 

概
 

説
 

仮
面
の
製
作
 
安
順
県
の
 
（
地
裁
）
 

5
 
 祭
り
の
秘
儀
 

面
に
 魂
を
入
れ
る
儀
式
法
器
宗
教
職
能
者
の
呪
術
呪
文
 
神
 

石
船
の
役
割
 

と
な
っ
て
お
り
、
巻
末
に
は
現
在
ま
で
に
 報 上
口
さ
れ
て
い
る
中
国
 追
灘
 

劇
の
分
布
図
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
書
は
学
術
 
圭
 目
の
体
裁
 

と
い
う
よ
り
、
一
般
書
的
な
項
目
だ
て
を
取
り
な
が
ら
、
民
俗
芸
 
龍
史
 に
 

お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
す
る
著
者
の
見
解
や
新
た
な
視
角
 
を
 随
所
 

に
 提
示
す
る
内
容
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
読
む
者
に
と
っ
 て 不
案
 

内
な
中
国
の
灘
戯
を
著
者
の
案
内
で
臨
場
感
を
伴
い
な
が
ら
読
み
 
進
め
る
 

よ
う
に
、
そ
の
進
行
状
況
は
も
と
よ
り
、
調
査
村
落
 
図
 、
仮
面
な
 
ど
 多
く
 

0
 図
版
・
写
真
を
示
し
理
解
を
助
け
、
 

灘
劇
 の
一
次
的
な
資
料
を
 
共
有
化
 

し
よ
う
と
配
慮
し
て
い
る
。
 

    
  



書評と紹     

        十 " 

長
男
・
次
男
が
村
の
東
西
に
分
か
れ
住
ん
だ
た
め
に
 宗廟
を
 

そ
れ
ぞ
れ
末
位
・
四
位
祠
堂
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
末
巻
・
 

西
 苦
土
 二
軒
の
 

呉
 氏
の
家
長
、
計
二
十
四
軒
が
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
 

頭
人
は
 

仮
面
劇
を
行
 
う
難
 班
を
選
び
、
寮
費
を
調
達
、
行
事
の
進
行
、
追
 礎 の
 演
 

技
を
監
督
し
、
規
則
違
反
の
佛
班
を
懲
罰
す
る
。
頭
人
が
亡
く
な
 
る
と
 長
 

男
 に
代
わ
り
、
長
男
に
事
情
が
あ
る
場
合
は
次
男
が
代
理
を
す
 る
と
い
 

う
 。
頭
人
会
と
 
灘
 班
は
主
従
関
係
に
あ
り
、
こ
の
村
の
灘
 劇が
且
 @
 
姓
の
繁
 

栄
を
願
う
祭
り
に
基
づ
く
こ
と
を
推
測
し
、
件
目
・
求
子
な
ど
 
祭
  
 

き
な
目
的
が
祖
先
神
の
意
志
を
確
か
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
 
。
 こ
 

章
は
灘
則
 
が
祖
霊
を
招
い
て
一
族
の
安
寧
を
願
 う
 儀
礼
で
あ
る
 
-
 
@
 
と
を
 祝
 

言
や
呪
文
の
詞
章
の
内
容
な
ど
も
含
め
て
多
角
的
に
記
述
し
 
、
本
 書
 の
 核
 

を
な
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
 

さ
ら
に
こ
の
よ
う
に
憶
測
 が
 芸
能
と
し
て
い
ま
だ
に
娯
楽
化
せ
ず
 一
 
Ⅰ
 

何
 と
し
て
存
在
し
、
祖
先
 
神
 が
現
れ
農
耕
の
所
作
を
行
い
、
福
を
 子
孫
に
 

も
た
ら
す
事
例
と
し
て
そ
の
特
異
な
仮
面
・
仮
装
で
知
ら
れ
る
 
少
 牧
民
族
 

の
舞
 嫉
め
ツ
オ
 
タ
 イ
 チ
日
上
家
族
の
 で
オ
グ
 ゥ
ス
を
日
本
の
予
 
祝
 行
事
 

で
あ
る
田
遊
び
と
比
較
し
つ
つ
、
祖
先
霊
の
来
訪
が
 
灘
 劇
の
基
本
 的
 性
格
 

で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

2
 章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
民
俗
誌
の
個
別
的
な
問
題
が
、
「
 3 
 
 

の
 素
性
」
、
「
 4
 
 神
と
人
と
の
交
流
」
、
「
 5
 
 祭
り
の
秘
儀
」
の
 
各
章
で
 

論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
神
々
の
素
性
で
は
 灘
 劇
の
仮
面
が
考
察
さ
 
 
 

る
 。
 日
 ・
中
の
鬼
面
が
目
の
突
出
を
特
徴
と
し
な
が
ら
、
黒
目
を
 

 
 

 
 

、
か
 、
黒
目
を
残
し
て
い
る
か
な
ど
そ
の
細
か
い
形
状
ま
で
言
及
 
 
 

ャ
の
 鬼
神
系
の
面
で
は
黒
目
を
飛
び
出
さ
せ
、
白
目
を
く
り
ぬ
 い
 て
い
る
 

Ⅲ
は
な
 い
 こ
と
な
ど
か
ら
、
中
国
の
鬼
面
の
眼
は
呪
眼
を
強
調
し
 
 
 

で
あ
り
、
日
本
の
も
の
は
 
舞
 手
の
便
宜
を
重
視
し
て
い
る
と
ュ
 

%
  
 

指
摘
を
し
て
い
る
。
中
国
の
灘
劇
の
仮
面
の
眼
は
四
川
省
三
里
 
堆
 遺
跡
の
 

的
な
価
値
が
高
い
報
告
が
各
所
で
な
さ
れ
て
い
る
。
 

ご
神
体
に
命
を
吹
き
込
む
儀
式
を
行
う
道
士
、
式
を
差
配
す
る
 
頭
 

青
銅
人
面
像
の
突
出
し
た
眼
に
も
繋
が
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
 

