
儀
礼
が
、
宗
教
研
究
に
と
っ
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
 
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
に
も
 拘
 わ
ら
 ず
 
。
 
、
儀
礼
研
究
が
 、
 

 
 

象
徴
論
以
降
、
一
種
の
展
望
を
欠
い
て
い
る
の
だ
と
す
 
れ
ば
、
そ
の
問
題
点
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ー
 
ル
 ド
 
へ
と
再
帰
す
る
よ
う
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

現
在
、
人
類
学
の
儀
礼
論
で
は
、
儀
礼
を
共
 時
 的
な
 象
 徴
 体
系
と
し
て
論
じ
る
方
法
を
批
判
し
て
、
儀
礼
研
究
 と
 歴
史
研
究
を
総
合
 

一
存
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
本
論
文
の
目
的
は
、
儀
礼
論
の
現
状
を
踏
ま
え
 
た
 上
で
、
儀
礼
に
お
け
る
象
徴
と
身
体
の
関
わ
り
を
再
考
す
る
 - 
」
と
で
あ
る
。
こ
の
た
 

め
 、
第
一
に
、
現
在
の
儀
礼
論
の
前
提
と
な
っ
た
、
儀
礼
の
「
 
象
 徴
論
 」
の
問
題
と
は
、
「
象
徴
意
味
論
」
の
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
 
を
 確
認
す
る
。
 
そ
 

し
て
次
に
、
「
象
徴
」
の
枠
組
み
を
継
承
し
っ
つ
も
、
 

臣
叶
 片
山
 阻
捧
笘
ま
 
り
越
え
た
 拭
ム
 と
し
て
「
 温
徴
 作
用
論
」
を
位
置
づ
け
 、
「
 @
 か
徴
膝
 

」
 

み
を
外
し
た
試
み
と
し
て
「
言
語
行
為
論
」
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
 
ら
を
総
合
す
る
試
み
と
し
て
「
実
践
知
識
」
を
位
置
づ
け
、
 

各
ぬ
 珊
を
位
置
づ
け
る
 中
 

で
そ
れ
ぞ
れ
の
有
効
性
と
問
題
占
を
検
討
す
る
。
こ
う
し
て
次
に
 
、
こ
の
三
つ
の
論
に
共
通
し
て
欠
け
て
い
た
問
題
点
を
、
儀
礼
 

 
 

行
為
の
身
体
性
」
と
し
て
指
摘
す
る
。
こ
の
新
た
な
課
題
に
対
し
 
て
 、
現
在
の
環
境
心
理
学
、
臨
床
心
理
学
の
デ
ー
タ
を
根
拠
と
 
し
て
、
そ
の
「
身
体
 

性
 」
の
次
元
で
ど
の
よ
う
な
体
験
が
生
じ
得
る
の
か
を
理
論
的
に
 
考
察
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
象
徴
作
用
、
舌
口
語
行
為
、
実
践
 
知
 、
イ
メ
ー
 
ン
 体
験
 

儀
礼
論
再
考
 

１
行
為
の
遡
及
的
再
編
と
そ
の
様
式
 

 
 

飯
嶋
秀
治
 



儀
礼
研
究
に
「
象
徴
」
と
い
う
語
彙
を
持
ち
込
む
議
論
 
は
 、
枚
挙
に
 眼
 な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
中
で
も
近
年
 儀
礼
研
究
を
主
導
し
 

て
き
た
象
徴
論
と
は
、
儀
礼
を
象
徴
の
体
系
（
タ
ー
ナ
 
巴
 
と
し
て
、
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
 
手
段
（
リ
ー
チ
）
 と
し
 

て
 、
あ
る
い
は
解
釈
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
（
ギ
ア
ー
ツ
）
 と
し
て
、
そ
の
「
意
味
」
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
、
 儀
 礼
の
 
「
象
徴
意
味
論
」
 

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
の
特
徴
は
、
基
本
的
に
は
 儀
礼
の
構
成
要
素
を
、
実
効
性
と
別
問
題
と
し
て
設
定
 
し
 、
そ
れ
を
「
象
徴
」
 

と
 呼
び
、
そ
こ
で
「
象
徴
」
の
「
意
味
」
を
探
る
こ
と
 を
 研
究
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
か
し
い
ず
 
れ
の
立
場
に
依
る
に
せ
 

よ
 、
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
の
濫
用
が
、
儀
礼
論
の
表
 層
の
活
況
の
下
で
、
後
の
深
刻
な
不
信
の
的
と
な
る
。
 
例
え
ば
、
ギ
ア
ー
ツ
は
 

「
文
化
は
、
象
徴
に
表
現
さ
れ
る
意
味
の
パ
タ
ー
ン
で
 

象
徴
的
な
形
式
に
表
現
さ
れ
伝
承
さ
れ
る
概
念
 
の
 体
系
を
表
し
て
い
 

る
 」
と
し
な
が
ら
「
も
ち
ろ
ん
、
「
意
味
」
「
象
徴
」
「
 
概
念
 ヒ
 な
ど
の
言
葉
は
、
説
明
を
し
つ
こ
く
求
め
ら
れ
 
る
 だ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

一
 
2
 一
 

そ
こ
に
こ
そ
、
掘
り
下
げ
、
深
化
し
、
拡
張
す
る
こ
と
 が
 行
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
れ
以
上
の
規
定
 
を
 回
避
し
た
。
そ
の
 結
 

果
 、
「
象
徴
意
味
論
」
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
 釈
義
を
中
心
と
し
て
、
儀
礼
を
壮
大
な
「
意
味
」
の
 
体
 系
 と
し
て
仕
立
て
上
げ
、
 

一 
一 

儀
礼
の
象
徴
意
味
論
以
降
の
諸
展
開
 

 
 

究
 に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
排
他
的
に
先
行
研
究
批
判
 な
し
て
き
た
余
り
、
 
そ
 

 
 

 
 

れ
 以
前
の
儀
礼
論
の
位
置
づ
け
に
展
望
を
欠
き
、
先
行
 研
究
を
包
括
的
に
統
合
し
た
上
で
生
産
的
に
活
か
せ
て
 
い
る
と
は
言
い
難
い
。
 

 
 
 
 

 
 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
現
在
の
儀
礼
論
の
前
提
と
な
っ
て
 
い
る
、
儀
礼
の
象
徴
論
以
降
の
問
題
点
を
確
認
し
、
 そ
 の
後
我
々
自
身
の
論
 

拠
を
述
べ
る
こ
と
で
、
よ
り
包
括
的
な
儀
礼
論
を
構
想
 
す
る
第
一
歩
に
し
た
い
と
思
 う
 。
こ
の
た
め
、
我
々
は
 ま
ず
、
儀
礼
の
象
徴
論
 

の
 問
題
と
は
何
で
あ
り
、
そ
の
批
判
は
 い
 か
な
る
も
の
 で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
の
確
認
か
ら
始
め
よ
う
。
 



儀礼論再考 

 
 

リ
 1
 

等
の
「
象
徴
関
係
論
」
、
三
、
そ
し
て
 レ
 
ヴ
ィ
 @
 ス
 
ト
ロ
ー
ス
や
タ
ー
ナ
ー
の
「
象
徴
作
用
論
」
と
い
う
 三
 
っ
に
 分
類
し
た
。
そ
の
 

 
 
 
 

 
 

上
で
 象
徴
作
用
論
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
 。
「
私
た
ち
が
提
案
し
た
こ
と
は
、
象
徴
の
作
用
を
三
 っ
 0
 
段
階
に
分
け
て
 考
 

 
 

え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
象
徴
が
人
間
の
神
経
 1
 生
理
的
 次
元
に
及
ぼ
す
直
接
的
効
果
、
象
徴
の
規
則
づ
け
ら
れ
 
た
 使
用
に
よ
る
こ
の
 効
 

一 要 ィ乍 拙 攻 ぞ 多 そ 
、 素 月 こ 1 判 下 れ く こ 

先 と 論 う と で が の で 
の し 」 し 儀 フ 土 / ヘ 

「 て で た 礼 相 対 我家 、 「 イ通 
イヒ 々 徴 @  し 

を は 意 ル た 象徴 象徴 意 の は、地 ある。 文脈に 試 儀 味 ド の 
味 に 例 お 作 
論 賛 

み 花 輪 で は 
た の 」     

六場ばて論 えい用 と 象 と 泉 家 
一 人 竹 採   
= 物 択 ら ろ 作 別 の の 

か 用 の 「 「 

ら 論 新 意 意 れた また 一 - や規則 は、 タ   始   た 味 味 
が l っ ま 言 な 」 」 

る 語 領 を と 

ある ｜ダ ナ l 0 冊 。 付 城 詰 陣 
為 き れ ば 
論 開 る れ 

・ き 者 た   実 、 な 現 
践 語 ど 象 
知 彙 い を 
論 を な         
次 " と フ 

検 論 い ォ 

討 じ う l 働き ， セ一元 に 性 、 こまい の分子 す る 事 で 
れ な か る 、 実 ン 

が と を ト 

、 い 確 の ける可 メタフない」 -4- いし景 釈義 これ ぅ課 認 す 

ら 題 る に の と小 触面 ァ ー 単位と設定 は な 作 @ 
ぃ 背 美 定 

メし ト 、 」「 で作 ず 負 で し 

ニ 家 あ 用 ね い あ 、   も 込 り そ 

を事 ｜読め 儀 「 
分 光 乱 視 
額 付 を し   
と 研 構 た     

」 た そ 的 
マ " る 徴 の 。 れ に 

-
3
-
 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
儀
礼
論
に
次
の
展
開
を
示
唆
す
 
る
こ
と
に
も
な
る
。
す
な
わ
ち
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
 
の
 限
定
化
で
あ
る
。
 

そ
う
し
た
「
意
味
」
が
儀
礼
の
本
質
で
あ
る
か
の
よ
 う
 に
 論
じ
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
彼
ら
 
が
 
「
意
味
」
と
い
う
 @
 

葉
の
有
用
性
に
甘
ん
じ
て
、
儀
礼
の
諸
側
面
を
 
、
 全
て
 
「
意
味
」
と
い
う
言
葉
で
論
じ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
 



っ
た
 研
究
は
環
境
心
理
学
で
は
馴
染
み
の
テ
ー
マ
に
 な
 っ
て
お
り
、
 

B
C
M
 

の
テ
ン
ポ
が
歩
行
速
度
に
及
ぼ
す
 作
用
や
購
買
行
動
と
の
 

 
 

関
連
さ
え
報
告
し
て
い
る
程
で
あ
る
。
こ
う
し
た
昔
の
 
作
用
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
大
橋
等
は
、
一
六
ビ
ー
ト
 
，
高
周
波
・
非
定
常
的
 

・
仮
装
・
仮
面
等
の
威
嚇
パ
タ
ー
ン
が
「
ト
ラ
 

ま
た
、
聴
覚
特
性
に
関
し
て
も
、
騒
音
環
境
下
 で 、 ノ 

ス
 誘
導
効
果
 

の
 誤
謬
行
動
 Ⅱ

 
ハ
 リ
一
 

Ⅰ
 
ロ
凹
 

と
い
 

こ
の
研
究
に
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
の
は
、
次
の
領
域
で
 
あ
る
。
 一
 、
「
象
徴
作
用
」
領
域
の
析
出
に
よ
り
、
 象
 徴
の
五
官
に
よ
る
感
 

覚
 特
性
が
、
神
経
 @
 生
理
的
な
根
拠
を
持
っ
た
研
究
 課
 題
 と
し
て
浮
上
さ
せ
ら
れ
た
。
 
ニ
 、
象
徴
作
用
の
定
型
 化
と
い
う
重
要
な
段
階
 

と
し
て
、
「
規
則
づ
け
ら
れ
た
使
用
」
が
指
摘
さ
れ
た
。
 そ
こ
か
ら
三
、
定
型
化
し
た
作
用
の
意
味
づ
け
に
よ
 
り
 、
象
徴
に
意
味
が
 附
 

属
す
る
よ
う
に
現
象
し
て
も
、
そ
れ
は
象
徴
の
 
力
 に
と
 っ
て
は
副
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
 右
こ
 

ヰ
 0
 

実
際
、
そ
の
後
の
幾
つ
か
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
象
徴
 
作
用
の
研
究
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
度
そ
の
 
参
 照
 枠
組
み
を
、
 他
分
 

野
 に
ま
で
広
げ
る
な
ら
、
神
経
 l
 生
理
へ
の
作
用
と
い
，
 
っ
 資
料
は
、
さ
ら
に
膨
大
な
も
の
に
な
る
。
例
え
ば
 
視
 寛
待
 性
 に
関
し
て
舌
口
 
え
 

ば
 、
そ
こ
で
喚
起
さ
れ
る
感
情
が
 
い
 か
な
る
感
情
な
の
 か
は
措
く
と
し
て
も
、
色
彩
の
感
情
喚
起
効
果
は
 、
心
 理
学
で
は
実
験
的
に
確
 

-
J
-
 

か
め
ら
れ
た
事
実
で
あ
り
、
今
や
古
典
的
な
テ
ー
マ
で
 あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
色
彩
が
、
儀
礼
に
お
い
て
 
出
て
来
や
す
い
パ
タ
ー
 

ン
 と
し
て
、
大
橋
等
は
、
原
色
の
使
用
・
強
い
色
彩
の
 
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
使
用
、
金
属
色
の
使
用
・
反
射
素
材
 
の
 使
用
、
人
工
的
な
 昭
 

 
 

果
の
定
型
化
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
意
味
づ
け
と
価
値
づ
 
け
に
よ
る
社
会
的
経
験
の
創
出
と
い
う
三
つ
の
段
階
 
で
あ
る
」
。
彼
は
こ
れ
こ
 

そ
 言
語
の
通
常
の
使
用
に
よ
っ
て
は
実
現
で
き
な
い
 象
 徴
の
特
性
で
あ
り
、
「
そ
う
し
た
象
徴
の
総
体
と
し
て
 
の
 儀
礼
は
、
人
間
の
身
 

体
 お
よ
び
意
識
の
奥
底
に
位
置
す
る
情
動
、
衝
動
、
 イ
 メ
ー
ジ
、
意
欲
、
記
憶
な
ど
の
、
形
式
を
も
た
ず
、
 制
 御
し
に
く
い
要
素
に
 、
 

あ
る
種
の
形
式
を
与
え
、
一
定
の
方
向
に
導
く
た
め
に
 
人
間
が
作
り
上
げ
た
装
置
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
  
 

  



 
 

2
 
 

儀
礼
の
言
語
行
為
論
 

 
 
 
  

 
 
 

の
 研
究
方
針
を
採
っ
た
の
が
、
儀
礼
に
お
け
る
「
 
規
 則
 」
性
の
側
面
を
重
視
し
た
 

 
 

 
 

 
 

繍
 

「
舌
口
ま
町
行
為
 %
m
 」
で
あ
る
。
口
 １
こ
の
研
究
の
範
型
 

-
 

と
 な
っ
た
サ
ー
ル
は
、
言
語
行
為
が
あ
る
種
の
規
則
に
従
 
っ
 た
も
の
で
あ
る
と
し
、
 

そ
 

こ
う
し
た
問
題
を
い
か
に
考
え
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
 我
々
自
身
の
考
え
を
述
べ
る
と
こ
ろ
ま
で
ひ
と
ま
ず
 
措
  
 

ら
の
研
究
が
、
象
徴
の
神
経
 l
 生
理
へ
の
作
用
に
っ
 い
 て
 、
か
な
り
客
観
的
な
支
持
デ
ー
タ
を
提
示
し
て
い
る
 
@
 
し
と
、
 

現
場
で
の
確
証
性
・
作
用
を
定
型
化
す
る
段
階
の
考
察
 と
い
っ
た
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
 

こ
こ
で
は
、
彼
 

に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
 

持
続
音
・
 
低
 

域
を
超
え
た
 

に
生
命
活
動
 

し
か
し
こ
 

等
の
研
究
が
 

で
あ
ろ
う
。
 

押
し
つ
け
て
 

い
う
文
脈
か
 

な
い
。
こ
の
 

反
証
の
よ
う
 

 
 

周
波
衝
撃
昔
、
と
い
っ
た
儀
礼
出
現
パ
タ
ー
ン
を
指
摘
 
し
て
お
り
、
こ
と
に
高
周
波
成
分
に
関
し
て
は
、
い
わ
 
ゆ
る
 可
聴
 

と
こ
ろ
で
の
感
性
効
果
が
実
験
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
 
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
成
分
が
ば
波
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
 、
そ
の
際
 

 
 

の
中
枢
で
あ
る
脳
幹
 や
 、
ホ
ル
モ
ン
分
泌
を
司
る
視
床
 の
 血
流
量
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
等
を
報
告
し
て
い
る
  
 

ぅ
 し
た
象
徴
作
用
の
研
究
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
が
残
 
る
 。
 
一
 、
象
徴
作
用
の
現
場
で
の
確
証
性
。
現
在
の
と
 
こ
ろ
大
橋
 

最
も
精
度
の
高
い
接
近
法
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
さ
え
 
儀
礼
を
実
際
に
行
っ
て
い
る
現
場
で
調
べ
る
こ
と
は
 
到
 底
 不
可
能
 

そ
れ
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
彼
ら
の
研
究
で
は
、
か
な
り
 機
 概
論
的
に
象
徴
作
用
を
想
定
し
て
い
る
た
め
、
外
部
か
 
ら
 知
見
を
 

い
る
よ
う
な
印
象
を
も
た
ら
す
。
 

ニ
 、
象
徴
の
規
則
づ
 け
ら
れ
た
使
用
。
こ
の
研
究
で
は
、
象
徴
作
用
の
「
 定
 聖
化
」
と
 

ら
 、
こ
の
段
階
が
重
要
で
あ
る
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
こ
の
 段
階
の
現
象
を
充
分
に
展
開
し
、
一
般
化
す
る
ま
で
に
 
至
っ
て
 い
 

た
め
、
象
徴
の
感
覚
特
性
的
な
変
化
が
あ
る
の
に
も
 
拘
 わ
ら
ず
、
儀
礼
の
規
約
に
は
何
ら
関
わ
り
が
な
い
と
い
 ぅ
 事
例
が
 

 
 

に
 提
示
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 



そ
の
後
の
幾
っ
か
の
研
究
が
、
こ
う
し
た
舌
口
語
行
為
論
 

の
 研
究
を
支
持
す
る
形
で
研
究
を
展
開
し
て
き
た
。
 

例
 え
ば
、
タ
ン
バ
 イ
ア
 

｜
は
 、
構
成
的
規
則
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
 

タ
 レ
ン
シ
の
首
長
の
就
任
式
、
ン
デ
ン
プ
の
割
礼
儀
式
、
 

ロ
 ダ
ガ
ー
の
葬
式
等
を
 

の
 規
則
を
「
統
制
的
規
則
 /
 構
成
的
規
則
」
に
分
け
、
 次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
統
制
的
規
則
は
 、
 エ
テ
ィ
 ケ
ッ
ト
に
関
す
る
規
則
 

が
そ
の
規
則
と
は
独
立
に
成
立
し
て
い
る
個
人
間
の
関
 係
を
統
制
す
る
と
い
う
例
に
見
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
既
存
 0
 行
動
形
態
を
そ
れ
に
 

先
行
し
て
、
ま
た
そ
れ
と
は
独
立
に
そ
れ
を
統
制
」
 
し
 、
そ
の
際
規
則
の
記
述
は
「
 X
 を
せ
よ
」
と
い
う
形
式
 を
と
る
。
こ
れ
に
対
し
 

て
 、
「
構
成
的
規
則
は
、
た
ん
に
統
制
す
る
だ
け
で
な
 く
、
 新
た
な
行
動
形
態
を
創
造
 
ず
 「
の
 
注
 ③
し
た
り
、
 
定
義
し
た
り
」
 し
、
こ
 

の
際
に
は
、
規
則
の
記
述
が
「
 X
 を
 Y
 と
み
な
す
」
と
 い
う
形
式
を
も
つ
。
す
る
と
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
 
行
為
 群
 X
 
 克
二
 ポ
 N
.
 

乙
 ・
・
・
）
を
目
的
行
為
 

Y
 と
み
な
す
と
い
う
形
式
で
行
 為
の
規
則
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
例
え
ば
フ
ッ
ト
 
ボ
ー
ル
な
ら
「
タ
ッ
チ
 

ダ
ウ
ン
に
よ
る
得
点
が
六
点
で
あ
る
の
は
い
か
に
し
て
 可
能
で
あ
る
か
」
と
い
っ
た
規
則
の
根
拠
を
問
う
設
問
 
を
 棄
却
し
う
る
。
な
ぜ
 

-
 
℡
 -
 

な
ら
こ
こ
で
は
「
「
 X
 を
 Y
 と
み
な
す
」
と
い
う
形
式
 を
も
つ
規
則
を
引
用
し
て
答
え
る
と
い
う
以
外
の
方
法
 
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
研
究
に
よ
り
、
明
確
化
さ
れ
た
の
は
次
の
よ
う
な
 領
域
で
あ
る
。
 
一
 、
当
該
の
儀
礼
が
構
成
的
規
則
と
し
 て
と
ら
え
ら
れ
る
の
 

な
ら
、
そ
の
細
則
に
「
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
か
（
 
な
ぜ
か
）
」
と
問
 う
 こ
と
も
ま
た
擬
似
問
題
と
し
て
 棄
 卸
 し
得
る
。
実
際
、
 儀
 

礼
の
当
事
者
の
意
識
に
現
前
し
て
い
る
規
則
群
は
聞
け
 
て
も
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
、
と
い
う
根
拠
は
聞
き
難
い
 
の
で
あ
る
。
 ニ
 、
た
だ
 

し
 当
事
者
に
お
い
て
は
「
 X
 を
 Y
 と
み
な
す
」
と
い
う
 構
成
的
規
則
性
が
、
自
明
な
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
 
も
 、
研
究
者
に
と
っ
て
 

は
 、
こ
の
規
則
間
の
関
係
が
設
問
領
域
と
し
て
浮
上
し
 た
 。
そ
こ
で
三
、
象
徴
の
意
味
に
関
し
て
は
「
 岩
や
樹
 木
 と
同
様
に
、
儀
礼
 行
 

為
に
も
意
味
は
伴
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
儀
礼
 
は
 意
味
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
意
味
 
の
た
め
に
存
在
し
て
い
 

 
 
  



挙
げ
、
こ
れ
ら
は
確
か
に
儀
礼
を
遂
行
す
る
こ
と
そ
れ
 

自
体
が
、
そ
の
目
的
を
果
た
す
効
力
を
も
っ
こ
と
を
 

認
 め
る
。
け
れ
ど
も
他
方
 

で
 治
癒
儀
礼
、
カ
チ
ン
に
お
け
る
稲
の
耕
作
手
順
、
 

ト
 ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
に
お
け
る
カ
ヌ
ー
制
作
の
儀
礼
等
 

は
 実
践
的
な
技
術
的
 
活
 

-
 
リ
一
 

動
 と
絡
み
合
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
儀
礼
は
む
し
ろ
 

統
 制
 約
 規
則
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
 

ま
た
浜
本
は
、
構
成
的
 

規
則
を
独
自
に
展
開
さ
せ
、
ド
ゥ
 
か
て
 の
「
死
を
投
げ
 
棄
て
る
」
儀
礼
を
採
り
上
げ
て
、
目
的
そ
の
も
の
が
 

隠
 楡
 に
よ
っ
て
し
か
捉
え
 

う
な
い
よ
う
な
儀
礼
に
お
い
て
は
、
そ
の
細
則
に
従
う
 

こ
と
を
通
じ
て
初
め
て
当
の
目
的
行
為
を
遂
行
し
う
る
 

と
い
う
構
成
的
規
則
性
 

 
 

が
あ
る
と
し
、
そ
の
構
成
性
こ
そ
が
一
切
の
異
議
を
受
 

け
 付
け
な
い
ま
ま
日
常
の
自
明
な
秩
序
を
再
生
産
す
る
 

と
 論
じ
た
。
 

し
か
し
、
こ
の
研
究
で
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
残
る
 一
 、
分
類
の
有
効
性
。
元
来
、
サ
ー
ル
の
統
制
的
 

/
 構
成
的
と
い
う
区
分
 

は
 、
そ
の
規
則
に
根
拠
が
聞
え
る
 
ノ
問
え
 な
れ
に
対
応
 し
て
い
た
の
だ
が
、
先
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
 

、
こ
の
分
類
自
体
が
排
 

他
 的
に
設
定
し
難
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
 
両
 概
念
を
ど
 う
 位
置
づ
け
る
の
か
は
各
研
究
者
の
課
題
と
な
っ
た
の
 

だ
が
、
も
し
両
者
を
併
 

用
 す
る
と
、
ど
こ
か
ら
線
引
き
が
出
来
る
の
か
、
ま
た
 

そ
の
よ
う
に
分
類
し
て
ど
の
よ
う
な
展
望
が
開
か
れ
る
 

の
か
が
問
わ
れ
ざ
る
を
 

得
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
も
あ
っ
て
か
、
儀
礼
の
舌
 

具
 山
行
為
論
は
構
成
的
規
則
論
に
傾
く
こ
と
に
な
る
。
 

二
 、
構
成
的
規
則
論
の
限
 

界
 。
儀
礼
に
お
け
る
細
則
 
群
 に
は
、
彼
ら
自
身
の
意
識
 
に
 現
前
す
る
細
則
も
あ
る
一
方
で
、
そ
こ
に
は
既
に
身
 

体
 化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
 

 
 

暗
黙
の
細
則
ま
で
あ
り
、
後
者
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
 

自
明
化
し
て
い
る
儀
礼
の
当
事
者
か
ら
は
聞
き
出
せ
な
 

 
 

ら
は
規
則
の
構
成
性
を
前
提
と
し
て
そ
の
根
拠
の
探
求
 

を
 止
め
て
し
ま
う
の
で
、
儀
礼
は
細
則
に
従
う
身
体
の
 

諸
側
面
を
削
減
さ
れ
、
 

ま
る
で
簡
潔
な
命
題
 
辞
 の
よ
う
に
し
て
と
り
扱
わ
れ
て
 
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

  

  



こ
の
研
究
が
明
確
に
し
た
の
は
次
の
領
域
で
あ
る
。
 
一
 

 
 

0
 行
為
が
 、
 何
よ
り
 

も
 身
体
化
さ
れ
た
実
践
知
の
領
域
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
 。
 ニ
 、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
は
、
歴
史
的
社
会
的
な
条
件
下
で
 
構
成
さ
れ
、
ま
た
そ
 う
 

し
た
場
で
効
果
を
発
揮
す
る
た
め
、
そ
う
し
た
環
境
と
 
身
体
と
の
関
連
性
こ
そ
が
、
実
践
を
説
明
で
き
る
 
領
 域
 と
し
て
課
題
に
上
っ
 

た
 。
 三
 、
そ
う
し
た
身
体
化
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
無
反
 省
 な
実
践
の
流
れ
が
、
研
究
者
の
質
問
等
で
動
揺
さ
せ
 
ら
れ
た
時
、
そ
の
場
で
 

反
省
的
合
理
化
を
さ
れ
て
象
徴
の
意
味
が
語
ら
れ
る
の
 だ
 、
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
 

幾
つ
か
の
研
究
が
こ
う
し
た
実
践
 知
 論
の
研
究
を
支
持
 す
る
形
で
進
ん
で
 い
 る
が
、
本
稿
の
関
心
か
ら
議
論
を
 福
島
に
限
っ
て
論
じ
 

よ
う
。
彼
は
、
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
行
き
着
い
た
地
点
か
ら
 
、
問
題
を
原
理
的
に
展
開
さ
せ
、
「
儀
礼
に
 於
 い
て
用
 い
ら
れ
る
諸
要
素
は
 、
 

身
体
性
の
不
在
、
と
い
っ
た
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
 
確
 誌
 し
て
お
こ
う
。
 

3
 
 儀
礼
の
実
践
 知
論
 

「
象
徴
意
味
論
」
を
相
対
化
す
る
も
う
一
つ
の
研
究
 方
 針
が
 、
儀
礼
の
「
実
践
論
」
で
あ
る
。
こ
の
研
究
の
範
 
型
 と
な
っ
た
ブ
ル
デ
 

ユ
 ー
は
、
儀
礼
が
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
と
し
て
身
体
化
さ
れ
た
 実
践
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
こ
で
彼
が
言
 
う
ハ
 ビ
 ト
ゥ
ス
と
は
、
歴
史
 

的
 社
会
的
な
条
件
下
で
構
成
さ
れ
る
「
持
続
性
を
も
ち
 移
調
が
可
能
な
心
的
諸
傾
向
シ
ス
テ
ム
」
で
あ
り
、
 
そ
 れ
は
思
考
・
知
覚
・
 行
 

為
の
図
式
と
し
て
身
体
化
さ
れ
、
構
成
さ
れ
た
そ
の
場
 

こ
う
し
た
位
相
に
 あ
る
儀
礼
実
践
に
お
い
 

て
 、
そ
の
図
式
は
部
分
的
に
統
合
さ
れ
、
部
分
的
に
作
 勒
 す
る
た
め
、
儀
礼
は
そ
れ
な
り
の
論
理
性
を
示
す
一
 方
で
、
あ
る
儀
礼
と
別
 

の
 儀
礼
と
を
比
べ
れ
ば
、
そ
の
論
理
は
常
に
一
貫
し
て
 
い
る
わ
け
で
な
く
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
不
確
定
な
要
 素
も
多
分
に
含
む
 ，
 
」
と
 

 
 

に
な
る
。
 

  



儀礼論再考 

， ， 牡   

し
か
し
こ
の
研
究
で
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
を
残
す
。
 
一
 、
研
究
展
望
の
不
在
。
ま
ず
、
喚
起
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
 
と
い
う
こ
と
か
ら
 採
 

り
あ
げ
よ
う
。
ブ
ル
デ
ュ
ー
で
は
、
研
究
者
か
ら
の
 質
 問
が
 、
儀
礼
的
実
践
へ
の
反
省
的
合
理
化
を
引
き
起
こ
 す
も
の
と
注
解
さ
れ
る
 

程
度
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
福
島
で
は
次
の
よ
う
に
徹
底
 
す
る
。
「
儀
礼
の
構
成
は
、
あ
た
か
も
疑
似
意
味
論
的
 な
 構
成
を
も
つ
よ
う
に
 

見
え
る
。
・
・
・
・
・
・
し
か
し
こ
こ
で
任
意
す
べ
き
は
、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
要
素
が
も
っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
 ポ
 テ
ン
 シ
ャ
ル
で
あ
っ
て
 、
実
 

際
の
知
識
で
は
な
い
…
・
・
・
し
か
も
喚
起
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
 

は
 、
そ
の
性
質
上
、
あ
る
特
定
知
識
を
正
確
に
喚
起
 
出
 来
る
と
い
う
保
証
は
な
 

い
 。
そ
れ
も
あ
く
ま
で
傾
向
と
し
て
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
 
喚
起
の
度
合
い
に
よ
っ
て
も
実
現
さ
れ
る
レ
ベ
ル
は
 
大
い
に
異
な
る
の
で
あ
 

る
 。
…
…
少
な
く
と
も
普
通
の
儀
礼
の
執
行
者
に
と
っ
 
て
 、
儀
礼
は
慣
習
行
為
と
し
て
、
解
釈
自
体
は
む
し
ろ
 
抑
制
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
 

 
 

公
的
な
喚
起
 力
は
 ゼ
ロ
に
近
く
な
る
。
少
な
く
と
も
そ
 の
 作
用
は
盆
生
息
 
調
め
 レ
ベ
ル
で
止
ま
る
事
に
な
る
」
。
 こ
こ
で
は
、
当
事
者
の
 

釈
義
は
全
く
当
て
に
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
 
ポ
 テ
ン
シ
 

 
 

な
い
か
に
研
究
す
る
の
 

か
 、
そ
の
展
望
が
な
れ
。
 
ニ
 、
規
約
的
行
為
の
身
体
性
 。
で
は
他
方
、
「
形
式
的
行
動
」
（
あ
る
目
的
を
果
た
 す
 為
に
決
め
ら
れ
た
行
 

恭
一
を
採
る
こ
と
で
、
全
体
と
し
て
当
事
者
は
何
を
果
 
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
 別
稿
 で
は
次
の
よ
う
 に
 主
張
す
る
。
「
儀
礼
と
 

い
わ
ば
認
知
・
身
体
的
シ
ス
テ
ム
を
総
動
員
し
て
 、
人
間
を
取
り
巻
く
爆
発
的
な
複
雑
性
の
拡
大
を
制
限
 
す
る
装
置
で
あ
り
、
 不
 

推
定
性
に
対
し
て
あ
る
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
行
動
を
強
 制
 的
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
削
減
し
よ
う
と
 す
る
文
化
的
な
シ
ス
テ
 

ム
 で
あ
 @
 
み
 
主
 ・
」
。
し
か
し
、
こ
 
う
 な
る
と
我
々
に
は
や
や
 受
 け
 容
れ
が
た
い
主
張
で
あ
る
。
も
し
複
雑
性
を
削
減
 
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
 儀
   

-
 
旧
一
 

為
 、
物
日
 田
を
 、
あ
る
目
的
の
為
に
時
間
軸
に
そ
っ
て
 構
成
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
 

そ
の
使
用
の
反
復
性
、
そ
し
て
背
景
的
民
俗
知
識
と
の
 

密
接
な
関
係
上
、
象
徴
的
知
識
を
喚
起
す
る
、
高
 

い
ポ
 テ
ン
シ
ヤ
リ
テ
ィ
を
 
持
 

っ
て
い
る
」
と
仮
定
し
、
「
儀
礼
と
は
そ
れ
ゆ
え
こ
う
し
 

た
 高
い
喚
起
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
傾
向
が
あ
る
種
 
々
の
要
素
雀
口
語
、
行
 



 
 

こ
の
課
題
と
は
、
象
徴
作
用
論
で
は
、
象
徴
の
規
則
づ
 け
ら
れ
た
使
用
に
よ
る
効
果
の
定
型
化
と
言
わ
れ
た
 段
 階
 で
あ
り
、
 
@
 
ミ
ロ
諸
行
 

1
 
 行
為
の
遡
及
 

あ 判、 と 閲 読 坐 礼 過 に 礼 
ん の こ し 動 の 以上 る。 する 象徴 き、 チ ・ だ 研 こ て か 中 

こ こ の 話 践 で， こ 究 で 儀 な 身 
ぅ と あ 彙 知     二 と 領 は 礼 い の 

し で る を 論 儀 を 域 、 研 こ 紐 

場 け に 、 題 の   
    

も 礼 で 。 量 
拘 が あ だ 的 

わ 実 ろ が に 

ら践ぅ ずのか 儀も 礼、 
、 問 。 は ど 

そ 題 そ う   @ 」 に し の で 
り ぶ 、 て が ン に 他 内 も 

研 な 部 よ 

究 ら に い 

も ， し   諸 と 

の と 々 に 

下 し 0 な 
在 て 細 る 

則 で 
規 環 な あ 
約 境 苧 ろ 

的 の む う     イテ 中 
為 に も そ 」と、 際 にこう 有効 なが しつ の 埋 フ フ , @ 

身 め 一 で     体 込 っ あ 
住 ま め れ 
  れ 複 は 

と た   雑 
つ ビ   

性 そ   で れ 
、 っ の の 用 ナこ @ 

新 ウ 

た ス 
あ りそ こ 

、 座 
な に そ 禅   課 ま こ の 

と に 儀 成 行 題 で を よ 

に 批 、 礼 を 為 を 儀 看 う 

  



儀礼論再考 

 
 

は
、
 確
か
に
儀
礼
の
最
も
否
定
し
が
た
い
特
徴
で
あ
る
 
の
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
方
法
的
限
定
か
ら
、
人
類
学
で
は
 そ
の
効
果
は
充
分
に
考
 

察
さ
れ
て
こ
な
か
つ
 +
 
@
@
 

ハ
 。
 こ
の
「
規
約
行
為
の
身
体
性
 
の
 領
域
」
を
知
る
に
は
、
こ
う
し
た
効
果
が
既
に
知
ら
 れ
て
い
る
領
域
か
ら
、
 

そ
の
原
理
を
抽
出
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
だ
が
、
 近
年
、
こ
う
し
た
領
域
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
心
理
 学
の
成
果
が
あ
り
、
 こ
 

う
し
た
デ
ー
タ
を
も
っ
て
こ
の
新
た
な
課
題
を
あ
る
 
種
 度
 乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
 

環
境
心
理
学
と
発
達
心
理
学
の
南
と
澤
田
は
、
親
密
な
 関
係
に
あ
っ
た
五
人
組
が
、
大
学
卒
業
後
の
移
行
過
程
 
に
お
い
て
、
ど
の
よ
 

う
に
こ
の
時
期
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の
か
を
，
危
機
 

 
 

、
四
月
中
旬
か
ら
六
月
 

に
か
け
て
、
「
な
ぜ
か
調
子
が
悪
」
く
な
り
、
ふ
と
 気
 が
つ
く
と
三
月
以
前
の
友
人
達
と
一
緒
に
い
た
と
き
の
 
情
景
が
「
ふ
と
頭
に
浮
 

か
ん
で
き
て
」
し
ま
う
と
い
う
一
種
の
白
昼
夢
状
態
に
 浸
り
、
自
分
で
は
そ
れ
を
「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
 」
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
 

が
 報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
主
体
的
に
解
決
し
 
ぅ
る
 問
題
を
越
え
て
、
生
の
存
立
を
支
え
る
関
係
が
動
 揺
す
る
不
確
定
な
状
況
 

 
 

は
 、
儀
礼
が
発
動
す
る
状
況
と
酷
似
し
て
い
る
が
、
 
狂
 目
 す
べ
き
は
そ
の
際
に
彼
ら
が
何
を
し
た
の
か
、
 
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
 調
 

子
が
悪
い
こ
の
時
期
に
、
し
き
り
に
卒
業
旅
行
や
卒
業
 
式
の
 
「
写
真
を
整
理
し
て
い
た
㌔
ア
ル
バ
ム
は
四
月
 
初
旬
に
購
入
し
て
い
た
 

が
 、
こ
の
こ
ろ
「
ふ
と
、
た
ま
っ
て
い
る
か
ら
整
理
で
 
も
し
て
み
よ
う
か
」
と
い
う
ぐ
ら
い
の
気
持
ち
で
始
め
 た
 。
そ
れ
が
、
や
り
 始
 

め
る
と
「
妙
に
凝
っ
て
し
ま
っ
て
、
授
業
そ
つ
ち
の
け
 
ロ
 こ
の
人
物
は
大
学
院
に
進
学
し
て
い
る
口
で
」
 
二
 、
 三
週
間
か
け
て
念
入
り
 

一
コ
 
-
 

に
 整
理
し
た
」
。
何
も
こ
う
し
た
事
例
は
写
真
の
整
理
 の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
ノ
ー
ト
を
付
け
る
こ
と
、
記
念
 
品
や
木
の
整
理
を
す
る
 

 
 

た
行
為
が
当
人
の
意
識
に
は
 佳
点
 的
に
現
前
し
な
い
が
 、
研
究
者
か
ら
見
て
有
 

 
 

  

為
論
 で
 

あ
り
、
 

は
 、
規
則
的
行
為
 群
 X
 
 臼
拝
 Ⅹ
 N
.
 
ポ
の
 
・
・
・
一
 

実
践
 知
論
 で
は
、
喚
起
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
 持
 を

目
的
行
為
 Y
 と
み
な
 

つ
 要
素
と
し
か
扱
わ
れ
 

、
、
、
、
、
、
、
、
、
 

す
と
言
わ
れ
た
規
則
的
行
為
 群
 の
一
部
 

 
 

な
か
っ
た
細
則
に
従
う
行
動
の
領
域
で
 

一
連
用
規
則
）
で
 

-
 
万
 -
 

あ
る
 "
 
こ
の
領
域
 



我
々
が
「
規
約
的
行
為
の
身
体
性
」
と
言
う
領
域
で
は
 
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
じ
得
る
 

し
て
い
る
認
知
Ⅰ
（
記
憶
・
イ
メ
ー
ジ
，
情
動
）
 

1
 行
為
 と
い
う
一
方
向
的
な
べ
ク
ト
ル
を
 

 
 

接
 的
な
外
界
へ
の
操
作
行
為
が
当
事
者
の
内
的
世
界
へ
 接
触
し
、
そ
こ
に
回
路
を
開
き
、
 

 
 

あ
る
。
と
舌
口
う
よ
り
も
、
そ
う
し
た
遡
及
的
編
成
効
果
 
を
産
出
す
る
た
め
に
、
儀
礼
に
は
 

て
 、
こ
の
た
め
に
儀
礼
は
そ
の
内
に
も
う
一
つ
の
複
雑
 性
 
（
規
約
的
行
為
 群
 ）
を
も
つ
こ
 

ば
 、
こ
う
し
た
規
約
は
単
に
作
用
の
定
型
化
や
無
根
拠
 性
 、
あ
る
い
は
喚
起
 ポ
 テ
ン
シ
ャ
 

よ
う
な
構
成
効
果
が
生
じ
得
て
い
る
の
か
、
 ブ
イ
 ー
 ル
 ド
 毎
に
身
体
技
法
を
調
査
し
そ
の
 

そ
れ
で
は
、
個
々
の
規
約
的
行
為
の
身
体
性
に
こ
う
し
 た
 効
果
が
あ
り
得
る
と
し
て
、
 

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
我
々
が
普
段
生
活
 

あ
た
か
も
遡
る
か
の
よ
う
に
、
具
体
的
・
直
 

そ
れ
を
編
成
す
る
効
果
が
認
め
ら
れ
る
の
で
 

一
定
の
規
約
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
 

と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
と
す
れ
 

ル
と
 舌
口
う
よ
り
も
、
そ
の
規
約
に
よ
り
ど
の
 

現
実
性
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
 
い
 。
 

こ
う
し
た
細
則
群
の
中
に
入
る
こ
と
で
、
 儀
 

 
 

っ
て
記
憶
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
 ぃ
 
い
る
。
 

 
 

 
 

か
し
た
場
合
に
よ
り
報
告
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
語
り
の
 

、
、
、
、
 

、
 

指
で
 筆
跡
を
な
ぞ
 る
 
「
 空
書
 」
行
為
に
よ
 

 
 

効
な
 
「
象
徴
行
為
」
と
な
っ
て
い
る
事
例
は
、
枚
挙
に
 
 
 

 
 

こ
う
し
た
事
例
で
江
 目
 す
べ
き
は
、
不
確
定
状
況
を
通
 過
す
る
上
で
効
果
的
で
あ
っ
た
の
が
、
単
に
個
々
の
 
物
 に
 触
れ
る
と
い
っ
た
 

 
 

こ
と
で
は
な
し
に
、
身
体
を
用
い
て
外
界
を
具
体
的
か
 つ
 直
接
的
に
操
作
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
儀
礼
に
お
 
け
る
規
約
的
行
為
の
内
 

に
 、
こ
う
し
た
効
果
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
 
あ
る
ま
い
。
実
際
、
身
体
を
一
定
の
規
約
に
従
わ
せ
た
 場
合
に
、
そ
う
し
た
 諸
 

効
果
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
実
験
、
 心
理
学
的
な
知
見
が
開
か
れ
っ
 
っ
 あ
る
。
そ
こ
で
は
、
 

被
験
者
に
は
明
示
せ
ず
 

 
 

「
任
意
」
「
自
信
」
「
落
胆
」
「
拒
絶
」
「
緊
張
」
「
基
準
」
 の
姿
勢
を
と
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
り
、
普
段
そ
う
し
 
た
 姿
勢
を
と
る
状
況
 

の
 情
動
が
喚
起
さ
れ
る
こ
ど
や
、
座
位
で
身
体
を
動
か
 
す
 部
位
を
「
上
半
身
」
「
下
半
身
」
と
に
分
け
、
そ
れ
 ぞ
れ
「
 縦
 」
「
 横
 」
に
 動
   



2
 
 体
験
様
式
の
変
化
 

こ
こ
で
の
課
題
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
個
々
の
規
約
的
 

行
為
の
中
で
象
徴
を
用
い
る
、
儀
礼
と
い
う
装
置
そ
の
 

も
の
の
固
有
性
で
あ
 

る
 。
こ
の
課
題
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
な
の
は
、
先
の
 

研
究
に
お
い
て
、
彼
ら
が
一
様
に
規
約
的
行
為
の
「
 

イ
 メ
ー
ジ
の
喚
起
性
」
を
 

指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
特
に
臨
床
心
理
学
の
立
場
 

か
ら
、
精
神
医
学
・
臨
床
心
理
学
・
精
神
療
法
学
等
で
 

各
学
派
毎
に
適
用
さ
れ
 

て
い
た
各
種
の
療
法
の
「
共
通
の
治
癒
原
理
」
を
探
ろ
 

う
と
し
て
い
る
田
嶌
は
 

、
 我
々
が
儀
礼
の
原
理
を
考
察
 

す
る
上
で
も
非
常
に
興
 

味
 深
い
報
告
を
し
て
い
る
。
 

ま
ず
彼
は
、
上
述
し
た
各
種
の
療
法
を
検
討
し
、
各
派
 

が
 分
岐
し
て
い
る
の
は
イ
メ
ー
ジ
や
シ
ン
ボ
ル
の
「
 

解
釈
」
の
次
元
で
あ
 

り
 、
各
学
派
が
実
践
し
て
い
る
「
技
法
」
の
次
元
で
は
 

い
ず
れ
も
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
活
用
す
る
点
で
共
通
し
 

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
 

各
派
の
技
法
の
詳
細
な
解
説
は
措
く
が
、
実
に
次
の
よ
 

う
 な
多
様
な
学
派
が
「
解
釈
」
の
次
元
で
交
わ
ら
な
 

い
 の
で
あ
る
（
図
 
1
 参
 

 
 

昭
じ
 
。
 

 
 

こ
う
し
た
状
況
を
逆
に
考
え
て
、
彼
は
患
者
が
弛
緩
 

状
 態
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
を
体
験
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
 

重
要
な
の
で
は
な
い
 

か
と
 佳
 点
を
絞
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
 

自
 分
の
内
界
に
任
意
を
向
け
る
こ
と
自
体
に
拒
否
的
で
あ
 

る
 「
イ
メ
ー
ジ
拒
否
・
 

拘
束
」
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
傍
観
者
的
に
た
だ
眺
め
て
 

い
る
「
イ
メ
ー
ジ
観
察
」
、
イ
メ
ー
ジ
に
没
入
し
始
め
 

な
ん
ら
か
の
感
情
が
体
 

繍
 
苦
 
繍
 
験
さ
れ
始
め
る
「
イ
メ
ー
ジ
直
面
」
、
輪
 

に
ま
つ
わ
る
感
情
を
ゆ
っ
た
り
と
 

受
 

 
 

と
い
う
（
図
 
。
そ
こ
」
最
後
に
イ
メ
ー
ジ
や
そ
れ
 

、
、
 

2
 参
照
 
%
3
 
一
 

  
 
 

 
 



図 1  イメージの ， む理療法的利用のスペクトラム (Singer,J. L., 1974 より引用 ) 
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図 2  イメージの体験様式の 変化 ( 田烏， 1989) 
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 れ

た
全
体
的
体
験
」
を
し
、
「
本
人
に
と
っ
て
は
、
 

そ
 れ
は
 イ
メ
ー
ジ
中
の
体
験
と
い
う
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
 
現
 実
の
体
験
で
あ
り
、
 

あ
 

 
 

る
 意
味
で
は
現
実
以
上
の
体
験
で
あ
る
」
と
い
う
。
 
二
 、
こ
の
変
化
が
う
ま
く
進
め
ば
、
当
人
の
「
洞
察
」
「
 気
 づ
き
」
な
ど
な
く
と
 

も
 治
癒
し
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
 

、
 

/
 
 

一
 
1
 
4
 
 

一
 で
は
そ
こ
 

で
 何
が
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
 
る
 。
「
い
ず
れ
の
立
場
や
 

技
法
に
よ
る
に
せ
よ
、
患
者
の
内
的
イ
メ
ー
ジ
を
 活
性
化
さ
せ
、
か
っ
そ
れ
に
対
し
て
受
容
的
・
探
索
的
 
構
え
を
と
り
つ
づ
け
る
 

こ
と
で
生
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
体
験
様
式
の
変
化
が
 、
共
 通
の
治
癒
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
…
…
や
や
 
ド
ラ
 ィ
な
表
現
を
す
れ
ば
、
 

-
 
ぬ
 -
 

そ
れ
が
い
わ
ば
な
ん
ら
か
の
「
精
神
身
体
的
レ
ベ
ル
で
 
の
 体
験
の
（
 再
 ）
処
理
過
程
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
と
 考
え
ら
れ
る
」
。
 

一
 
%
 一
 

 
 

イ
メ
ー
ジ
の
変
化
が
及
ぼ
す
諸
効
果
と
し
て
は
、
実
験
 
心
理
学
的
に
生
理
喚
起
的
効
果
、
感
情
・
情
動
喚
起
的
 
効
果
等
が
知
ら
れ
て
 

い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
諸
効
果
が
、
焦
点
 は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
に
あ
た
っ
て
い
る
が
故
に
 
、
洞
察
さ
え
な
く
全
体
 

従
属
的
に
（
 再
 ）
処
理
過
程
を
進
行
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
 。
し
か
し
そ
う
し
た
諸
効
果
を
引
き
起
こ
す
た
め
に
も
 
重
要
な
の
は
、
あ
く
ま
 

で
 体
験
様
式
の
変
化
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
 
よ
う
 な
 条
件
が
、
そ
う
し
た
体
験
様
式
の
変
化
を
促
す
の
か
 
と
 舌
口
え
ば
「
あ
る
程
度
 

の
 安
定
し
た
心
的
構
え
さ
え
と
れ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
 
体
験
様
式
の
変
化
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
 
持
 微
的
 現
象
は
十
分
に
生
 

 
 

 
 

は
 我
々
に
と
っ
て
も
極
め
て
啓
発
的
で
あ
る
。
も
ち
 
ろ
 ん
そ
こ
に
は
現
代
社
会
の
複
 

癬
 

雄
性
を
反
映
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
個
人
的
可
変
性
 
と
 象
徴
の
社
会
的
規
約
性
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
 
、
い
ず
れ
も
一
、
当
事
者
の
   

で
 重
要
な
の
は
次
の
事
で
あ
る
。
 
一
 、
成
功
し
た
 々
メ
 ｜
ジ
 療
法
の
過
程
で
は
、
「
イ
メ
ー
ジ
観
察
」
か
ら
「
 イ
メ
ー
ジ
体
験
」
へ
と
 

 
 

「
イ
メ
ー
ジ
の
体
験
様
式
」
が
変
化
し
て
お
り
、
「
イ
メ
 ｜ジ
 体
験
」
で
は
「
イ
メ
ー
ジ
場
面
を
受
容
 
し
、
い
 わ
 ば
 イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
 

 
 

を
 浮
か
べ
眺
め
て
い
る
自
分
と
の
間
に
、
体
験
的
距
離
 
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
る
状
態
で
、
か
ら
だ
を
 
ま
 き
こ
ん
だ
五
感
に
開
か
 



で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
全
体
と
し
て
の
儀
礼
と
は
、
 動
 揺
す
る
世
界
と
の
関
係
に
対
し
て
、
事
態
そ
の
も
の
で
 
は
な
く
、
事
態
へ
の
 存
 

 
 在

の
仕
方
を
変
え
る
こ
と
で
、
不
確
定
性
に
抗
す
る
 
生
 

 
 

る
 不
確
定
な
状
況
を
前
に
し
た
際
に
、
環
境
に
馴
化
し
 
て
い
た
 
ハ
 ビ
チ
ュ
ア
 か
 
な
身
体
が
 、
 抗
し
が
た
い
不
確
 定
性
に
主
体
性
を
擦
り
 

 
 

潰
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
儀
礼
と
い
う
装
置
の
中
に
入
 
り
 込
む
Ⅰ
取
り
込
む
こ
と
で
、
そ
の
規
約
的
な
拘
束
性
 
に
 身
を
任
せ
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

り
 、
そ
こ
で
は
外
界
に
対
す
る
主
体
性
を
保
持
し
な
が
 ら
 、
事
態
へ
の
体
験
様
式
の
変
化
を
さ
せ
て
、
事
態
を
 
乗
り
越
え
て
し
ま
う
の
 

編
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

す
る
と
「
イ
メ
ー
ジ
体
験
」
で
「
イ
メ
ー
ジ
の
自
律
的
 
な
 動
き
に
身
を
ま
か
せ
る
」
と
捉
え
ら
れ
た
現
象
が
 、
 全
体
と
し
て
見
ら
れ
 

 
 

た
 儀
礼
の
規
約
的
性
格
に
別
の
可
能
性
を
投
げ
か
け
る
 
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
 い
か
 。
す
な
わ
ち
儀
礼
と
 は
、
 
生
の
存
立
に
関
わ
 

｜
ジ
に
 作
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
規
約
的
行
為
 
と
は
、
そ
う
し
た
作
用
へ
と
体
験
様
式
を
変
化
さ
せ
、
 
内
界
を
よ
り
直
接
的
に
 

て
 既
に
共
有
さ
れ
易
い
条
件
が
整
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
 く
 儀
礼
の
象
徴
は
、
こ
う
し
た
前
提
に
基
づ
い
て
、
 
直
 接
 に
は
当
事
者
の
 イ
メ
 

っ
た
 
「
イ
メ
ー
ジ
」
も
儀
礼
の
場
合
に
は
、
馴
化
し
た
 身
体
行
為
と
共
有
さ
れ
た
民
俗
知
識
と
に
密
接
に
結
び
 
つ
い
た
「
象
徴
」
と
し
 

体
験
様
式
が
変
化
す
る
な
ら
、
当
事
者
が
そ
れ
と
気
づ
 
か
ず
、
洞
察
も
な
く
、
意
識
的
な
喚
起
の
な
い
ま
ま
に
 
編
成
効
果
を
も
た
ら
し
 

得
る
、
と
い
う
 白
 
ま
で
一
致
す
る
。
し
か
も
、
心
理
療
 法
 に
お
い
て
は
個
人
が
身
体
行
為
と
分
離
し
て
自
生
さ
 
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
 

  

円 目 ト 旧 

題 
媒 

介的 

な 

構 
成 
要 
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時 
@ 
生 
理 
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ま 
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至 
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果 
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発 
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す 
る 

た 
め 
り @ し 

ま @ 
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験様 

式 
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が 

重 
要 
な 
  
で 

あ 
  

      

  

直
面
す
る
問
題
を
前
提
と
し
て
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
「
 
象
 徴
 」
と
が
そ
の
問
題
を
媒
介
す
る
 位
柑
 に
た
ち
現
れ
て
 お
り
、
 

ニ
 
、
そ
う
し
た
 

 
 

 
 



 
 

本
稿
で
述
べ
た
我
々
の
展
望
を
確
認
し
よ
う
。
宗
教
研
 
究
 に
お
け
る
儀
礼
論
も
 、
 新
た
な
問
題
領
域
が
形
成
さ
 れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
 

ま
で
と
は
別
の
意
味
を
付
与
さ
れ
、
良
く
て
「
伝
統
的
 
儀
礼
論
」
，
悪
け
れ
ば
「
旧
態
依
然
と
し
た
儀
礼
論
」
 と
し
た
語
り
で
な
さ
れ
 

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
 ム
 二
度
、
儀
礼
の
 象
徴
論
を
再
考
・
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
 
っ
た
 。
 

そ
こ
で
、
儀
礼
の
象
徴
作
用
論
・
 @
 
ニ
ロ
ま
叫
行
為
論
・
実
践
 
知
 論
の
各
論
は
、
そ
れ
ま
で
の
儀
礼
の
象
徴
意
味
論
を
 
乗
り
越
え
よ
う
と
す
 

る
 試
み
と
し
て
、
一
定
の
貢
献
を
し
て
き
た
が
、
そ
れ
 
ぞ
れ
原
理
的
・
状
況
的
な
限
界
も
ま
た
あ
っ
た
。
儀
礼
 
が
 発
動
さ
れ
易
い
状
況
 

で
は
、
主
体
的
に
解
決
し
 ぅ
る
 問
題
が
生
じ
て
い
る
の
 で
は
な
し
に
、
生
の
存
立
を
支
え
る
関
係
が
動
揺
す
る
 
こ
と
が
多
い
が
、
そ
こ
 

で
 我
々
が
確
認
し
た
の
は
次
の
事
実
で
あ
る
。
 

一
 、
儀
礼
が
一
旦
発
動
し
出
す
な
ら
、
当
事
者
の
意
識
 
に
 現
前
す
る
の
は
雀
口
語
行
為
我
が
そ
こ
に
注
目
し
た
 
よ
う
な
Ⅰ
個
々
の
 

「
規
則
」
で
あ
る
。
 
ニ
 、
だ
が
意
識
の
佳
点
は
規
則
に
 あ
り
つ
つ
も
、
身
体
経
験
の
う
ち
で
感
知
し
て
い
る
の
 
は
 
（
象
徴
作
用
論
が
そ
 

こ
に
注
目
し
た
よ
う
な
）
、
ハ
ビ
チ
ュ
ア
 か
 な
身
体
の
 全
体
性
で
あ
る
。
 

三
 、
そ
こ
で
儀
礼
内
の
個
々
の
細
則
 
群
 に
は
、
具
体
的
・
 
直
 

接
 的
な
規
約
的
行
為
に
よ
り
、
内
界
を
遡
及
的
に
編
成
 
す
る
効
果
が
あ
っ
た
。
 

四
 、
そ
う
し
た
全
体
と
し
て
の
 儀
礼
は
、
体
験
様
式
を
 

変
化
さ
せ
て
、
不
確
定
性
を
主
体
的
被
拘
束
性
に
よ
り
 
乗
り
越
え
る
装
置
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
事
態
そ
の
 
も
の
を
変
え
る
の
で
は
 

な
く
、
事
態
へ
の
関
係
を
変
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
 
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

な
く
と
も
次
の
論
点
を
投
げ
返
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 
一
 、
儀
礼
の
象
徴
作
用
は
 、
規
 

 
 

封
 

灼
灼
行
為
に
よ
り
、
固
有
の
効
果
を
発
揮
し
得
て
 
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
機
械
的
 に
 作
用
す
る
象
徴
の
定
型
化
   

四
 
結
論
 



 
 

で
は
な
く
、
内
界
の
遡
及
的
編
成
で
あ
る
。
 ニ
 、
根
拠
 へ
の
 問
 い
 る
 棄
却
さ
れ
た
規
約
的
行
為
 群
は
 、
外
界
の
 象
徴
を
具
体
的
・
直
接
 

 
 

的
に
操
作
す
る
こ
と
で
、
内
界
を
編
成
す
る
根
拠
が
あ
 り
 得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
喚
起
さ
れ
た
諸
効
果
 
が
 現
前
し
た
意
識
の
語
 

り
と
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
 
。
 三
 、
細
則
 群
 に
従
う
こ
と
を
通
じ
て
全
体
と
し
て
 果
 た
さ
れ
る
の
は
、
不
確
 

 
 

 
 

定
性
へ
の
体
験
様
式
の
変
化
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
編
成
 効
果
の
あ
る
装
置
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
 
不
確
定
性
へ
と
主
体
的
 

 
 

に
 入
っ
て
ゆ
き
、
 
被
 拘
束
的
に
乗
り
越
え
る
の
で
あ
り
 、
こ
う
し
た
一
切
は
全
体
従
属
的
（
の
 廷
汀
乙
ざ
 Ⅰ
 し
に
 進
行
す
る
の
で
あ
る
か
 

ら
 、
こ
う
し
た
可
能
性
の
下
で
フ
ィ
ー
ル
ド
毎
の
現
象
 的
 身
体
技
法
を
調
査
し
な
け
れ
ば
、
儀
礼
自
体
の
研
究
 
を
し
た
こ
と
に
は
な
ら
 

 
 

こ
れ
ま
で
三
つ
の
先
行
研
究
の
共
通
課
題
で
あ
っ
た
 儀
 礼
の
 
「
規
約
的
行
為
の
 

身
体
性
」
の
内
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
 

し
か
し
、
読
者
は
こ
こ
ま
で
き
て
、
我
々
の
 ぬ
 出
走
し
て
 い
る
儀
礼
の
状
況
が
 、
 余
り
に
も
特
殊
な
状
況
を
想
定
 し
て
い
る
よ
う
に
 想
 

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
一
定
の
規
約
的
行
為
 群
に
 ょ
り
内
界
の
編
成
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
程
の
動
揺
 と
 は
、
 例
え
ば
危
機
儀
礼
 

の
よ
う
な
状
況
に
は
顕
著
だ
と
し
て
も
、
儀
礼
全
般
に
 言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
 我
々
の
問
題
の
出
発
点
 

で
あ
り
、
我
々
は
儀
礼
の
象
徴
意
味
論
が
、
儀
礼
の
行
 為
を
 
「
意
味
」
解
釈
に
還
元
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
 問
 題
の
端
を
発
し
て
い
た
 

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
儀
礼
が
そ
の
最
大
 
の
力
を
発
揮
す
る
形
態
と
し
て
危
機
儀
礼
を
措
定
し
 、
 そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
 

儀
 

礼
 全
般
に
も
同
様
の
知
見
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
 
フ
 メ
ー
ル
ド
で
確
認
し
て
行
く
手
順
と
し
た
い
の
で
あ
る
 。
儀
礼
論
は
常
に
一
般
 

化
へ
の
意
志
を
持
ち
つ
つ
も
、
同
時
に
フ
ィ
ー
ル
ド
 
ヘ
 の
再
帰
的
 妥
当
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
 、
 以
上
の
展
望
を
述
べ
た
 

責
務
と
し
て
、
次
に
は
フ
ィ
ー
ル
ド
 
ヘ
 出
て
ゆ
か
な
く
 て
は
な
る
ま
い
。
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八
九
年
一
、
一
五
八
頁
 
-
 
。
な
お
管
見
で
は
竹
沢
以
降
、
象
徴
の
嗅
 覚
 ・
味
覚
・
触
覚
研
究
で
見
る
べ
き
人
類
学
的
研
究
は
余
り
な
 
 
 

 
 
 
 

冤
 ）
浜
本
清
「
妻
を
引
き
抜
く
方
法
規
約
的
必
然
と
し
て
 
の
 「
呪
術
的
 
ヒ
 因
果
関
係
」
「
民
族
学
研
究
 
ヒ
 第
六
二
巻
 二
 一
号
、
 一
九
九
七
年
、
Ⅰ
夫
丸
 

頁
 参
照
。
 

れ
 ）
こ
の
研
究
は
、
発
語
行
為
論
を
提
唱
し
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
 0
 人
類
字
へ
の
導
入
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
 
0
 発
語
行
為
が
、
弟
子
 

の
 サ
ー
ル
に
よ
り
解
釈
を
加
え
ら
れ
て
展
開
し
た
た
め
、
い
ず
れ
 
を
 典
拠
と
し
た
の
か
に
 よ
 り
若
干
の
強
調
点
の
違
い
を
 苧
 む
が
、
 現
在
潮
流
と
し
て
 

は
 サ
ー
ル
的
な
問
題
設
定
の
万
が
主
流
な
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
ち
 
ら
の
研
究
を
念
頭
に
置
く
。
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儀
礼
に
お
け
る
 日
 常
 性
の
再
構
築
」
（
田
辺
 
繁
治
編
 
「
人
類
学
的
認
識
の
冒
険
 

イ
デ
オ
ロ
ギ
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 と
ブ
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 同
文
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五
六
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参
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 こ
の
論
点
は
、
福
島
真
人
「
儀
礼
と
そ
の
釈
義
 ｜
 形式
 的
 行
動
と
解
釈
の
生
成
」
 -
 
橋
本
裕
之
 編
 
「
課
題
と
し
て
の
民
俗
 
芸
能
研
究
」
ひ
つ
じ
 書
 

房
 、
一
九
九
三
年
 -
 
、
一
二
八
 ｜
 一
二
一
一
頁
、
に
依
る
。
特
に
第
 

一
の
問
題
点
は
、
サ
ー
ル
の
場
合
、
構
成
的
規
則
が
統
制
的
 規
 別
 に
埋
め
込
ま
れ
る
 

よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
浜
本
に
お
い
て
は
構
成
的
 
規
 削
 が
沖
Ⅲ
さ
れ
た
結
果
、
儀
礼
が
「
 盗
意
 」
性
を
再
強
調
さ
れ
 る
 結
果
と
な
っ
た
。
 

但
し
浜
本
が
儀
礼
の
固
有
性
を
、
あ
え
て
こ
う
し
た
事
例
で
考
察
 
す
 る
 可
能
性
は
理
解
し
得
る
。
効
果
が
あ
り
そ
う
な
も
の
も
、
 な
 さ
そ
う
な
も
の
も
 

共
に
「
儀
礼
」
と
見
な
さ
れ
る
の
な
ら
 ぱ
 、
「
儀
礼
」
が
現
象
す
 
6
 本
質
を
探
求
す
る
に
は
こ
う
し
た
事
例
の
方
が
好
都
合
で
あ
る
 と
 想
定
し
て
い
る
 

の
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
考
察
方
針
と
は
異
な
る
も
の
の
、
こ
れ
は
 
こ
れ
で
一
つ
の
儀
礼
論
の
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
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ー
の
儀
礼
論
の
具
体
的
な
展
開
は
 、
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表お   
三 三の 稿や 、     
  
真 。 にで なあ 

  る る 

  予べ 
定 ル 

て 。 や 

あ ア 

るサ o ッ 

  
等 

て身京験   
  研 

育 三 究 
  

    
儀 式 
  

哲   
  

九 
社ム   

    
モチ   
及     

ィ代 年           
@ 「 
  

  雙序穴 Ⅴ   
プ 一 歴 
  史   

子   

      
      機 」創一 文室、 八六年、   

    

万社、 九二 
儀 （ 

九七 ウ Ⅰ Ⅴ ｜ L 
一 " l       

  



 
 

え
る
影
響
 

｜
 語彙
分
類
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
内
容
分
析
の
観
 占
 か
ら
」
「
催
眠
 学
 研
究
」
 

2
2
 

 
 
 
  
 

第
四
一
巻
一
・
二
号
、
一
九
九
六
年
、
二
五
 ｜
 三
三
頁
。
 

 
 
 
 

@
-
 

佐
々
木
正
人
「
か
ら
だ
 一
 認
識
の
原
点
」
東
京
大
学
出
版
 
会
 、
一
九
八
七
年
、
九
二
 
｜
 
一
一
三
頁
。
ま
た
、
「
か
ら
だ
の
 
証
 憶
 」
ヨ
鼻
 旦
 
第
一
九
巻
 

一
二
号
、
一
九
九
 0
 年
 、
三
二
ー
三
九
頁
。
 

鮪
 -
 個
々
の
呼
称
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
成
瀬
は
動
作
図
式
が
 
作
動
し
な
い
一
因
を
イ
メ
ー
ジ
「
空
白
の
部
分
」
と
呼
ん
で
お
 
り
 
一
成
瀬
 悟
策
 「
動
作
と
 

イ
メ
ー
ジ
」
「
月
刊
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
」
一
九
 ｜
七
 、
生
命
 科
学
振
興
会
、
一
九
九
二
年
、
三
一
 

｜
 三
五
頁
 -
 
、
春
木
は
動
作
 と
 意
識
の
間
に
「
 
動
 

作
 イ
メ
ー
ジ
」
を
想
定
 -
 
前
出
、
一
六
八
 ｜
一
セ
 
一
頁
 一
 
、
田
嶌
 

 
 

心
身
相
関
と
イ
メ
ー
 

ジ
 」
 -
 
福
島
章
 編
 
「
イ
メ
ー
ジ
と
心
の
癒
し
」
金
剛
出
版
、
一
九
 

九
九
年
一
、
一
三
ー
三
四
頁
）
。
 

一
 ど
田
嶌
 

n
 

誠
一
「
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
心
理
学
」
講
談
社
、
一
九
 
九
二
年
。
図
は
六
五
頁
。
 

-
 笹
岡
、
図
は
 一
 
0
 二
頁
。
解
説
は
九
八
 
｜
 
一
一
九
頁
。
 

万
 -
 同
、
一
 0
 五
頁
。
傍
点
は
引
用
者
に
依
る
。
 

む
 ）
こ
の
こ
と
は
、
近
年
評
価
さ
れ
る
ミ
ル
ト
ン
・
エ
リ
ク
ソ
 ン
 等
の
パ
ラ
レ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
同
様
の
指
摘
が
 な
さ
れ
て
お
り
、
当
人
 

が
 意
識
せ
ず
と
も
身
体
が
か
な
り
可
塑
的
に
動
き
、
外
界
の
情
 報
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
 
@
 ・
ゴ
リ
 

三
 0
 コ
 -
 毛
 ヨ
田
 ヨ
コ
 ・
。
が
豊
さ
ら
い
 

に
さ
驚
 あ
ぎ
 ぉ
 も
～
 
ざ
晦
 
㌧
 ふ
 n
c
 
も
 や
 わ
目
寒
 ～
～
～
 

o
n
 由
ふ
貼
き
ぉ
ダ
パ
ギ
ぬ
 
鑓
達
父
 も
臣
ぎ
さ
 桶
沈
 -
 
ま
・
 毛
 ・
 
Z
 。
 
コ
 0
 コ
 簿
の
 0
 ヨ
ロ
ハ
コ
ピ
 
-
 
目
 n
.
 
邑
 の
さ
・
 森
 俊
夫
・
 菊
 

池
 安
希
子
訳
で
、
 .
 