り
 替
え
を
行
う
江
西
省
 南
豊
県
 ・
 万
載
 県
下
の
儀
式
の
手
順
に
も
 

た
 、
貴
州
 省
安
順
 県
の
仮
面
製
作
過
程
、
製
作
工
具
の
実
測
図
な
 

い
も
の
が
あ
る
。
面
に
色
を
施
す
処
子
、
日
取
り
を
決
め
る
風
水
 

仮
面
に
関
す
る
儀
礼
と
し
て
、
「
 

開
光
 」
と
い
い
三
年
お
き
に
面
 

大
な
 ビ
 

興
味
深
 

先
生
、
 

ど
 資
料
 

か
 。
 ま
 

の
塗
 

0
 棟
 玄
 な
役
割
が
式
次
第
に
従
い
記
述
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
天
に
 
近
い
と
 

さ
れ
る
山
の
頂
に
登
り
、
邪
悪
な
 

霊
と
 戦
う
将
軍
神
・
神
兵
を
招
 く
こ
と
 

が
 重
視
さ
れ
、
仮
面
に
付
く
神
霊
の
性
格
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
 
る
の
で
 

あ
る
。
 

雛
 劇
の
仮
面
は
ま
た
、
旧
暦
の
九
月
一
日
の
灘
神
の
誕
生
日
ま
 で
治
 

病
 
・
求
子
・
長
寿
・
五
穀
 
豊
卸
 
・
家
畜
増
殖
を
願
う
人
々
 

 
 

貸
し
出
さ
れ
る
な
ど
、
時
代
状
況
に
応
じ
て
そ
の
ご
利
益
が
変
化
 
す
る
こ
 

と
も
合
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

灘
割
 に
関
わ
る
宗
教
者
の
も
っ
法
器
の
意
味
や
執
し
た
黎
元
 
を
嘗
 め
る
 

荒
業
な
ど
が
貴
州
 
省
 各
地
の
土
老
師
を
中
心
に
報
告
さ
れ
、
彼
等
 は
ト
ラ
 

ン
ス
状
態
は
示
さ
ず
、
「
人
格
が
神
格
と
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
 

 
 

び
と
の
願
い
 
な
 伝
え
、
そ
れ
が
伸
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
 
 
 

返
事
を
人
び
と
に
伝
え
る
役
を
果
た
す
」
 

二
 一
四
一
頁
）
と
そ
の
 基
本
的
 

 
 

性
格
が
示
さ
れ
る
。
 
灘
劇
は
 
-
 
神
招
き
 -
 ｜
 -
 
仮
面
劇
、
除
災
・
 
祝
 辞
 
・
 道
 

化
 -
 ｜
 -
 
神
送
り
 -
 の
構
成
を
取
る
が
、
そ
こ
に
招
か
れ
る
神
々
は
 三
神
国
㏄
 

 
 

-
 孔
子
・
釈
迦
・
老
子
一
は
じ
め
、
歴
史
・
神
話
の
登
場
人
物
、
土
 
地
合
 



本
書
か
ら
「
 鬼
 」
と
い
う
、
霊
魂
観
か
ら
異
人
論
・
妖
怪
論
ま
で
 を
合
 

む
 大
き
な
問
題
を
 
、
 極
め
て
具
体
的
な
鬼
の
仮
面
を
導
入
部
と
し
 て
、
灘
 

劇
の
性
格
分
析
を
し
、
さ
ら
に
 鬼
 お
よ
び
 追
 併
行
事
の
漢
族
は
じ
 
め
中
国
 

国
内
の
少
数
民
族
、
お
よ
び
日
本
民
族
・
朝
鮮
民
族
の
民
俗
 
仕
ふ
 ム
 Ⅰ
に
わ
り
 

け
 

る
 受
容
形
態
の
異
同
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
神
霊
観
念
さ
 
ら
に
は
 

 
 民

族
性
を
把
え
よ
 
う
 と
の
構
想
が
読
み
取
れ
る
。
 

中
国
で
の
現
地
調
査
は
歴
史
的
な
深
さ
が
あ
る
だ
け
に
、
無
文
字
 
社
会
 

の
 調
査
と
は
異
な
る
壁
が
あ
る
。
言
葉
一
つ
を
取
っ
て
も
、
方
言
 
 
 

地
元
の
言
葉
、
聞
き
取
り
に
く
い
老
人
の
言
い
回
し
は
現
地
の
土
 

ハ
 
同
研
究
 

者
の
協
力
な
し
で
は
正
確
さ
を
 機
 す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
 

宗
教
者
 

に
あ
っ
て
は
政
治
的
な
迫
害
の
記
憶
も
あ
り
、
そ
の
口
を
開
い
て
 もら
う
 

の
も
一
苦
労
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
著
者
の
研
究
視
角
、
現
地
調
査
 
法
 ち
と
も
に
 是
 と
し
 な
が
 

ら
 、
さ
ら
に
著
者
に
聞
き
た
 い
 箇
所
や
将
来
論
じ
て
欲
し
い
点
な
 ど
を
、
 

三
白
ほ
ど
記
し
て
み
た
 

方
相
氏
に
起
源
す
る
と
さ
れ
る
 鬼
 と
い
う
形
象
と
、
中
国
民
衆
の
 

間
で
 

は
 鬼
が
祖
先
神
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
示
す
と
考
え
る
と
き
、
 

第
一
に
 

そ
の
間
を
繋
ぐ
道
教
や
仏
教
の
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
巫
術
宗
教
者
 
の
 関
与
 

の
 歴
史
的
交
渉
の
過
程
に
つ
い
て
論
じ
、
鬼
に
表
徴
さ
れ
る
電
槽
 
を
 整
理
 

な
ど
の
土
着
の
神
な
ど
、
ま
さ
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
「
中
国
 

の
場
合
、
 

追
 離
を
行
う
中
心
と
な
る
神
は
、
日
本
の
よ
う
な
仏
教
 神 で
は
な
  
 

く
ま
で
も
土
着
の
神
々
で
あ
る
。
仏
教
 神
が
 祭
り
の
場
に
呼
び
出
 さ
れ
は
 

す
る
も
の
の
、
主
役
に
は
な
れ
な
い
と
こ
ろ
に
中
国
の
特
徴
が
 
あ
る
」
 

三
五
八
頁
 -
 と
し
て
い
る
。
 

し
て
欲
し
い
感
想
を
抱
い
た
。
著
者
の
報
告
か
ら
 
灘
 劇
を
構
成
す
 
る
 細
部
 

を
 見
て
い
く
と
仮
面
へ
の
入
魂
儀
礼
、
 

"
 開
 兆
点
眼
 "
 や
船
に
人
 形
を
乗
 

せ
て
 厄
 病
を
送
る
 、
 。
手
動
 船
吐
 尹
の
儀
礼
な
ど
総
じ
て
道
教
的
 
色
彩
が
一
 

 
 

ョ
 し
ま
た
同
一
の
 灘
劇
 に
対
し
て
道
士
と
民
衆
の
意
味
付
け
 
の
 
違
い
㈱
 

虫
、
 
。
 

 
 

も
 当
然
予
想
さ
れ
る
。
旋
律
を
一
本
化
す
る
必
要
も
無
く
、
 

総
報
 旧
か
り
よ
う
 

に
 宗
教
者
・
上
演
者
・
村
人
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
 

ら
 祭
儀
 

の
 進
行
を
記
述
す
る
こ
と
な
ど
は
 亘
 三
缶
な
資
料
を
持
っ
著
者
に
は
 
無
理
な
 

注
文
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
点
と
し
て
、
鬼
の
性
格
が
日
本
に
お
い
て
は
仏
教
の
関
与
に
 
 
 

逆
転
す
る
と
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
の
一
面
的
な
解
説
が
な
さ
れ
 て
い
る
 

が
 、
著
者
な
り
の
一
歩
踏
み
込
ん
だ
実
証
が
欲
し
い
と
，
」
ろ
で
あ
 

る
 。
 鬼
 

神
を
退
け
る
修
正
会
・
修
二
会
に
つ
い
て
は
頁
が
割
か
れ
、
宮
中
 で
の
 道
 

灘
 行
事
も
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
日
本
の
鬼
の
登
場
す
る
民
俗
 
芸
能
・
 

儀
礼
に
つ
い
て
中
国
の
憶
 割
 に
対
応
す
る
一
事
例
だ
け
で
も
示
し
 

て
 欲
し
 

か
っ
た
。
修
験
道
の
影
響
の
色
混
く
残
る
三
信
遠
地
方
の
花
祭
り
 の鬼
の
 

 
 

踏
む
反
閉
と
道
教
儀
礼
に
お
け
る
 寓
歩
 は
じ
め
、
山
見
 
鬼
 と
中
国
 の
 開
山
 

鬼
の
性
格
の
類
似
な
ど
密
教
や
修
験
道
に
お
け
る
鬼
の
性
格
は
天
 
 
 

象
も
含
め
て
 
善
鬼
 
・
悪
鬼
と
単
純
化
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

そ
 し
て
 先
 

述
 し
た
よ
う
に
宗
教
者
と
民
衆
で
は
そ
の
解
釈
も
異
な
る
場
合
が
 
多
い
の
 

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
現
段
階
に
お
け
る
、
民
俗
レ
ベ
ル
で
 
鬼
 0
 日
・
 

中
の
性
格
の
相
違
な
ど
そ
の
対
照
を
表
化
す
る
な
ど
し
て
参
考
に
 
供
し
て
 

欲
し
か
っ
た
。
 

そ
れ
を
踏
ま
え
て
第
三
点
は
比
較
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
 
0
%
 

劇
と
 日
本
の
鬼
芸
能
を
比
較
し
、
そ
の
異
同
が
は
っ
き
り
し
、
 

両
 者
に
 歴
 

史
的
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
風
土
を
異
に
し
て
の
 民族
性
 



が
わ
か
る
と
と
も
に
、
変
化
し
な
い
要
素
が
な
ん
で
あ
る
か
も
 
判
 明
し
て
 

す
る
日
本
文
化
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

く
る
。
筆
者
は
日
本
で
正
月
に
屠
蘇
を
飲
む
よ
う
に
、
漢
族
を
取
 
り
 巻
く
 

民
族
の
民
俗
の
な
か
に
、
漢
族
の
古
典
に
記
載
さ
れ
な
が
ら
す
で
 
に
 廃
れ
 

た
 民
俗
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
 幾
 た
び
か
の
中
国
で
の
民
俗
調
査
 

で
 実
感
 

し
、
 東
ア
ジ
ア
で
は
漢
族
を
中
心
と
し
た
民
族
民
俗
用
国
論
が
成
 @ 立
つ
 

の
で
は
な
い
か
と
構
想
し
て
い
る
。
方
相
氏
に
起
源
す
る
鬼
は
こ
 
の
 意
味
 

で
 興
味
深
い
対
象
で
、
本
書
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
示
唆
を
受
け
た
。
 

一
方
、
中
国
で
は
中
国
演
劇
の
生
き
た
化
石
と
し
て
ま
ず
「
 

灘
劇
 」
 を
 

肥
え
 、
上
演
前
に
必
ず
憐
察
 請
神
 １
把
 伸
 し
て
厄
を
払
 
う
 儀
礼
 ｜
 を
 伴
う
 

こ
と
か
ら
「
 灘
 文
化
」
と
し
て
民
俗
学
の
対
象
と
な
り
、
さ
ら
に
 巫術
な
 

ど
の
儀
礼
や
建
築
物
に
表
れ
る
人
面
・
 

獣
 面
な
ど
の
形
像
の
文
化
 的
 意
味
 

を
 問
う
「
仮
面
文
化
」
論
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
 

巫
 術
 に
お
 

い
て
も
北
方
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
地
帯
で
は
仮
面
は
用
い
ら
れ
ず
、
 