ル
ト
ン
・
エ
リ
ク
ソ
ン
入
門
」
金
剛
出
版
、
一
 

九
九
五
年
参
照
 -
 
。
 

む
一
日
 農
 、
前
出
、
一
九
九
二
年
、
一
一
九
頁
。
 

お
 ）
日
農
誠
一
「
イ
メ
ー
ジ
の
体
験
様
式
」
 -
 
翔
門
 会
編
「
 現
 代
 心
理
学
へ
の
提
言
二
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
 -
 
、
一
二
 八
二
ー
 三
セ
 八
頁
。
 

石
 -
 益
 谷
真
 也
 
「
情
動
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
明
性
と
主
観
的
感
情
 

評
 価
 」
「
日
本
心
理
学
会
第
五
 
0
 同
大
会
発
表
論
文
集
ミ
一
九
八
 -
 
八
年
、
三
 0
 二
頁
。
津
川
 

秀
夫
「
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
が
感
情
体
験
に
及
ぼ
す
影
響
」
「
日
本
 

教
育
心
理
学
会
第
三
六
回
総
会
発
表
論
文
集
」
一
九
九
四
年
、
五
 一
八
頁
、
参
照
。
 

英
一
日
 農
 、
前
出
、
一
九
九
二
年
、
一
一
五
頁
。
 

穣
 -
 日
農
誠
一
目
イ
メ
ー
ジ
内
容
 目
 と
「
イ
メ
ー
ジ
の
体
験
 様
式
」
「
悩
む
内
容
」
と
「
悩
み
月
三
一
家
族
 
画
 研
究
会
編
 「
イ
メ
ー
ジ
と
臨
床
」
 

臨
床
描
画
研
究
 V
 、
金
剛
出
版
、
一
九
九
 0
 年
 -
 
、
七
 0
 １
ハ
 セ
 頁
 。
 

釜
 一
往
 -
 
担
 ）
を
参
照
。
 

姦
 ）
こ
の
結
論
部
の
「
黒
古
一
酌
」
「
全
体
従
属
的
」
等
の
術
語
 

は
 M
,
 ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、
特
に
そ
の
こ
と
 を
 説
明
せ
ず
と
も
了
解
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*
 な
お
、
英
文
要
旨
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
長
谷
千
代
子
氏
に
お
 
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
 

で
き
る
よ
 う
 に
記
し
た
っ
も
り
で
あ
る
。
㌧
三
目
さ
 

-
 ま
は
ぎ
匹
 ・
 口
つ
プ
 

の
の
 圧
 
Ⅰ
 
仁
ぃ
 
円
仁
Ⅰ
の
 
0
 ヰ
い
 0
 コ
リ
 
口
 0
 由
 ㏄
 
コ
 ㏄
の
の
 

=
-
 
コ
 @
 法
 き
 0
 ド
守
 
-
 
お
幅
 ぬ
 
さ
簿
氏
 ㏄
～
 
お
幅
 一
円
 
す
め
 

二
三
づ
安
久
安
 0
 ト
の
 三
ぃ
 い
 の
 0
 ㌧
お
お
 -
 こ
ひ
 9
 ）
 ，
 
で
や
 ピ
 -
 も
下
参
照
。
 
実
際
、
こ
の
こ
と
を
取
り
違
え
る
と
、
極
端
な
象
徴
作
用
論
の
 
よ
う
に
機
械
的
に
反
 

応
 す
る
身
体
を
想
定
し
て
し
ま
っ
た
り
、
極
端
な
舌
口
語
行
為
論
の
 

よ
う
に
当
事
者
の
行
為
を
支
援
す
る
資
格
し
か
な
い
よ
う
な
「
 格
言
ま
り
 ニ
邑
 」
 

を
 儀
礼
の
全
体
性
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

  



教 徒 
式 だ 現 
」 け 代 
結 で 日 

婚 は 本 
式 な に 
も し @  お 

盛 。 ぃ 

ん む て 
に し 、 

行ろ ね 、 キ リ 

れ 倍 ス 
て 徒 ト 

い で 教 
る は 系 

。 な 学 

と い 校 
は 生 は 
ぃ 徒 私 
え や 学 
そ 教 令 
れ 節 体 
ら が の 
の 冬 二 
人 数 割 
々 を を 

の 占 占 
多 め め 
く て て 
は い い 

、式 
を ま だ 
契 た が 
磯 遊       

へ 倍 通学 する 非信徒 

ね た す 
け ち る 
で は の 

は ょ は 
な る キ   

。 キ ス 

こリト れス 教 
ら ト イ 言 

  

一
間
題
の
所
在
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
本
稿
は
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
研
究
で
詳
し
く
 検
 試
 さ
れ
な
か
っ
た
死
者
儀
礼
、
と
く
に
教
会
墓
地
の
問
題
を
扱
 
，
 
っ
 。
教
会
墓
地
の
多
く
 

は
 一
九
七
 0
 年
代
以
降
に
完
成
し
て
お
り
、
従
来
の
研
究
で
は
 
議
 諭
 さ
れ
な
か
っ
た
課
題
で
あ
る
。
分
析
に
先
立
ち
、
森
岡
清
美
 
や
 武
田
清
子
の
受
容
 

類
型
を
批
判
的
に
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
教
会
・
信
徒
の
先
祖
 
祭
 祀
へ
の
対
応
を
「
拒
否
・
容
認
・
変
換
」
に
三
分
し
た
。
多
く
 
の
 教
ム
互
で
は
、
儀
礼
 

に
 キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
づ
け
を
見
出
す
「
変
換
」
の
対
応
を
と
る
 

信
徒
た
ち
は
、
自
ら
の
状
況
次
第
で
先
祖
祭
祀
を
「
 
容
 認
 」
し
て
し
ま
う
 

こ
と
も
あ
り
、
「
拒
否
」
の
対
応
を
と
る
教
会
は
孤
立
し
て
い
る
 

現
況
も
見
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
墓
地
を
各
家
族
の
宗
教
施
設
 
と
考
 え
る
信
徒
の
場
合
、
 

無
 宗
教
霊
園
な
ど
に
イ
エ
墓
を
保
持
す
る
傾
向
も
あ
っ
た
。
「
 

イ
 エ
の
 宗
教
化
」
も
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
化
」
も
推
進
さ
れ
な
 い 占
を
鑑
み
る
と
、
 

現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
「
個
人
の
信
仰
」
と
し
て
定
着
し
 

て
お
り
、
墓
の
継
承
の
み
な
ら
ず
、
信
仰
の
継
承
が
大
き
な
課
題
 で
あ
る
こ
と
が
 
判
 

明
し
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
キ
リ
ス
ト
教
受
容
、
死
者
儀
礼
、
教
会
墓
地
 、
拒
否
・
容
認
・
変
換
、
信
仰
の
継
承
 

キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
現
代
的
課
題
 

死
者
儀
礼
、
と
く
に
墓
地
を
中
心
に
 

 
 

川
又
俊
則
 



集
団
改
宗
が
み
ら
れ
る
農
村
も
出
現
し
た
。
そ
の
実
態
 を
 把
握
し
ょ
う
と
し
て
、
社
会
学
者
や
人
類
学
者
た
ち
 
は
 各
地
で
現
地
調
査
を
 

の
こ
と
は
、
日
本
社
会
で
「
キ
リ
ス
ト
教
」
が
表
面
的
 
に
 受
容
さ
れ
て
い
る
証
左
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
 
で
 想
起
さ
れ
る
の
は
、
 

「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
 、
 一
つ
の
思
想
と
し
て
受
け
と
 め
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
信
仰
が
ま
っ
た
く
個
人
的
い
 
や
 私
的
な
も
の
と
な
っ
 

て
い
る
」
と
そ
し
て
、
教
会
指
導
 者た
ち
は
「
全
人
口
の
一
 %
 に
も
満
た
な
い
信
者
数
 

」
と
舌
ロ
 
卜
 
四
片
臨
帖
け
て
い
 

る
 。
 

だ
が
、
一
 %
 程
度
の
信
者
数
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
 ス
ト
教
に
関
す
る
研
究
は
少
な
く
な
い
。
神
学
ば
か
り
 
で
は
な
く
、
思
想
史
 

-
4
-
 

や
社
会
学
的
立
場
か
ら
の
実
証
研
究
な
ど
、
私
た
ち
は
 多
く
の
成
果
を
す
で
に
手
に
し
て
い
る
。
 

本
稿
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
間
 
題
を
、
 改
め
て
考
察
す
る
目
的
で
執
筆
さ
れ
た
。
本
稿
 
の
 構
成
は
以
下
の
通
 

り
で
あ
る
。
ま
ず
、
代
表
的
な
キ
リ
ス
ト
教
受
容
研
究
 
と
し
て
、
森
岡
清
美
の
四
類
型
と
武
田
清
子
の
五
類
型
 を
 詳
し
く
見
る
。
次
に
 

そ
れ
ら
を
応
用
し
て
、
教
会
指
導
者
や
信
徒
に
 よ
 る
 死
 者
 儀
礼
の
対
応
を
三
つ
に
類
型
化
し
て
論
じ
る
。
最
後
 

死
者
儀
礼
の
問
題
 

を
 検
討
す
る
中
で
導
出
さ
れ
た
信
仰
の
継
承
に
言
及
す
 
る
 。
な
お
、
本
稿
で
は
死
者
儀
礼
を
、
狭
義
の
意
味
で
 
は
 宗
教
の
別
な
く
行
わ
 

れ
る
死
者
関
連
の
儀
礼
と
し
て
用
い
、
広
義
の
意
味
で
 
は
そ
の
儀
礼
に
墓
地
な
ど
の
施
設
を
含
め
て
記
述
す
る
 。
ま
た
、
死
者
が
そ
の
 

子
孫
た
ち
と
死
後
も
関
わ
り
を
持
ち
続
け
る
と
い
う
 観
 念
 に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
儀
礼
を
先
祖
祭
祀
と
呼
ぶ
こ
 と
に
し
よ
う
。
 

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
研
究
を
簡
 潔
 に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
 

明
治
期
以
降
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
を
受
 容
 し
た
初
期
信
徒
に
は
、
旧
土
族
や
豪
農
な
ど
が
多
か
 
っ
 た
と
し
ば
し
ば
 指
 

 
 

す
る
都
市
に
多
く
の
教
会
が
建
設
さ
れ
た
。
農
村
へ
の
 定
着
は
、
第
二
次
大
戦
 

後
も
ず
っ
と
、
各
教
派
と
も
に
伝
道
の
課
題
だ
つ
 
。
手
人
 

こ
 
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
定
着
し
た
農
村
も
あ
っ
た
し
、
 
第
二
次
大
戦
後
に
は
、
   



 
  

 

 
 キ

徒
 

教傍 き 容の現代的課題 

大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
本
稿
は
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
中
で
も
死
者
 儀
 

 
 

ま
ず
議
論
を
進
め
る
前
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
 死
 や
 葬
儀
の
基
本
的
立
場
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
 
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
 

て
、
 
死
と
は
、
神
の
下
に
迎
え
ら
れ
永
遠
の
命
を
あ
ず
 
か
る
希
望
の
出
来
事
で
あ
る
。
葬
儀
は
死
者
を
供
養
す
 る
た
め
で
は
な
く
、
 
あ
 

く
ま
で
も
神
へ
の
礼
拝
と
し
て
行
わ
れ
る
。
人
間
に
と
 
っ
て
肉
体
の
死
は
地
上
で
の
生
涯
が
終
わ
っ
た
だ
け
に
 過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
 

て
 、
日
本
で
実
修
さ
れ
て
い
る
先
祖
祭
祀
は
、
死
者
の
 
供
養
で
あ
ろ
う
と
、
死
者
の
霊
に
よ
る
 崇
 り
を
防
ぐ
た
 め
で
あ
ろ
う
と
、
キ
リ
 

 
 

 
 

 
 

ト
 教
の
立
場
か
ら
は
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
 な
い
。
新
し
い
命
へ
の
復
活
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
 心
 で
あ
る
以
上
、
信
 

 
 

 
 

一
 
た
ち
は
物
体
と
し
て
の
遺
体
に
執
着
は
し
な
い
。
だ
が
 、
だ
か
ら
と
い
っ
て
教
会
は
死
者
を
粗
末
に
扱
っ
て
き
 
た
わ
け
で
は
な
い
。
 

-
J
-
 

行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
先
祖
祭
祀
の
影
響
力
の
大
き
さ
 や
 、
農
村
で
教
会
が
存
続
す
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
 教
が
 
「
 イ
ェ
 の
宗
教
」
 

と
し
て
定
着
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
の
知
見
が
得
 
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
主
に
一
九
五
 0
 年
代
か
ら
 セ
 0
 年
 代
 ま
で
の
研
究
成
果
で
 

一
 
8
-
 

あ
る
。
そ
の
後
も
実
証
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
派
に
対
 
し
て
進
め
ら
れ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
へ
の
関
心
は
 
、
こ
の
時
期
ほ
ど
高
ま
 

っ
て
は
い
な
い
。
 

筆
者
は
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
が
、
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
 
つ
い
て
語
り
尽
く
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
 例
え
ぼ
 、
教
会
墓
地
や
キ
リ
 

ス
ト
 教
 葬
儀
に
関
し
て
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
 。
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
会
が
教
会
 
墓
地
を
建
設
し
、
各
教
 

一
 
9
 一
 

派
が
 葬
儀
の
指
針
や
具
体
的
方
法
を
刊
行
物
と
し
て
 出
 版
 す
る
の
は
、
 
セ
 0
 年
代
半
ば
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
 ま
た
、
後
述
す
る
と
 う
 

に
 、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
も
、
第
二
バ
チ
カ
ン
 公
会
議
二
九
六
二
 ｜
五
 笠
の
他
宗
教
と
の
対
話
路
線
 を
 受
け
、
八
五
年
に
著
 

し
た
小
冊
子
で
、
先
祖
祭
祀
へ
の
具
体
的
な
対
応
策
を
 
示
し
た
。
つ
ま
り
、
死
者
儀
礼
の
問
題
は
、
先
行
研
究
 
者
た
ち
の
調
査
以
降
に
 



こ
で
こ
れ
ら
の
研
究
を
整
理
し
、
そ
の
要
諦
を
示
そ
 う
  
 

森
岡
は
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
と
組
合
教
会
（
と
も
に
親
日
 本
 基
督
教
団
）
、
西
山
は
日
本
聖
公
会
、
い
ず
れ
も
 伝
 統
帥
教
派
 

教
会
を
事
例
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
播
・
浸
透
・
定
着
 過
程
に
つ
い
て
歴
史
的
に
概
観
し
、
現
況
を
詳
細
に
調
 
査
 し
た
。
 そ
 

村
 、
す
な
わ
ち
伝
統
的
社
会
に
お
い
て
外
来
の
新
し
い
 信
念
体
系
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
か
を
 
考
察
し
た
。
 

森
岡
は
文
化
変
容
（
 n
 ア
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
の
の
 
三
 （
 
u
r
a
t
@
o
 

し
の
視
点
を
導
入
し
た
。
文
化
変
容
と
は
 

、
外
来
内
在
 

な
っ
た
文
化
を
有
す
る
集
団
が
、
直
接
的
な
接
触
を
経
 
て
、
 互
い
に
（
あ
る
い
は
一
方
が
）
変
化
す
る
こ
と
を
 指
し
て
い
る
 

ち
 、
外
来
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
農
村
の
伝
統
的
 宗
教
習
俗
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
 
観
察
す
る
た
 

ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
 

三
つ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
著
し
た
森
岡
は
、
受
容
・
定
着
 0
 間
題
を
個
人
的
レ
ベ
ル
・
集
団
的
レ
ベ
ル
・
制
度
的
 
 
 

に
 属
す
る
 

し
て
、
 農
 

そ
の
際
、
 

双
方
の
異
 

す
な
 ね
 

め
に
用
い
 

い
う
三
段
 

 
 

宗
教
社
会
学
の
立
場
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
研
究
と
 
し
て
、
今
な
お
参
照
さ
れ
る
の
は
森
岡
清
美
と
西
山
茂
 
の
 研
究
で
あ
る
。
 
そ
   

タ 死 
  そ ン な 者 

森   
図 二 は 教 本 命 
の 次 派 稿 す   

型 光 信 げ は 

  
ざまな 研究よう。 基督教 網羅し 

回 て 形 
が 議 で 

中 論 行 
心 す わ 
と る れ 
な 紙 て 
る 巾冨 い 

。 の る 

余裕 
が 

な 
  
た 
め 

カ 

  
  
  
ク 

教 
-<@>. ム 
と 

プ 
  
テ 
  

  



森
岡
の
土
着
化
に
関
す
る
四
類
型
は
 

、
 後
に
続
く
研
究
 

者
の
調
査
で
も
重
要
な
概
念
と
し
て
採
用
さ
れ
、
そ
の
 

有
効
性
が
確
認
さ
れ
 

一
コ
㌶
 ヨ
い
 
製
Ⅰ
 バ
磁
 Ⅰ
Ⅰ
い
舞
 捌
 い
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

%
 
 
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
扱
う
死
者
儀
礼
の
 

よ
う
な
特
定
の
現
象
の
分
析
に
お
い
て
、
宗
教
と
社
会
 

と
の
関
係
，
宗
教
の
変
容
と
 

教
ト
 い
う
二
つ
の
大
き
な
枠
組
を
組
み
合
わ
せ
、
そ
の
 

ま
ま
当
て
は
め
る
の
は
適
切
と
は
舌
口
え
ま
い
。
一
つ
の
 

枠
組
の
み
で
考
察
し
た
方
が
 

 
 明

解
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
宗
教
と
社
会
 

の
 「
関
係
」
に
 

任
 目
し
、
「
 

拒
 木
口
」
と
「
容
認
」
と
い
 

ぅ
 概
念
を
採
用
す
る
。
事
例
 

  

の
で
あ
る
。
 

@
@
 

外
来
宗
教
と
他
の
社
会
体
系
と
の
関
係
（
拒
否
・
容
認
 
）
と
い
う
 軸
 と
外
来
宗
教
の
変
容
の
程
度
（
変
形
・
 変
 質
 ）
と
い
う
軸
の
一
一
つ
 

を
 ク
ロ
ス
さ
せ
、
土
着
化
を
「
孤
立
（
拒
否
・
変
形
 二
 
「
狭
義
の
土
着
化
（
容
認
・
変
形
 こ
 
「
秘
事
化
（
拒
否
 ・
変
質
 二
 
「
埋
没
（
 容
 

 
 

認
 ・
変
質
こ
と
い
う
四
つ
に
類
型
化
し
た
の
で
あ
る
 
"
 

西
山
は
、
こ
の
変
形
と
変
質
の
差
異
を
、
宗
教
の
帰
属
 単
位
と
神
観
念
の
変
容
で
説
明
し
て
い
る
。
宗
教
の
帰
 
属
 単
位
が
個
人
か
ら
 

集
団
（
 イ
二
 
単
位
へ
変
容
す
る
こ
と
を
変
形
、
唯
一
 W
.
 

普
遍
主
義
的
 

神
 観
念
か
ら
雑
居
的
・
個
別
主
義
的
 神
 観
念
へ
変
容
す
る
こ
 

と
を
変
質
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
森
岡
の
変
形
，
変
質
 概
 念
 を
よ
り
具
体
的
に
説
明
し
た
と
言
え
よ
う
。
千
葉
県
 
の
あ
る
農
村
で
質
問
紙
 

調
査
を
実
施
し
た
西
山
は
、
過
半
数
の
信
徒
が
仏
壇
 
や
 仏
壇
代
替
物
を
保
持
し
、
さ
ら
に
四
分
の
一
の
信
徒
が
 
神
仏
に
加
護
を
祈
願
す
 

る
よ
う
な
気
持
ち
で
そ
こ
へ
向
か
う
こ
と
か
ら
、
キ
リ
 
ス
ト
敬
信
徒
た
ち
に
も
祖
先
信
仰
の
影
響
が
著
し
い
と
 指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
 

信
徒
た
ち
の
信
仰
が
、
イ
エ
単
位
の
受
容
と
い
う
変
形
 
の
み
な
ら
ず
、
 神
 観
念
ま
で
変
容
す
る
変
質
の
状
態
に
 あ
る
こ
と
を
検
証
し
た
 

階
 に
分
け
た
。
そ
し
て
、
土
着
化
は
、
外
来
宗
教
が
 

制
 度
的
 レ
ベ
ル
の
定
着
に
達
し
た
段
階
で
用
い
る
こ
と
を
 

提
案
し
た
。
さ
ら
に
、
 



そ
れ
で
は
、
こ
の
五
類
型
を
素
描
し
ょ
う
。
 

「
埋
没
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
日
本
の
神
を
同
一
と
 兄
 な
す
タ
イ
プ
で
、
仏
教
的
キ
リ
ス
ト
教
、
神
道
的
 
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
を
 

唱
え
た
者
を
指
し
て
い
る
。
 征
露
 論
を
唱
え
た
本
多
 庸
 一
の
よ
う
に
日
本
国
家
へ
忠
誠
を
示
す
こ
と
に
努
め
 
た
 人
々
が
該
当
す
る
。
 

「
孤
立
」
は
、
神
学
研
究
に
重
き
を
置
き
、
西
洋
の
礼
 拝
 形
式
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
日
本
的
な
も
の
の
 
考
 え
方
，
生
活
態
度
を
捨
 

て
よ
 う
 と
す
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
教
会
中
心
の
礼
拝
 と
 交
わ
り
に
生
き
ょ
 ぅ
 と
す
る
彼
ら
は
、
政
治
的
，
経
済
 的
 ・
社
会
的
領
域
に
接
 

触
 し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
昭
和
五
年
頃
、
社
会
問
 題
 に
関
心
を
持
っ
て
検
挙
さ
れ
た
信
徒
の
青
年
た
ち
に
 関
 わ
ろ
う
と
せ
ず
、
 超
 

越
的
 神
学
の
研
究
に
熱
中
し
た
教
会
指
導
者
な
ど
が
 
該
 当
 す
る
。
武
田
は
「
埋
没
」
「
孤
立
」
の
両
者
を
 、
外
 来
 宗
教
の
土
着
化
と
し
 

て
は
挫
折
だ
と
見
て
お
り
、
こ
の
「
誤
り
」
を
防
ぐ
 試
 み
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
類
型
を
挙
げ
て
い
る
。
 

「
対
決
」
は
、
そ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
信
仰
形
態
と
相
 対
立
し
矛
盾
す
る
要
素
を
選
び
、
真
正
面
か
ら
対
決
す
 
る
 タ
イ
プ
で
あ
る
。
 

内
村
鑑
三
や
植
村
正
久
な
 ビ
 が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
「
 接
木
（
土
着
工
 
は
 、
そ
れ
ま
で
の
信
仰
形
態
か
ら
、
 積
 極
的
 可
能
性
を
潜
在
さ
 

せ
た
要
素
を
選
択
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
を
受
肉
 
し
 よ
う
と
す
る
タ
イ
プ
で
、
賀
川
豊
彦
の
他
、
内
村
は
こ
 
れ
に
も
含
め
て
い
る
。
 

個
人
の
受
容
概
念
と
し
て
提
出
し
た
。
こ
の
五
類
型
は
 

、
 三
 0
 年
を
経
た
今
で
も
、
教
会
指
導
者
が
し
ば
し
ば
 
言
及
す
る
信
徒
類
型
で
 

 
 

あ
る
。
 

と
し
て
は
、
個
々
の
教
会
や
信
徒
に
も
言
及
す
る
た
め
 、
次
項
で
個
人
の
受
容
類
型
を
検
討
し
ょ
う
。
 

2
 
 武
田
の
五
類
型
 

武
田
は
「
埋
没
・
孤
立
，
対
決
・
接
木
主
著
）
・
 
背
 教
 」
と
い
う
五
類
型
を
、
著
名
な
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
を
 側
 に
挙
げ
て
説
明
し
、
   



キリスト教受容の 現代的課題 

で く 

き 閑 日 死 
な わ 本 者 
い つ に 儀 
と て プ 礼 三 
い い ロ の 

  
、 っ ィ 岡 に 

ム 三 
す   

二類型 スト教に対し 来した りれば 

がて、 u 、 会 幕末 毒 

教 独 の 度 
合 目 頃 的 
は に は レ 

積 墓   べ 
極 地 す か 
的 を で の 
に 新 に 問 
開 設 寺 題 
写 す 檀 と   
こ と が こ 

と は 定 と 

が 難 着 に 

困 し し な 

難くてる だ 、 おだ 
っ 葬 り ろ 
た 儀   
0 目 仏 

つ 。 

で 体 裁 
あ ら 寺 
る鮭 小串 焼 

。 官 が 

  死 

偕 老 
侶 儀   
外 に 
ぽ 深 

  

も
う
一
つ
の
類
型
の
「
背
教
」
は
、
今
ま
で
信
じ
て
き
 
た
 特
定
の
信
仰
を
捨
て
る
タ
イ
プ
 

触
を
持
っ
た
だ
け
で
離
れ
る
「
卒
業
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
 
と
 呼
ば
れ
る
人
々
は
こ
れ
に
含
め
て
 

後
、
キ
リ
ス
ト
教
を
棄
て
る
場
合
だ
け
が
該
当
す
る
の
 
で
あ
る
。
 

武
田
は
こ
の
五
類
型
の
う
ち
、
「
対
決
」
と
「
接
木
」
を
 土
着
化
の
中
心
と
考
え
て
い
る
。
 

向
か
う
可
能
性
を
持
っ
。
さ
ら
に
、
「
背
教
」
 へ
転
ず
 る
 者
も
い
る
。
 

内
村
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
歴
の
中
で
該
当
す
 
6
 類
型
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
だ
 

ま
ま
生
涯
を
終
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
信
仰
を
持
 
っ
た
 人
が
、
や
が
て
そ
の
信
仰
か
ら
 

 
 

る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
こ
の
五
類
型
 を
 絶
対
的
な
も
の
と
見
る
の
で
は
な
 

を
 析
出
し
た
。
そ
れ
は
、
日
本
社
会
の
文
化
的
要
素
に
 関
す
る
「
受
け
入
れ
な
い
・
そ
の
ま
 

り
 越
え
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
対
応
で
あ
る
。
こ
れ
ら
 
の
 語
彙
に
、
森
岡
の
用
語
を
援
用
し
 

 
 

る
 。
次
節
で
は
こ
の
概
念
を
検
討
し
ょ
う
。
 

で
あ
る
。
た
だ
し
武
田
は
、
あ
る
程
度
 接
 

い
な
い
。
一
度
入
信
し
た
も
の
の
、
そ
の
 

だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
孤
立
」
「
埋
没
」
 

へ
 

ろ
う
。
す
べ
て
の
人
が
熱
心
な
信
仰
者
の
 

離
れ
、
そ
の
後
、
再
び
信
仰
に
熱
心
に
な
 

く
 、
こ
の
類
型
か
ら
、
次
の
三
つ
の
基
準
 

ま
 受
け
入
れ
る
，
対
決
し
つ
つ
そ
れ
を
 乗
 

て
 
「
拒
否
・
容
認
・
変
換
」
を
当
て
は
め
 



先
祖
祭
祀
に
対
し
て
、
教
会
側
は
「
受
け
入
れ
な
い
か
 
、
 受
け
入
れ
る
か
」
と
い
う
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
。
 
受
け
入
れ
な
い
場
合
 

は
 
「
拒
否
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
受
け
入
れ
る
」
 場
 合
は
、
そ
の
方
法
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
場
合
の
 

「
容
認
」
と
、
キ
リ
ス
 

ト
教
 的
な
意
味
づ
け
を
確
認
し
て
（
あ
る
い
は
キ
リ
ス
 
ト
教
 的
意
味
を
持
た
せ
る
儀
礼
に
変
え
て
）
受
け
入
れ
 
る
 場
合
の
「
変
換
」
に
 

分
け
ら
れ
る
。
 

そ
れ
で
は
三
つ
の
特
徴
を
見
て
い
こ
う
。
 

1
 
 拒
否
 

「
拒
否
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
儀
礼
だ
け
を
守
り
、
 先
 祖
 祭
祀
と
し
て
行
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
拒
む
 
対
 店
 で
あ
る
。
 

幕
末
以
降
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
 
し
た
信
徒
や
、
そ
の
後
、
家
族
の
中
で
最
初
に
信
徒
 
と
な
っ
た
者
の
多
く
 

は
 、
先
祖
に
対
す
る
宗
教
的
行
為
全
般
を
「
偶
像
崇
拝
 」
と
見
な
し
、
結
果
的
に
、
仏
壇
や
位
牌
の
投
棄
・
 
焼
 却
 と
い
う
行
動
を
と
っ
 

た
 。
こ
れ
が
「
拒
否
」
の
典
型
的
な
対
応
で
あ
る
。
 

 
 

現
在
、
「
拒
否
」
の
姿
勢
を
明
確
に
示
し
て
い
る
教
派
 と
し
て
、
美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

こ
の
教
派
は
、
一
九
一
八
年
、
米
国
人
宣
教
師
に
よ
っ
 
て
 岐
阜
県
大
垣
二
中
に
創
設
さ
れ
た
。
第
二
次
大
戦
で
一
 時
中
断
す
る
が
、
 戦
 

 
 

る
の
は
、
一
九
七
 0
 
年
代
以
降
で
あ
り
、
先
祖
祭
祀
の
 変
容
が
指
摘
さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
 

行 筆 

わ れ義万 一一 
て と で 
き し 、 

て た 先 
ぃ 従 祖 
る 来 祭 
と の 市日 

ぃ 先 を 
う乙祖 研 

。 祭 究 
独 祀 す 
自 が る 
の 実 社 
墓 施 会 
地 さ 学 
な れ 者   
設 つ そ 
す も の 
る 、 f 也 

教 と の 
全 く 研 
も に 究 

増 近 者 

たち 観者え、 
葬 へ の 
儀 の 事 
の 通 例 
あ 慕 報 

りに吉 方 基に 
が づ ょ 

吝 く れ 
教 死 は 
泳 者   
  祭 現 

孝文 市日 午 七 

日本 会でとも 
議 呼 で 
論 ぶ は 

さ へ 。 、 

れ き ィ 

る 儀 エ 
よ 礼 の 
ぅ が 継 

に 広 原 
な く を 
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墓
地
を
建
設
し
て
お
り
、
す
で
に
信
徒
が
一
 0
 
六
名
 埋
 萎
 さ
れ
て
い
る
（
人
数
は
い
ず
れ
も
九
八
年
末
現
在
）
。
 

-
 
お
一
 

続
い
て
、
こ
の
教
団
で
発
行
し
て
い
る
小
冊
子
の
一
部
 
を
 紹
介
し
ょ
う
。
ま
ず
基
本
姿
勢
と
し
て
、
「
葬
式
の
 
一
切
の
行
事
の
目
的
 

は
 唯
一
 
つ
 、
死
者
の
霊
を
拝
み
慰
め
る
こ
と
で
あ
る
」
 
こ
と
か
ら
、
「
献
花
・
焼
香
・
遺
骸
に
お
じ
 ぎ
 
・
写
真
 に
お
じ
 ぎ
 
・
弔
辞
・
 
弔
 

電
 
・
通
夜
・
香
典
」
な
ど
の
死
者
儀
礼
に
関
わ
る
行
為
 は
 
「
死
者
の
霊
に
」
行
う
こ
と
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
 

て
の
行
事
を
「
悪
鬼
礼
拝
」
と
規
定
し
て
い
る
。
続
い
 て
 、
葬
式
の
式
次
第
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
 
注
意
事
項
と
し
て
、
 

葬
 

後
の
儀
礼
で
あ
る
「
記
念
会
」
も
悪
鬼
礼
拝
で
あ
り
、
 
「
墓
参
り
」
も
す
べ
き
で
な
い
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
 死
は
肉
体
が
滅
び
る
こ
 

と
だ
が
、
魂
は
天
に
あ
る
か
ら
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
 
で
あ
る
。
 

こ
の
小
冊
子
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
 三
 0
 
年
 以
上
経
っ
て
 い
ろ
。
だ
が
、
筆
者
が
九
八
年
三
月
に
現
地
調
査
し
た
 際
も
 、
小
冊
子
の
記
 

述
は
教
会
の
基
本
方
針
で
あ
る
こ
と
が
、
牧
師
や
信
徒
 
た
ち
と
の
面
接
で
確
認
さ
れ
た
。
牧
師
は
小
冊
子
の
や
 
9
 
万
以
外
の
葬
儀
万
法
 

を
 、
す
べ
て
「
妥
協
」
と
し
て
戒
め
て
い
る
。
し
た
が
 
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
式
の
葬
儀
を
よ
く
知
ら
な
い
よ
 
う
な
葬
儀
社
を
利
用
せ
 

ず
 、
熟
知
し
て
い
る
牧
師
と
信
徒
が
中
心
に
な
っ
て
 、
 葬
儀
，
埋
葬
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
 

し
か
し
、
 

他
 教
派
は
こ
れ
に
追
随
し
て
い
な
い
。
そ
の
 
意
味
で
孤
立
し
て
い
る
と
も
舌
口
え
る
。
 

美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
以
外
に
も
、
日
本
の
伝
統
的
宗
教
習
 
俗
を
拒
否
す
る
教
派
は
あ
る
。
 例
え
ぼ
 、
イ
ェ
ス
 之
御
 霊
 教
会
で
は
回
忌
・
 

 
 

年
忌
を
否
定
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
偶
像
崇
拝
と
し
 
て
 位
牌
の
焼
却
を
命
じ
て
い
る
。
他
に
も
「
拒
否
」
を
 
強
調
し
て
い
る
教
派
の
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

事
例
は
幾
 つ
も
 報
告
さ
れ
て
い
る
。
 

 
  

 

復
 す
ぐ
復
興
し
、
大
垣
市
と
三
重
県
四
日
市
市
な
ど
 
四
 教
会
、
教
師
八
名
、
信
徒
一
四
四
名
が
所
属
し
て
い
る
 
。
五
五
年
に
は
独
自
の
 



多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、
先
祖
祭
祀
す
べ
 

て
 を
そ
の
ま
ま
「
容
認
Ⅰ
し
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
 

信
 徒
 一
人
一
人
に
詳
し
 

-
 
田
 -
 

に
 対
す
る
儀
礼
の
多
く
は
、
祖
先
に
対
す
る
 
愛
と
 尊
敬
 か
ら
生
ま
れ
た
」
も
の
と
見
な
す
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 
教
 会
の
姿
勢
が
あ
る
。
 だ
 

力
 、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
指
導
者
は
、
こ
の
対
応
 

 
 

 
 

か
ら
四
世
紀
を
経
て
開
催
さ
れ
た
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
 議
 以
降
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
他
宗
教
を
容
認
す
る
 
「
対
決
か
ら
対
話
へ
」
 

-
 
㏄
 一
 

と
い
う
姿
勢
を
打
ち
出
し
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
を
 展
開
し
て
い
る
。
 

日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
こ
れ
に
沿
っ
た
態
度
を
 
示
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
「
キ
リ
ス
ト
の
復
活
 信
 仰
に
根
ざ
し
た
死
者
 

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
よ
り
明
瞭
な
問
題
解
決
を
述
 

 
 

こ
の
小
冊
子
は
、
日
常
 

生
活
で
、
諸
宗
教
と
の
関
わ
り
や
、
死
者
に
つ
い
て
の
 対
処
に
悩
む
信
徒
に
対
し
、
心
配
や
不
安
を
軽
く
す
る
 
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
と
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
事
項
に
関
す
る
問
答
の
 
部
分
を
見
る
と
、
仏
式
の
法
事
は
親
戚
の
つ
き
合
い
 
正
行
っ
て
も
よ
い
こ
と
 

や
 、
仏
壇
へ
の
供
物
も
問
題
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
 
き
 ね
 め
て
寛
容
的
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
 
に
は
、
「
日
本
人
の
死
者
 

2
 
 容
認
 

「
容
認
」
は
、
先
祖
祭
祀
を
宗
教
儀
礼
で
は
な
く
 単
な
 る
 習
俗
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
ま
ま
実
施
す
る
対
応
で
 
あ
る
。
次
節
で
述
べ
 

る
 
「
変
換
」
と
の
違
い
は
、
そ
の
儀
礼
に
ど
の
よ
う
な
 意
味
づ
け
を
行
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
表
れ
る
。
 
つ
 ま
り
、
形
式
上
、
従
来
 

の
 先
祖
祭
祀
の
ま
ま
で
も
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
と
し
 て
の
意
味
づ
け
を
示
し
て
実
施
し
て
い
る
場
合
は
「
 
変
 換
 」
、
そ
の
よ
う
な
こ
 

と
な
く
実
施
し
て
い
る
場
合
を
「
容
認
」
と
見
な
す
の
 
で
あ
る
。
 

一
六
世
紀
半
ば
に
初
め
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
伝
え
ら
れ
 た
 頃
、
宣
教
師
た
ち
は
先
祖
祭
祀
に
対
決
的
だ
っ
た
が
 、
す
ぐ
に
死
者
儀
礼
 

-
 
ん
 -
 

へ
の
配
慮
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
一
 月
を
死
者
の
月
と
定
め
、
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
を
行
 
う
 よ
う
に
な
っ
た
 0
 そ
れ
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3
 
 
変
換
 

「
変
換
」
は
、
先
祖
祭
祀
を
形
式
上
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
 た
り
、
そ
れ
に
準
じ
た
方
法
で
行
っ
た
り
す
る
が
、
 
そ
 
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
 

と
し
て
の
意
味
づ
け
を
見
出
し
た
り
、
儀
礼
に
再
解
釈
 
を
 付
す
対
応
で
あ
る
。
 

こ
の
立
場
の
代
表
的
人
物
と
し
て
、
日
本
基
督
教
団
の
 
牧
師
岩
村
信
二
二
一
 0
0
0
 年
三
月
徳
 遅
が
 挙
げ
ら
れ
 る
 。
彼
は
自
ら
の
 著
 

書
 で
述
べ
て
い
る
通
り
、
死
者
儀
礼
に
関
し
て
キ
リ
ス
 

 
 

日
本
基
督
教
団
所
属
の
 

教
会
指
導
者
で
、
彼
の
影
響
を
受
け
て
い
る
者
は
、
 
筆
 者
が
調
査
し
た
人
々
の
申
に
何
人
も
い
た
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
厳
し
く
批
判
し
た
記
念
会
を
実
施
 
し
て
い
る
教
会
は
多
い
。
そ
の
場
合
、
教
会
指
導
者
は
 、
牧
会
上
の
配
慮
 と
 

 
 

い
う
点
を
強
調
し
、
「
死
者
へ
の
主
の
恵
み
を
感
謝
し
、
 懐
か
し
み
、
遺
族
を
励
ま
し
、
自
ら
の
死
を
覚
え
、
 や
が
て
主
に
在
っ
て
 再
 

3
 

く
 聞
い
て
み
る
と
、
各
人
が
生
活
し
て
い
る
地
域
社
会
 
で
実
 修
さ
れ
る
先
祖
祭
祀
を
、
宗
教
的
意
味
を
深
く
考
 
ぇ
 ず
そ
の
 

れ
て
い
た
と
い
う
者
も
い
る
。
具
体
的
に
は
、
仏
壇
に
 供
物
を
供
え
、
 
盆
 
・
彼
岸
に
檀
家
と
し
て
僧
侶
に
読
経
 し
て
も
ら
 

た
め
に
行
う
」
と
述
べ
る
信
徒
が
い
た
。
 

だ
が
、
「
異
教
的
要
素
の
混
入
を
お
そ
れ
、
偶
像
崇
拝
 を
さ
け
よ
 う
 と
し
」
 た
 教
会
指
導
者
た
ち
は
、
「
日
本
の
 葬
祭
の
 

を
ひ
と
く
く
り
」
に
「
す
べ
て
偶
像
崇
拝
で
あ
る
と
き
 
め
つ
け
」
 
る
 傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
先
祖
 
祭
 祀
に
 対
し
 

 
 

「
べ
か
ら
ず
 ヒ
 を
 語
 」
る
に
止
ま
っ
た
歴
史
的
背
景
を
 亡
 か
ね
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
結
局
、
キ
リ
ス
ト
教
 信
 仰
を
買
い
 

の
あ
り
方
を
、
教
会
指
導
者
が
信
徒
に
明
示
し
て
こ
な
 
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
信
徒
た
ち
 
の
中
に
は
 

一
ヨ
 
-
 

者
を
拝
む
こ
と
を
問
題
だ
と
思
わ
な
い
者
も
出
現
す
る
 
の
で
あ
る
。
 

ま
ま
受
け
人
 

い
「
先
祖
の
 

心
情
と
習
俗
 

て
「
多
く
の
 

た
死
者
儀
礼
 

、
焼
香
 し
死
 



る さ そ 一 次 の れ べ っ 

と れ ま し 八 墓 節 か る る 神 こ 

い た ず て も 地 で が 。 音 字 れ 

ラ キ " " し は は 問 そ も 的 ら 

こ リ キ 教 く 設 四 、 ね め が 意 の 
貝 れ 際 る ㊥ 義 試 

。 が み 「 リストとは、スト 置場所 説 教 会やそ は数名 教 ふ 仲酌 るこ 変 だ 

  
礼 。 き れ れ 類   
を 一 た る る で 

、 般 い 「 「 き 

地 の 。 共 個 る 記念 教 とり 派・ の儀礼 いて、 @ ""  ム 
域 公 吏 同 別 が 

、木 社会 営 ・ 北や 墓 」 暮」、 
稿 
で いわ へ提示 の三つ 民営の 関東に 

霊園 する       
な く 教 
る 、 会     
だ キ や が る 

ろ り 単 「 対応 レ 意味 いと 儀礼 

を づ い は か 独の ストフ。 , と け う 成 に 
十 数 数 つ き 至 正 先 

葉 雪 余   て ど 張 し と 

県 用 に い の だ え そ 
ほ の よ た よ と な の 
は 霊 っ 

バ 園 て 

プ が 造     儀礼が 。そこ 示 うに も読み い」と 

テ あ 成 で す と 述 も 

礼
拝
な
ど
を
行
う
教
会
も
あ
る
。
ま
た
、
マ
リ
ン
ズ
の
 
調
査
し
た
「
土
着
型
キ
リ
ス
ト
教
」
の
各
派
に
は
、
 
聖
 書
 を
再
解
釈
し
て
、
 
死
 

 
 

 
 
 
 
 
 

者
の
死
後
に
お
け
る
救
い
を
提
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
 あ
る
。
 

一
 
3
-
 

 
 

会
を
望
む
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
説
明
す
る
こ
と
が
 
多
い
。
そ
し
て
、
一
一
月
第
一
日
曜
日
に
逝
去
（
有
夫
 ）
 
者
 記
念
礼
拝
や
墓
前
 

 
 

3
 



甲
 
答
え
で
あ
り
、
前
者
の
回
答
が
多
か
っ
た
。
だ
が
 
、
実
際
に
は
す
べ
て
の
信
徒
が
こ
れ
を
利
用
す
る
わ
け
 
で
は
な
い
。
墓
地
は
各
家
族
 

 
 

%
 
 の
 宗
教
施
設
で
あ
る
と
見
な
す
信
徒
た
ち
の
中
に
 
は
 、
非
信
徒
の
子
供
た
ち
が
墓
参
し
や
す
い
よ
う
に
と
 、
自
宅
か
ら
近
い
公
営
霊
園
 

ほ
に
イ
 五
基
を
新
設
す
る
者
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
 る
 。
筆
者
の
調
査
し
て
き
た
地
方
都
市
や
農
村
の
信
 
徒
 た
ち
に
は
、
「
先
祖
を
子
孫
 

 
 

が
が
祀
る
」
と
い
う
旧
来
の
先
祖
祭
祀
 観
 が
残
っ
て
 い
る
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
会
墓
地
は
自
分
で
墓
 地
を
持
て
な
い
人
た
ち
の
た
   

ス
ト
系
教
会
が
運
営
す
る
霊
園
が
あ
る
。
こ
の
霊
園
に
 は
 、
一
教
会
も
し
く
は
複
数
の
教
会
に
よ
る
共
同
 
墓
と
 、
信
徒
一
人
も
し
く
は
 

家
族
の
数
人
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
個
別
 墓
が
 並
ん
で
 ぃ
 る
 。
こ
の
霊
園
を
利
用
す
る
教
会
は
首
都
圏
全
域
に
及
 
び
 、
教
派
も
多
岐
に
わ
 

た
っ
て
い
る
。
一
九
七
 セ
 年
に
第
一
霊
園
が
建
設
さ
れ
 、
 二
 0
0
0
 年
 ま
で
五
度
も
増
設
さ
れ
た
。
 二
 0
0
O
 年
三
月
時
点
で
約
二
 0
 

0
 基
の
墓
石
が
建
立
さ
れ
て
い
た
が
、
個
別
 墓
と
 共
同
 墓
の
比
率
は
一
一
対
九
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
観
察
に
よ
 
れ
ば
、
毎
年
 イ
 ー
ス
タ
 

｜
 に
は
、
個
別
に
墓
参
に
来
る
者
も
い
る
し
、
 十
 以
上
 の
 教
会
で
は
墓
前
礼
拝
を
行
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
 
霊
園
は
こ
れ
以
外
に
 、
 

筆
者
が
観
察
し
た
範
囲
内
で
も
、
青
森
県
や
岩
手
県
、
 神
奈
川
県
で
造
成
さ
れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
福
島
県
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
、
市
営
霊
園
 
二
 方
所
に
教
会
墓
地
を
保
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 
こ
の
教
会
墓
地
は
ほ
 

と
ん
ど
が
イ
エ
墓
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
、
宣
教
師
 や
 修
道
女
た
ち
の
個
別
 墓
 が
あ
る
。
こ
の
教
会
で
は
、
 毎
年
一
一
月
第
一
日
曜
 

日
 に
墓
前
礼
拝
を
行
っ
て
い
る
。
イ
エ
墓
は
百
以
上
あ
 る
が
、
筆
者
の
観
察
し
た
一
九
九
八
年
の
礼
拝
参
加
者
 
は
 十
数
名
に
過
ぎ
な
か
 

っ
た
 。
不
参
加
の
信
徒
に
 よ
 れ
 ば
 、
近
親
者
の
逝
去
 日
 付
近
の
日
曜
日
に
墓
参
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
 

筆
者
は
調
査
し
た
教
会
指
導
者
た
ち
に
、
教
会
墓
地
を
 
な
ぜ
建
設
す
る
の
か
た
ず
ね
た
。
す
る
と
、
そ
の
回
答
 
は
 二
つ
に
集
約
で
き
 

た
 。
一
つ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
と
い
う
信
仰
共
同
体
の
 証
 、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
証
と
し
て
必
要
だ
 
と
す
る
も
の
、
も
う
 一
 

穏
 

つ
は
、
信
徒
の
実
際
的
な
要
請
へ
の
応
答
と
し
て
 必
要
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
信
徒
た
ち
に
も
同
じ
 
質
 問
 を
し
た
が
、
同
じ
よ
う
な
 



白 な る 

由らこ 」ずと 従 来 

が 、 は の 

底 地 大 キ 
く 万 変 り 

社 都 困 ス 

余 市 難 ト 

に や だ 教 

浸 農 と 受 
適 材 さ 容 

し で オ T  研 

て い もた 、 o  ヲ已 に Ⅰ 

る 家 だ よ 

壮 族 が れ 
況 の 筆 は 
を 中 老   
鑑 で は 伝 
み 一   統 
る 人 九 的 
と だ 0 習 

、 け 年 俗 が 強 現代 信 の 仕の 

日 征 東 く 

本 は 京 形 

響力 にお 少な 都 、 を 持つ いて、くたし よ 、 地方都 

  
，一 千二Ⅰ 人 

  
東 停 ロ仰 信仰 信 「 京 

を 教 の を 

守 の み 守 

正
信
仰
の
継
承
 

め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
無
縁
墓
地
」
的
な
存
在
と
し
て
 必
 要
 だ
と
述
べ
る
信
徒
た
ち
も
い
た
。
 

結
局
、
多
く
の
信
徒
た
ち
は
個
人
の
事
情
を
優
先
し
て
 
教
会
墓
地
を
利
用
し
一
あ
る
い
は
利
用
せ
ず
）
、
死
者
 儀
礼
を
行
っ
て
い
る
。
 

墓
地
の
対
応
と
信
仰
の
真
摯
さ
が
相
関
す
る
と
ま
で
は
 
舌
口
え
な
い
が
、
右
記
の
よ
う
な
信
徒
の
言
動
か
ら
は
、
 キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
 づ
 

け
を
持
っ
た
死
者
儀
礼
を
行
お
う
と
い
う
姿
勢
は
見
ら
 
れ
な
い
。
 

教
会
墓
地
は
、
教
会
堂
の
よ
う
に
教
会
設
立
当
初
か
ら
 必
要
な
施
設
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
 
が
 、
教
会
堂
建
築
後
 

に
 建
設
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 多
く
の
教
会
で
 教
会
墓
地
の
準
備
が
徐
々
に
整
い
つ
つ
あ
る
今
後
は
、
 
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
 基
 

づ
く
死
者
儀
礼
の
あ
り
万
を
、
教
会
指
導
者
が
信
徒
へ
 

教
会
墓
地
と
い
う
制
度
的
レ
ベ
ル
の
議
論
を
し
て
き
た
 ど

の
よ
う
に
示
し
、
信
徒
が
こ
れ
に
ど
 う
 呼
応
し
実
践
 

が
 、
そ
の
際
、
墓
の
継
承
と
い
う
問
題
が
浮
き
彫
り
に
 し

て
い
く
か
が
問
わ
れ
 

な
っ
て
き
た
。
先
述
 

て
い
く
の
だ
ろ
う
。
 

し
た
よ
う
に
、
子
供
が
非
信
徒
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
 教
 会
 墓
地
で
は
な
く
無
宗
教
霊
園
に
イ
エ
墓
を
設
け
る
 
信
 徒
 た
ち
は
、
信
仰
の
継
 

永
ほ
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
 。
次
節
で
は
、
こ
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
議
論
し
ょ
う
 
 
 

  



定
着
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

し
か
し
、
現
代
の
信
徒
が
信
仰
に
真
摯
で
あ
る
と
は
 

即
 断
 で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
 

ィ
ェ
 
の
宗
教
化
」
 

ば
 か
り
で
は
な
く
、
 

個
 

射
 
題
螺
 
そ
の
妻
で
す
ら
、
自
ら
の
子
供
に
つ
い
て
、
キ
リ
 
人
の
信
仰
を
重
視
す
る
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

積
極
的
で
な
い
の
は
、
伝
統
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
 

は
 、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
観
察
に
 

よ
 れ
 ば
 、
教
会
墓
地
 

キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
な
し
 

-
3
-
 

ソ
 
。
 

に
 イ
エ
墓
を
建
設
し
て
い
る
 

9
 
 
 

に
 、
他
人
の
信
仰
を
（
反
社
会
的
だ
と
思
わ
な
い
限
り
 
）
否
定
し
な
い
態
度
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
 仏
教
徒
だ
っ
た
故
人
が
 

大
切
に
し
て
い
た
仏
壇
は
、
自
分
も
大
事
に
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
信
徒
の
語
り
に
代
表
さ
れ
る
だ
 
ろ
う
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
イ
エ
墓
を
新
設
す
る
信
徒
は
 、
 決
し
て
 多
く
な
い
。
そ
れ
は
、
次
世
代
の
子
供
た
ち
が
キ
リ
ス
 
ト
教
 信
仰
を
持
つ
か
 

一
ぬ
 
-
 

ど
う
か
分
か
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
つ
 ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
 イ
エ
 の
宗
教
化
」
を
望
ま
な
 い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
 

と
は
、
か
つ
て
農
村
の
調
査
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
 が
 
「
 イ
ヱ
 の
宗
教
化
」
し
て
定
着
し
て
い
た
事
例
報
告
 か
ら
す
れ
ば
、
奇
妙
に
 

思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
「
 イ
ェ
 の
宗
教
化
」
を
 変
形
と
考
え
る
な
ら
 ぼ
 、
現
代
日
本
で
は
、
変
形
 さ
 れ
ず
に
キ
リ
ス
ト
教
が
 

の
 信
仰
告
白
が
基
本
で
あ
る
以
上
、
強
制
す
べ
き
も
の
 
で
は
な
い
と
も
認
識
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
 社
会
に
お
い
て
ず
っ
と
 

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
だ
っ
た
。
こ
の
状
況
の
中
で
、
信
徒
た
 ち
は
、
自
ら
の
信
仰
を
他
宗
教
の
人
々
に
妨
げ
ら
れ
た
 く
な
い
と
思
う
と
同
時
 

る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
信
徒
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
親
か
 
ら
子
へ
 継
承
さ
れ
る
こ
と
を
、
望
ま
し
い
と
思
っ
て
 
い
 る
 。
し
か
し
、
個
人
 



と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
教
会
行
事
の
墓
前
礼
拝
よ
り
、
 近
親
者
の
逝
去
日
を
重
視
す
る
信
徒
の
行
動
か
ら
は
、
 
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
 は
 

か
り
で
は
な
く
、
親
や
祖
父
母
が
す
で
に
信
徒
だ
っ
た
 
二
代
目
、
三
代
目
の
 -
 信
徒
の
中
に
は
、
信
仰
が
形
骸
 化
し
て
い
る
可
能
性
も
 

木
口
 
定
 で
き
卜
は
い
。
 

「
拒
否
」
の
事
例
で
紹
介
し
た
美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
 、
ク
 リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
の
信
徒
が
全
体
の
過
半
を
占
め
 
て
い
る
。
教
会
内
部
 

も
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
信
徒
た
ち
は
ト
ラ
ク
ト
配
布
な
 
ど
の
活
動
を
熱
心
に
行
っ
て
い
た
。
だ
が
、
筆
者
の
 
観
察
す
る
限
り
に
お
い
 

て
 、
信
徒
数
の
拡
大
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
も
ち
 
ろ
ん
、
信
徒
数
だ
け
が
教
会
活
動
の
成
果
を
は
か
る
も
 
の
で
は
な
い
。
さ
ま
ざ
 

ま
な
形
で
、
信
徒
・
非
信
徒
 
ヘ
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
伝
 え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
教
派
の
指
導
者
は
 
常
々
、
「
神
に
忠
実
で
あ
 

る
こ
と
を
優
先
し
、
信
徒
数
増
加
に
よ
っ
て
信
仰
の
程
 度
を
下
げ
た
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
 
拒
 否
 」
を
貫
く
教
会
な
の
 

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
対
応
は
 、
 決
し
て
日
本
 の
 キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
主
流
で
は
な
い
。
 

「
変
換
」
を
試
み
る
多
く
の
教
会
で
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
 ン
ホ
ー
ム
の
形
成
が
必
ず
し
も
達
成
さ
れ
て
は
い
な
か
 
っ
た
 。
キ
リ
ス
ト
教
 

的
 意
味
づ
け
を
重
視
し
た
死
者
儀
礼
を
行
い
、
ク
リ
ス
 
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
が
多
い
教
会
で
さ
え
、
そ
の
信
徒
た
ち
 
は
 仏
教
寺
院
や
無
宗
教
 

霊
園
に
イ
エ
墓
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
死
者
 
儀
 礼
の
諸
問
題
と
個
人
の
信
仰
を
分
け
て
考
え
る
信
徒
が
 
多
い
日
本
の
キ
リ
ス
ト
 

数
 は
、
現
時
点
で
は
少
な
く
と
も
「
ゆ
り
か
ご
か
ら
 墓
 場
 ま
で
」
の
宗
教
と
は
舌
口
え
な
 
い
 だ
ろ
う
。
 

こ
こ
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
 、
 墓
を
媒
介
と
し
た
 イ
ェ
 の
 宗
教
と
し
て
も
継
承
さ
れ
ず
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
 
ム
 と
い
う
形
で
も
 継
 

承
 さ
れ
な
い
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
結
局
、
「
個
人
 の
 信
仰
」
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て
 
明
 ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
 

る
 。
 

日
本
の
教
派
・
教
会
・
信
徒
た
ち
は
先
祖
祭
祀
に
対
し
 
「
拒
否
・
容
認
・
変
換
」
と
い
う
三
つ
の
対
応
を
示
し
 て
き
た
。
一
方
、
先
   



  

 
 

二
こ
 
信
徒
は
教
会
が
墓
地
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
 
ス
ト
 教
 信
仰
の
証
と
い
う
 観
 占
か
ら
賛
成
す
る
。
だ
が
 、
墓
地
自
体
を
各
家
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一
 井
上
順
孝
「
近
代
日
本
の
宗
教
と
教
育
」
一
団
学
院
大
挙
 
日
本
文
化
研
究
所
編
「
宗
教
と
教
育
」
弘
文
 堂
 、
一
九
九
七
年
）
 
、
 一
四
 ｜
二
 0
 頁
 。
 

（
 
2
@
 
 
カ
ト
リ
ッ
ク
系
小
・
中
・
高
等
学
校
に
お
け
る
信
徒
の
割
 
合
は
、
生
徒
・
学
生
が
五
 %
 未
満
二
九
九
三
年
一
、
専
任
教
職
 員
 が
約
三
二
 %
 
 二
九
 

八
九
年
 -
 に
 過
ぎ
な
い
 
-
 
北
川
直
 利
 
「
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
 

と
は
何
か
」
岩
田
書
院
、
二
 0
0
0
 年
 、
一
七
 ｜
 一
八
頁
）
。
 

一
 
3
 一
 古
屋
安
雄
・
大
木
英
夫
「
日
本
の
神
学
」
 一
 
ヨ
ル
ダ
ン
 社
 

一
九
八
九
年
）
、
二
一
八
頁
。
 

一
 
4
 ）
筆
者
 は
 「
宗
教
と
社
会
」
学
会
の
「
日
本
社
会
と
キ
リ
ス
 
ト
教
 」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
員
で
あ
る
。
 二
 0
0
0
 

年
三
月
二
七
 

日
 に
は
幸
木
真
明
治
大
 

学
教
授
と
と
も
に
「
「
日
本
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
」
に
関
す
る
 
社
 全
学
的
研
究
の
サ
ー
ベ
イ
」
と
い
う
題
目
で
口
頭
発
表
し
た
。
 そ
 の
際
、
一
九
五
 0
 

年
代
か
ら
 二
 0
0
0
 年
 ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
論
文
・
単
行
本
を
孝
 
本
 と
と
も
に
精
査
し
、
百
本
ほ
ど
の
文
献
目
録
を
ま
と
め
た
。
 
ム
 
コ
径
さ
ら
に
検
討
し
 

直
し
、
公
表
し
て
い
き
た
い
。
 

一
 
5
@
 
 

明
治
初
期
は
、
「
 

旧
 武
士
 層
 出
身
の
士
族
信
徒
」
の
う
ち
、
 「
社
会
的
分
解
の
過
程
に
あ
っ
て
な
ん
ら
か
の
地
位
を
確
保
し
 
え
た
も
の
」
、
明
治
 一
 0
 

年
頃
か
ら
の
十
数
年
ほ
、
豪
農
な
ど
「
日
本
農
村
に
お
け
る
中
上
 
層
を
形
成
す
る
も
の
」
が
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
 -
 
工
藤
栄
一
「
日
本
 キ
 

リ
ス
ト
 数
 社
会
経
済
史
研
究
」
新
教
出
版
社
、
一
九
八
 0
 年
 、
六
 五
頁
Ⅰ
ま
た
、
 井
門
富
 二
夫
は
、
昭
和
八
年
や
二
七
午
の
統
計
 資
料
を
用
い
て
、
 

信
徒
が
東
京
な
ど
大
都
市
に
多
く
分
布
し
、
高
学
歴
で
い
わ
ゆ
る
 
知
識
層
に
多
 い
 こ
と
を
示
し
た
 -
 
片
間
宮
二
夫
「
我
国
プ
ロ
テ
 ス
タ
ン
ト
に
於
け
る
 

信
徒
構
造
の
変
遷
」
「
宗
教
研
究
 
ヒ
一
 三
九
号
、
一
九
五
四
年
、
 一
｜
 三
五
頁
㍉
 

族
 で
保
持
・
継
承
す
べ
き
と
見
な
し
て
い
る
者
も
多
い
 。
そ
こ
で
、
実
際
に
は
自
ら
墓
地
を
用
意
で
き
な
い
 
者
 の
た
め
存
在
す
る
と
 認
 

諭
 し
て
い
る
。
 

二
三
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
、
信
仰
の
継
承
 は
 必
ず
し
も
促
進
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
舌
口
え
よ
う
。
 
自
ら
の
信
仰
と
死
者
 

儀
礼
を
分
け
て
考
え
る
信
徒
は
 、
 「
 ィ
ェ
 の
宗
教
化
」
を
 望
ま
な
い
一
方
で
、
無
宗
教
霊
園
に
イ
エ
墓
を
建
設
 
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
 

「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
化
」
も
進
ま
ず
、
日
本
の
 キ
 リ
ス
ト
教
は
、
「
個
人
の
信
仰
」
に
止
ま
っ
て
定
着
し
て
 い
 る
と
い
う
こ
と
が
 判
 

明
し
た
。
結
局
、
墓
の
継
承
は
も
と
よ
り
、
信
仰
の
継
 
承
が
 、
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
お
い
て
大
き
 な
課
題
な
の
で
あ
る
。
   



キリスト教受容の 現代的課題 

-
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日
本
の
代
表
的
な
 
セ
っ
 の
教
派
に
お
け
る
教
会
・
信
徒
の
 

分
布
を
比
較
し
、
農
村
伝
道
の
具
体
策
を
検
討
し
た
佐
藤
裕
一
調
 
著
 
「
農
村
伝
道
プ
ロ
グ
 

ラ
ム
 ヒ
一
 キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
一
九
六
二
年
 -
 を
 参
照
。
 

（
 
7
 一
 
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
代
表
的
研
究
 は
 、
森
岡
清
美
 
編
 著
 
「
地
方
小
都
市
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
会
の
形
成
」
一
日
本
 

基
 督
 教
団
宣
教
研
究
所
 

一
九
五
九
年
一
や
、
西
山
茂
「
日
本
村
落
に
お
け
る
基
督
教
の
定
 

着
 と
変
容
」
三
社
会
学
評
論
」
 

一
 0 
一
号
、
一
九
七
五
年
 
-
 、
五
 ニ
 ー
七
三
頁
、
 
大
 

濱
 徹
也
 
ョ
 明
治
キ
リ
ス
ト
教
会
史
の
研
究
 口
 三
口
 川
 弘
文
館
、
一
 
九
セ
 九
年
 -
 等
を
参
照
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
集
団
改
宗
を
扱
っ
 

た
 研
究
と
し
て
は
、
 

鈴
木
艶
人
テ
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
 村
 」
 -
 宗
教
学
研
究
会
、
一
九
 七
四
年
Ⅰ
安
斎
 伸
 
日
南
島
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
 

し
一
 第
一
書
房
、
一
九
八
 

四
年
 -
 な
ど
を
参
照
。
 

-
8
-
 池
上
泉
 正
 
「
悪
霊
と
聖
霊
の
舞
ム
旦
で
う
ぶ
つ
 社
 、
一
 九
九
一
年
）
 
や
 、
宮
崎
賢
太
郎
「
カ
ク
 レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
 世
界
」
 
-
 東
京
大
学
出
版
 

会
 、
一
九
九
六
年
 -
 な
ど
の
 級
 密
な
実
証
研
究
は
、
 
九
 0
 年
代
に
 提
出
さ
れ
て
い
る
。
 

一
 
9
@
 
 日
本
基
督
教
団
信
仰
職
制
委
員
会
編
「
 死と
 葬
儀
 し
 （
 
日
 本
 基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
四
年
一
な
ど
。
 

@
@
 
 「
キ
リ
ス
ト
教
の
死
者
儀
礼
」
に
関
す
る
筆
者
の
研
究
は
 

、
 以
下
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
 

ま
ず
、
一
九
九
二
年
か
ら
二
年
間
、
東
京
都
大
田
区
の
教
会
で
仏
 
壇
や
寺
院
墓
地
な
ど
を
持
っ
信
徒
た
ち
へ
質
問
紙
調
査
な
ど
を
 
行
っ
た
（
川
又
 
俊
 

則
 
「
死
者
儀
礼
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
づ
け
」
っ
常
民
文
 

化
」
 
一
セ
号
 、
一
九
九
四
年
、
一
 
｜
 二
五
頁
 -
 。
そ
の
後
、
一
九
 九
四
年
か
ら
九
八
年
 

に
か
け
て
、
東
北
地
方
の
日
本
基
督
教
団
所
属
教
会
で
現
地
調
査
 
な
 行
っ
た
。
そ
し
て
、
東
北
各
県
の
教
会
墓
地
の
実
態
を
考
察
 
し
 
-
 
同
 
「
キ
リ
ス
ト
 

者
の
先
祖
祭
祀
へ
の
対
応
」
「
常
民
文
化
し
一
八
号
、
一
九
九
五
 

年
 、
二
三
 ｜
 四
三
頁
 -
 、
福
島
市
の
教
会
を
対
象
に
事
例
研
究
を
 著
し
た
一
同
「
教
会
 

墓
地
に
み
る
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
問
題
」
「
年
報
社
会
学
論
集
」
 

一
一
号
、
一
九
九
八
年
、
一
九
二
ー
 

二
 0
 
二
頁
 一
 。
さ
ら
に
、
数
ム
 ム
 墓
地
の
建
設
場
所
 

に
関
す
る
問
題
占
を
考
察
し
た
 

-
 同
「
キ
リ
ス
ト
教
会
の
日
本
社
 
会
へ
の
適
応
」
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
九
一
集
、
 

二
 0
0
 

一
年
、
印
 

刷
中
 ㍉
筆
者
は
現
在
も
、
関
西
・
沖
縄
な
ど
で
、
教
会
墓
地
調
 査
を
断
続
的
に
実
施
し
て
い
る
。
 

有
 -
 
森
岡
清
美
「
日
本
農
村
に
お
け
る
基
督
教
の
受
容
」
 

-
 
明
 浩
史
料
研
究
連
絡
会
編
「
近
代
思
想
の
形
成
」
御
茶
の
水
書
房
、
 

一
九
五
九
年
Ⅰ
一
九
三
 

｜
 二
四
 0
 頁
 、
同
編
著
、
前
掲
 書
 、
同
「
日
本
農
村
に
お
け
る
 

基
 督
 教
の
上
着
化
」
三
社
会
科
学
論
集
」
一
二
集
、
一
九
六
五
年
 Ⅰ
 
一
｜
 八
二
頁
。
 

お
よ
び
、
西
山
茂
、
前
掲
論
文
。
 

う
 ）
森
岡
清
美
「
「
外
来
宗
教
の
土
着
化
 ヒ を
め
ぐ
る
概
念
的
 
整
理
」
三
史
 潮
 」
 
一
 0 九
号
、
一
九
七
二
年
一
、
五
二
 
｜
五
セ
頁
 。
 

 
 

正
 -
 
森
岡
清
美
、
前
掲
論
文
、
一
九
七
二
年
。
第
二
次
大
戦
後
 の
 
「
キ
リ
ス
ト
教
ブ
ー
ム
」
が
過
ぎ
去
っ
た
 

六
 0
 年
代
、
教
会
 指
 

 
 

を
 論
じ
た
。
だ
が
、
舌
口
葉
の
意
味
を
巡
る
議
論
や
、
民
族
・
国
家
 

の
 レ
ベ
ル
に
敷
桁
し
た
議
論
が
中
心
だ
っ
た
。
伊
藤
恭
治
・
 

相
 沢
 良
一
ヨ
 侶
 昔
は
土
 

3
 

 
 

青
 で
き
る
か
」
（
日
本
基
督
教
団
中
央
農
村
教
化
研
究
所
、
一
九
 

六
三
年
一
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
土
着
化
に
関
し
て
、
桜
井
徳
人
 郎
と
 森
岡
・
武
田
 



0
 差
異
が
論
争
と
な
っ
た
 @
 
の
総
括
と
し
て
、
長
谷
部
八
朔
「
 

「
土
着
化
」
概
念
と
そ
の
課
題
」
「
宗
教
学
論
集
目
 

一
 0 号
 、
一
九
 八
 0
 午
 、
六
三
 ｜
 

 
 

 
 

七
四
頁
を
参
照
㍉
 

 
 
 
  
 

克
 ）
西
山
茂
、
前
掲
論
文
。
 

 
 
 
 

一
帖
）
 磯
岡
 哲
也
 
ョ
 宗
教
的
信
念
体
系
の
伝
播
と
変
容
 L-
 学
文
 社
 、
一
九
九
九
年
㍉
 

一
 Ⅱ
一
目
 仁ヨ
己
 ・
 匡
 目
方
 
勾
 
の
か
 援
ぎ
き
 せ
 
ミ
 む
き
 
連
 ㌔
 鳶
ぶ
 
ト
 %
 ま
 駐
叉
吏
も
滞
ぬ
 お
も
二
の
 
ミ
 も
 
寒
ミ
蓬
あ
，
 C
 コ
 ぎの
 目
ぎ
せ
 o
h
 ヱ
ド
毛
 p
@
@
 
巾
 お
の
の
。
 

由
 0
 わ
 0 一
仁
一
 

E
 。
 

Ⅰ
の
の
㏄
 

一
 
7
 
し
 

武
田
清
子
「
土
着
と
背
教
」
 

-
 
新
教
出
版
社
、
一
九
六
七
 
年
 -
 。
 

一
田
 -
 
例
え
ば
、
小
川
圭
 治
 
「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
を
め
ぐ
 
っ
て
」
 
宅
 季
刊
日
本
思
想
史
 ヒ
二
 二
号
、
一
九
八
四
年
 
一
 、
七
八
 ｜
 九
三
頁
。
 

充
 -
 
筆
者
は
、
信
仰
の
濃
淡
を
「
信
仰
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
」
と
 
し
て
記
述
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
 -
 
川
又
俊
則
「
信
者
と
そ
 
0
 周
辺
」
大
谷
栄
一
・
 

菊
池
俗
士
編
著
 日
 
構
築
さ
れ
る
信
念
 
ロ
 ハ
ー
ベ
ス
ト
 社
 、
二
 0
0
0
 
年
 、
一
一
 
｜
三
 二
頁
 -
 。
 

元
 @
 
 こ
の
三
類
型
は
、
末
松
隆
太
郎
の
「
全
面
対
決
・
容
認
Ⅱ
 

妥
協
・
選
択
対
決
」
 
一
 末
松
隆
太
郎
「
日
本
に
お
け
る
祖
先
崇
拝
 
と
 福
音
」
「
福
音
主
義
 神
 

学
 」
 三
 
一
号
、
一
九
九
 0
 年
、
二
二
 
｜
 四
二
頁
 一
 、
勝
木
正
實
「
 
拒
否
，
孤
立
、
妥
協
，
埋
没
、
対
決
・
克
服
」
 

-
 
勝
木
正
賞
「
 
日
 本
の
 &
 不
 数
行
事
に
ど
 

う
 対
応
す
る
か
」
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
九
 
0
 年
 -
 と
ほ
ほ
 同
義
で
あ
る
。
だ
が
、
筆
者
は
、
よ
り
端
的
な
語
句
と
し
て
、
 

本
 丈
 に
掲
げ
た
三
つ
 

を
 提
案
し
た
 

茄
 -
 
奥
村
直
彦
「
近
江
、
 、
、
ツ
 
シ
ョ
ン
「
共
同
納
骨
 
塔
 事
件
 ヒ
 
-
 
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
」
三
五
号
、
一
九
八
七
年
一
、
一
 

0
 四
｜
 
一
四
四
頁
は
 、
教
 

会
 が
独
自
の
納
骨
堂
を
持
と
う
と
し
た
と
き
に
、
寺
院
が
激
し
く
 
反
発
し
た
昭
和
初
期
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
 

註
一
 5
 一
の
先
行
研
究
も
 

参
照
。
 

@
 
）
幸
木
 貢
 
「
社
会
学
に
お
け
る
先
祖
祭
祀
研
究
の
現
在
」
「
 
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
 

西
 一
集
、
一
九
九
二
年
一
、
 

二
三
ー
三
一
頁
な
ど
を
 

参
照
。
 

一
ど
 

一
九
七
 0
 年
代
以
降
に
教
会
墓
地
が
多
く
建
設
さ
れ
た
 理 由
は
ビ
 の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
仮
説
的
に
し
か
述
べ
 

ら
れ
な
い
が
、
筆
者
は
 

自
ら
の
調
査
経
験
に
基
づ
い
て
、
次
の
二
つ
を
挙
げ
て
お
く
。
 

一
 つ
は
、
墓
地
供
給
の
増
加
で
あ
る
。
 

六
 0
 年
代
以
降
、
民
営
幸
一
皿
 
園
 が
大
規
模
霊
園
を
 

東
京
・
大
阪
な
ど
大
都
市
圏
に
造
成
し
、
地
方
で
も
雨
宮
霊
園
が
 
造
成
さ
れ
、
教
会
は
そ
れ
以
前
よ
り
墓
地
を
取
得
し
や
す
く
な
 っ
 た
の
で
あ
る
。
も
 

う
 
一
 つ
は
 、
第
二
次
大
戦
後
、
三
 
0
 年
 ほ
ど
経
ち
、
教
会
堂
再
建
 
な
ど
の
重
要
な
問
題
が
解
決
し
た
こ
と
で
あ
る
。
 

五
 @
 
 こ
の
教
派
の
歴
史
は
、
美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
「
伊
勢
神
宮
参
 
拝
 拒
否
事
件
 
-
 再
版
こ
一
美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
一
九
九
二
年
 - が
 詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
 

ば
 、
こ
の
教
派
は
一
九
三
三
年
、
所
属
し
て
い
た
小
学
生
三
人
が
 
伊
勢
神
宮
参
拝
を
拒
否
し
た
た
め
に
、
迫
害
を
受
け
た
経
験
を
 
持
っ
て
い
る
。
 



キリスト教受容の 現代的課題 

頁
 。
 

@
@
 
 日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
宗
教
委
員
会
編
、
前
掲
 
書
 、
一
 0
 頁
  
 

う
 @
 
 
ヤ
ン
・
ス
ィ
 
ン
ゲ
ド
 目
前
掲
論
文
、
一
九
九
二
年
を
参
 
照
 。
 

@
-
 
幸
 日
出
男
「
キ
リ
ス
ト
教
と
「
祖
先
崇
拝
」
の
問
題
」
 

冥
 出
会
い
し
八
二
 
%
 、
一
九
八
五
年
 @
 
五
二
 ｜
 五
六
頁
。
 

@
-
 

近
年
で
は
各
地
に
キ
リ
ス
ト
教
戒
葬
儀
を
専
門
に
扱
う
 
葬
 儀
性
 も
あ
る
。
そ
の
業
者
の
発
言
と
し
て
、
木
下
勇
「
葬
儀
業
者
 
と
し
て
の
実
務
の
立
場
 

か
ら
」
一
日
本
ル
ー
テ
ル
神
学
大
学
教
職
神
学
セ
ミ
ナ
ー
 

編
 
「
 
現
 代
 葬
儀
事
情
」
キ
リ
ス
ト
教
視
聴
覚
セ
ン
タ
Ⅰ
一
九
九
四
年
 
-
 、
 二
四
四
 ｜
 二
五
 セ
 

 
 

 
 

九
九
 0
 年
一
、
森
岡
清
美
・
岩
村
信
二
「
教
会
教
育
に
よ
る
 

教
ム
 
ム
 
形
成
」
 
-
 
新
教
出
版
社
 

 
 

一
九
九
五
年
 -
 
。
ま
た
、
日
本
の
文
化
に
根
ざ
す
教
会
を
「
文
脈
化
 
」
教
会
と
主
張
し
て
い
る
福
田
充
 男
 
「
文
脈
化
教
会
の
形
成
」
 
-
 

 
 

 
 

イ
ム
・
ミ
ニ
ス
ト
リ
ー
ズ
、
一
九
九
三
年
一
も
 
参
暗
 さ
れ
た
い
。
 

一
 
%
 一
美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
「
日
本
に
お
け
る
真
の
キ
リ
ス
ト
教
 葬
 式
の
手
引
き
口
 
-
 
美
濃
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
一
九
六
四
年
㍉
 

@
-
 

安
斎
 

伸
 
「
イ
エ
ス
 之
 御
霊
教
会
」
 
@
 
来
車
地
 編
 
「
講
座
 日
本
の
民
俗
宗
教
」
 
五
 、
弘
文
覚
、
一
九
八
 
0
 年
 -
 
、
二
 -
 
八
八
 ｜
一
 
一
七
九
頁
、
同
、
前
掲
 書
 

を
 参
照
。
だ
が
一
方
で
は
「
先
祖
の
身
代
わ
り
洗
礼
」
を
行
 
う
な
 ど
 、
遺
族
へ
の
配
慮
も
見
ら
れ
る
 -
 
紙
仁
ヨ
吊
 ，
 
0
 Ⅰ
ユ
ダ
 
ワ
 写
っ
 一
 

@
@
 
 日
本
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
教
団
の
牧
師
が
、
寺
院
の
住
職
と
協
 
議
し
て
檀
家
を
断
ら
せ
た
と
い
う
 報
 上
口
も
あ
る
 -
 
い
の
ち
の
こ
と
 。
は
 
社
 出
版
部
 編
 
「
レ
ポ
 

｜
 ト
地
方
伝
道
し
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
九
 
0
 午
 ㍉
 

/
0
0
 

一
 海
老
沢
有
道
・
大
内
三
郎
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
主
」
 

-
 
日
 本
 基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
 セ
 
一
年
一
、
三
七
頁
。
 

@
@
 
 キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
中
で
、
他
宗
教
を
解
釈
す
る
次
の
三
 
つ
の
概
念
 は
 重
要
で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
他
宗
教
を
認
め
な
い
 
排
 地
 主
義
、
他
宗
教
に
も
 

救
い
は
あ
る
が
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
購
い
の
結
果
だ
と
す
る
 
包
括
主
義
、
他
宗
教
を
す
べ
て
同
等
の
存
在
と
認
め
る
多
元
主
 
義
 の
三
 つ
 で
あ
る
。
 

田
丸
 徳
善
 
・
星
川
 啓
慈
 
・
山
梨
有
希
子
「
神
々
の
和
解
」
 

一
 
春
秋
 社
 、
二
 

0
0
0
 

午
 -
 は
 、
こ
の
概
念
を
簡
潔
か
つ
丁
寧
に
解
説
し
 て
い
る
。
ま
た
、
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
同
化
・
土
着
化
な
ど
の
語
彙
に
か
わ
 つ
 て
 、
宗
教
 
-
 
キ
リ
ス
ト
教
）
の
文
化
 内
 開
花
下
イ
ン
カ
ル
チ
 コ
レ
ー
シ
ョ
ン
 

ぎ
 

ぃ
三
 （
 
u
r
a
 
（
 
一
 
0
 巳
を
提
唱
し
て
い
る
。
広
義
の
意
味
は
、
接
触
す
 る
 文
化
の
一
万
あ
る
い
は
双
方
の
変
化
を
指
す
。
こ
の
「
文
化
 内
 開
花
」
に
つ
い
て
 