長
江
 以
 

南
 、
古
代
に
お
け
る
吉
越
地
域
で
 灘
劇
 
・
 佛 文
化
が
特
徴
的
に
分
 布
 す
る
 

こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
後
藤
淑
「
民
間
仮
面
 
史
 の
 基
 

礎
 的
研
究
し
 
-
 
錦
正
社
、
一
九
九
五
）
の
大
著
が
出
さ
れ
仮
面
に
 つ
い
て
 

0
 日
中
比
較
の
条
件
は
整
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
花
祭
り
な
ど
は
 顧
 杯
洗
 

4
 、
一
九
九
七
）
と
し
て
 
日
 ・
中
の
研
究
者
が
す
で
に
同
じ
土
俵
 

ミ
 民
族
芸
術
」
第
 
4
 期
一
九
九
 

そ
こ
で
、
本
書
は
追
 
灘
 行
事
の
民
間
へ
の
土
着
過
程
を
日
中
で
 比
 

七
 、
民
 

で
 論
を
 

較
し
 

族
 芸
術
出
版
社
 -
 
、
「
特
集
二
化
祭
り
の
比
較
民
俗
学
」
三
三
河
 民
俗
」
 

戦
わ
せ
て
い
る
。
 

た
も
の
と
い
え
る
が
、
 
灘
 
-
 ヌ
乙
割
 と
能
楽
と
の
関
係
 
な
ど
、
貴
族
 

 
 

 
 

  



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
一
九
九
八
年
四
月
一
一
日
一
十
）
 
一
 三
時
 ｜
一
 三
時
三
 0
 分
 

場
所
大
正
大
学
一
号
館
大
会
議
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
井
 
門
富
 二
夫
、
上
田
間
 
昭
 、
 ・
 
江
 

島
忠
致
、
金
井
新
 三
 、
木
村
清
孝
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
 島
薗
 

進
 、
田
丸
 徳
善
 、
土
屋
 博
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
華
国
穂
 
麿
 、
藤
 

井
 正
雄
、
堀
越
知
己
、
宮
家
 準
 

議
事
 

一
 、
一
九
九
八
年
度
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
日
程
の
決
定
 

五
月
一
五
日
（
金
）
投
票
資
格
 宋
ム
 貫
納
入
状
況
一
に
つ
い
て
の
 通
 

知
 発
送
 

六
月
一
三
日
（
土
）
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
二
四
日
 
-
 
水
 一
 
有
権
者
資
格
認
定
 

セ
月
 二
二
日
 -
 
水
 -
 
投
票
用
紙
発
送
 

八
月
一
五
日
（
土
）
投
票
受
付
締
切
 

八
月
二
二
日
工
 一
 
選
挙
管
理
委
員
会
一
開
票
 -
 

九
月
五
日
一
十
）
第
一
回
評
議
員
選
考
委
員
会
 

九
月
一
四
日
 
-
 月
一
第
二
回
評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
、
堀
越
 知
 巳
氏
を
選
出
し
た
。
 

会
報
 

0
 理
事
会
 

 
 

日
時
一
九
九
八
年
四
月
一
一
日
工
一
一
三
時
三
 

0
 分
 ｜
 
一
六
 

持
初
 

 
 

場
所
大
正
大
学
一
号
館
大
会
議
室
 

 
 

 
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
 
洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
井
 門
富
 二
夫
、
   

裕
 、
上
田
賢
治
、
上
田
 
閑
照
 、
江
島
 恵
教
 、
大
屋
憲
一
、
 

亮
二
、
金
井
新
 
三
 、
鎌
田
純
一
、
川
崎
信
定
、
木
村
清
孝
、
 

小
山
 宙
丸
 、
佐
々
木
 
宏
幹
 、
 島
薗
進
 、
鈴
木
康
治
、
薗
田
 

稔
 、
田
島
照
久
、
田
丸
 
徳
善
 、
塚
本
啓
 祥
 、
土
屋
 博
 、
中
村
 

廣
 治
郎
、
西
山
茂
、
 
華
 国
穂
 麿
 、
藤
井
正
雄
、
甘
 コ
つ
い
コ
 

口
 「
 a
g
 

（
。
平
敷
台
 

治
 、
星
野
英
紀
、
堀
越
知
己
、
前
田
恵
 章
 、
 

間
瀬
 啓
允
 、
松
本
 滋
 、
宮
家
 準
 、
 -
 能
谷
大
学
 -
 高
田
信
良
、
 

（
南
山
大
学
）
甘
ヨ
の
の
 

ミ
 ・
 エ
 由
の
定
・
渡
辺
 学
 

議
事
 

一
 、
第
五
 セ
 同
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

九
月
一
三
日
 
-
 日
 -
@
 
一
五
日
一
人
一
の
三
日
間
、
龍
谷
大
学
で
行
わ
 
 
 

る
 学
術
大
会
の
詳
細
に
つ
い
て
、
開
催
 校
 で
あ
る
同
大
学
教
授
の
 
 
 

亮
二
理
事
よ
り
報
告
が
あ
り
、
承
認
さ
れ
た
。
 

日
程
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
月
一
三
日
（
 日
 -
 
大
官
学
舎
 -
 セ
条
 大
宮
 -
 

開
会
式
、
公
開
講
演
会
、
本
願
寺
拝
観
釜
日
 

院
 、
飛
雲
閣
等
 -
 、
学
会
賞
選
考
委
員
会
、
理
 

事
会
 

九
月
一
四
日
 
-
 月
 @
 
 深
草
学
舎
 
-
 休
 見
 区
一
 

研
究
発
表
、
評
議
員
選
考
委
員
会
、
評
議
員
 

会
 、
会
員
総
会
、
懇
親
会
 



会 報 

九
月
一
五
日
一
人
 @
 
 研
究
発
表
、
「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

大
会
参
加
・
懇
親
会
費
の
申
込
締
切
は
六
月
五
日
 -
 
会
㍉
 

一
 、
一
九
九
八
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

島
薗
進
 、
立
川
武
蔵
、
寺
 園
喜
基
 、
西
山
茂
、
藤
田
正
勝
、
松
 本
 

滋
 、
宮
田
登
の
七
名
が
選
任
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
四
六
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
来
年
度
の
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

来
年
度
の
第
五
八
回
学
術
大
会
を
南
山
大
学
で
開
催
す
る
こ
と
が
 
井
 

門
 会
長
よ
り
提
案
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
に
つ
い
て
 

宮
家
 準
 常
務
理
事
よ
り
宗
教
学
研
 連
 主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
 

つ
  
 

て
 、
ま
た
、
 
華
園
轄
麿
 常
務
理
事
よ
り
哲
学
研
 連
の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
 
 
 

に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
日
程
は
左
記
の
通
り
。
 

宗
教
学
研
 連
 主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 

日
時
一
九
九
八
年
六
月
二
二
日
（
月
）
 
一
 三
時
三
 O
 分
 @
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

テ
ー
マ
「
 二
 0
 世
紀
の
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
宗
教
研
究
」
 

演
題
及
び
演
者
 

「
 二
 0
 世
紀
に
お
け
る
神
道
と
神
道
研
究
」
 

平
井
直
居
 
-
 
画
 阜
院
 大
学
名
誉
教
授
 -
 

「
 二
 0
 世
紀
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
と
仏
教
研
究
」
 

塚
本
啓
 祥
 
-
 
宝
仙
 学
園
短
期
大
学
学
長
一
 

「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
Ⅰ
 0 採
の
訳
語
を
め
ぐ
っ
て
」
 

        哲   
  
方 

発 （ 
表 金へ会二 
時 
田 巳 、   世子，」 

  
  
    
  持 

  徴   
  

特     
  



0
 
 ヨ
 小
数
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
一
九
九
八
年
四
月
二
五
日
三
一
一
五
時
 
｜
 
一
八
時
 

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
 君
弓
 、
鈴
木
正
 宗
 、
 棚
次
 正
和
、
深
 

澤
英
隆
 、
藤
田
正
勝
、
星
川
 啓
慈
 

議
事
 

一
 、
刊
行
報
告
 

第
七
一
巻
第
三
韓
三
一
四
ロ
 こ
 
論
文
七
本
、
書
評
八
本
。
 

第
七
一
巻
第
四
韻
三
一
五
口
こ
第
五
六
回
学
術
大
会
紀
要
言
。
 
公
 
/
 

開
講
演
二
本
、
研
究
発
表
二
六
四
本
。
 

一
 、
編
集
方
針
 

第
七
二
巻
第
二
宿
三
一
七
ロ
 こ
 
以
降
の
投
稿
論
文
に
対
す
る
 

査
 旺
 
-
 
班
 

者
を
決
定
し
、
書
評
 本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

論
文
執
筆
要
綱
に
新
た
に
以
下
を
加
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
 

・
フ
ー
プ
ロ
原
稿
（
縦
書
き
一
の
書
式
は
、
一
枚
 

四
 O
 字
 X
 三
 O
 @
 

（
用
紙
は
 

A
4
 

横
 置
き
 -
 と
す
る
。
 

・
採
用
決
定
後
の
校
正
段
階
で
の
誤
植
以
外
の
大
幅
な
加
筆
・
 

修
 正
 

は
 認
め
な
い
。
 

・
改
稿
の
提
出
は
査
 
読
 結
果
を
報
告
し
て
か
ら
一
年
以
内
と
す
る
  
 

別
 講
演
等
 一
 

・
国
際
学
会
、
他
学
会
と
の
協
力
 

-
 
国
際
委
員
会
、
外
部
と
の
 
交
  
 

委
員
会
等
 
一
 

な
ど
に
つ
い
て
、
弁
円
会
長
の
提
案
に
基
づ
き
検
討
さ
れ
た
。
 

猪 井 
O 岩井 大谷 瀬 大竹 

伊 僻 地 帯親 
上 藤 藤 谷 

光 美 優 
生口 @@@ 千 

慶 
真 晋 好 埋     国 

住 三大 l 半里 野犬 0 早大八大九大京             

橋 五 八 
ハ - 了 一 一   れた会 院 分 - も議論 の作成   

  が を 員 
な 含 に 

積極 され め、         O 三 シ ャ Ⅰ @ 三 // Ⅰ ヤ ル コ一 - O 一 みっ 六 / / Ⅰ 一一二、 / デン 

年原 
  二六 @ 木 五 三 O /   

  
      以依 

降頼 
の を 台東区 都 市 下は 二つ く 五十 ン 京都市 ポタカ 京都市 マン る 京都市 三島市 三 二 O 編す 
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東
区
大
宮
道
花
屋
町
 下
ル
 大
宮
二
丁
目
五
八
四
 

大
塚
霊
雲
西
山
短
期
大
字
専
任
講
師
一
丁
八
セ
 一
｜
 0
 
一
 O
 
一
 

姫
路
市
大
塩
打
二
二
九
 

奥
村
治
甚
大
谷
大
字
大
学
院
一
 T
-
 
ハ
 0 
一
｜
一
 三
六
五
宗
 都
市
 

伏
見
区
醍
醐
新
開
 町
セ
 １
元
 

小
野
澤
 

眞
 

時
宗
教
学
研
究
所
専
任
研
究
員
〒
二
五
一
 
｜
 0
  
 

一
 
藤
沢
市
西
富
一
 
｜
ハ
｜
 
一
時
宗
教
学
研
究
所
内
 

算
式
 佛
 散
大
学
非
常
勤
講
師
一
 T
O
 四
 セ
ー
 0
0
 
三
一
一
 

 
 

樽
市
 最
上
二
 ｜
 
一
五
 ｜
 
一
二
 

金
子
奈
央
東
京
大
学
大
学
院
〒
一
一
二
ー
 0
0
 

一
四
文
 東
区
 

関
口
一
 ｜
 三
五
 ｜
一
 

川
添
泰
信
 
龍
 谷
大
学
短
期
大
学
部
助
教
授
一
丁
六
一
五
 ｜八
 
一
一
一
一
 

二
 
京
都
市
西
京
区
上
梓
 御
正
 町
人
 0
 ｜
二
 

喜
田
川
 仁
史
 

筑
波
大
学
大
学
院
一
丁
 三
 0
 五
｜
 0
0
0
 

一
 
つ
  
 