は
 、
ヤ
ン
・
 
ス
イ
 ン
 ゲ
 ド
ー
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
宗
教
対
話
政
策
 
の
 展
開
と
背
景
」
（
中
央
学
術
研
究
所
編
ョ
宗
教
間
の
協
調
と
 

葛
 藤
 」
 佼
成
 出
版
社
、
 

一
九
八
九
年
一
、
五
一
 ｜
 六
七
頁
、
 同
 
「
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
の
 
&
 
不
 
散
文
化
の
出
会
い
」
 

一
 
脇
本
平
他
・
柳
川
啓
一
編
「
現
代
宗
教
学
 」
 四
 、
東
京
大
学
 

出
版
会
、
一
九
九
二
年
 -
 
、
五
九
 ｜
 八
一
頁
を
参
照
。
 

-
 
㏄
一
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
宗
教
委
員
会
編
 
テ
 
祖
先
と
死
者
に
つ
 
い
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
手
引
」
 

-
 
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
 

一
九
八
五
年
Ⅰ
一
 
二
 



@
@
 
 新
島
襄
の
記
念
会
は
、
明
治
二
七
年
に
同
志
社
主
催
で
行
 
わ
れ
た
 
-
 
萩
原
俊
彦
「
新
島
襄
の
墓
碑
と
同
志
社
人
」
同
キ
リ
ス
 

ト
教
 社
会
問
題
研
究
」
 

三
セ
号
 、
一
九
八
九
年
、
一
二
一
頁
㍉
ま
た
、
「
弟
子
た
ち
が
 
主
 イ
エ
ス
を
懐
か
し
く
思
い
出
し
、
語
り
合
う
」
も
の
と
同
じ
と
 
い
う
意
味
で
、
「
 
単
蝸
 

な
る
世
間
話
に
終
わ
ら
ず
、
終
始
亡
く
な
っ
た
方
の
思
い
出
を
五
 

朋
 
9
 合
う
。
食
事
を
終
わ
っ
た
と
き
に
記
念
会
を
終
わ
る
」
と
い
，
 

っ
 提
案
も
あ
る
 

-
 岩
拙
 

 
 
 
 

村
 信
二
、
前
掲
 書
 、
五
四
 ｜
 五
五
頁
）
。
 

-
 
甜
 -
 
ミ
ロ
目
 
@
 
コ
 90
 口
 ・
 臼
 （
・
。
ロ
口
・
）
 

N
c
,
 

）
 o
m
 

姦
 -
 
大
 濱
 徹
也
「
キ
リ
ス
ト
教
会
に
み
る
死
者
供
養
」
 

毛
 真
理
 と
創
せ
巴
 
二
七
・
二
八
号
、
一
九
八
七
年
 
-
 、
 六
 0
 ｜
 六
二
頁
。
 

⑰
 -
 
先
祖
祭
祀
の
拠
点
の
一
 

つ
 で
あ
る
仏
壇
に
関
す
る
調
査
を
 

二
つ
挙
げ
て
お
く
。
ま
ず
、
デ
ヴ
ィ
ッ
 

ド
 ・
リ
ー
ド
の
質
問
紙
 
調
 査
 で
あ
る
 
-
 
デ
ヴ
ィ
ッ
 

ド
 ・
リ
ー
ド
「
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
祖
先
関
係
」
「
神
学
 

」
五
一
号
、
一
九
八
九
年
、
九
五
 ｜
 
一
一
九
頁
 -
 。
リ
ー
ド
は
「
 日
本
人
の
宗
教
文
化
 

に
関
す
る
意
識
調
査
」
を
行
い
、
信
徒
二
五
 %
 が
仏
壇
保
持
一
 
と
 非
信
徒
 
-
 
四
三
 %
 
が
仏
壇
保
持
）
の
宗
教
意
識
の
差
異
は
 、
 「
 家
庭
内
の
仏
壇
の
 

盲
蛇
」
が
関
連
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。
次
に
、
 

磯
岡
 哲
也
の
 民
俗
調
査
で
あ
る
 
-
 
機
 岡
 哲
也
、
前
掲
 書
 Ⅰ
 
磯
岡
は
 
日
本
聖
公
 
ム
百
ハ
リ
二
つ
か
り
数
ム
 

五
 

の
 信
徒
を
中
心
に
調
査
を
行
い
、
神
棚
な
ど
が
減
少
し
て
も
仏
壇
 
は
 保
持
さ
れ
る
こ
と
や
、
「
先
祖
の
ま
つ
り
（
ま
た
は
記
念
 
-
 は
 大
切
」
だ
と
の
 
意
 

識
を
持
つ
信
徒
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
筆
者
も
、
逝
去
者
 の
 写
真
や
十
字
架
を
置
く
場
所
を
信
徒
が
重
視
す
る
こ
と
を
指
摘
 し
た
こ
と
が
あ
る
 

一
 川
又
俊
則
、
前
掲
論
文
、
一
九
九
四
年
 - 。
ま
た
、
 待
井
扶
 美
子
 は
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
日
本
基
督
教
団
、
日
本
聖
公
会
な
ど
の
 伝
統
的
教
派
に
お
 

け
る
葬
儀
式
文
の
変
遷
を
検
討
し
た
 -
 
待
 井
伏
美
子
「
日
本
の
 
キ
 リ
ス
ト
教
会
に
お
け
る
死
者
へ
の
対
応
」
 

口
 示
教
と
社
会
日
六
号
 
、
 二
 0
0
0
 
年
 、
 

六
一
 １
戸
し
一
二
頁
 

-
 。
 

-
 ⑪
川
又
俊
則
、
前
掲
論
文
、
一
九
九
八
年
に
お
い
て
、
筆
者
 
は
 教
会
墓
地
を
「
分
譲
 墓
 ・
共
同
 墓
 ・
納
骨
堂
」
に
区
分
し
た
。
 
本
稿
で
は
、
レ
フ
リ
ー
 

の
 先
生
の
助
言
口
を
い
た
だ
い
て
、
教
会
以
外
の
墓
を
考
慮
し
た
た
 

め
 、
「
個
別
 墓
 ・
イ
エ
 墓
 ・
共
同
 墓
 」
と
い
う
三
区
分
で
議
論
す
 る
 。
個
別
 墓
 と
 べ
 

ェ
 墓
が
「
分
譲
 墓
 」
に
相
当
す
る
。
 

（
 色
 
本
稿
で
は
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
が
信
仰
を
告
白
し
た
信
徒
の
 場
合
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
」
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
 、
 「
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
ホ
ー
 

ム
 化
」
は
、
信
徒
た
る
親
が
子
供
た
ち
に
信
仰
告
白
を
促
す
よ
う
 
に
伝
道
す
る
こ
と
、
「
 
イ
エ
 の
宗
教
化
」
は
子
供
の
信
仰
を
考
慮
 せ
ず
、
信
徒
た
る
 

規
が
 キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
 
イ
エ
 の
代
々
の
宗
教
と
見
な
す
こ
と
に
 

区
分
し
て
お
く
。
 

-
 ⑰
筆
者
は
（
牧
師
夫
人
）
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
調
査
を
進
 
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
、
子
供
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
 
を
 持
つ
こ
と
を
、
強
制
 

せ
ず
、
「
祈
る
」
だ
け
だ
っ
た
と
述
べ
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
 

。
た
だ
し
、
同
時
に
、
家
庭
礼
拝
な
ど
を
子
供
が
小
さ
い
頃
か
ら
 。
ず
っ
と
行
っ
て
 い
 

た
と
も
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
子
供
た
ち
の
中
学
・
高
校
生
時
代
 に
日
曜
礼
拝
出
席
を
め
ぐ
っ
て
葛
藤
が
あ
っ
た
と
い
う
者
も
多
 
か
っ
た
。
こ
の
ラ
イ
 

フ
 ヒ
ス
ト
リ
ー
の
詳
細
は
 
、
 稿
を
改
め
て
報
告
す
る
。
す
で
に
 筆
 者
は
、
（
牧
師
夫
人
）
に
関
し
て
、
彼
女
た
ち
自
身
が
行
つ
た
 
ア
 ン
ケ
ー
ト
調
査
を
 



キリスト教受容の 現代的課題 

分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
 
-
 
川
又
俊
則
「
（
牧
師
夫
人
）
が
抱
え
る
 
諸
問
題
に
関
す
る
一
考
察
」
「
正
教
玄
学
院
短
期
大
学
紀
要
目
一
一
 

二
号
、
二
 0
0
O
 

午
 、
五
セ
ー
七
四
頁
 一
 
。
 

お
 -
 信
仰
の
継
承
に
関
し
て
、
新
宗
教
研
究
で
は
幾
つ
も
の
 成
 果
 が
あ
る
。
杉
山
幸
子
「
外
来
宗
教
と
民
俗
宗
教
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
 ス
 」
 -
 
「
宗
教
研
 
め
 
空
押
 一
 

三
一
号
、
一
九
九
七
年
）
、
 
四
 0
 
一
｜
 四
二
六
頁
、
猪
瀬
摂
理
「
 士
 
ホ
 数
集
団
に
お
け
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 ヒ
 の
再
生
産
」
 宅
 現
代
社
会
 学
 研
究
」
 一
 三
号
、
 

二
 0
0
0
 年
 二
六
一
 ｜
 七
九
頁
な
ど
を
参
照
。
 

@
-
 

川
又
俊
則
、
前
掲
論
文
、
一
九
九
五
年
で
は
こ
の
問
題
を
 

詳
細
に
検
討
し
た
。
 

@
@
 
 こ
れ
ま
で
福
音
派
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
は
あ
ま
り
 見
ら
れ
な
か
っ
た
。
近
年
の
も
の
と
し
て
、
中
村
 敏
 
「
日
本
に
 
お
け
る
福
音
派
の
歴
史
」
 

（
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
二
 
0
0
0
 年
 -
 が
 挙
げ
ら
れ
る
。
聖
霊
 派
 に
関
し
て
ほ
 、
 例
え
ば
、
池
上
泉
 正
 
「
近
代
日
本
の
初
期
キ
リ
 ス
ト
散
聖
霊
派
に
 

お
け
る
 神
 癒
の
信
仰
」
三
文
化
 ヒ
 一
九
号
、
二
 
0
0
0
 年
 ）
 
、
二
 一
｜
 五
一
頁
が
あ
る
。
 

  



h@ x 
教 こ 本 
の の 稿 
主 よ は 
の う 、 

経 な 初 
験 士 朗 
に 題 ハ 
つ 設 イ 

ぃ 定 デ 

て は ガ   
解 あ に 択 、 ま り おけ 

さ 矧 Ⅱ る   
は の 形 
初 む 成 
期 い を 
フ も そ 
う の の 
イ で か 

ブ あ タ 

ル 3 l 
ク ラ 解 
期 と 釈 
に 居、 を 
お わ 指 
け れ 標 
る る に   
イ と て 
デ ぃ 読 
ガ ぅ み 

l の 解 

のもこ 哲初う 
学 期 と 

形 ハ す 
成 イ る 
に デ 試 
と ガ み 
っ l で 

て に あ 

核 ， L 、 よる る 。 
的 キ と 

な り は 
問 ス い 

  

「
同
伴
者
」
ル
タ
ー
 

初
期
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
お
け
る
哲
学
形
成
と
 キ
 リ
ス
ト
教
の
生
の
経
験
 

竹
之
内
俗
文
 

ハ
 論
文
要
旨
 V
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
後
期
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
伝
統
に
対
す
る
 
評
 価
は
、
 決
し
て
肯
定
的
 

な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
後
期
ハ
ィ
 デ
ガ
 ー
は
 、
キ
リ
 
プ
ヤ
 哲
学
、
殊
に
フ
ォ
ア
 ソ
 ク
ラ
テ
ィ
カ
ー
と
の
対
話
に
傾
倒
し
 て
い
く
。
さ
ら
に
 

「
存
在
と
時
間
」
と
そ
の
成
立
 
期
一
 マ
ー
ル
ブ
ル
ク
時
代
 
-
 の
 講
 義
 録
も
、
古
代
哲
学
に
お
け
る
存
在
問
題
の
反
復
を
基
調
と
し
て
 
 
 

古
代
哲
学
に
関
す
る
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
主
題
的
な
論
究
は
、
初
期
 

フ
 ラ
イ
プ
ル
ク
時
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
遡
る
。
そ
し
て
 
-
 
 
 

レ
ス
解
釈
の
モ
チ
ー
フ
と
手
が
か
り
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
 
ル
タ
 ｜
 解
釈
か
ら
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
に
光
を
当
て
 
る
と
き
、
ハ
イ
デ
 

ガ
｜
 哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
の
関
係
は
、
後
年
の
そ
れ
と
は
 
異
な
っ
た
相
貌
を
示
す
。
本
稿
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
 
至
る
ま
で
の
初
期
 ハ
 

ィ
デ
ガ
 ー
の
哲
学
形
成
を
、
そ
の
ル
タ
ー
解
釈
を
指
標
に
し
て
 
読
 み
 解
く
試
み
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
ス
コ
ラ
批
判
な
ら
 ぴ に
 パ
ウ
 ロ
 解
釈
に
触
発
さ
れ
 

る
か
た
ち
で
、
初
期
ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
は
、
「
解
体
」
や
「
時
間
性
」
 
と
い
っ
た
独
自
な
哲
学
的
概
念
を
彫
琢
し
て
い
く
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
初
期
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ル
タ
ー
、
パ
ウ
ロ
書
簡
 

解
体
、
事
実
性
 

一
間
題
の
所
在
１
１
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
に
 
お
け
る
ル
タ
ー
研
究
の
位
置
 

｜
 



題
 と
し
て
、
そ
の
ル
タ
ー
解
釈
に
 佳
 点
が
絞
ら
れ
る
こ
 と
は
、
従
来
の
研
究
に
あ
っ
て
稀
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
 
る
 。
そ
こ
で
本
稿
は
冒
 

頭
に
ま
ず
、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 自
身
の
自
己
舌
口
及
も
含
め
た
 
伝
記
的
な
報
告
・
回
想
を
と
り
挙
げ
、
こ
れ
を
手
が
か
 
り
と
し
て
初
期
フ
ラ
イ
 

ブ
ル
ク
講
義
に
占
め
る
ル
タ
ー
の
位
置
を
見
定
め
る
こ
 

年
夏
学
期
ま
で
続
く
。
こ
の
最
後
の
学
期
に
初
め
て
 
ハ
 と

に
し
た
い
。
こ
の
準
備
的
な
論
及
に
よ
っ
て
、
本
稿
 

イ
デ
ガ
 ー
に
 親
夷
 し
た
 ガ
ダ
マ
 ー
は
、
そ
の
時
期
に
 ハ
 の

 論
点
が
浮
き
彫
り
に
 

イ
デ
ガ
 ー
が
本
格
的
に
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
は
、
一
九
一
 五
 /
 一
六
年
冬
学
期
に
始
ま
り
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
 転
 出
す
る
直
前
の
二
三
 

取
り
組
ん
で
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
触
れ
、
 
そ
 こ
か
ら
受
け
た
強
い
衝
撃
に
つ
い
て
朝
生
口
し
て
い
る
。
 
併
せ
て
 ガ
ダ
マ
｜
は
、
 

当
時
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
「
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
識
に
つ
 い
て
の
適
切
な
解
釈
」
を
「
探
求
す
る
ま
だ
全
く
の
 途
 上
に
あ
っ
た
」
と
回
想
 

 
 

身
の
自
己
言
及
は
、
同
学
期
の
「
存
在
論
一
事
実
性
 
の
 解
釈
学
 こ
 
講
義
 

一
ワ
 

-
-
 

こ
の
講
義
に
は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
に
主
題
化
 し
た
諸
課
題
を
反
復
す
る
と
い
う
基
調
が
顕
著
で
あ
る
 

の
う
ち
に
認
め
ら
 

れ
る
。
講
義
の
冒
頭
に
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
、
「
事
実
性
の
解
 釈
学
 」
に
お
け
る
「
探
求
の
同
伴
者
」
と
し
て
 
ル
タ
 １
 の
名
を
挙
げ
、
「
探
求
 

-
3
-
 

の
 模
範
」
と
し
て
は
、
「
ル
タ
ー
の
嫌
悪
し
た
ア
リ
ス
ト
 テ
レ
ス
」
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
哲
学
部
に
転
部
 し
 哲
学
 研
究
の
道
に
足
を
踏
み
入
れ
る
以
前
の
ハ
イ
デ
 
ガ
｜
 は
 、
二
年
の
間
 
一
 
0
 九
 

｜
 一
一
年
）
カ
ト
リ
ッ
ク
系
神
学
部
に
在
籍
し
て
い
た
。
 そ
し
て
後
年
の
自
己
舌
口
 
及
 に
ょ
れ
ば
、
ハ
 イ
デ
ガ
｜
 は
こ
の
神
学
生
時
代
か
 

ら
す
で
に
、
「
聖
書
の
言
葉
と
神
学
的
 ｜
 思
弁
的
な
思
 者
 と
の
間
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
い
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
 
い
た
」
あ
と
が
め
）
）
。
 

す
 

な
わ
ち
若
き
日
の
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
、
「
神
学
的
 ｜
 思
弁
 的
な
思
考
」
に
抗
し
て
聖
書
の
言
葉
を
生
き
生
き
と
し
 
た
も
の
と
し
て
読
み
解
 

こ
う
と
し
、
そ
の
試
行
錯
誤
の
果
て
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
 
な
ら
び
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
解
釈
学
」
 
に
 接
近
す
る
 
-
 
の
 
0
-
 
。
 そ
   



変
更
が
彼
自
身
の
模
索
す
る
「
哲
学
的
立
場
」
 

っ
 ま
り
「
歴
史
的
な
認
識
の
理
論
」
を
射
程
に
入
れ
な
 
が
ら
「
内
的
人
間
の
規
 

定
 」
に
取
り
組
む
と
い
う
「
宗
教
現
象
学
研
究
」
の
 プ
 ラ
ン
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
旨
が
強
調
さ
れ
て
い
 る
 。
こ
の
「
 &
 
示
教
現
象
 

学
 研
究
」
の
主
た
る
対
象
こ
そ
ル
タ
ー
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
報
告
に
 よ
 れ
ば
、
 
二
 0
 年
春
頃
の
ハ
 イ
 デ
ガ
 ー
は
ル
タ
ー
研
究
に
打
ち
込
ん
で
い
た
。
 二
 0
 午
 前
後
の
こ
の
精
力
的
 

な
 ル
タ
ー
研
究
は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
の
な
か
 で
も
一
つ
の
転
回
点
と
見
な
し
う
る
。
実
際
ハ
イ
デ
 ガ
 ｜
は
 
「
存
在
と
時
間
」
 

 
 

ケ
 

に
お
い
て
、
 
同
 著
の
前
史
と
し
て
「
一
九
一
九
 /
 
二
 0
 年
 冬
学
期
講
義
以
来
」
の
「
事
実
性
の
解
釈
学
 
」
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

比
較
し
た
場
合
、
当
該
の
「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
 
講
 義
の
特
徴
と
し
て
浮
か
び
 上
 

 
 

洞
 

が
っ
て
く
る
の
は
、
「
解
体
し
の
の
（
Ⅰ
由
江
ざ
三
 と
 い
う
用
語
の
最
初
の
使
用
、
な
ら
び
に
「
自
己
世
界
 
ぴ
 の
こ
 降
 毛
色
二
の
主
題
的
な
分
 

  

埋 め 研 す ロ ス る し 

て
解
釈
学
の
方
法
論
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 当
 時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
お
け
る
主
潮
で
あ
っ
た
新
ス
 
コ
ラ
主
義
を
改
訂
 す
 

と
い
う
課
題
に
行
き
着
く
。
こ
の
課
題
と
の
取
り
組
み
 が
、
 
ハ
 イ
デ
ガ
 
ー
に
お
け
る
哲
学
の
道
の
端
緒
と
な
る
  
 

以
上
の
動
向
は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
講
義
に
も
深
い
 
影
を
落
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
講
義
に
お
け
る
 
当
初
の
課
題
は
、
「
 新
 

コ
ラ
正
義
の
新
た
な
形
態
を
展
開
す
る
と
い
う
構
想
」
、
 つ
ま
り
「
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
、
新
カ
ン
ト
主
義
、
 

 
 

マ
ン
主
義
、
デ
ィ
ル
タ
イ
」
に
見
ら
れ
る
近
代
の
哲
学
 的
 諸
概
念
を
援
用
し
て
「
中
世
の
ス
コ
ラ
主
義
な
ら
び
 
に
 神
秘
主
義
を
復
興
 

一
 
j
-
 

る
こ
と
」
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
 新
 ス
コ
ラ
主
義
的
な
立
脚
点
は
、
一
七
年
夏
の
 F
.
 
シ
ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 ｜
 

究
 

「
神
学
的
思
考
と
道
徳
的
思
考
の
体
系
性
に
反
 対
す
る
」
宗
教
論
第
二
講
話
と
の
取
り
組
み
を
 契
 機
 に
し
て
動
揺
し
始
 

 
 

、
初
期
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
索
は
新
た
な
局
面
に
突
入
す
 る
 。
そ
し
て
一
九
年
初
頭
の
書
簡
に
お
い
て
ハ
 
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
「
自
身
の
原
 

 
 

的
な
立
場
の
変
更
」
、
す
な
わ
ち
「
 ヵ
 ト
リ
シ
ズ
ム
の
 体
系
」
と
の
訣
別
を
官
ミ
ロ
す
る
に
至
る
。
し
か
も
そ
こ
 で
は
、
こ
の
立
場
の
 

  



上
述
の
方
針
に
即
し
て
、
ま
ず
初
期
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
 め
 タ
｜
 解
釈
を
と
り
挙
げ
よ
う
。
そ
の
際
の
主
た
る
関
心
 事
は
、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 

  l の 生 
の ハ に 成 の 

考 し 油 筒 獲 が 経 イ お 果 緒 
え て 出 へ 得 験 デ け と 験 

二 ら 獲 さ と さ 呈ヘ ガ る し を 

れ 得 れ 遡 れ り の l r て 挙 

  
べ の 

の 
き - ） 一   

ノレ 

タ 
あ 同 

  義 
解 
釈 

  

展 三 て る の 

信仰 

者 っ す キ 
の 
生   
へ 事 
の 

且且 

差 
し 

と 

ス 「 の 
コ   

フ神 学ジ に 

学 
の 

「 解 
ィ本     

  

な ル 枕 き う し   
を 所 す し 史 の 」 て タ 
打 突 る て 的 立 と     レ な契聞 な展 し 概 諸 パウ 場 ， 」   タ 究 

界 に と 

  

を使用している」ちに置くという 注巨 n 目 
す 他 
べ 方 
き で 

範 ハ 

ィデ例、 
も ガ   
と は も 
「古手 腕覚注 

    
キ 車   
ス を 

@ 自 

教 己 
0 世 

[44%     

析
 で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
一
方
で
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 、
こ
 の
 講
義
の
最
後
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
報
告
す
る
時
期
に
 正
確
に
符
合
す
る
 

 
  

 



 
 

の
 根
本
経
験
」
を
言
葉
に
も
た
ら
す
適
切
な
方
法
の
欠
 抑
 ゆ
え
に
招
来
さ
れ
た
も
の
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

刮
 

で
あ
る
。
不
適
切
な
方
法
を
導
入
し
援
用
す
る
こ
 と
に
よ
っ
て
「
繰
り
返
し
弛
緩
さ
せ
ら
れ
て
き
た
 ス
コ
 ラ
 学
に
対
し
て
、
今
や
 か
タ
 

 
 

 
 

同
１
 0 
反
撃
が
宗
教
的
、
神
学
的
に
展
開
さ
れ
る
」
 

お
下
曾
 ，
 コ
 
。
こ
の
「
反
撃
」
を
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
「
 偉
 大
な
革
命
」
 
-
 
の
 ）
）
と
よ
ぶ
。
 

に
お
け
る
「
解
体
」
と
 

れ
、
ま
と
ま
っ
た
解
釈
 

限
り
で
、
ル
タ
ー
の
思
 

さ
て
上
述
の
通
り
、
 

ト
リ
シ
ズ
ム
の
「
体
系
 

根
本
経
験
が
 、
 彼
の
出
 

「
信
仰
の
根
本
経
験
」
 

「
現
象
学
的
研
究
の
根
 

「
真
の
動
機
づ
け
を
積
 

-
 
）
り
の
 

-
 
。
な
ぜ
な
ら
、
「
 

れ
 自
体
が
学
的
に
可
能
 

来
 」
へ
と
遡
及
す
る
 万
 

い
 。
こ
の
よ
う
な
視
座
 

す
る
た
め
の
手
が
か
り
 い

う
方
法
論
の
体
得
に
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
は
 、
 ル
タ
ー
に
関
し
て
断
片
的
な
舌
口
及
こ
そ
す
 

を
 提
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
困
難
に
対
処
す
る
た
め
に
 本
稿
は
、
そ
の
都
度
補
足
と
し
て
必
要
と
判
断
さ
れ
 
る
 

想
 そ
の
も
の
の
解
釈
に
も
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
 
る
 。
 

一
九
年
前
後
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
と
っ
て
「
問
題
の
あ
る
 も
の
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
に
な
っ
た
」
の
は
、
 
カ
 

」
で
Ⅰ
あ
っ
た
。
つ
ま
り
つ
 ノ
ェ
ッ
タ
｜
か
 り
舌
口
を
借
り
れ
ば
 、
 「
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
お
け
る
生
き
生
き
と
し
た
信
仰
 
 
 

 
 

会
っ
た
教
会
や
神
学
の
硬
直
し
た
体
系
と
抵
触
す
る
に
 
至
っ
た
」
の
で
あ
る
。
 

を
 舌
口
業
に
も
た
ら
す
と
い
う
課
題
に
直
面
し
た
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
は
、
「
現
象
学
的
批
判
」
㊤
下
ぃ
 
ミ
 q
 。
）
㎏
の
 

一
 と
い
う
 

源
 的
な
方
法
」
 
-
 
）
 
2
5
-
 
か
ら
出
発
す
る
。
既
成
の
「
 体
 系
 」
に
対
す
る
「
現
象
学
的
批
判
」
は
 、
 当
の
体
系
  
 

極
 的
に
聞
き
出
す
こ
と
」
、
「
批
判
さ
れ
る
べ
き
命
題
を
 
そ
の
由
来
へ
と
向
け
て
理
解
す
る
こ
と
」
に
 収
 赦
す
 る
 

根
源
的
な
動
機
づ
け
に
立
ち
返
る
こ
と
な
し
に
は
、
 
宣
 一
の
歴
史
的
な
理
解
も
な
い
し
、
ま
た
、
お
よ
そ
体
系
 そ
 

で
あ
る
わ
け
で
も
な
 い
 」
 -
 
一
 
b
@
 
か
ら
で
あ
る
。
当
該
 の
 体
系
の
う
ち
に
潜
む
「
動
機
づ
け
」
な
い
し
は
 
一
 
由
 

途
は
 、
「
問
題
設
定
の
誤
り
を
矯
正
す
る
た
め
に
真
の
 問
題
領
域
を
指
示
す
る
と
い
う
や
り
方
」
に
 
他
 な
ら
 な
 

か
ら
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
 は
、
 生
と
い
う
事
象
を
真
の
問
題
 領
 域
 と
し
て
堅
持
し
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
適
切
に
解
 
釈
 

を
 、
信
仰
を
生
き
る
 生
デ
 0
%
 コ
 巨
の
の
の
 
団
 手
毬
 巴
と
 い
う
事
象
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
 



ね
え
ず
 、
「
後
年
の
ル
タ
ー
は
、
伝
統
の
重
荷
の
犠
牲
 に
な
っ
て
し
ま
い
、
 一
 
彼
に
お
い
て
さ
え
）
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
ト
 的
 ス
コ
ラ
学
 

人
 が
始
ま
る
」
 お
ト
き
 。
 
2
8
2
-
 

の
で
あ
る
。
 

こ
の
認
定
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
ル
タ
ー
に
関
す
る
 初
期
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
舌
口
 
及
は
、
 「
ロ
ー
マ
 書
 講
義
」
 や
 
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
 

一
円
 
-
 

討
論
」
と
い
っ
た
初
期
の
著
作
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
 
そ
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
初
期
ル
タ
ー
の
 
「
神
字
綱
領
」
と
 

ば
れ
る
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
」
一
一
五
一
八
缶
 は
、
 先
行
す
る
パ
ウ
ロ
講
義
二
五
一
五
 
｜
 一
五
一
七
重
の
 結
実
で
あ
っ
た
。
 

こ
と
か
ら
判
然
と
す
る
の
は
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
初
期
 ル
 タ
 ー
に
お
け
る
ス
コ
ラ
学
批
判
の
立
脚
点
を
そ
の
聖
書
 
解
釈
、
と
り
わ
け
 

グ
ス
テ
ィ
 ヌ
ス
と
新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
」
講
義
に
お
い
て
 

点
と
す
る
「
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
討
論
」
の
第
一
九
、
二
 

ロ
文
書
の
解
釈
の
う
ち
に
見
定
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
 直

接
引
用
し
て
い
る
。
 

で
あ
る
。
 

-
4
-
 

｜
 
そ
の
中
で
も
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
ロ
ー
マ
善
一
 

一
、
二
二
テ
ー
ゼ
を
重
視
し
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
ゼ
を
 二
 章

二
 0
 節
の
解
釈
 

一
年
夏
学
期
の
「
 

ロ
ー
マ
書
の
当
該
箇
所
で
は
、
「
神
の
不
可
視
的
な
も
の
 、
す
な
わ
ち
永
遠
の
力
と
神
性
と
は
、
世
界
の
創
造
 
は
 来
、
被
造
物
 

い
て
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
 述
 べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
パ
ウ
ロ
の
一
節
は
 、
 教
父
へ
哲
学
）
 全
 の

導
 

 
 

0
 坪
 

こ
の
 

 
 

を
佳
 

ア
ウ
 

に
お
 

般
に
 

 
 

下
日
。
 
コ
 。
し
か
も
当
の
ル
タ
ー
自
身
に
お
い
て
さ
え
、
 

初
期
の
動
機
は
堅
持
さ
 

初
期
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
手
が
か
り
を
与
え
た
の
は
、
信
仰
 を
 生
き
る
生
へ
の
眼
差
し
か
ら
ス
コ
ラ
の
体
系
に
攻
撃
 を
 加
え
る
「
ル
タ
ー
 神
 

学
の
新
し
い
動
機
」
 ヨ
 
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
 比
 類
 の
な
い
高
い
評
価
は
、
ス
コ
ラ
的
体
系
の
「
動
機
 
づ
 け
 」
を
徹
底
的
に
問
い
 

質
す
「
初
期
ル
タ
ー
の
洞
察
」
㊥
下
の
 o
.
N
 

㏄
 
o
 
）
に
限
定
 さ
れ
る
。
つ
ま
り
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
 ル
 タ
｜
 以
後
の
ル
タ
ー
 神
 

学
の
継
承
と
い
う
局
面
に
あ
っ
て
は
、
ル
タ
ー
の
協
力
 者
で
あ
る
「
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
よ
っ
て
特
定
の
仕
方
で
 
解
釈
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
 

テ
レ
ス
的
な
動
機
」
が
再
び
侵
入
し
、
初
期
ル
タ
ー
 神
 学
 に
固
有
な
動
機
が
覆
い
隠
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
こ
 の
よ
う
に
し
て
「
プ
ロ
   



「同伴者」ルター 

神 の 人 
学 不 は 
者 可 神 
」 視 学 
の 的 者 
生 な と 

に も 呼 
青 め ば 
目 を れ 
す 概 る 

る 念 に 

こ 約 i 百 

と に し 
に 認 な 
よ 裁 い 

つ し 」 

て よ 目 

ののト 、申す うと - 

  
  

潜む動 い、 る王 。 張 

  
用筆 モ 

  
を 「   

  
。 の 神 

  

と
っ
て
、
す
な
 む
 ち
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
定
位
し
て
 
キ
 リ
ス
ト
教
の
教
義
を
形
成
す
る
と
い
う
方
針
に
と
っ
 
て
 基
底
的
な
」
 
あ
ォ
き
 

2
8
 
）
一
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
 て
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
こ
う
し
た
指
針
と
そ
れ
を
前
提
 
に
し
た
解
釈
の
う
ち
に
 

は
 
「
パ
ウ
ロ
の
こ
の
二
郎
 
は
 つ
い
て
の
誤
解
が
潜
ん
で
 い
る
」
と
批
判
す
る
。
そ
し
て
「
ル
タ
ー
こ
そ
初
め
て
 こ
の
一
節
を
本
来
的
に
 

理
解
し
た
」
こ
と
を
強
調
し
、
「
ル
タ
ー
が
原
始
キ
リ
 ス
ト
教
の
新
し
い
理
解
を
開
拓
し
た
」
と
評
す
る
（
 0
 
め
 ）
 
円
 
-
 

 
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
「
教
父
哲
学
全
般
」
の
う
ち
に
指
摘
す
 る
 右
の
傾
向
を
 、
 ル
タ
ー
自
身
は
、
ス
コ
ラ
神
学
の
支
 配
的
 潮
流
と
し
て
 把
 

-
5
-
 

損
 し
、
こ
れ
を
「
栄
光
の
神
学
 円
 す
の
 
0
-
0
 

注
 ㏄
 牡
 0
 「
守
の
 
」
 宜
 
お
こ
と
命
名
し
て
い
た
。
「
栄
光
の
神
学
」
は
 、
 ロ
ー
マ
書
の
一
節
を
典
 

 
 

拠
 に
し
て
、
神
の
「
不
可
視
的
な
も
の
」
を
「
 力
 、
神
 性
 、
知
恵
、
義
、
善
」
 

目
 ぎ
こ
の
う
ち
に
認
め
、
「
 神
 を
 栄
光
と
尊
厳
に
お
い
 

て
 認
識
」
戸
の
の
㏄
 一
 し
よ
う
と
す
る
。
ル
タ
ー
も
な
る
ほ
 ど
、
 イ
ザ
ヤ
書
四
五
章
一
五
節
や
出
エ
ジ
プ
ト
 
記
三
 三
章
二
三
節
を
引
き
合
 

い
に
出
し
な
が
ら
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
 
「
隠
れ
た
神
口
の
扁
 
注
お
 0
 コ
 % （
仁
の
」
の
伝
統
を
支
持
 す
る
 
-
 
子
 困
 ・
㌔
し
か
し
、
 

 
 

 
 

そ
れ
と
同
時
に
ル
タ
ー
は
、
コ
リ
ン
ト
前
書
一
章
の
「
 
神
の
愚
か
さ
と
弱
さ
六
「
神
は
知
者
の
知
恵
を
滅
ぼ
 

Ⅰ
 ト
 ヨ
日
 
て
 
新
仏
の
 
愚
 

か
さ
」
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
顕
著
な
か
た
ち
で
 
表
 明
 さ
れ
て
い
る
「
十
字
架
の
神
学
」
と
い
う
パ
ウ
ロ
 
の
 立
場
を
明
示
す
る
。
 

そ
し
て
こ
こ
を
立
脚
点
と
し
て
、
不
可
視
的
で
あ
る
 

神
 、
す
な
わ
ち
「
隠
れ
た
 
神
 」
が
「
十
字
架
の
謙
遜
 
と
 恥
辱
に
お
い
て
認
識
 

す
喧
 o
 の
 n
e
 

「
の
）
」
さ
れ
る
こ
と
、
「
 

受
 苦
を
通
し
て
 認
 諭
 さ
れ
る
の
を
欲
す
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
 
@
 ヴ
 @
 
色
 こ
 。
 

か
く
し
て
ル
タ
ー
の
ス
コ
ラ
批
判
は
、
 目
 被
造
物
を
通
 し
て
知
解
さ
れ
た
」
神
の
「
不
可
視
的
な
も
の
 
ヒ
 を
 
「
見
る
の
。
 
桶
毛
 n
o
 
お
 L
 



す
な
わ
ち
ル
タ
ー
は
 、
 神
の
「
苦
難
と
十
字
架
」
に
 
目
を
向
け
る
「
十
字
架
の
神
学
者
」
と
し
て
、
「
苦
難
 
」
の
う
ち
に
信
仰
者
の
 

「
最
大
の
宝
」
を
見
出
す
軍
の
 ト
 
の
 -
 
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 

神
の
「
苦
難
と
十
字
架
」
を
忌
避
す
る
「
栄
光
の
神
 
め
ナ
者
 
」
は
、
自
身
の
生
 

の
 苦
難
を
「
災
禍
」
、
神
か
ら
の
「
刑
罰
」
と
前
提
し
た
 う
え
で
、
「
最
悪
に
し
て
最
も
憎
悪
す
べ
き
も
の
で
あ
 る
 罰
の
赦
免
」
の
う
ち
 

に
 
「
キ
リ
ス
ト
の
 宝
 」
を
認
め
る
目
の
）
 4
 一
 。
ル
タ
ー
は
 こ
こ
に
、
「
栄
光
の
神
学
」
の
動
機
づ
け
と
し
て
、
 

信
 御
者
の
生
に
必
然
的
な
 

苦
難
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
生
に
お
い
て
自
己
 
の
 
「
安
寧
 お
 c
u
r
@
 

（
 
い
 の
」
戸
田
ど
を
求
め
る
傾
向
を
看
 破
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
第
一
九
テ
ー
ゼ
の
主
旨
を
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
「
 神
 学
の
対
象
の
先
行
的
所
与
 
宥
 o
r
g
a
 

ヴ
 ③
は
、
形
而
上
 学
的
な
世
界
考
察
の
 

道
 に
お
い
て
は
獲
得
さ
れ
な
い
」
 
び
下
き
 -
 お
 ぎ
と
 
っ
 三
振
に
集
約
さ
せ
る
。
す
で
に
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
が
「
 ス
 コ
ラ
盛
期
」
に
お
け
る
 

「
宗
教
的
生
活
世
界
」
と
「
学
的
意
識
」
と
の
乖
離
 現
 象
を
指
摘
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
あ
下
器
 
ミ
 ・
 -
 
兇
 、
「
神
学
の
対
象
の
 

先
行
的
所
与
」
に
は
、
学
的
・
理
論
的
態
度
の
源
泉
で
 
あ
る
宗
教
的
生
活
世
界
、
す
な
む
ち
信
仰
者
の
生
に
お
 
け
る
「
実
践
的
」
か
っ
 

「
根
源
的
な
領
域
」
あ
下
き
の
の
）
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
 

は
 明
白
で
あ
る
。
ス
コ
ラ
神
学
の
学
的
意
識
の
う
ち
 
に
 、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 か
 

タ
 ー
と
と
も
に
、
「
私
が
私
か
ら
離
れ
て
事
象
へ
と
 態
 度
 
㊥
 ぎ
ム
 の
三
 %
 し
を
と
る
」
 
あ
レ
 8
-
&
 
の
一
 と
い
う
 生
 の
 
「
自
己
疎
外
」
 一
 
-
5
 
一
 

 
 

を
 看
取
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
疎
外
は
、
自
身
の
 
生
を
「
把
握
さ
れ
る
対
象
」
 あ
キ
 の
の
。
）
ぃ
一
と
し
て
捉
え
 

る
 態
度
と
表
裏
一
体
な
 

 
 

な
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
姿
勢
は
、
「
客
体
」
一
般
、
 さ
ら
に
は
神
を
概
念
的
な
認
識
の
対
象
と
し
て
定
立
 
す
る
態
度
と
相
互
補
完
 

的
な
関
係
に
あ
る
。
ス
コ
ラ
神
学
者
の
生
の
傾
向
に
つ
 
い
て
の
ル
タ
ー
の
洞
察
を
一
つ
の
端
緒
と
し
て
、
さ
ら
 
に
 次
節
に
述
べ
る
自
身
 

の
 パ
ウ
ロ
解
釈
を
決
定
的
な
動
因
と
し
て
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ｜
 は
こ
の
「
常
に
客
観
的
な
も
の
の
方
へ
と
滑
り
落
ち
 
て
 い
 こ
 う
 と
す
る
 頽
落
 

的
な
傾
向
」
 
一
 
（
 
ぃ
 
目
の
 

0
.
 

の
 
&
-
 を
 、
学
的
態
度
の
み
な
ら
ず
 日
常
的
な
生
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
も
読
み
と
っ
て
い
く
 
こ
と
に
な
る
。
 

「
神
学
の
対
象
の
先
行
的
所
与
」
と
い
う
表
現
に
は
、
 神
 学
 と
い
う
営
み
の
現
場
で
あ
る
生
へ
の
眼
差
し
と
 
同
 時
に
、
神
学
の
「
 対
   



  
象
 」
そ
の
も
の
へ
の
問
い
が
す
で
に
含
意
さ
れ
て
い
る
 。
つ
ま
り
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
ロ
ー
マ
書
の
一
節
を
権
威
 的
な
典
拠
と
し
て
「
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 教
義
学
の
体
系
組
織
に
ギ
リ
シ
ャ
的
な
土
ム
 口
を
据
え
、
そ
の
再
建
を
図
る
」
（
（
ゃ
ン
の
 
コ
 。
 舖
 こ
と
い
う
 ス
コ
ラ
学
の
試
み
そ
の
 

も
の
に
対
し
て
、
神
学
の
対
象
性
の
規
定
と
い
う
根
源
 
的
な
問
い
を
突
き
つ
け
、
そ
の
概
念
的
な
基
盤
に
疑
義
 
を
 目
玉
ヰ
 

夕
 る
の
で
七
の
る
。
 

そ
し
て
こ
の
問
い
は
、
「
ス
コ
ラ
神
学
が
立
脚
す
る
 基
 底
 
あ
き
 コ
日
お
 巴
を
取
り
除
く
こ
と
」
、
「
別
の
よ
り
 良
い
基
底
を
提
示
す
る
 

 
 

こ
と
」
に
定
位
し
た
、
ス
コ
ラ
批
判
に
お
け
る
「
 
ル
タ
 ｜
 
-
 自
身
一
の
目
標
」
を
共
有
・
継
承
し
て
い
る
。
 

ル
タ
ー
の
「
十
字
架
の
神
学
」
は
、
「
十
字
架
の
謙
遜
 と
 恥
辱
に
お
い
て
認
識
」
さ
れ
る
 伸
 、
「
 受
 苦
を
通
し
て
 認
識
さ
れ
る
こ
と
を
 

欲
す
る
」
「
隠
れ
た
 
神
 」
を
神
学
の
対
象
と
し
て
い
る
 。
つ
ま
り
ル
タ
ー
の
主
要
な
関
心
は
、
本
来
「
安
寧
」
 
と
は
無
縁
な
信
仰
者
の
 

 
 

生
の
意
味
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
ル
タ
ー
は
そ
れ
を
「
 
具
体
的
で
歴
史
的
な
「
十
字
架
の
ロ
ゴ
ス
」
」
の
う
ち
 に
 求
め
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
応
じ
て
神
学
の
対
象
も
 、
 ル
タ
ー
に
あ
っ
て
は
 自
身
の
生
の
意
味
に
つ
い
て
憂
慮
す
る
生
、
信
仰
者
の
 
生
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
 

開
 被
さ
れ
る
歴
史
的
な
次
元
へ
の
眼
差
し
か
ら
改
め
て
 
規
定
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
ル
タ
ー
は
 
、
 「
ロ
ー
マ
 書
 講
義
」
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
二
一
 
ソ
二
 
二
年
冬
学
期
講
義
の
草
稿
に
 お
い
て
 同
 著
の
序
文
を
引
用
し
て
い
る
あ
 レミ
，
訪
と
 

に
お
い
て
、
パ
ウ
 

ロ
の
 立
場
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
 
。
す
な
 ね
 ち
、
「
カ
イ
ロ
ス
に
お
け
る
ム
 
%
 （
 
o
u
 コ
目
コ
オ
 
が
 i
r
o
 

目
 」
を
「
来
た
る
べ
 

き
 将
来
の
栄
光
」
か
ら
捉
え
返
す
パ
ウ
ロ
の
視
点
一
八
五
 三
八
 節
 、
「
目
に
見
え
る
希
望
」
 

筒
 二
四
節
で
は
な
 
く
 目
に
見
え
な
い
希
望
 

を
 
「
待
ち
望
む
」
面
二
五
聖
パ
ウ
ロ
自
身
の
立
場
、
 
そ
こ
に
は
「
我
々
の
視
線
」
を
「
事
物
の
現
前
」
へ
の
 
「
直
観
 と
観
昭
 」
か
ら
 

取
り
戻
し
「
将
来
」
へ
と
向
け
さ
せ
る
新
し
い
「
哲
学
 
」
が
読
み
と
ら
れ
る
の
だ
 
戸
日
 。
の
Ⅱ
）
・
 

じ
と
 。
 

ル
タ
ー
は
、
パ
ウ
ロ
解
釈
を
通
し
て
、
信
仰
者
の
生
そ
 
の
も
の
に
胚
胎
す
る
よ
う
な
時
間
 
｜
 
将
来
の
希
望
 へ
 の
 待
望
と
過
去
の
出
 

 
 

来
車
（
十
字
架
）
の
想
起
と
い
う
歴
史
的
な
伸
張
の
中
 
で
 改
め
て
引
き
受
け
ら
れ
る
今
へ
の
洞
察
を
獲
得
 す
る
。
そ
し
て
生
の
歴
   



る
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
動
向
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
展
 
望
 す
る
）
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
課
題
は
、
ハ
イ
デ
 ガ
 １
 の
見
る
限
り
、
 プ
 

テ
ス
タ
ン
ト
的
教
理
体
系
の
整
備
へ
と
関
心
を
移
し
て
 
い
く
「
後
年
の
ル
タ
ー
」
に
お
い
て
は
堅
持
さ
れ
な
 
か
っ
た
。
ハ
イ
デ
 ガ
 

は
 、
初
期
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
な
が
ら
も
本
格
 的
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
た
こ
の
二
つ
 
0
 課
題
を
継
承
す
る
 

い
う
道
を
歩
み
だ
す
。
 

と l 口 

史
的
・
時
間
的
な
動
態
へ
の
洞
察
に
基
づ
い
て
、
「
 栄
 光
の
神
学
」
の
基
底
が
「
事
物
の
現
前
」
な
ら
び
に
そ
 
の
 
「
直
観
と
観
照
」
を
 

中
核
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ
的
な
存
在
論
の
う
ち
に
潜
む
こ
 
と
を
暴
き
出
す
。
す
な
わ
ち
「
栄
光
の
神
学
者
」
は
 
、
 「
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
 

た
 隠
さ
れ
た
神
を
使
徒
と
と
も
に
認
識
す
る
」
こ
と
で
 
は
 飽
き
足
ら
ず
、
「
神
の
栄
光
に
満
ち
た
顕
現
」
を
「
 見
る
こ
と
」
を
求
め
る
 

貧
の
 ）
 
4
-
 
。
そ
の
際
彼
ら
は
、
神
の
「
不
可
視
的
な
も
の
 
が
 可
視
的
な
事
物
か
ら
知
ら
れ
る
」
こ
と
、
そ
の
神
 
が
 
「
至
る
と
こ
ろ
で
 
万
 

初
 に
お
い
て
現
前
し
て
い
る
」
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
 。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
、
こ
の
存
在
論
の
根
 
幹
 を
な
す
「
神
が
最
高
 

善
 で
あ
る
」
と
い
う
規
定
を
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
 」
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
-
 
一
史
 
@
 。
信
仰
者
の
生
 へ
の
眼
差
し
か
ら
「
 栄
 

光
の
神
学
者
」
の
傾
向
を
暴
き
出
す
と
い
う
初
期
ル
 
タ
 １
 の
課
題
は
、
「
事
物
の
現
前
」
に
目
を
奪
わ
れ
専
ら
 そ
の
現
前
 a
 目
 o
 乙
邑
 

に
お
い
て
の
み
「
事
物
の
本
質
」
を
思
弁
す
る
ア
リ
ス
 ト
テ
レ
ス
哲
学
、
同
哲
学
に
お
け
る
人
間
の
生
な
ら
び
 
に
 最
高
存
在
者
の
存
在
 

論
 的
な
規
定
と
の
対
決
へ
と
帰
着
す
る
の
で
あ
る
 
戸
く
 Ⅰ
 
-
 
㏄
Ⅱ
Ⅰ
 

1
 い
 
-
 
。
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
初
期
ル
タ
ー
の
究
極
的
な
課
題
を
次
 の
 二
点
に
集
約
す
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
「
存
在
と
 時
間
と
の
連
関
を
思
 

推
 し
た
最
初
の
哲
学
者
で
あ
る
パ
ウ
ロ
」
の
提
示
す
る
 
「
着
手
点
」
を
「
徹
底
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
 者
の
生
に
見
ら
れ
る
 時
 

ご
の
問
題
に
つ
い
て
は
 
次
節
で
論
じ
る
）
。
第
二
に
、
パ
ウ
ロ
の
着
手
点
の
徹
 底
 化
に
よ
っ
て
獲
得
さ
 

 
 

れ
る
新
た
な
諸
概
念
と
生
へ
の
接
近
方
法
と
に
定
位
し
 
て
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
「
破
壊
 
巨
 の
の
 
叶
 
r
u
 
の
（
 
臼
一
 -
.
 
の
の
 
2
.
 
の
の
び
 

-
 に
着
手
す
   



「同伴者   

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
初
期
ル
タ
ー
 の
 苛
烈
な
 ス
 

講
学
全
般
の
う
ち
に
古
代
の
学
的
理
念
か
ら
の
影
響
を
 
認
め
る
よ
う
に
 コ

ラ
批
判
に
触
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
西
欧
の
神
学
、
 哲
学
、
 

な
る
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
「
常
に
客
観
的
な
  
 

59@ (451   

タ - 

      

「 歴 

史的 

  
生 の解 にお 

け 釈 

ると ま j 、 頁 

  」 

の一 「解体   
義性 を通 

し 

て 

  

行 的 謀 策 研 開 獲 批 
降独 の 宮 一 旧かな 顕 二先限 得制 さ 

て 

（ デ と づ 生 っ 急 

に 源 l ガ   

と l つ 」 c     
へ 連 の 既 

に か 
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万
 へ
と
滑
り
落
ち
て
い
こ
う
と
す
る
 
頽
落
 的
な
傾
向
」
 已
下
き
。
 

6
4
 

一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
潮
流
の
最
大
の
問
 

題
点
は
、
 ル
タ
ー
が
 そ
 

の
 パ
ウ
ロ
解
釈
に
お
い
て
提
示
し
た
着
眼
点
、
す
な
わ
 

ち
、
 生
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
 
苧
 ま
れ
た
歴
史
的
・
時
間
 
的
な
動
態
へ
の
眼
差
し
 

を
 覆
い
隠
す
と
い
う
点
に
見
届
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
 

え
ば
「
 奈
 
歴
史
的
目
 降
 。
 
ユ
 お
こ
と
い
う
こ
と
を
（
 時
 間
 の
う
ち
で
生
成
す
る
 

も
の
 マ
 と
し
て
規
定
す
る
」
一
の
仝
 

一
 「
近
年
の
（
歴
史
学
 
的
 ・
歴
史
哲
学
的
）
研
究
」
 
-
 
）
 
7
 
の
一
の
潮
流
か
ら
は
、
「
 

歴
史
的
現
実
性
を
客
体
 

存
在
と
し
て
措
定
す
る
」
一
ト
 

の
 
-
 こ
と
に
よ
っ
て
非
歴
史
 
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
歴
史
 

的
な
生
を
引
き
受
け
る
 

不
安
か
ら
 己
 れ
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
動
機
が
読
み
と
 

ら
れ
る
。
 

さ
ら
に
こ
の
「
歴
史
に
対
す
る
自
己
保
身
の
傾
向
」
 

G
 じ
は
、
学
的
な
意
識
と
い
う
生
の
特
殊
な
様
態
に
の
 
か
な
ら
ず
、
日
常
的
 

な
 生
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
も
認
め
ら
れ
て
い
く
。
 

日
 学
的
な
生
に
お
け
る
こ
う
し
た
傾
向
を
解
体
す
る
と
い
 

う
 仕
方
で
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 

は
 、
「
保
身
を
求
め
る
者
、
不
安
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
 

者
 」
（
 

4
9
 

）
と
い
う
生
の
在
り
方
が
、
「
意
味
を
も
つ
も
 

の
と
し
て
の
 生
 」
 -
 
の
の
 
-
 

と
い
う
、
よ
り
原
初
的
な
在
り
方
に
由
来
す
る
こ
と
を
 

示
そ
う
と
す
る
。
本
節
の
課
題
は
、
「
宗
教
現
象
学
人
 

門
 」
講
義
に
お
い
て
 提
 

示
さ
れ
た
宗
教
的
・
歴
史
的
な
生
へ
の
接
近
方
法
を
 

、
 日
常
的
な
生
に
と
っ
て
の
「
歴
史
的
な
も
の
 
伍
 ㏄
の
 
目
 降
 o
r
 

乙
の
甫
」
の
意
味
と
 

い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
ま
ず
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
前
書
四
章
後
半
か
 

ら
 五
章
冒
頭
に
わ
た
る
パ
ウ
ロ
の
舌
口
説
に
任
目
す
る
。
 

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
 

は
 日
常
的
な
生
の
傾
向
が
端
的
に
証
示
さ
れ
て
い
る
と
 

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
当
該
の
箇
所
で
パ
ウ
ロ
は
 

、
テ
 サ
ロ
 ニ
ケ
の
信
徒
た
ち
 

か
ら
受
け
た
質
問
に
回
答
し
て
い
る
。
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
 

信
徒
た
ち
は
、
現
今
の
世
界
の
終
末
時
に
イ
ェ
ス
が
 

再
 臨
 す
る
と
い
う
信
仰
の
 

も
と
、
そ
の
 パ
 ル
ー
シ
ア
一
塊
 
臨
 一
の
具
体
的
な
様
相
 
と
 到
来
の
時
期
を
パ
ウ
ロ
に
尋
ね
る
か
ら
で
あ
る
。
 
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
ま
ず
、
 テ
 

サ
ロ
 ニ
ケ
の
信
徒
た
ち
に
あ
っ
て
 
パ
 ル
ー
シ
ア
の
「
 
"
 
な
に
 "
 と
 "
 い
っ
 "
 と
だ
け
が
、
つ
ま
り
客
観
的
な
規
 
是
 だ
け
が
憂
慮
さ
れ
る
」
   



 
 

者
レ
 

 
 

同
 
「
 

（
  
 
 
 
-
 

タ一 

一
）
 

0
s
 
一
 こ
と
に
任
意
を
喚
起
す
る
。
こ
の
場
合
パ
ル
 
｜
 シ
ア
 と
い
う
現
象
は
、
た
ん
に
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
 
（
ゆ
え
に
、
い
つ
起
こ
 

る
か
 ）
と
い
う
 観
 占
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
 で
 問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
パ
ル
ー
シ
ア
と
い
う
「
現
象
 
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
 

へ
 な
に
 
目
毬
 Ⅴ
」
、
パ
ル
ー
シ
ア
の
「
内
容
意
味
 

や
 す
 注
 打
ぎ
 三
で
あ
る
 
-
 
の
の
 
一
 。
そ
し
て
こ
こ
に
ハ
イ
デ
 
ガ
｜
 は
 、
「
事
実
的
な
生
に
 

固
有
な
契
機
」
、
す
な
わ
ち
「
事
実
的
な
生
の
経
験
が
 内
容
（
の
探
索
）
に
全
力
を
傾
け
る
」
こ
と
を
指
摘
す
 
る
コ
ぎ
 。
そ
れ
に
対
し
 

て
 、
経
験
の
「
い
か
に
（
 毛
 と
は
高
々
、
内
容
の
う
 ち
に
と
も
に
混
入
し
て
く
る
」
に
と
ど
ま
る
。
「
経
験
 の
 様
態
に
関
し
て
、
 

事
 

美
的
な
生
の
経
験
は
無
関
心
（
Ⅰ
コ
ロ
軽
の
「
の
 
コ
 と
を
示
す
 」
一
目
色
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
は
、
「
事
実
性
」
と
い
う
語
に
刻
印
さ
れ
た
 二
 重
の
意
義
の
一
つ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 
す
で
に
ス
コ
ラ
学
者
 

の
 学
的
意
識
の
う
ち
に
認
定
さ
れ
て
い
た
客
観
的
な
も
 
の
へ
の
傾
倒
が
、
日
常
的
な
生
の
う
ち
に
も
指
摘
さ
れ
 る
 。
し
た
が
っ
て
こ
の
 

傾
斜
は
も
は
や
、
た
ん
に
学
的
意
識
に
限
定
さ
れ
た
も
 
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
生
に
と
っ
て
内
容
意
味
へ
の
 固
 執
 が
回
避
し
が
た
い
も
 

の
で
あ
る
限
り
、
自
己
か
ら
客
観
的
な
も
の
へ
の
転
落
 は
、
 
生
に
付
き
纏
う
事
実
的
な
傾
向
と
呼
ば
れ
ざ
る
を
 
え
な
い
こ
の
転
落
 

傾
向
は
「
 耽
落
由
仁
 ぎ
が
 コ
 ㌣
お
下
田
お
ま
し
と
し
て
 
術
 語
 化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 

こ
の
傾
向
に
抗
し
て
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 、
 生
の
経
験
と
 事
 象
 と
の
間
の
「
関
係
㏄
の
 ぃ縞
 」
、
す
な
わ
ち
「
現
象
が
 経
験
さ
れ
る
（
い
か
 

に
目
 一
も
 」
已
ま
 0
.
 の
の
一
に
目
を
向
け
る
。
た
と
え
ば
 

「
 赤
 、
色
、
感
性
的
性
質
」
と
い
っ
た
「
 類
 １
種
の
序
 列
 」
を
最
低
積
 
-
 こ
こ
 

で
は
 赤
 ）
か
ら
よ
り
高
次
の
類
へ
と
上
昇
し
て
い
く
「
 
類
約
普
遍
化
 目
コ
の
 「
が
目
の
 

@
 
の
 （
 
建
コ
 往
に
対
し
て
、
「
 対
 家
 が
与
え
ら
れ
て
い
る
 

 
 

と
い
う
側
面
」
に
注
目
し
て
「
対
象
を
把
捉
さ
れ
た
も
 
の
 
乙
第
 
已
 r
f
a
 
率
 巴
 

と
し
て
規
定
す
る
」
「
形
式
化
 円
 0
 Ⅱ
 
ヨ
い
 主
色
の
Ⅰ
け
下
 

幅
 」
と
 

 
 
 
 
 
 
 
 

う
 方
法
論
が
検
討
さ
れ
る
 
一
 
り
の
。
の
 

ご
 。
「
あ
る
特
定
の
事
 
家
領
域
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
」
類
約
普
遍
化
の
「
 
序
列
が
事
象
内
容
的
 

 
  

 

田
草
 プ
凹
 （
巳
に
規
定
さ
れ
る
」
の
に
対
し
て
 

-
 
ひ
の
 
-
 
、
 形
式
化
と
い
う
方
法
に
定
位
す
れ
ば
、
 
ス
 対
象
一
般
 ）
の
意
味
あ
ぎ
 こ
 



と
い
う
想
定
」
に
他
な
ら
な
い
一
の
仝
 
-
 
。
伝
統
的
な
「
 哲
 学
を
全
面
的
に
支
配
し
て
き
た
」
、
「
対
象
的
な
も
の
 ほ
 つ
い
て
の
形
式
的
な
 

規
定
」
は
、
こ
の
暗
黙
の
前
提
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
 
っ
て
 、
 生
の
経
験
に
お
け
る
「
遂
行
的
な
契
機
 
ざ
舖
 く
 。
 目
 い
仁
㎎
 

日
 舛
田
㏄
の
）
を
 

隠
蔽
し
て
い
る
」
 -
 
の
の
 
-
 
。
言
い
か
え
れ
ば
、
一
理
論
的
な
 （
反
省
 マ
や
 
余
内
的
知
覚
 ン
等
 」
に
よ
っ
て
は
遡
及
 不
可
能
な
、
「
私
が
私
自
 

身
を
経
験
す
る
」
と
い
う
「
事
実
的
な
生
」
の
在
り
方
 
、
つ
ま
り
「
考
察
者
に
お
け
る
 
-
 
生
の
 一
 遂
行
」
が
 捨
 象
 さ
れ
て
い
る
 
-
%
 
ス
 

こ
こ
で
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
事
象
 に
 関
係
す
る
自
己
に
対
し
て
さ
ら
に
関
係
す
る
と
い
う
 、
 生
の
自
己
的
な
遂
行
 

で
あ
る
。
 

自
己
が
自
己
に
「
生
き
生
き
と
関
与
さ
せ
ら
れ
て
在
る
 、
憂
慮
さ
せ
ら
れ
て
在
る
宙
の
オ
由
 ヨ
ヨ
 の
「
（
の
 

ま
し
 」
 お
 下
 8
.
 

ま
ま
と
い
う
 

生
 

の
こ
の
在
り
方
を
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
「
事
実
的
」
と
 呼
 ぶ
 。
「
事
実
的
」
と
は
第
一
義
的
に
は
、
認
識
論
的
な
 問
題
設
定
に
お
い
て
は
 

「
そ
の
背
後
に
遡
及
す
る
こ
と
の
 プ
 
@
 
 

Ⅰ
 き
 な
 て
 
し
 
@
-
@
 
 

Ⅰ
 」
 よ
う
な
 生
の
動
態
、
「
我
々
が
そ
れ
を
存
在
す
る
 生
 」
あ
と
 雙
 ㏄
 
S
 の
在
り
方
を
指
示
 

す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
 別
 0
 表
現
を
す
れ
ば
、
「
生
の
経
験
を
現
に
活
動
的
に
一
 ゅ
蚕
 お
し
遂
行
し
て
い
 

る
 自
己
、
 己
れ
 自
身
を
経
験
し
て
い
る
自
己
こ
そ
 
原
現
 実
性
一
己
Ⅰ
 
旧
 T
 巴
 T
 ァ
桂
黛
 
こ
で
あ
る
」
 
あ
下
 S
.
 コ
じ
 と
い
う
洞
察
で
あ
る
。
 

そ
し
て
「
一
切
の
現
実
性
」
・
は
 
、
 生
の
こ
の
 原
 現
実
的
 な
 在
り
方
、
す
な
わ
ち
「
自
己
の
憂
慮
を
通
し
て
、
 
そ
 の
 根
源
的
な
意
味
を
手
 

に
 入
れ
る
」
 あ
ノ
 S
.
1
7
 

ひ
一
 
。
こ
こ
で
帰
結
さ
れ
て
い
る
 
「
根
源
的
な
意
味
」
を
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
「
遂
行
意
味
 」
と
よ
ぶ
。
こ
の
よ
う
 

に
 遂
行
意
味
は
、
関
係
意
味
の
「
究
極
的
な
源
泉
」
⑤
 
下
姦
 ・
 2
6
 
）
 
-
 と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 
こ
の
遂
行
意
味
を
我
が
 

 
 
 
 

事
象
内
容
に
つ
い
て
の
固
定
的
な
規
定
を
回
避
す
る
」
 
こ
の
「
形
式
的
な
規
定
は
、
内
容
的
に
は
十
分
に
無
差
 
別
 約
一
ぎ
日
ヰ
 の
 Ⅱ
の
コ
付
 
レ
 

 
 

 
 
 
 

で
あ
る
」
と
し
て
も
、
す
で
に
特
定
の
前
提
に
立
脚
し
 て
い
る
一
 %
 

の
の
 
-
 。
そ
れ
は
、
「
関
係
意
味
が
根
源
的
に
 理
論
的
な
意
味
で
あ
る
 

は
 、
理
論
的
な
態
度
に
お
け
る
関
係
の
関
わ
り
 合
う
先
 
一
目
 こ
 「
 p
c
 （
）
」
と
し
て
記
述
で
き
る
よ
う
に
な
る
 

-
 
の
 ト
 ス
 
し
か
し
、
「
対
象
の
 

 
 6

 



「同伴者」 ルタ 

  
先
に
 

に
 対
す
 

」
を
 切
 

  

に こ つ 根   「がなる 歴わ概こ とな さ 見 と 「本拠 客 
史 ち 観 と る る た よ も 安 づ 観 

ひ - し う 典 に け 的 

る ウ は も 遂 ら   
ケ に 二 テ 歴 方 々 

徒 を 書 ニ 

先 

セ塞叢笘塞諾哩菩訪蓮に 掠 っ @     

な 

ナつ   
    

  
で 

な 横 笛 

  
パ 来 テ   
l 時 ロ 者 の 由 義 金 な 
シ 期 ニ の の 来 的 が 

ア を ケ 貴 意 す に 了 
が 知 の 味 萎 る 解 解 
到 る 信 で 、 こ 駅 田 
来 こ 徒 の す と す 能   

63 @ Ⅱ 55l 

も
の
に
し
て
い
く
生
の
動
態
こ
そ
、
本
節
の
冒
頭
で
触
 
れ
た
「
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
 生
 」
 あ
卜
 き
、
 5
 
び
 
-
 の
 在
り
方
に
他
な
ら
な
 



「 醒 め の 「 っ 問 
時 し l 知 素 た い パ 

ウ
ロ
 は
ク
ロ
ノ
ス
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
。
な
ぜ
な
ら
 
パ
 ウ
ロ
 の
回
答
の
意
図
は
 、
 テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
た
ち
に
 、
 彼
ら
を
上
掲
の
 

へ
と
駆
り
立
て
た
隠
れ
た
動
機
、
つ
ま
り
客
観
的
な
 尺
 度
を
ェ
ユ
 
て
て
自
己
保
身
を
図
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
自
覚
 
さ
せ
る
こ
と
に
あ
 

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
パ
ウ
ロ
は
、
「
平
和
と
安
 全
面
 ま
 ヰ目
 こ
 」
と
を
喧
伝
す
る
「
暗
闇
の
中
に
 
い
 る
 」
者
た
ち
と
、
 

面
 」
で
「
覚
醒
し
た
 ミ
 a
c
 
下
 」
「
光
の
子
た
ち
」
と
 ぃ
，
 
ヱ
 
生
の
二
様
態
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
 

一
 
-
0
 
の
）
。
「
 

自
 己
 自
身
に
つ
い
て
 

の
 明
る
さ
」
を
も
つ
「
光
の
子
た
ち
」
は
 、
 「
 "
 い
つ
 "
 へ
の
問
い
が
私
の
態
度
へ
と
差
し
返
さ
れ
る
」
べ
き
こ
 と
 、
つ
ま
り
「
 パ
 

シ
ア
 が
私
の
生
に
お
い
て
い
か
に
あ
る
か
」
と
い
う
 
問
 ぃ
が
 「
生
の
遂
行
そ
れ
自
身
へ
と
差
し
戻
さ
れ
る
」
と
 い
う
事
態
に
「
 覚
 

た
 」
者
た
ち
で
あ
る
 
-
-
0
 

仝
 
-
 
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
的
 な
 
「
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
性
が
生
き
る
時
間
性
③
 
音
 （
 
目
の
ア
 

オ
色
 
こ
 」
は
 、
 

間
の
客
観
的
概
念
」
を
借
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
 
適
 切
に
捉
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
自
身
の
生
を
遂
行
す
 
る
と
い
う
生
の
運
 

す
る
そ
の
「
い
つ
す
 日
 ビ
コ
。
 
巴
と
 時
え
 巴
 「
 
0
 ③
に
 つ
い
て
、
あ
な
た
方
は
私
た
ち
か
ら
一
何
か
）
書
き
送
 
っ
て
も
ら
う
必
要
は
な
 

い
 」
（
正
土
手
一
箪
 
と
 。
 @
 
Ⅰ
Ⅰ
 
@
 
Ⅰ
 
し
 Ⅰ
 
@
 
L
 ハ
 
Ⅰ
 ィ
デ
ガ
 ー
は
、
パ
ウ
 ロ
が
 「
こ
れ
こ
れ
の
時
期
に
主
は
再
来
す
る
」
、
な
い
 し
は
「
再
来
の
い
つ
に
 

つ
い
て
私
は
知
ら
な
い
」
と
言
わ
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
 
「
王
の
日
が
夜
の
盗
人
の
 ょ
う
 に
し
て
到
来
す
る
こ
と
 ほ
 つ
い
て
あ
な
た
方
は
 

正
確
に
知
っ
て
い
る
」
 @
 
二
聖
と
語
る
こ
と
に
任
意
 を
 促
す
一
）
 

0
2
 

（
・
 

-
 
。
「
こ
の
よ
う
な
回
答
の
仕
方
」
の
 う
 ち
に
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 、
 

「
問
い
の
決
定
が
 テ
ザ
ロ
 ニ
ケ
の
信
徒
た
ち
自
身
の
生
 に
 懸
か
っ
て
い
る
」
こ
と
へ
の
示
唆
、
舌
ロ
い
か
え
れ
ば
、
 問
う
者
を
し
て
そ
の
 

者
 自
身
の
生
の
遂
行
へ
と
差
し
戻
す
宣
教
の
手
法
を
読
 
み
 取
る
 
ロ
コ
 
の
 
-
 
。
パ
ウ
ロ
の
こ
の
伝
達
手
法
は
、
パ
ル
 
｜
シ
ア
 に
関
す
る
内
容
 

的
な
も
の
を
客
観
的
に
確
定
す
る
こ
と
を
あ
え
て
回
避
 し
 、
内
容
意
味
を
形
式
化
し
て
い
る
。
こ
の
形
式
化
に
 
よ
っ
て
 パ
 ル
ー
シ
ア
の
 

意
味
は
、
 被
 伝
達
者
で
あ
る
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
た
ち
 自
身
に
お
け
る
生
の
遂
行
を
侯
っ
て
初
め
て
開
披
さ
れ
 
る
も
の
（
遂
行
意
味
 -
 

と
し
て
告
示
さ
れ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
こ
こ
に
、
 遂
行
意
味
の
「
形
式
的
告
示
 
h
o
 
「
 
ヨ
 巴
の
ぎ
 の
ば
 住
を
  
 

  



  
題 つ む 

- 一 九 一 双 て 次 
定 の 元 
が 歴 へ 

のゎ 正 「 消 史 の 

滅 意 位 
す 味 に 
る 」 応 
」 で じ 
コ あ て 

鑓 り、 新 
た 

か こ に 

  
直ん て、 立 人ドで っ こ こ 

生昴哩 

「暗黙立 １カ ツ 。Ⅹ ニ 。 への眼 

    

  
た時間、的なも 命名 と 

  
ち 、 体 時 

  
の 」 は     
も た に 

の 問 と 

  

動
 に
即
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
 ら
 ハ
 イ
デ
ガ
 
ー
は
、
カ
イ
ロ
ス
を
「
時
間
性
」
な
い
し
 は
 
「
瞬
間
」
と
し
て
 捉
 

え
る
の
で
あ
る
コ
ミ
，
）
 
ぴ
コ
 
-
 
。
だ
と
す
れ
ば
、
カ
イ
ロ
 ス
は
 つ
い
て
も
、
他
者
に
教
示
を
求
め
る
と
い
う
所
作
 
は
 本
末
転
倒
と
い
う
こ
 

と
に
な
ろ
う
。
ま
さ
に
問
い
の
決
定
は
 、
 問
う
者
自
身
 の
 生
に
懸
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

パ
ウ
ロ
に
あ
っ
て
カ
イ
ロ
ス
は
、
「
事
実
的
な
生
白
身
 の
 遂
行
連
関
か
ら
獲
得
可
能
と
な
る
」
 
-
 
の
㏄
一
時
間
と
し
 て
 語
り
出
さ
れ
て
い
 

る
 。
し
か
も
パ
ウ
ロ
は
 
、
 「
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
、
 

十
 字
架
 、
復
活
」
と
い
っ
た
「
歴
史
的
な
も
の
」
 

-
 
）
 
び
 
㏄
 
-
 に
つ
い
て
の
「
言
葉
 

ヱ
 。
㏄
。
巴
を
受
け
入
れ
③
の
 
住
 %
 安
き
」
 
-
 
の
仁
一
、
こ
の
 
信
仰
に
基
づ
い
て
メ
シ
ア
の
再
来
、
す
な
わ
ち
「
パ
ル
 
｜
シ
ア
 に
お
け
る
 希
 

望
 」
一
）
邑
を
待
望
す
る
。
た
だ
し
「
待
望
す
る
す
 
コ
 ㏄
 
ヨ
の
コ
 
の
 巨
 
と
い
う
こ
と
は
一
同
時
に
Ⅰ
キ
リ
ス
ト
 者
の
生
に
帰
属
す
る
 
絶
 

射
的
な
苦
難
（
 侍
巨
 日
色
色
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
 に
 パ
ウ
ロ
は
テ
サ
ロ
ニ
ケ
の
信
徒
に
対
し
て
、
「
キ
リ
 ス
ト
 教
 的
な
生
に
は
い
 

か
な
る
安
寧
も
な
い
」
 

-
 
）
 
0
5
 
一
 こ
と
を
示
し
、
こ
の
 苦
 難
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
励
ま
す
。
む
し
ろ
 
、
 彼
ら
が
キ
リ
ス
卜
者
 

に
 
「
な
っ
た
こ
と
の
の
ま
。
乙
の
己
 往
コ
 」
を
「
今
の
存
在
 
（
遂
行
）
」
と
し
て
新
た
に
引
き
受
け
直
す
こ
と
、
 

そ
 れ
に
よ
っ
て
「
将
来
へ
 

と
 憂
慮
し
つ
つ
入
り
こ
む
こ
と
」
を
呼
び
か
け
る
の
で
 あ
る
 

6
4
,
 

馬
兇
 。
こ
の
よ
う
に
、
パ
ウ
ロ
に
あ
っ
て
「
 事
実
的
な
生
自
身
の
遂
 

行
 連
関
」
 
-
 
の
㌧
 
一
は
 、
「
歴
史
が
我
々
に
出
会
い
、
我
々
 が
 歴
史
を
存
在
す
る
」
と
い
う
「
遂
行
史
的
な
状
況
」
 
-
 
）
㍉
）
一
に
結
節
し
て
い
 

る
 。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
事
実
的
な
生
の
時
間
が
獲
得
 
さ
れ
て
」
い
る
 
一
 
9
2
-
 

。
「
生
の
時
間
」
な
い
し
は
「
 時
 間
性
」
は
 、
 生
の
遂
行
 

史
的
な
状
況
を
中
核
と
す
る
歴
史
的
な
拡
が
り
の
う
ち
 
で
 概
念
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
の
遂
行
 
意
味
は
、
こ
の
歴
史
的
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ガ 手 降 な は   。 間 す 、 聞 い れ よ 
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あ 哲 概 ロ タ 解 
た l ロ 学 食 め l 釈 
  