市
大
字
栗
原
 
字
 陣
屋
 跡
 三
五
三
三
 ｜
 六
六
 

櫻
ヂ
ェ
、
、
、
 

ニ
一
 0
 
二
 

小
林
 亜
 津
子
京
都
大
学
大
学
院
一
 T
-
 
ハ
 0 六
｜
 八
三
二
五
束
 都
市
 

左
京
区
聖
護
院
東
町
一
九
 
錦
林
 ハ
ウ
ス
 
一
 0 
二
 

佐
藤
祐
規
立
正
大
学
大
学
院
一
丁
一
四
二
ー
 
0
0
 
四
一
口
   

戸
越
 二
 １
人
 ｜
二
 0
 
 コ
ン
チ
ェ
ル
ト
戸
越
 
一
 0 
二
 

柴
田
大
輔
東
京
大
学
大
学
院
〒
一
二
 
0
 ｜
 0
0
 

一
五
尾
 五
区
 

足
立
三
 ｜
 
一
九
１
元
 ｜
二
 0
 五
 

報
 

鈴
木
一
彦
 
國
撃
院
 大
学
大
学
院
〒
四
五
五
 
｜
 0
 0
 
三
七
名
吉
 

尾
 市
港
区
 名
 浩
一
 ｜
ハ
｜
一
 

 
 

須
永
 

敬
 

翰
林
大
学
客
員
専
任
講
師
大
韓
民
国
江
原
道
春
 
 
 

廣 字 面 中 内   
  Ⅲ 谷 村 瀬 村 

み 
住家 田中 龍 押 武田 高森 

真   道 幸 ど 知 晃 敏 明 浩 大 正 
雄 介 り 康 力恵 明 生 芋 乗 芳 

    通話 七 〒元暁根芋 @  人 

  
    

  
O  一     一一一 七字 ｜ l 院 0 四四小 一六六五 l0@  八三 上六三 ル 0 人 l 0  三 学四所 院 一員 l 究 0 一 七字 0 日 

O 一   ヒ 。 一 - T 一 O  O  六三 一       O 不 
      =  ュ セ ニ 一 五 一 

  一 O  一 
ン -" 斤、   都 京都 文京 レノ 四北 ー く ニ O ー 京都 "- 馬 

図 l 0  区 市 市 ョ市 l 束 東 人 0  区 
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本
郷
人
１
元
 
｜
 二
束
光
 荘
 八
号
 

青
葉
区
堤
通
雨
宮
 W
 六
｜
七
 １
人
 0
 
一
 

廣
田
律
子
神
奈
川
大
学
助
教
授
一
丁
二
五
一
１
 

0
0
 
二
七
 

藤
沢
 

山
田
行
雄
 
竜
 谷
大
学
教
授
一
丁
 
六
 0
 
一
｜
八
 0
 
四
六
京
都
 市
 

南
朋
 

市
 鵠
沼
 桜
が
 両
日
 ｜
一
｜
 
一
七
 

 
 

区
東
 九
条
西
山
町
二
六
 
｜
 
一
清
和
佳
六
号
 

 
 

山
本
義
孝
静
岡
県
浅
羽
 W
 教
育
委
員
会
主
任
〒
四
三
八
 
｜
 
 
 

と
ざ
コ
き
 ）
・
 
ロ
巴
戟
 。
の
 ぃ
団
ヨ
り
コ
 S
 
大
学
専
任
講
師
の
 ぃ
 コ
 %
 仁
 0 コ
い
 

八
六
磐
田
市
見
付
一
七
二
九
 
｜
 三
三
 

せ
の
二
片
ロ
Ⅱ
 

り
目
 0
.
 
ナ
 
㏄
 麓
し
 
o
-
N
 ロ
 ・
㏄
「
八
二
お
 

n
 五
 -
 
り
 
ヨ
り
 Ⅱ
 
本
述
 -
 

凌
慶
 成立
正
大
学
大
学
院
一
丁
三
三
二
ー
 
0
0
 

一
二
川
 口
布
 

の
 つと
 コ
 

深
井
 

智
朗
 

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
専
任
講
師
一
丁
一
一
四
 
 
 