「 哲 
灼 灼 う に を 

て ・ に ち よ 通 
へ め が 二 字 形 に っ じ 
    
    
ズ て、解 的展開 琢 する 看取し 提起 て 

ム文 

に こ た さ 体 
れ と 

化 
力 ) 
ら   
  
影 

6 案 

響 
が 

不 
可 
欠   

眼 
の要 の 接近 ている 組 0 １ 信 えば みなか 

あ ア 承 仰 っ 方 
        し 者 た 法 
た 体 て 動 み と 結 ス た の 二 を 
    す い 悪 人 ぃ 実 ト い 生 っ 我 
と る る 、 れ ・ ぅ す テ ま に の が 

と 。 な た 送 る レ 一 宇 課 も 

新     パ ら   ノ TT ー の ス つ ま 題 の 
約 ラ ウ び こ 史 を 哲 の れ を に 

四 

結 
= 五 
Ⅱ 目 

に
 胚
胎
す
る
よ
う
な
時
間
が
こ
こ
に
、
事
実
的
な
生
（
 歴
史
的
な
自
己
存
在
 -
 
の
時
間
性
と
し
て
概
念
化
さ
れ
 た
わ
け
で
あ
る
。
 

 
  

 



 
 

 
 

6
 

洞
を
忠
実
に
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
 テ

レ
ス
批
判
の
拠
点
を
獲
得
し
て
い
る
。
 

 
 

刮
の
対
象
性
に
つ
い
て
の
意
味
規
定
を
問
い
と
し
て
 

掲
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
 で
 ハ
ィ
 デ
ガ
 ー
は
 、
初
期
ル
タ
ー
の
問
題
意
識
 

ルター 

 
 

ら
 ）
問
題
性
（
を
暴
き
出
す
）
と
い
う
遂
行
に
、
ま
さ
 

に
 自
己
的
に
ず
仔
の
 コ 目
の
こ
立
脚
す
る
」
あ
ま
こ
 %
 

コ
 

こ
と
に
よ
っ
て
 、
神
 

 
 

 
 

 
 

聖
書
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
諸
概
念
が
七
十
人
訳
里
 
書
を
介
し
て
古
典
ギ
リ
シ
ャ
語
に
ま
で
遡
源
す
る
こ
 
と
を
念
頭
に
置
き
な
が
 

ら
 、
「
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
の
連
関
」
が
生
に
つ
 い
て
の
「
ギ
リ
シ
ャ
的
な
解
釈
と
概
念
組
織
田
の
ゆ
 q
@
 げ
ア
オ
 
の
 巳
 」
を
枠
組
み
 

に
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
概
念
史
的
な
事
態
を
指
 摘
 す
る
お
 ォ
日
，
 
③
。
た
と
え
ば
パ
ウ
ロ
書
簡
か
ら
は
、
 「
偶
像
由
江
 

o
l
p
 

」
 -
 
テ
サ
 

ロ
 ニ
ケ
前
書
一
章
九
節
 一
 
、
「
親
臨
つ
が
Ⅰ
 
0
 病
田
」
 -
 
テ
サ
ロ
ニ
ケ
 前
書
 窒
 三
五
聖
と
い
っ
た
概
念
が
挙
げ
ら
れ
る
㊤
 下
 き
，
ま
，
 ）
 
0
2
-
0
 

ブ
 
」
の
 両
 

概
念
は
と
も
に
、
古
典
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
 セ
 十
人
 訳
 聖
書
 を
 経
て
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
導
入
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
 
、
そ
の
限
り
で
こ
の
 概
 

-
 
簗
 -
 

念
 群
か
ら
は
、
対
象
性
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ャ
的
な
理
 
解
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
ハ
イ
 
デ
ガ
 ー
は
、
古
典
ギ
リ
 

シ
ャ
に
ま
で
遡
及
す
る
「
概
念
的
な
諸
連
関
の
解
明
の
 
徹
底
的
な
遂
行
」
を
通
し
て
「
神
の
対
象
性
の
意
味
 
を
 規
定
す
る
と
い
う
 課
 

題
 」
を
堅
持
す
る
の
で
あ
る
 
る
ト
き
 
の
～
）
。
ハ
イ
デ
 
ガ
 ｜
は
 ル
タ
ー
と
と
も
に
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
概
念
整
備
の
 集
大
成
を
ア
リ
ス
ト
テ
 

レ
ス
哲
学
の
う
ち
に
認
定
す
る
。
そ
し
て
原
始
キ
リ
 

ス
ト
教
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
へ
の
「
解
体
的
 
な
 遡
行
 簿
す
ヴ
 
a
U
 
の
 コ
 d
 の
Ⅰ
 

乙
 どオ
 ゆ
 ド
泥
」
 -
0
 
し
 
い
 邑
を
遂
行
し
て
い
く
。
こ
の
よ
 う
に
し
て
後
者
の
問
題
が
王
 題
 化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
  
 

づ
け
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
両
義
的
な
も
の
と
な
る
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
へ
の
解
体
的
な
遡
及
と
い
う
こ
 

一
方
で
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

の
 局
面
に
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 哲
学
に
お
け
る
 ル
タ
 

哲
学
へ
の
解
体
的
な
 遡
 

｜
と
 パ
ウ
ロ
の
位
置
 

行
は
、
 
ル
タ
ー
と
パ
ウ
ロ
が
堅
持
す
る
「
十
字
架
の
神
 学
 」
と
い
う
立
場
か
ら
一
線
を
画
し
て
い
く
歩
み
で
あ
 
る
 。
な
ぜ
な
ら
、
解
体
 

と
い
う
方
法
論
を
貫
徹
す
る
ハ
ィ
 デ
ガ
 ー
は
、
「
問
 う
 と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
す
な
わ
ち
（
自
明
の
前
提
 
と
さ
れ
て
い
る
概
念
か
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 コ
コ
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㌧
ま
 さ
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c
 で
 オ
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ひ
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0
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目
ゆ
仁
 
二
口
 
㏄
 轄
 「
 
田
 ・
 
，
ぎ
 -
 も
 安
き
コ
ト
 
ぎ
き
ま
 き
・
中
年
戸
ヨ
安
安
・
 ジ
 ㌣
 

く
魍
 ・
 ヲ
 テ
ヱ
の
田
の
㏄
拍
の
 

r
.
 

の
の
 

ぽ
 （
（
 

@
 
（
 
笘
 け
の
れ
 

付
 す
の
・
ロ
目
ひ
ひ
・
の
り
 

な
 お
 、
ク
ロ
ス
タ
ー
マ
ン
版
の
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 全
集
か
ら
の
引
用
に
あ
 た
っ
て
は
以
下
、
 

「
宗
教
現
象
学
入
門
」
講
義
の
理
学
期
に
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 、
 「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 と
新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
」
と
 題
 す
る
講
義
を
行
う
。
 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
の
こ
の
取
り
組
み
の
成
果
と
し
 て
 、
前
掲
の
「
関
係
」
と
「
憂
慮
」
が
 対
 概
念
と
し
て
 新
 た
な
仕
方
で
捉
え
直
さ
 

れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ま
ず
「
関
係
」
が
「
気
遣
い
の
 o
q
 
毬
 -
c
 
氏
 と
と
し
て
新
た
に
術
語
化
さ
れ
、
「
憂
慮
」
は
 
、
「
実
存
を
気
遣
わ
れ
 

る
べ
き
も
の
と
し
て
把
捉
す
る
こ
と
」
、
な
い
し
は
「
 実
 存
を
気
遣
う
こ
と
」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
く
㊥
 
お
 ・
 
N
 
ト
の
 
-
 
。
こ
の
図
式
に
 

即
し
て
い
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
う
ち
に
 
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
、
事
実
的
な
生
の
気
遣
い
と
い
う
在
り
方
 
へ
の
卓
越
し
た
洞
察
を
 

認
め
る
。
し
か
し
同
時
に
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
ア
リ
ス
ト
 テ
レ
ス
に
あ
っ
て
「
哲
学
の
意
味
」
が
「
原
理
す
お
 
ァ
 巴
や
原
因
 
す
ニ
 0
 コ
 ）
 

ほ
 つ
い
て
の
気
遣
い
」
に
一
面
的
に
定
位
し
て
規
定
さ
 れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
 
一
い
 

の
の
 
-
 
。
 観
 昭
を
中
核
と
 す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

哲
学
に
対
す
る
こ
の
批
判
は
、
事
実
的
な
生
に
お
け
る
 遂
行
意
味
を
形
式
的
に
告
示
す
る
と
い
う
哲
学
の
理
念
  

 

う
ち
に
読
み
と
っ
た
新
し
い
「
哲
学
」
の
モ
チ
ー
フ
に
 基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ハ
イ
デ
 
ガ
 ｜
は
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 

ス
 哲
学
の
解
体
に
お
け
る
「
探
求
の
目
標
」
と
し
て
、
 
「
ル
タ
ー
の
神
学
的
初
期
」
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
 G
m
N
 

）
 
 
 

か
く
し
て
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
従
来
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 解
釈
に
は
「
事
実
性
と
い
う
哲
学
的
な
根
本
問
題
」
 
へ
 の
眼
差
し
が
「
完
全
 

に
 欠
落
し
て
い
る
」
 -
o
 

ゆ
 
s
-
 
と
い
う
認
定
の
も
と
、
「
 ア
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
自
己
的
（
本
来
的
）
 
な
 動
機
 源
泉
」
（
 

2
5
 

の
 
一
 へ
と
解
体
 

的
に
接
近
し
て
い
く
。
こ
の
動
向
の
詳
細
に
つ
い
て
は
 、
 稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

(460) ， 68 
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テ
ク
ス
ト
に
忠
実
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
パ
ウ
ロ
 自
身
が
一
九
節
に
お
い
て
、
神
が
「
知
者
の
知
恵
を
滅
ぼ
す
」
 @
 」
と
に
 言
 反
し
て
い
 

る
 。
そ
し
て
ル
タ
ー
に
よ
る
こ
の
一
節
の
訳
出
が
、
「
破
壊
」
と
 

い
う
語
を
導
入
す
る
端
緒
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
 

元
一
八
イ
デ
 ガ
 ー
が
明
確
な
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
展
開
す
る
 の
は
、
も
う
少
し
後
 -
 た
と
え
ば
一
九
二
五
年
の
カ
 ツ
 セ
ル
講
演
 -
 の
こ
と
で
あ
る
が
、
 

「
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
を
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
離
反
せ
し
め
た
」
最
大
 
の
 動
因
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
歴
史
へ
の
眼
差
し
の
 
欠
如
で
あ
っ
た
。
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 「
形
式
的
告
示
」
は
、
事
実
的
な
生
の
そ
の
都
度
の
経
験
 

に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
遂
行
意
味
を
際
立
た
せ
る
と
い
う
理
念
の
 
も
と
、
「
諸
概
念
に
意
図
 

的
に
変
動
性
を
も
た
せ
、
（
事
実
的
な
生
の
経
験
に
即
し
た
 

-
 塊
 家
学
的
考
察
そ
の
も
の
の
進
展
の
な
か
で
概
念
規
定
を
確
実
な
も
 
 
 

（
（
 
ぃ
下
き
 ・
の
ど
方
法
で
あ
る
。
「
形
式
的
告
示
」
の
詳
細
に
つ
い
て
 
は
 、
上
掲
の
拙
稿
（
一
八
六
 
｜
 九
頁
 -
 を
参
照
さ
れ
た
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万
一
周
知
の
通
り
後
年
の
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
は
、
ギ
リ
シ
ャ
的
な
存
 在
の
経
験
に
「
現
成
 ト
 コ
ミ
の
の
の
 

コ
 」
と
い
う
動
詞
を
対
応
さ
せ
る
 。
そ
し
て
当
該
の
箇
所
 

で
は
、
パ
ル
ー
シ
ア
に
，
 
下
 二
毛
序
の
 
コ
ゴ
 
の
ぎ
，
・
と
い
う
訳
語
が
あ
て
 
 
 

  



キ
リ
ス
ト
教
図
像
の
中
の
例
え
ば
イ
エ
ス
の
生
涯
に
つ
 
い
て
の
図
像
（
受
胎
告
知
、
イ
ェ
ス
の
降
誕
や
洗
礼
、
 十
字
架
 傑
刑
 、
復
活
 

 
 

な
ど
の
 国
 ）
は
き
わ
め
て
多
く
、
そ
の
研
究
は
進
ん
で
 
い
る
の
に
対
し
、
イ
ェ
ス
の
語
っ
た
 讐
え
 話
の
図
像
に
 関
し
て
は
、
最
近
に
な
 

 
 
 
 
 
 

-
1
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っ
て
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
明
ら
か
 に
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
多
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
 
そ
も
そ
も
現
在
の
我
々
 

 
  

 

に
 
残
さ
れ
て
い
る
作
品
例
そ
の
も
の
が
比
較
的
少
な
い
 
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
万
 
-
 
ま
た
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讐
 え
と
い
う
 比
 楡
的
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抽
象
的
な
テ
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は
じ
め
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八
 論
文
要
旨
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 福
音
書
に
あ
る
イ
エ
ス
の
語
っ
た
 讐
 え
の
図
像
 化
に
つ
い
て
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
図
像
化
と
い
う
 観
 占
か
ら
、
 初
 期
 キ
リ
ス
ト
教
美
術
 

の
 成
立
時
に
み
ら
れ
る
象
徴
、
記
号
あ
る
い
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
 表
 現
と
 、
聖
書
に
基
づ
く
テ
ー
マ
の
図
像
の
接
点
に
つ
い
て
考
察
 
す
る
。
図
像
の
表
現
 

形
態
と
表
現
方
法
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
図
像
 側
 に
あ
た
り
、
 単
 一
場
面
の
図
と
連
続
説
話
表
現
の
図
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
 
テ
 キ
ス
ト
に
忠
実
な
 図
 

像
と
 テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
れ
た
図
像
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 テ
 キ
ス
ト
か
ら
そ
れ
た
図
像
の
場
合
は
、
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
に
よ
 っ
て
寓
意
的
に
 、
道
 

徳
 的
に
、
あ
る
い
は
救
済
史
的
に
テ
ー
マ
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
 
読
み
取
れ
る
。
イ
エ
ス
の
 誓
 え
は
、
彼
の
教
 説
 と
し
て
イ
エ
ス
 の
 伝
記
エ
ピ
ソ
ー
ド
 

に
 関
連
す
る
が
、
語
ら
れ
た
内
容
そ
の
も
の
は
、
独
立
し
た
 隠
楡
 、
物
語
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
図
像
化
に
つ
い
て
は
、
神
学
的
な
 解
釈
に
影
響
さ
れ
 

る
こ
と
も
多
い
。
本
稿
で
は
、
物
語
論
、
受
容
美
学
、
あ
る
い
は
 
記
号
論
を
援
用
し
て
図
像
を
読
み
解
く
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
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投 合 選 、 テ さ か 
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時
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び
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か
で
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オ
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リ
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の
写
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挿
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主
題
的
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表
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あ
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え
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。
写
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以
外
の
作
品
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埋
葬
美
術
 

カ
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 コ
ン
べ
や
石
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 除
い
た
も
の
は
、
中
世
に
お
い
て
は
あ
ま
り
図
像
化
 
さ
れ
な
か
っ
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例
と
言
え
る
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文
献
に
分
散
し
て
い
る
 
讐
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を
ま
と
め
、
マ
タ
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マ
ル
コ
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ル
カ
と
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理
し
た
も
の
は
、
私
見
に
よ
 れ
ば
こ
れ
ま
で
に
ま
だ
な
い
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ド
 ザ
目
 0
-
.
 

ト
 。
 く
 

二
人
の
兄
弟
 
-
 マ
 タ
月
・
 然
 １
 3
 
 写
本
挿
絵
 

ヨ
お
コ
お
 -
 四
ヴ
 ド
い
目
 
Ⅰ
・
 ア
の
仁
 
Ⅰ
 ノ
ト
 
Ⅰ
り
の
，
 

h
o
 

プ
ト
 ㏄
 く
 

0
 悪
し
き
農
夫
た
ち
 

-
 マ
タ
担
 ・
㏄
１
 %
 、
マ
コ
は
・
 

9
 １
む
写
本
挿
絵
 
Z
 胃
 手
目
 の
 ・
 0
 ア
 ミ
 ・
 れ
 O
a
 
父
 レ
仁
 Ⅱ
の
屈
の
由
 

っ
 田
の
Ⅱ
 

臣
ゆ
 
り
の
 
コ
 

ト
つ
ヒ
 Ⅱ
Ⅱ
「
 

-
 り
 か
 ・
 ト
つ
 
㏄
 -
 

の
 -
 
の
 ・
 

0
 婚
 宴
の
礼
服
を
着
て
い
な
い
者
 -
 マ
タ
盤
 
・
 1
 １
と
写
本
 挿
 総
目
 むコ
り
ゴ
 

0
 コ
 ・
こ
の
 
ロ
 。
臼
ヨ
し
の
の
の
の
，
 

ヰ
 
0
-
.
 

）
ま
く
，
 
ご
 宝
山
 蒔
 。
 

忠
実
な
 撲
 と
不
実
な
 僕
 
-
 マ
タ
餌
 
・
 め
 １
目
 、
 ル
力
は
・
 佗
 １
 %
 ）
写
本
挿
絵
㌧
 ド
 二
の
・
 
し
 2
.
 笘
 ・
 ニ
 。
（
 
0
-
.
 

七
 %
 

⑥
五
人
の
賢
い
 
Z
 女
 と
五
人
の
愚
か
な
乙
女
 

-
 マ
タ
乃
 ・
 1
1
 ㎎
 -
 フ
レ
ス
コ
 
ハ
 カ
タ
コ
ン
ベ
リ
オ
 0
 臣
い
 

Ⅰ
 
の
 セ
 Ⅰ
 ぽ
い
ヂ
 下
目
 
甘
ハ
 ㏄
 コ
 （
 
廿
 Ⅰ
  
 

ム
 タ
ラ
ン
ト
ン
 貨
 Ⅰ
 ム
ナ
貨
 
-
 マ
タ
わ
 
・
Ⅱ
 ｜
 ㏄
 、
 ル
力
㎎
・
は
 ｜
折
 -
 写
本
挿
絵
 
コ
 お
目
の
 -
 四
ア
Ⅰ
 

a
u
 

「
・
・
Ⅰ
が
 

ミ
 ・
 づ
 H
.
 
お
 ・
 h
 0
-
.
 
ト
下
の
く
 

0
 羊
と
 山
羊
 
-
7
 タ
 あ
 ・
㎝
 ｜
 ㏄
、
 n
 
最
後
の
審
判
、
マ
タ
 
篆
 ・
 れ
 1
 托
 ）
 -
 彫
刻
（
石
棺
 -
N
e
/
 ぺ
。
 吏
 ・
 ミ
笘
 「
 
0
 で
。
二
 
%
 コ
日
 巳
 0
%
 

（
（
）
・
い
り
・
㏄
つ
け
 

マ
ル
コ
 福
 土
日
車
 
日
 

-
 
㍑
 -
 

成
長
す
る
積
 
-
 マ
コ
 

4
.
6
0
 

１
 %
 
 写
本
挿
絵
㌧
 ド
エ
 
の
・
 
い
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 、
 m
 Ⅱ
Ⅱ
 ト
 ・
 ヰ
 
0
-
.
 

Ⅱ
 つ
 Ⅰ
 

門
番
Ⅰ
目
を
覚
ま
し
て
い
な
さ
い
 

-
 マ
コ
 

H
.
 

㏄
１
 

%
 
 写
本
 挿
 絵
ヨ
 お目
 N
e
.
 
い
 @
 
す
 ・
Ⅰ
 
曲
 年
三
Ⅰ
 り
仁
 
Ⅰ
 絹
 Ⅰ
 い
ひ
 
・
（
 
0
 ㌃
の
 っ
く
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こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
カ
タ
コ
ン
べ
や
石
棺
 に
よ
く
見
ら
れ
る
羊
を
肩
に
担
う
人
物
の
図
は
、
聖
書
 記
事
の
図
像
化
で
ほ
 な
 

 
 

象
徴
と
イ
エ
ス
の
 
讐
 え
の
区
別
が
明
確
で
な
い
場
合
が
 
い
く
つ
か
あ
る
と
い
う
   

顕 一 " ヲ 

に賢ま上 関 にた 記 
し も は の 

、 如 此 図 四 

俊一 三世 える 輪 的   
記 決 、 作 ト 

  
リ 場 ム 認 換 

し - 

れ キ で い 

と り も て   
並 ス 一   

ん ト 定 そ 
で 教 し れ 
聖 美 て が 
書 術 は 讐 
に 成 お え 
茎 立 ら の 
づ 時 ず 図 

く の 、 像 
テ 国 命 か 

l 像 回   
で 王 の き - 己 
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初期一中世キリスト 教美術におけ 

な
ど
漁
労
、
農
耕
、
牧
畜
に
関
す
る
非
キ
リ
ス
ト
教
 図
 像

が
 、
聖
書
記
事
と
あ
わ
せ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
に
解
釈
 
し
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
 

も
 関
連
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の
成
立
に
関
し
、
 
一
 一
｜
 三
世
紀
の
画
像
禁
止
 
宙
 エ
ジ
 初
 ・
 4
 １
 5
 参
墨
の
 風
潮
の
中
で
も
、
視
覚
 

芸
術
が
成
立
す
る
方
向
は
聖
書
そ
の
も
の
の
中
に
萌
芽
 
と
し
て
あ
っ
た
と
舌
口
え
る
 
ハ
 
り
で
あ
る
。
 

-
9
 

l
 一
 

警
え
 図
像
を
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
か
ら
中
世
ま
で
 概
 観
 す
る
と
、
 

讐
 え
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
図
像
化
さ
れ
 
や
す
い
も
の
と
さ
れ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
く
い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
初
期
 キ
 リ

ス
ト
 教
 時
代
の
 カ
タ
 コ
ン
 
べ
 に
す
で
に
描
か
れ
、
 
の
 
ち
の
時
代
に
お
い
て
も
 

 
 

様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
見
ら
れ
る
の
は
、
「
五
人
 

ロ
マ
ネ
ス
ク
 
彫
 刻

 に
は
「
金
持
ち
と
う
 
 
 

わ
 

図
像
が
 、
 （
 
ょ
き
 ）
羊
飼
 い
 Ⅱ
イ
エ
ス
 と
 解
さ
れ
 

て
い
く
動
因
と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
漁
夫
、
あ
る
 
い
は
魚
、
海
豚
、
葡
萄
、
 

鳥
 

 
 

畔
 
失
わ
れ
た
 
圭
 Ⅰ
の
 讐
え
 -
 
マ
タ
Ⅸ
・
は
 

｜
 Ⅱ
 、
ル
力
巧
 
4
 １
 7
-
 
と
関
連
し
、
す
で
に
異
教
文
化
に
あ
っ
た
 

一
 
肩
 に
羊
を
担
い
だ
羊
飼
い
の
 

え 図像に関する 一 

-
 
ョ
ハ
 8
.
 ピ
 
「
わ
た
し
が
命
の
パ
ン
で
あ
る
」
 -
 
ョ
ハ
 6
 
箆
 
「
わ
た
し
は
ま
こ
と
の
葡
萄
の
木
」
（
 
ョ
 ハ
 %
.
 芭
 
な
ど
が
、
一
種
 

の
 イ
メ
ー
ジ
 @
 語
と
い
え
よ
う
が
、
福
音
書
か
ら
の
 主
 題
 が
図
像
化
さ
れ
る
際
、
こ
れ
ら
が
連
動
し
あ
っ
て
 る
 る
 別
の
も
の
を
指
し
示
 

す
 動
因
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
「
わ
た
し
は
 
ょ
 き
 羊
飼
い
で
あ
る
」
 -
 
ョ
 ハ
 %
.
 只
騰
 ・
じ
と
い
う
 
舌
 口
述
が
、
「
迷
え
る
 
羊
 /
 

  考察 

く
 、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
文
化
に
す
で
に
あ
っ
た
 
モ
テ
 イ
 ー
 フ
 で
あ
る
。
こ
の
図
は
、
非
人
格
的
な
状
態
、
 す
 な
わ
ち
平
和
、
幸
福
 と
 

い
う
 イ
メ
ー
ジ
を
含
意
す
る
牧
歌
的
で
幸
福
な
田
園
 
風
景
の
「
暗
号
 
お
 ミ
用
「
③
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
百
一
 

。
埋
葬
美
術
に
お
い
て
 

は
 、
死
後
そ
の
よ
う
な
牧
歌
的
な
天
国
へ
入
り
た
い
と
 

 
 

こ
の
一
方
で
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
か
ら
図
像
へ
と
い
う
 観
 点
で
佳
日
す
べ
き
が
、
す
で
に
聖
書
の
中
に
述
べ
ら
れ
 
て
い
る
い
く
つ
か
の
 

地
楡
 的
 表
現
や
形
象
的
表
現
・
イ
メ
ー
バ
イ
言
語
は
 
、
視
 覚
 化
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
い
 
う
こ
と
で
あ
る
。
 イ
ェ
 

ス
が
 
（
と
く
に
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
中
で
）
自
ら
を
規
定
 す
る
表
現
の
「
わ
た
し
は
・
・
・
…
で
あ
る
」
「
わ
た
 
し
ほ
 世
の
光
で
あ
る
」
 



ザ
ロ
 」
が
よ
く
造
形
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ゴ
シ
ッ
ク
 時
代
に
は
、
 
E
.
 
マ
ー
ル
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
 

頻
繁
に
図
像
化
さ
れ
た
 

い
く
つ
か
の
 
讐
え
 物
語
が
目
に
つ
く
。
そ
れ
は
「
乙
女
 
た
ち
」
、
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 
人
 」
、
「
放
蕩
息
子
」
、
「
金
持
 ち
と
ラ
ザ
ロ
」
，
万
 

）
」
の
四
つ
 

-
 

-
 
竹
じ
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
そ
の
救
済
史
的
、
あ
る
い
は
タ
イ
ポ
ロ
ジ
カ
 か
 な
意
味
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 

以
下
に
お
い
て
「
五
人
の
賢
い
乙
女
と
五
人
の
愚
か
な
 Z
 女
 」
（
 
マ
タ
お
 ・
 l
 １
ぜ
と
「
葡
萄
園
の
労
働
者
た
ち
」
 -
 マ
タ
 初
 ・
 l
 １
 %
-
 の
 

弩
え
 図
像
を
選
び
、
テ
キ
ス
ト
か
ら
図
像
へ
の
転
換
と
 
い
う
問
題
設
定
の
下
、
表
現
形
態
と
表
現
方
法
に
つ
い
 て
 考
察
し
て
み
た
 

こ
の
二
つ
の
 
讐
 え
は
、
ど
ち
ら
も
神
の
国
（
天
の
国
）
 
ほ
 つ
い
て
の
物
語
で
あ
る
 
一
 マ
タ
 わ
 ・
 l
 、
マ
タ
㏄
・
 @
 
。
前
者
で
は
、
花
婿
 

が
 到
来
す
る
 日
 
（
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
日
）
に
備
え
て
 と
 も
し
火
の
た
め
に
油
を
準
備
し
て
い
た
賢
い
 Z
 女
 た
ち
 は
 、
婚
礼
の
部
屋
（
Ⅱ
 

神
の
国
）
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
油
を
持
っ
て
 
こ
 な
か
っ
た
愚
か
な
 Z
 女
 た
ち
の
前
に
戸
は
閉
じ
ら
れ
て
 し
ま
い
、
彼
女
た
ち
は
 

そ
こ
に
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
後
者
の
讐
え
は
、
 葡
萄
 園
 で
の
労
働
者
を
雇
お
う
と
し
て
一
日
に
五
回
出
 か
け
て
い
っ
た
農
場
主
 

が
 、
夕
方
に
な
っ
て
 、
 朝
か
ら
一
日
中
長
く
働
い
た
者
 

「
 ロ
ツ
 サ
ー
ノ
 福
 土
星
音
」
 宍
 世
紀
、
シ
リ
ア
あ
る
い
は
 パ
レ
 

に
も
、
ほ
ん
の
一
時
間
働
い
た
者
に
も
、
全
て
の
労
働
 

ス
テ
ィ
ナ
で
 制
旺
 
0
 ぺ
 ー
 ジ
の
上
部
三
分
の
一
の
 、
讐
 

者
に
対
し
て
賃
金
を
み
 

え
 図
像
の
画
面
で
は
 

な
 平
等
に
支
払
っ
た
話
で
あ
り
、
寛
大
で
気
前
の
よ
い
 
主
人
下
色
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
終
末
時
の
神
の
 国
 に
お
い
て
は
、
一
日
 

中
 働
い
た
者
（
最
初
の
者
、
マ
タ
㏄
・
⑬
と
短
時
間
 
働
 い
た
者
 
官
取
 後
の
者
、
マ
タ
 初
 ・
 ひ
の
 序
列
が
逆
転
 す
る
と
い
う
こ
と
が
 含
 

意
 さ
れ
て
い
る
。
 

一
お
 
-
 

一
図
工
Ⅰ
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
に
花
婿
が
立
ち
、
彼
を
は
 さ
 む
よ
う
に
し
て
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
乙
女
た
ち
の
 
ク
 ル
ー
プ
が
描
か
れ
て
 

い
る
。
花
婿
は
と
も
し
火
を
持
っ
た
賢
き
 Z
 女
 た
ち
と
 と
も
に
す
で
に
婚
礼
の
部
屋
へ
と
入
っ
て
い
る
。
婚
礼
 
用
の
着
物
で
頭
か
ら
 全
 

て
 真
っ
白
に
着
飾
っ
て
身
支
度
し
た
賢
い
 Z
 女
 た
ち
の
 万
は
 、
み
な
油
の
人
っ
た
器
を
持
っ
て
松
明
に
大
き
く
 
火
 を
つ
け
、
画
面
の
右
   



                        ト教 美術におけるイエスの 管え 図像に関する 一考察 

一
 
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

側
の
方
へ
神
の
国
に
選
ば
れ
た
者
と
し
て
 進
 

右
側
の
岩
か
ら
は
 四
 筋
の
河
が
流
れ
出
て
い
 

    
 
   

  
  

や
か
な
実
を
つ
け
た
木
々
が
植
え
ら
れ
、
 

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
花
婿
は
閉
じ
ら
れ
 

た
 戸
口
の
方
を
振
り
返
り
、
 

外
 

図 1 「五人の賢い 乙女と五人の 愚かな乙女」の 蓄え 

「ロッサ ーノ 福音書」ロッサ ーノ ，大司教 館 美術館， fn@. 2v 

た に 
て戻っ いを分にたなま 間着果はが三のい「 打木主 う入ち閉   

か が 人 偏 服 赤 た に ち 。 」     づ に を 、 ち 火 の こ と げ 女 

  



え
 

審
 

の
 

女
 
『
」
 

せ
こ
 

 
 

の
愚
 

五
人
 

と
 
ヒ
扉
口
 

 
 

い
取
王
 

賢
人
 

「
五
人
の
 

デ
 
フ
ル
ク
 

2
 
因
て
 
ク
 ら

れ
て
い
る
婚
礼
の
部
屋
へ
 

入
る
 扉
ロ
の
 左
側
が
否
定
的
 

場
、
右
が
肯
定
的
な
場
と
み
 

さ
 綾
 、
左
に
愚
か
な
 Z
 女
 

ち
、
 右
に
賢
き
 Z
 女
 た
ち
が
 

人
づ
つ
 立
っ
て
い
る
。
 

「
葡
萄
園
の
労
働
者
た
ち
 

の
図
像
は
 、
 王
に
写
本
挿
絵
 

多
い
。
最
も
詳
し
く
描
か
れ
 

い
る
の
は
、
現
在
ニ
ュ
ル
 ン
 べ て に 」 五 た な な と 

彫
刻
作
品
の
例
と
し
て
、
マ
グ
 
デ
 ブ
ル
ク
の
ド
ー
ム
の
 
い
 わ
ゆ
る
「
天
国
の
扉
 
口
 」
に
は
、
愚
か
な
 
Z
 女
 た
ち
 と
 賢
き
 Z
 女
 た
ち
の
 

俊
二
二
四
五
年
嬰
が
左
右
に
分
け
ら
れ
て
立
っ
て
 い
 る
 （
図
 
2
 ）
。
愚
か
な
 
Z
 女
の
方
は
神
の
国
に
入
る
こ
 
と
が
で
き
ず
、
目
を
閉
 

じ
 額
を
抑
え
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
。
右
手
に
持
っ
た
 

器
 は
か
ら
っ
ぽ
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
油
を
準
備
し
天
国
 

へ
と
選
ぼ
れ
し
 
Z
 女
の
 

万
は
 、
口
元
に
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
 

Z
 女
 た
ち
の
表
情
に
は
そ
の
心
理
的
状
態
ま
で
が
見
事
に
映
 

し
 出
さ
れ
て
い
る
。
 こ
 

こ
に
花
婿
は
登
場
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
入
口
 

と
い
う
場
所
か
ら
、
そ
こ
を
通
っ
て
聖
堂
の
中
へ
入
れ
 

ば
 、
花
婿
で
あ
る
キ
リ
 

ス
ト
に
迎
え
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
 

。
さ
ら
に
、
 Z
 女
 た
ち
が
位
置
し
て
い
る
左
右
と
い
う
 
構
図
に
も
重
要
な
意
味
 

が
 込
め
ら
れ
て
い
る
。
伝
統
的
に
左
右
関
係
に
は
価
値
 

が
お
か
れ
て
い
て
、
ド
ー
ム
の
人
口
に
お
い
て
、
マ
タ
 

イ
の
 聖
書
記
事
で
述
べ
   



  
は
 、
支
払
い
の
場
面
が
二
度
描
か
れ
て
い
る
。
最
初
に
 
雇
わ
れ
た
人
た
ち
が
、
す
ぐ
上
の
労
働
の
場
面
を
指
さ
 
し
、
 

（
こ
ん
な
に
働
い
 

 
 

た
の
だ
か
ら
）
も
っ
と
多
く
も
ら
え
る
は
ず
だ
ろ
う
と
 農
園
主
に
抗
議
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
そ
の
と
な
り
 
の
場
面
で
は
、
管
理
人
 

 
 
 
 

 
 
 
 

が
一
デ
 ナ
リ
オ
ン
 
づ
っ
 労
働
者
に
手
渡
し
て
い
る
。
 

右
 端
 に
見
え
る
の
は
、
お
そ
ら
く
憤
り
の
た
め
赤
面
の
 
一
 番
長
く
働
い
た
者
で
あ
 

 
 

 
 

ろ
う
 
一
 マ
タ
㏄
 
，
 ㏄
 ｜
じ
 。
葡
萄
園
の
労
働
に
つ
い
て
、
 実
際
は
聖
書
に
記
述
は
な
 い
 "
 
し
か
し
こ
の
写
本
で
 は
 詳
し
く
様
々
な
労
働
 

美術におけるイエスの 讐え 図像に関する 一考察 
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ぞ
れ
一
ぺ
 ー
 ジ
 づ
っ
 描
か
れ
て
 い
 て
、
そ
の
間
の
労
働
 の
場
面
は
な
い
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
制
作
 さ
れ
た
パ
リ
の
「
四
幅
 

土
日
重
日
し
 

一
 
l
 
@
3
 
 

一
 一
一
一
 駐
 に
は
、
雇
い
の
場
面
と
労
働
の
場
 
面
 だ
け
で
、
支
払
い
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
場
面
 
数
が
 少
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
 

に
は
生
き
生
き
と
し
た
物
語
性
は
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
 写
本
よ
り
欠
如
し
て
い
る
。
 

以
上
こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
 讐
え
 図
像
の
比
較
に
よ
り
 、
ま
ず
第
一
に
表
現
形
態
に
二
種
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
 
。
こ
れ
ら
の
 讐
 え
の
 

図
像
化
の
過
程
で
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
全
て
が
図
像
と
 
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ
ー
 フ
が
 視
覚
化
さ
れ
る
こ
 

と
が
多
い
が
、
一
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
そ
の
 讐
 え
が
 表
 さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
複
数
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
結
び
 合
 わ
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
 

い
 る
場
合
が
見
ら
れ
る
。
す
な
 む
 ち
、
物
語
構
図
に
お
 い
て
単
一
場
面
が
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
イ
コ
ン
 的
 表
現
と
、
連
続
説
話
 

表
現
の
二
つ
の
形
態
が
あ
る
。
あ
る
瞬
間
、
静
止
の
場
 面
 が
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
連
続
的
な
物
語
 
の
 描
写
 か
 、
と
い
う
点
 

が
 表
現
形
態
の
違
い
を
示
す
。
 

「
五
人
の
賢
い
乙
女
と
五
人
の
愚
か
な
乙
女
」
の
図
像
 は
、
讐
え
 物
語
の
結
末
が
単
一
場
面
で
描
か
れ
て
い
る
 の
に
対
し
、
「
葡
萄
 園
 