本
 W
 
一
｜
ハ
 
ー
二
七
ひ
ま
わ
り
 五
 0
 
一
号
 

0
 
一
六
北
区
上
中
里
 
一
｜
一
｜
 一
二
 

松
尾
宣
昭
 
龍
各
 大
学
専
任
講
師
一
 T
-
 ハ
 0 ニ
 ー
 0
 八
 0
 回
 

京
都
 

市
上
京
区
寺
町
今
出
川
上
 ル
 三
丁
目
西
人
 
ル
上
ル
 上
汁
 

原
町
三
八
七
ー
 二
 

神
子
上
恵
生
 

龍
 谷
大
学
教
授
十
六
 0 
ニ
 ー
 八
 0
 
六
七
京
都
 市
上
 

東
区
東
堀
川
一
条
 下
ル
 主
計
 町
 

フ
ォ
ル
ム
一
条
一
一
 

0
 
二
 

水
野
反
情
京
都
大
学
大
学
院
一
 T
-
 ハ
 0-
 ハ
 ー
八
三
三
二
束
 都
市
 

左
京
区
岡
崎
東
天
王
 W
 六
 

シ
ュ
ラ
イ
ン
岡
崎
 
三
 0
 
一
 

村
上
憲
彦
立
正
大
学
大
学
院
一
丁
一
八
三
ー
 
0
0
0
 

四
府
 中
市
 

紅
葉
丘
 
二
 １
匹
 0
 

村
瀬
正
典
慶
応
義
塾
大
学
非
常
勤
講
師
一
丁
四
二
五
１
 

0
0
 
一
二
上
入
 

/
 

焼
津
市
西
小
川
二
 
｜
 
一
二
 ｜
五
 

望
月
真
澄
身
延
山
大
学
専
任
講
師
一
丁
四
二
一
 

｜
 三
一
 
0
 
四
諦
 

両
県
庵
原
郡
由
比
町
北
田
 一
 0 元
 

矢
田
下
童
 
龍
 谷
大
字
教
授
〒
 六
 0
0
 
１
八
三
五
七
京
都
 両
下
 

京
国
柿
本
町
六
六
九
イ
ン
ペ
リ
ア
ル
五
条
三
 
0
 人
 

山
下
信
子
東
北
大
学
大
学
院
〒
九
八
一
１
 0
 九
一
四
 

川
 ム
口
 
十
巾
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会 報 

日
本
宗
教
学
会
事
務
局
 

〒
一
一
三
ー
 
0
0
 

三
三
 

文
京
区
本
郷
 一
｜
 二
九
 ｜
セ
 

ル
・
マ
ン
タ
 ケ
ハ
 ラ
ビ
ル
 二
 0
 五
 

電
話
 
0
 ニ
ー
 五
六
八
四
 ｜
 五
四
七
三
 

F
A
X
 
0
 
ニ
ー
 五
六
八
四
 ｜
 五
四
七
四
 

由
 。
日
日
 
-
 石
。
㍉
 
匹
ゐ
一
 
0
 コ
 ⑥
 ヨ
 ロ
 ブ
 ・
 
ヴ
応
一
 
0
 丁
の
 
コ
 の
巳
で
 

0
 事
務
局
か
ら
の
お
願
い
 

一
二
月
発
行
予
定
の
前
名
簿
作
成
に
当
た
り
、
会
員
の
皆
様
に
 

デ
 
｜
タ
 

の
 確
認
を
お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
々
よ
り
最
新
の
 デ 
-
 ｜
 

タ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

そ
の
際
、
従
来
は
掲
載
し
て
い
な
か
っ
た
 
F
A
X
 
番
号
と
電
子
 メ
  
 

ア
ド
レ
ス
を
記
載
し
て
欲
し
い
と
の
ご
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。
 

理
 事
会
 

に
お
い
て
、
名
簿
の
ス
ペ
ー
ス
や
費
用
等
を
含
め
事
務
局
で
考
え
 る
こ
 

と
に
な
り
、
掲
載
の
方
向
で
検
討
し
て
お
り
ま
す
。
 

名
簿
に
、
 

F
A
X
 

、
Ⅱ
 

ヨ
 芭
の
掲
載
を
ご
希
望
の
方
は
、
事
務
 
局
ま
 

で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
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棚
沢
正
和
 

斎
藤
明
 

池
澤
 

侵
 

吉
田
喜
久
子
 

福
嶋
信
吉
 

伊
藤
刊
行
 

脇
本
平
山
 

海
山
宏
之
 

藤
原
聖
子
 

岩
田
文
昭
 

石
井
研
 士
 

藤
井
数
分
 

米
澤
穂
積
 

岩
崎
真
幸
 

佐
野
賢
治
 

筑
波
大
学
助
教
授
 

三
重
大
学
教
授
 

東
京
大
学
助
教
授
 

法
政
大
学
非
常
勤
講
師
 

日
本
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
 

岡
崎
学
園
国
際
短
期
大
学
教
授
 

国
際
宗
教
研
究
所
理
事
長
 

茨
城
県
立
医
療
大
学
助
手
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
 

大
阪
教
育
大
学
助
教
授
 

國
睾
院
 大
学
助
教
授
 

北
海
道
大
学
教
授
 

嵯
峨
美
術
短
期
大
学
教
授
 

東
北
学
院
大
学
教
授
 

筑
波
大
学
助
教
授
 

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
 暉
 

  



Religions and Language : 
On the Basis of Christian Understanding 

Toshi yuki IT0 

Religion has a deep relation with language and every linguistic expres- 

sion has experience of the world as its background. Religious recognition 

requires grasping the certain world of experience precisely as the back- 

ground of this expression. Religious expressions can be expressed not 

only in normal usage but also in abnormal uses of language. The object 

of a religious activity through language spreads over the conversation 

with an existence that does not possess language. Religious experience 

departs fundamentally from a passive experience such as revelation. 

Such words come from the outside bring into the religious world various 

answers in forms such as sacred books, doctrines, worship and prayers. 

The religious person reaches to deep religious recognition by means of 

participating repeatedly in each of these forms. However, one should not 

accept any form mechanically so that the repetition does not fall into a 

habit, and must depart daily from the foundational mind. 



"Free Inquiry" in the Late Meiji 
"New Buddhism" Movement 

Shinkichi FUKUSHIMA 

In the Late Meiji "New Buddhism" (Shin Bukkyo) movement by the 

members of the New Buddhism Believers' Society, we can see an attitude 

and method of "Free Inquiry" a s  a means of setting in motion a "New 

Faith" (Shin shinko) and "New Buddhism." In this paper, we place their 

attitude and method of "Free Inquiry" in the context of the history of 

religions, of thoughts, and social history. There was a strengthening of 

traditionalism and authoritarianism in Buddhism of the second decade of 

the Meiji period to  firm up sectarian unity in reaction to  the enlightenment 

stance and the Christian criticism of Buddhism. With "New Buddhism," 

the "Buddhist Youth" (Seinen bukkyoto) appeared who studied modern 

disciplines and mastercd the ncw practice of readings. The founders 

aimed for a "New Buddhism" to respond to  the "New Spirit of the Age" 

in sympathy with unitarianism. The organization journal, Shin Bukkya 

(New Buddhism), took a s  its main aim criticism of the traditionalism and 

authoritarianism of the "Old Buddhism" and made a practice of "Free 

Inquiry" in Buddhism and other religions. While, with "Free Inquiry" a s  

their means, they sought the creation of a faith that could withstand the 

criticism of modern knowledge, the movement foundered in the Taisho 

period. The reason for this lies in the fact that "Free Inquiry" in relation 

to  religion had by then already become widely accepted. 



L'expressivite creatrice du langage comme conscience de 
la realite elle-meme : La "precision" philosophique chez 

Bergson et  "la chose poetique", "la chose de la voie" 
chez Motoori Norinaga 

Kikuko YOSHIDA 

Si l'on pense le probleme de la religion sous I'angle de la "conscience de 

la realit6 elle-meme", comme dit Nishitani Keiji (dans "Qu'est-ce que la 

religion?"), Motoori Norinaga nous offre une perspective differente de 

celle de Nishitani. Chez Norinaga, le probleme de l'experience de la 

realit6 se rattache directement 2 celui de I'expressivite creatrice du lan- 

gage, qui est le theme principal de son travail. Quant 2 la philosophie 

bergsonienne, bien que, 2 la difference des theories contemporaines de la 

langue, elle ne fasse pas de celle-ci quelque chose de probl6matique qui 

appellerait des explications, elle n'en contient pas moins, dans sa m6thode 

philosophique meme, la meme question que chez Norinaga. "Faire 

I'expgrience des choses elles-memes", c'est se trouver confront6 au prob- 

Isme de l'expressivit6 du langage. Comme le saisit bien Kobayashi Hideo, 

Bergson fait de cette methode qui est gen6ralement tenue pour "la facon 

des poi.tesn, la methode de sa philosophie. Mais on ne trouve gusre dans 

les interpr6tations courantes de leurs pensees aujourd'hui ce point de vue 

2 partir duquel j'ai compris Bergson et Norinaga. Si cet article emprunte 

sa m6thode 2 la pense6e comparee, c'est pour faciliter notre affran- 

chissement des conceptions reyes ,  autrement dit de notre habitude 2 

recourir, non 2 I'expressivite de la langue, mais 2 son utilit6. 



T h e  Recorded Words of the Heavenly Emperor : 
T h e  Relations between Heaven, Deities and Men in 

the Chu Silk Manuscript 

M a s a r u  IKEZAWA 

This article is a study of the so-called Chu Silk Manuscript, which was 

excavated a t  Zitanku, Changsha in the Hunan Province, and which is now 

held at the Sackler Museum. The Chu Silk Manuscript consists of three 

documents. T w o  are  written in the center (the Eight-line Sentences and 

the Thirteen-line Sentences), and the other is along the four sides (the 

Sides Sentences). The purpose of this article is to find out the world-view 

expressed in this manuscript by using the two center documents. In these 

two documents a re  mentioned the words of the "Emperor," the Supreme 

God of Heaven, who orders to divide the universe into three:  Heaven, 

deities and men belonging to Earth. The  most significant division is not 

between deities and men, but between IIeaven and the deities. That  is, 

while Heaven has power over the destiny of men, the latter deities, a s  

intermediaries, have contact with the former. This idea was not only the 

world-view of the religious professionals concerned with the composition 

of the manuscript, but also represents a common view of the relationships 

between Heaven, deities and men in Ancient China. 
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Emptiness and Words : 
On the Different Interpretations of 
the Malamadhyamakaka~ika 24.7  

Aki ra  S A I T O  

From stanza 7 of the Mulamadhyamakakarika, Chapter 24, Nagarjuna 

begins a counter-argument against the opponent who, in the preceding 

stanzas, asserts that if everything is empty, then not only Buddhist 

doctrines such a s  "dependent arising," the "four noble truths," and the 

"three jewels," etc., but also every conventional usage will be destroyed. 
The  reason for Ngggrjunas' criticism of the opponent is that the latter 

misunderstands the following three points related to the question, "What 

is emptiness ?": 1) the purpose concerning emptiness (Sunyatayam prayo- 

janam) , 2) emptiness (Sunyata) , and 3) the meaning of emptiness 

(Sunyatartha) . 

In order to  clarify Nagarjuna' s thought about the relationship between 

emptiness and words, this paper will focus on what the three related points 

mean in the context of Chapter 24 which consists of 40 stanzas. Special 

attention will be directed to  the sense of "the purpose concerning empti- 

ness" on which Candrakirti later gave an influential opinion. The  phrase, 

according to Candrakirti, means the purpose of teaching emptiness 

(*SunyatadeSanayah prayojanam) which he described as  quieting all the 

discursive thoughts (sarvaprapaficopaSama) . 
However, this interpretation appears to  involve several difficulties in 

understanding the context of Chapter 24. From the above discussion, this 

paper draws the conclusion that the phrase in question may probably be 

taken as  meaning "the use [of all things] in [their] being empty." 



The  Profound Dimension of Religious Language 

Masakazu TANATSUGU 

The  subject matter of religious language poses for us two questions that 

seem to be directly connected with the ground of human beings: what is 

religion, and what is language? They are  questions we cannot avoid 

facing eventually. This paper is an essay about such religious language. 

In the first chapter, we will clarify the traits of extraordinary religious 

experiences in contrast to those of ordinary experiences, consider ordi- 

nary religious experiences a s  the interactive movements of 'the ordinary's 

becoming extraordinary' and 'the extraordinary's becoming ordinary,' and 

pay attention to 'manifestation' and 'proclamation,' two types of religious 

experiences. After that, we will analyze the communicative and perfor- 

mative functions ordinary language possesses, and attempt to take into 

account the structure of ordinary language in the formula: somebody 

says something to  somebody. 

In the second chapter, we will divide the spiritual dynamics of religious 

language into three dimensions in correspondence with the three stages 

(intuition, image, and concept) the verbalizing process contains, and 

survey discontinuity and continuity between the three dimensions, examin- 

ing two formulae of religious language-that is, the formula of 'manifes- 

tation' type (something says by manifesting itself) and the formula of 

'proclamation' type (thou proclaimest something upon me) compared with 

the formula of ordinary language. In addition, we will consider the 

fundamental characteristics of religious language a s  'extending and deep- 

ening our reality' and 'the ultimate signification of existence.' 

What our investigation suggests is the remote horizon and profound 

dimension of religious language, and the amplitude and locus of human 

beings corresponding to them. Herein lies a mystery concerning being and 

existence. 