の
 労
働
者
た
ち
」
は
連
続
し
た
説
話
表
現
と
な
っ
て
 
お
 り
 、
こ
れ
ら
二
つ
の
図
像
は
対
 
昭
 的
に
図
像
化
さ
れ
て
 い
る
。
そ
し
て
、
「
 乙
 

女
 た
ち
」
の
 讐
 え
で
は
、
説
話
表
現
で
な
く
て
も
、
 Z
 女
 た
ち
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
対
立
的
に
表
現
さ
れ
て
 
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
 全
 

て
の
登
場
人
物
が
描
出
さ
れ
ず
に
一
方
の
乙
女
た
ち
だ
 け
で
も
、
主
題
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
 
れ
の
顔
の
表
情
、
持
ち
 

初
一
と
も
し
 火
 、
ラ
ン
プ
、
油
の
器
Ⅰ
着
て
い
る
物
、
 
し
ぐ
さ
や
身
振
り
、
さ
ら
に
は
天
国
（
楽
園
）
に
 
あ
 る
と
さ
れ
る
果
実
の
木
 

や
 四
つ
の
 何
 と
い
っ
た
小
道
百
一
一
的
モ
テ
ィ
ー
フ
な
ど
で
 

、
 賢
き
乙
女
 か
 愚
か
な
乙
女
 か
、
が
 判
別
で
き
る
か
ら
 で
あ
る
。
だ
が
、
後
者
 

 
 

  

が
 描
か
れ
て
い
る
。
 

 
  

 

同
じ
く
 エ
 

ヒ
テ
ル
ナ
 ハ
 派
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
「
福
音
 書
 抄本
」
、
 

う
，
 
-
 
三
 

一
世
紀
中
華
で
は
、
雇
い
の
場
面
と
支
 

払
 い
 
の
場
面
が
そ
れ
 

 
 
 
  

 



者
の
不
満
・
訴
え
と
農
場
主
の
答
え
な
ど
の
モ
テ
ィ
ー
 
フ
が
 重
な
り
あ
っ
て
い
て
、
二
項
対
立
の
よ
う
な
 
明
 白
な
構
成
と
は
い
え
な
 

い
 。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
視
覚
化
さ
れ
た
場
合
、
話
 
の
 展
開
に
そ
っ
て
場
面
の
数
が
多
く
出
来
事
が
連
続
し
 
て
 詳
し
く
描
か
れ
る
 方
 

が
 、
そ
の
物
語
絵
画
を
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
な
が
 
ら
 、
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
た
本
来
の
意
味
、
神
の
国
に
お
 
け
る
序
列
の
逆
転
と
い
 

ラ
メ
タ
フ
ァ
ー
一
階
 楡
 ）
の
内
容
は
イ
ン
パ
ク
ト
を
 失
 い
、
形
象
的
モ
テ
ィ
ー
フ
に
よ
り
物
語
を
巧
み
に
叙
述
 す
る
こ
と
の
方
に
力
点
 

%
 
 が
 置
か
れ
て
い
る
。
 

 
 

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
分
析
す
る
と
、
単
一
場
面
の
図
は
 、
記
号
の
よ
う
に
、
何
か
を
指
し
示
す
連
想
の
働
き
を
 持
ち
、
連
続
説
話
 表
 

 
 

 
 

 
 

網
現
 で
は
、
冬
場
面
で
同
じ
登
場
人
物
が
複
数
現
れ
 
る
な
ど
し
て
筋
の
展
開
を
物
語
る
作
用
が
あ
る
こ
と
が
 読
み
取
れ
る
。
 

 
 
 
 

第
二
 @
 表
現
方
法
に
つ
い
て
。
出
典
と
な
る
 
テ
 キ
ス
ト
と
そ
の
視
覚
化
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
テ
キ
 ス
ト
ど
お
り
の
モ
テ
ィ
ー
フ
 

 
 努

と
 、
テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
れ
 た
 モ
テ
ィ
ー
フ
が
 、
図
 像
 と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
テ
キ
 ス
ト
か
ら
そ
れ
た
も
の
と
し
 

 
 

て
 、
「
葡
萄
 園
 」
の
 讐
 え
で
は
、
労
働
の
モ
テ
ィ
 ｜
フ
、
 水
で
足
を
冷
や
す
モ
テ
ィ
ー
フ
な
ど
が
あ
る
が
 
、
こ
れ
ら
は
説
話
図
像
を
よ
 

 
 

詳
し
く
描
写
す
る
た
め
の
一
方
法
で
あ
る
。
こ
ま
 

甜
り
 

の
よ
う
に
物
語
の
叙
述
を
詳
し
く
展
開
す
る
た
め
の
 
モ
 テ
ィ
ー
 フ
 も
あ
る
が
、
 讐
え
 

御
詰
テ
キ
ス
ト
の
視
覚
化
の
過
程
に
お
い
て
見
ら
れ
 

 
 

る
 表
現
方
法
に
関
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
、
そ
れ
が
 

 
 

の
讐
 え
も
図
像
化
さ
れ
て
い
 

聖
書
テ
キ
ス
ト
に
忠
実
に
 絵
 

 
 

卍
固
 化さ
れ
て
い
る
か
（
テ
キ
ス
ト
に
そ
っ
た
図
像
 
化
 ）
、
そ
れ
と
も
別
な
解
釈
が
入
っ
て
文
字
 
ど
お
り
で
は
な
い
図
像
に
な
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ⅰ
こ
一
 

@
@
 

渡
 
る
。
こ
の
写
本
の
二
つ
の
 讐
え
 図
像
で
佳
日
す
べ
 き
が
、
 讐
え
 話
の
語
り
 -
 
手
で
あ
る
は
ず
の
イ
ェ
ス
が
 

、
 誓
 え
図
像
の
中
に
主
人
公
 と
   

の
 「
葡
萄
園
の
労
働
者
た
ち
」
で
は
、
テ
キ
ス
ト
に
お
 い
て
こ
の
 誓
 え
は
五
回
の
雇
い
の
契
約
、
最
後
の
支
払
 い
、
一
番
長
く
働
い
た
 



し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
 話
の
中
で
は
花
婿
と
し
て
（
図
 
1
 Ⅰ
後
者
で
は
強
盗
 に
 襲
わ
れ
た
人
を
介
護
 

す
る
サ
マ
リ
ア
 人
 と
し
て
、
十
字
架
の
印
の
人
っ
た
 
ニ
 ン
ブ
ス
を
持
っ
た
キ
リ
ス
ト
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
 が
 、
テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
 

れ
た
 ア
 レ
ゴ
リ
カ
ル
 な
 描
写
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。
 福
 音
書
テ
キ
ス
ト
の
図
像
化
と
い
う
観
点
で
大
事
な
の
は
 
、
誓
 え
話
は
イ
ェ
ス
に
 

よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
語
ら
れ
た
 讐
え
 そ
れ
自
体
は
、
イ
エ
ス
に
つ
い
て
の
伝
記
エ
ピ
ソ
ー
ド
 
と
は
無
関
係
な
独
立
し
 

た
 内
容
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
図
像
 
に
よ
っ
て
は
、
典
拠
と
な
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
れ
た
 視
 覚
 化
が
な
さ
れ
て
い
る
 

も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
の
が
 

エ
 ス
が
 讐
え
 図
像
の
中
で
主
人
公
と
し
て
描
か
れ
 る
こ
と
で
あ
る
。
 

他
方
し
か
し
な
が
ら
、
 讐
え
 話
そ
の
も
の
の
中
に
 イ
ェ
 ス
が
 登
場
し
て
く
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
逆
説
的
に
 、
 イ
エ
ス
の
語
っ
た
 比
 

楡
的
 テ
キ
ス
ト
か
ら
そ
れ
て
か
え
っ
て
直
接
的
な
 イ
メ
 ｜
ジ
の
 伝
達
に
な
っ
て
い
る
、
と
も
言
え
る
の
で
は
な
 
い
 だ
ろ
う
か
。
強
盗
と
 

し
て
現
れ
た
敵
に
 穿
 ぐ
る
み
は
ぎ
と
ら
れ
た
な
じ
め
な
 人
間
を
、
救
済
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
助
け
保
護
す
る
 
、
ま
た
、
終
末
の
日
に
 

到
来
す
る
最
後
の
審
判
者
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
、
と
い
 
っ
た
 イ
エ
ス
の
言
葉
を
受
け
取
っ
た
そ
の
後
の
キ
リ
ス
 
ト
 教
の
解
釈
が
、
図
像
 

と
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
論
的
に
テ
ー
マ
化
さ
れ
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
 

テ
キ
ス
ト
ど
お
り
で
は
な
く
 ア
 レ
ゴ
リ
 力
か
 な
要
素
を
 持
つ
図
像
は
、
教
父
た
ち
の
聖
書
解
釈
や
典
礼
の
影
響
 
に
よ
っ
て
現
れ
る
こ
 

と
が
多
い
。
と
く
に
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
打
ち
立
て
そ
の
 後
 神
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
聖
書
の
意
味
を
 
解
釈
す
る
際
の
段
階
と
 

い
う
 枠
組
み
が
、
そ
の
基
盤
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
世
 
を
 通
し
て
さ
ら
に
複
雑
に
体
系
化
さ
れ
て
ゆ
き
、
テ
キ
 
ス
ト
の
文
字
的
意
味
、
 

寓
意
的
意
味
、
道
徳
的
意
味
、
天
上
的
 
釜
並
的
 
）
意
味
 を
 段
階
的
に
解
釈
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
 
こ
の
聖
書
釈
義
の
伝
統
 

 
 

が
 図
像
化
に
も
大
き
く
反
映
す
る
こ
と
に
な
り
、
タ
イ
 ポ
ロ
ジ
カ
ル
あ
る
い
は
救
済
史
的
図
像
の
神
学
的
根
拠
 
と
な
る
。
 

最
後
に
、
あ
る
作
品
に
お
け
る
 讐
 え
の
主
題
選
択
の
理
 由
 に
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
図
像
の
主
題
と
し
て
よ
 く
 好
ま
れ
る
も
の
と
   



初期     中世 キ リスト 教 美術におけるイエスの 讐え 

以
上
の
考
察
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
が
図
像
化
さ
れ
 る
 過
程
に
お
い
て
は
、
 

言
述
 表
現
の
仕
方
、
内
容
の
訴
 え
 方
の
方
法
に
い
く
 

つ
か
新
し
い
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
 
た
 。
登
場
人
物
の
表
情
、
視
線
や
動
作
に
そ
の
人
物
 
の
 意
志
を
含
意
さ
せ
た
 

り
 、
あ
る
い
は
色
や
構
図
、
左
右
の
位
置
関
係
な
ど
に
 よ
っ
て
、
と
き
に
は
肯
定
・
否
定
の
意
味
を
込
め
る
こ
 
と
が
で
き
る
 
-
 コ
ー
ド
 

 
 

に
よ
る
読
解
）
。
「
 Z
 女
 た
ち
」
と
同
様
、
「
 
羊
と
 山
羊
」
 -
 マ
タ
乃
 ・
 紐
 １
 %
 

や
 
「
金
持
ち
と
ラ
ザ
ロ
」
 
-
 ル
力
 托
 ・
㎎
 @
 巴
の
テ
キ
ス
ト
 

で
も
、
最
後
の
審
判
に
よ
っ
て
祝
福
さ
れ
る
者
と
呪
わ
 
れ
る
者
と
が
分
け
ら
れ
る
、
生
前
の
行
為
・
境
遇
に
 
ょ
 っ
て
死
後
行
き
つ
く
 場
 

所
が
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
 、
そ
の
図
像
は
単
一
場
面
で
あ
っ
て
も
理
解
し
や
す
い
 
 
 

こ
の
よ
う
な
図
像
の
読
解
は
、
典
拠
と
な
る
テ
キ
ス
ト
 の
 性
格
に
起
因
す
る
場
合
が
あ
る
。
イ
エ
ス
の
 讐
 え
は
 、
象
徴
・
記
号
の
要
 

素
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
直
接
的
で
な
く
、
 比
倫
 的
 
・
 隠
楡
 的
な
言
葉
を
使
っ
て
あ
る
事
柄
を
述
べ
 る
 。
ゆ
え
に
、
テ
キ
ス
   

  図像に関 

五
 
ま
と
め
 

る 一考察 

そ
う
で
な
い
も
の
の
違
 い
は
 、
ま
ず
 讐
え
 話
そ
の
も
の
 の
 内
容
に
 よ
 る
で
あ
ろ
う
。
視
覚
化
さ
れ
や
す
い
の
 

的
 意
味
が
明
確
で
あ
る
場
合
、
内
容
の
筋
が
簡
明
で
、
 例
え
ば
 善
 と
悪
、
肯
定
・
否
定
と
い
っ
た
二
項
対
立
 

い
は
ま
た
物
語
と
し
て
筋
の
展
開
が
わ
か
り
や
す
い
 場
 合
 で
あ
り
、
抽
象
的
な
テ
キ
ス
ト
は
視
覚
化
さ
れ
に
 

ら
み
て
も
、
神
学
的
に
無
理
な
く
釈
義
さ
れ
る
も
の
が
 
選
ば
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
 よ
う
 に
「
五
人
の
賢
 い
 

女
 」
は
よ
く
図
像
化
さ
れ
る
例
だ
が
、
そ
れ
は
終
末
の
 表
象
と
い
う
連
関
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
日
に
 

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
ち
、
一
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
け
で
も
 理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
「
葡
萄
園
の
労
働
者
た
 

図
像
と
並
ん
で
イ
ェ
ス
伝
の
教
 説
 の
一
部
と
し
て
福
音
 書
写
本
な
ど
に
装
飾
挿
絵
と
し
て
選
択
さ
れ
る
こ
と
 

は
 、
救
済
の
意
味
や
道
徳
 

が
明
ら
か
な
場
合
、
あ
る
 

く
い
。
解
釈
の
レ
ベ
ル
 か
 

乙
女
と
五
人
の
愚
か
な
 乙
 

備
え
よ
、
と
い
う
明
確
な
 

ち
 」
の
方
は
 、
 他
の
讐
 え
 

が
 多
い
。
 



研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
考
察
で
見
た
よ
う
 
に
 、
図
像
の
根
拠
と
な
る
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
が
形
象
 

的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
 

宮
 ㏄
 廷
 （
が
 
こ
 絵
画
」
と
い
う
説
明
が
よ
り
理
解
で
き
る
。
 
テ
キ
ス
ト
と
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
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の
で
あ
る
。
 



初期一中世キリスト 教美術における イェ   スの言え図像に 関する     考察 

    
  一 @  ・ l ま 
      

。 Ⅰおの ～ 窯声 ぃ ぃ一 憂 汀 

""'" Ⅰ ト "       
ズ @ い @ 

  
は本 

巾 「 @ の 

    
89@ (481) 

略
 Ⅰ
 
万
 

ア
の
 -
 
ド
の
 
Ⅹ
一
オ
 

0
 コ
由
 り
Ⅰ
。
 

ゴ
ユ
 ㏄
 
ニ
 i
n
 
下
の
 
コ
 （
 
ガ
 0 目
 
o
g
r
 
八
ロ
 
ブ
宜
 

刃
ロ
パ
カ
 e
 目
下
Ⅹ
 @
 
才
 o 臣
 N
 仁
 Ⅰ
 ヴ
せ
 
2
 ぃ
 
コ
エ
コ
は
 
。
 
す
 
e
 目
バ
け
目
結
 

象
 が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。
 
ム
 
「
後
は
、
メ
デ
ィ
ア
 の
 違
い
を
顧
慮
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
互
 
い
 

や
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
事
柄
の
受
容
、
解
釈
の
 可
能
性
を
考
察
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

に
 働
き
合
う
仕
組
み
 

か
あ
り
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
の
図
像
化
の
過
程
を
分
析
す
 る
 際
、
文
字
と
図
像
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
二
分
だ
け
で
 
は
 説
明
し
き
れ
な
い
事
 



    
      

  
え と   

鑓 も ト 

「、 狭私   
(482)@ 90 

  



初期一中世 キ リス ト教 美術におけるイエスの 讐え 図像に関する 一考察 

者
の
間
で
も
こ
れ
ら
は
同
じ
 書
 え
の
図
像
と
み
な
さ
れ
る
場
合
が
 

あ
る
。
だ
が
、
と
り
わ
け
オ
ッ
ト
ー
 朝と
ザ
 リ
エ
ル
朝
の
写
本
 挿絵
を
見
る
限
り
そ
 

の
 違
い
は
明
ら
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
図
像
学
的
に
は
別
々
の
伝
承
に
 
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
区
別
で
き
る
よ
 
う
 に
し
た
。
 

-
8
-
 ヱ
・
 0
 ヨ
 0
 臣
 （
 ，
け
く
 
ぬ
き
 
晦
 @
l
C
S
a
@
,
 

ぬ
ぃ
 
㌧
 め
 ぎ
 ぎ
悶
め
ミ
 Z
a
 
さ
 ～
 
ぎ
眈
 も
悪
六
 で
き
よ
 寸
 
㌧
 り
 「
 
@
 
の
 ・
～
 
ヨ
 せ
 つ
 @
 
ヨ
の
 r
@
 

の
㌧
 

%
 安
曲
目
下
（
 ゆ
 「
 
e
 の
・
 
こ
 9
 簿
円
 ・
 せ
匹
ヨ
銭
 9
 卜
も
 

コ
 ミ
～
 
ぉ
 囲
も
 S
 恥
毛
も
も
 
め
ぎ
ト
ミ
 ミ
ニ
ミ
こ
 

ぶ
ぉ
ヰ
ヤ
，
ぎ
へ
 

心
さ
お
。
い
も
 

ミ
ヌ
ぷ
 が
 れ
が
 ㌧
 り
 ヱ
 %
 本
コ
 ョ
ぃ
 
左
史
の
り
 

屈
 ）
の
 
コ
 

（
 
9
 ）
図
像
化
の
頻
度
に
つ
い
て
は
、
お
お
ま
か
な
も
の
で
あ
り
 、
時
代
に
よ
り
、
ま
た
地
域
に
よ
り
異
な
る
 -
 
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
 
美
 術
 に
は
そ
れ
特
有
の
図
 

像
 学
的
特
徴
も
あ
る
）
。
 

（
 
印
 ）
丑
の
 r
e
 
の
 コ
ト
ヨ
 ・
Ⅱ
 
ヰ
ギ
鞍
 n
.
 由
 円
す
。
 
目
て
ミ
 ・
の
 

F
r
 

の
安
ヨ
 

銭
目
導
き
も
 宝
 き
ぎ
 さ
ぎ
ぬ
 ・
 ま
註
 浅
も
～
～
～
 

い
 
こ
 き
さ
 Ⅰ
 0
 コ
 僅
 。
 目
 Ⅰ
Ⅰ
乱
山
。
 
目
 ・
 ノ
つ
 
Ⅱ
 の
 

（
Ⅱ
）
 ミ
 ・
 ヱ
 ・
の
曲
 
く
 ぎ
の
の
の
 

-
 ド
 ギ
馬
 薫
 ～
 
さ
き
 き
の
目
の
臣
 臣
紐
 の
 討
ぎ
ハ
 
キ
 の
い
き
 
い
 
も
 ド
鱗
 
～
 い
 も
さ
き
 
ト
す
 
ま
 ぼ
、
 Ⅰ
 0
 コ
年
 
0
 コ
 。
）
 
Q
 ㏄
二
）
 
い
臼
 

一
は
 
-
 
ト
 ・
の
・
 
パ
 0
 二
の
毛
の
 
9
,
,
 
し
 a
s
 
由
 そ
 い
コ
ぬ
 
の
二
 

%
a
r
 

白
日
 

ぃ
 ㏄
の
 
い
 の
 申
 コ
ロ
 の
の
 
-
 
コ
 の
の
（
の
ニ
年
 

コ
 9
-
 
コ
コ
 
の
Ⅰ
ア
ド
 

-
 
す
巨
 ㏄
Ⅱ
由
の
 

-
C
 

二
の
コ
リ
二
の
Ⅰ
 

-
 
の
り
 
ゴ
仁
 
-
 
プ
リ
 
コ
 色
ひ
 
り
ゴ
 
コ
ヰ
目
の
コ
ミ
。
 

-
 
目
 一
木
 

い
目
（
 
す
 「
ド
ニ
の
「
 

u
.
p
.
 

（
Ⅰ
（
の
 

9
.
 

）
 ，
め
 
～
 
悪
荘
ぎ
 
n
 め
悪
 
べ
ま
臣
に
 鼓
 ～
～
 

m
.
 

こ
守
キ
め
 

き
 ～
 
へ
 
ま
 ぉ
紅
 ㏄
も
も
 
｜
 ～
 め
斬
 
0
.
 
力
 S
 涛
 き
ふ
 臣
 ㌔
 沌
ぺ
 Ⅱ
・
 @
i
 

へ
薄
 
～
か
め
 

や
 
ふ
き
 釜
ま
 
ぶ
 ・
（
～
 

ぬ
す
ミ
暖
ミ
や
 

7
 ミ
 
む
コ
い
プ
リ
コ
，
 

㌧
Ⅱ
の
㏄
け
の
 

-
 
，
 Ⅰ
の
㏄
 

m
 。
 P
 
㏄
明
一
）
 

ト
肚
 

朽
 ）
こ
の
パ
リ
の
「
 四
 福
音
書
し
の
挿
絵
は
、
「
種
蒔
き
」
の
 
讐
 え
の
図
像
と
も
み
な
せ
る
。
 

@
 
）
い
ち
じ
く
の
木
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
 間
で
誤
解
が
見
ら
れ
る
。
 
誓
 え
と
し
て
は
、
 
ル
力
 の
「
実
の
な
ら
 
な
い
い
ち
じ
く
の
 
本
 」
 

と
「
い
ち
じ
く
の
 
水
 」
で
、
マ
タ
イ
と
マ
ル
コ
に
あ
る
「
い
ち
じ
 く
の
ホ
 へ
の
呪
い
」
（
 マ
タ
打
 
・
㎎
 ｜
 ㌶
、
マ
コ
Ⅱ
 

Ⅱ
・
 穏
｜
 ㏄
）
は
 

イ
ェ
ス
の
 誓
 え
で
 は
 な
く
、
懲
罰
奇
跡
で
あ
る
。
 

往
り
 -
 
亦
ト
コ
テ
 

「
 
0
 「
 
二
リ
 
p
@
@
 

一
一
・
 

H
 ド
 
@
 
㏄
キ
ミ
 
ゃ
 
～
～
 

@
0
 

～
 
@
 
ヘ
ミ
心
 

め
ぎ
陀
ぽ
雨
の
 
Q
 乙
で
㏄
～
 

@
w
Q
 

「
 ㏄
卜
も
ま
 
め
 ま
め
こ
ざ
や
の
 

リ
 ヨ
 ヴ
 二
四
㎎
の
 

-
1
 

の
町
 

ト
 

-
 
㎎
 -
 
田
山
 コ
 ㏄
 0
 ヨ
 建
二
 
コ
 ・
 @
 巾
ぎ
 -
 
乙
り
ゴ
 
の
 ビ
コ
 の
 ヨ
 0
 コ
 -
 
ヨ
ロ
 の
Ⅰ
 
臼
ぃ
ゴ
隼
 
㏄
Ⅱ
 
ト
 
Ⅰ
 
笘
ゴ
り
ゴ
ユ
 

の
 
巳
は
ア
 
の
コ
本
 
仁
 コ
リ
（
 

@
 ・
 @
 
コ
 @
%
 
臣
 ド
 
ニ
ま
 こ
目
 ぬへ
坊
 
ハ
ミ
 さ
荘
 運
ミ
 圭
ミ
 
さ
～
袋
馬
 
ま
 -
 
～
か
ぎ
 

も
さ
い
 
迂
め
 Ⅹ
 さ
 ㌔
 0
 キ
暖
 や
ぉ
 ～
 
隠
ま
 ・
 ミ
由
コ
 
降
の
二
戸
の
り
 

オ
 。
 目
年
 
0
 「
 
目
 ・
 ト
つ
 
の
 
P
 り
ト
り
 

l
 
り
り
 

6
.
 

の
の
 

ロ
 ・
り
下
り
一
色
㏄
㍉
の
：
も
 

氏
ま
ト
武
芯
下
悪
 

き
 荘
 ㏄
㏄
軋
も
ま
 

ヰ
 
ま
さ
 
吋
 Ⅰ
一
 

）
、
篭
 

～
 
ぎ
 ミ
っ
・
 

-
 @
 
げ
 @
 
一
 
-
@
 

一
 
（
 
寺
ぎ
 
*
.
 

憶
 出
ミ
吐
き
㏄
ド
雨
 

由
 し
曲
「
 
ヨ
の
 
片
口
 
宙
ダ
す
ぶ
 
お
の
 コ
 の
り
 
す
麓
 
Ⅰ
二
 
%
 二
の
中
ロ
 
り
オ
ぬ
 
の
の
 
匹
 -
 
の
い
ず
い
 

円
 
（
・
 
4
 
の
の
Ⅱ
・
Ⅱ
 

-
 
Ⅳ
）
 
之
 ・
 由
 @
 
日
ヨ
 凹
コ
団
コ
コ
 
・
 な
ぎ
ぺ
 ～
 
臣
注
釜
 ・
 
Q
 黛
 ）
 
バ
ぎ
き
へ
 
ぬ
 ミ
ト
ぎ
 
㏄
 3
%
 穏
 養
わ
 
轄
 0
 つ
 -
 
が
 Ⅰ
㏄
 
コ
 ・
 ミ
の
 若
年
㏄
 
仁
円
 
㏄
 
ぃ
ゴ
 
の
Ⅱ
 
つ
め
 
ユ
 %
 抽
 ・
）
 
つ
 ㏄
 っ
 ト
の
 
㏄
 ｜
 Ⅰ
仁
心
一
㌧
・
い
の
コ
オ
。
Ⅰ
 

も
 や
ち
 ミい
 
の
ト
め
 
（
～
か
め
 

め
 。
 ぎ
 Ⅰ
 守
 
5
.
 む
さ
め
 
㏄
～
～
も
 
荘
 湧
出
 

3
%
 

～
 
こ
か
 
～
 
東
ぬ
 
～
～
 

雨
お
 ぎ
ヘ
 も
 ベ
さ
 Ⅹ
 ま
で
へ
 
n
 梓
 @
@
n
 

ぃ
ハ
 宮
む
 
コ
 n
 す
り
戸
の
・
 
由
 ・
 ロ
 0
 り
オ
 
・
Ⅰ
の
の
 

5
.
 

け
 車
 ㏄
 l
N
 
の
の
 

 
 

-
 と
 
同
様
の
こ
と
は
、
瓢
箪
の
葉
陰
に
横
た
わ
っ
て
休
ん
で
い
 
る
ヨ
 ナ
の
図
に
も
言
え
る
。
こ
れ
は
、
聖
書
の
記
事
に
対
応
す
る
 
の
で
は
な
く
、
異
教
 
神
 

 
 
 
 

 
 

話
に
あ
る
眠
る
エ
ン
デ
ユ
ニ
オ
ン
か
ら
の
連
想
で
、
牧
歌
的
な
平
 
和
で
至
福
の
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

（
 
巧
 ）
 
し
 ・
し
お
目
方
 
-
 
由
 「
の
 
K
.
-
.
 

め
 ぢ
心
 
迂
ミ
 や
 い
匡
ミ
 
㌔
ふ
き
 キ
 e
 の
ぎ
 菜
 守さ
ミ
ミ
 
。
ロ
の
ユ
中
ヰ
・
（
）
「
 

c
 つ
日
デ
 

い
の
 
コ
 ・
 ト
の
 
㏄
 5
.
 
）
 
ゥ
 l
 ト
 の
一
ロ
・
 
し
 Ⅰ
の
 
コ
オ
 
・
 い
 Ⅰ
 
寸
 
'
Q
 

荘
 ～
～
 

0
 ま
 ま
 ぉ
 も
 笘
 の
ま
ぬ
 

ま
 ～
 
髄
 

]
9
 

ぎ
を
 ぺ
き
 斎
 ～
～
～
 

c
 ⑧
 e
n
 

木
記
 

醗
 ～
き
め
～
 あ
 ～
 
ぬ
ぉ
 J
a
Q
 

臣
き
就
き
援
 ・
 毛
 -
0
 
コ
・
 
0
 の
目
の
㍉
㍉
の
あ
す
 

-
 
の
 
り
す
 
の
 オ
ア
麓
隼
 
0
 ヨ
 コ
 
5
 年
の
Ⅰ
 
目
コ
 ㏄
の
の
 

コ
 の
り
 
ゴ
ハ
 
零
の
 
コ
 ・
Ⅰ
 
の
の
の
・
 

い
 ㏄
 １
 の
の
 



-
 
初
 ）
 
メ
可
 
・
Ⅰ
生
ヨ
 曲
コ
且
 0
 戸
ユ
（
・
 -
 
目
 ③
一
口
・
下
名
 コ
 や
む
兎
の
 牙
音
 こ
ぉ
分
 v
n
 
お
 き
 お
 か
ぎ
心
心
 

さ
ぎ
 ミ
 %
 き
ふ
き
 ぼ
毬
 Ⅰ
ま
さ
 
ぬ
ト
 
S
 ま
雨
ギ
 Ⅱ
山
口
ま
の
，
 

エ
 ・
 エ
 p
0
 

羽
仁
 

 
 

g
 

お
 N
 吋
 @
 オ
・
本
む
Ⅱ
 
ォ
臼
 ・
 
丁
ぎ
ォ
ぎ
 （
 
ォ
 ・
 0 ワ
由
 （
・
 
ぎ
 ・
 
こ
 

 
 
 
 
 
 

-
 
れ
 -
 
口
目
 巴
 P
 
も
 や
 
の
 ゑ
お
 
-
-
 卜
ゴ
註
尽
 ～
 曄
ぎ
 
蒲
も
ま
わ
 巨
お
 
絃
 を
む
 
き
わ
鑓
ミ
し
 、
 留
 三
白
 曲
 「
（
へ
い
甘
エ
 

注
 ・
援
の
帝
 印
 ・
田
主
・
 P
 ㏄
 の
 

 
 

（
 
花
 -
0
.
 
の
 ぃ
ゴ
 
B
 ヨ
ヨ
 の
 コ
，
 
も
ぎ
 
力
び
露
ぎ
 ～
 S
 
ま
鮒
 ま
き
ミ
お
 

*
 

@
.
 
毛
で
 @
@
@
 

ミ
 @
 
ヰ
 
-
@
 
・
 
ヌ
由
 へ
し
 S
 あ
 き
ぎ
ぉ
俸
 Q
S
 さ
ぉ
簿
ぎ
ぺ
蕊
ド
 蓮
ぎ
 沖
 
N
 求
 Ⅰ～
こ
 の
 
Q
 ぎ
 N
 汁
ぃ
 
キ
馬
 
ぉ
 

ム
 き
の
こ
 
め
び
 
～
 
さ
 
軸
も
も
 ぉ
 も
も
 
お
ム
 さ
 
遇
お
較
 ㏄
 
ぉ
ひ
み
 
N
 悪
ま
 
圭
 0
 へ
下
ま
由
や
き
 ～
～
 

め
 
い
 し
 @
 
拐
 ・
 ま由
コ
笘
浅
 ・
）
 
っ
い
 
の
一
戸
・
 由
 c
 の
 
c
 隼
 P 
亡
心
あ
や
～
～
 

霞
庸
 憶
 
お
 良
て
「
～
山
口
）
 

お
 Ⅰ
 h
-
 

～
 更
 
Q
 や
犬
 
@
 

ぎ
ミ
 ）き
め
 

ぶ
憶
 ㏄
 ざ
鰹
ま
 Ⅰ
 
乱
こ
 ゴ
目
 お
 ・
 下 ㏄
日
の
子
 目
釜
 
お
お
 

宅
ど
 

才
ミ
Ⅰ
 
と
く
コ
 

（
 
グ
 
4
 -
@
 

（
㌻
）
 、
 
・
Ⅰ
 
し
 
-
0
 

り
 @
 Ⅵ
 
*
 氏
 へ
 
Ⅰ
～
 

@
@
 け
 ひ
 
き
 -
 
）
 
ゃ
 
い
い
 ：
当
ヰ
 
@
 
ミ
べ
 
-
 
ゃ
 
-
@
 

ミ
 
㏄
 き
ぎ
 
連
札
㏄
「
 
濫
 ミ
 %
 ㌔
 氏
お
木
 悪
さ
紅
亜
 漱
ん
ヘ
ま
ひ
 8
 奏
ミ
，
し
 @
 
簗
 ・
 目 ユ
年
上
 

F
n
 

「
 
ゆ
 ・
）
の
り
つ
 

@
 市
 

く
 ㏄
巨
の
 
コ
 
も
㏄
 
ド
 ぷ
ぃ
べ
 

き
 Ⅰ
 
ぃ
轟
 
へ
 い
 。
か
お
・
 

し
 由
の
の
の
 

瓦
 0
 Ⅰ
 
捷
 Ⅰ
・
の
り
 

コ
 ミ㏄
 コ
コ
 ト
 
目
り
 一
 メ
チ
「
・
 

パ
 0
 ヨ
 ワ
 
0
 で
・
 
n
 デ
ぎ
 ・
 
ご
 

-
M
 一
戸
旧
主
プ
 
o
D
.
 

ユ
臣
 

デ
こ
 

（
 
お
 ）
 
勾
 c
 の
㏄
㏄
 

コ
 0.
 ノ
 ミ
缶
の
の
 

0
 笘
 
已
下
Ⅱ
 ロ
寸
 。
㏄
 
ハ
 
0
 く
ぃ
巨
 
0
,
 ヰ
 
0
@
 い
 く
 

宛
 ）
こ
の
写
本
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
大
部
分
の
ぺ
 ー
 ジ
に
お
い
 て
 、
上
部
に
は
福
音
書
記
事
か
ら
の
三
題
 
が
 、
下
三
分
の
二
は
旧
 約
 の
 預
 舌
口
者
や
王
が
 @
 ロ
 

葉
 と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
旧
約
の
テ
キ
ス
ト
と
新
約
 
0
 図
像
は
救
済
史
的
に
密
接
に
関
連
し
あ
い
、
図
像
解
釈
の
重
 
要
な
占
 と
な
る
が
、
 

本
稿
の
目
的
か
ら
は
そ
れ
る
の
で
立
ち
入
ら
な
い
。
 

@
-
 

左
右
の
位
置
関
係
と
価
値
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ⅰ
 

臼
め
 
Ⅰ
 の
 ㍉
 り
 
-
.
 り
ロ
口
一
切
 

ト
臼
 
㏄
 く
 ・
 
力
 。
 
0
 プ
ロ
の
目
口
ロ
Ⅰ
 
@
 
目
打
㏄
（
 

由
 ・
 
目
 し
 
@
 
コ
末
 
-
 
の
 「
・
 
せ
 ・
の
り
 

ま
す
の
「
 
こ
 
一
中
森
 義
宗
 
・
 

衛
藤
 駿
 ・
永
井
信
一
「
増
補
美
術
に
お
け
る
右
と
左
」
中
央
大
学
 

出
版
部
、
一
九
九
二
年
。
 

-
 
お
 ）
三
け
Ⅱ
 コ
す
り
ゐ
 ・
の
㏄
Ⅰ
Ⅰ
 
ミ
リ
 
三
の
り
 
す
 ①の
二
の
已
 0
 コ
 日ヨ
廷
の
の
 
ニ
ヨ
 ・
の
。
 
ム
の
 
Ⅹ
 く
 
円
目
Ⅱ
 

0
 目
リ
巴
 七
 つ
 
㏄
Ⅰ
 
コ
リ
ぃ
 
㏄
 コ
の
あ
 -
 
イ
 由
の
Ⅰ
 り
の
 
Ⅰ
 ト
り
 
-
-
 ヰ
 
0
 ヒ
 ㍉
 ひ
せ
 

-
 
㏄
 -
 
い
コ
 ）
の
の
の
 

ア
，
 
い
ご
 目
 0
 （
す
り
口
仁
の
力
 

っ
 せ
の
 
田
 ・
 ま
 臼
の
 ヰ
 ㏄
 
Q
.
 円
 
0
-
.
 
㏄
 
む
せ
 
に
 ギ
 ・
の
・
 
パ
コ
 0
 目
 ，
も
 桶
由
 e
b
S
 
穏
涛
ざ
ぺ
木
 Ⅰ
～
の
 

雨
ぺ
拉
 ㏄
～
 
さ
 悪
き
の
 ～
～
～
・
木
も
ま
ま
 

め
 
お
 き
き
 Ⅰ
 
ざ
み
 

ヨ
 二
の
め
す
の
年
の
戸
口
Ⅰ
Ⅰ
 
目
隼
毛
 @
 
㏄
 オ
由
 ハ
ア
 
0
 ユ
，
ト
 の
の
 
ひ
 
・
中
す
 ヴ
 ・
 
い
ゲ
ぴ
 ・
 い
 ト
り
 

-
 
㏄
 -
 
㌧
㏄
Ⅱ
が
・
 

巾
 @
 
す
 =0
 （
 
す
卸
由
 

け
の
三
曲
 ま
 0
 臣
 ㏄
 
庁
 
Ⅰ
の
 
巾
 Ⅰ
 
い
曲
 
り
の
・
の
 

0
 色
 ゆ
 「
・
～
 

4
.
 （
 
0
 一
 
・
の
の
 
そ
 ・
 目 ・
 02
 

目
打
 

c
 ワ
 
c
@
 
（
・
 
@
 ・
已
下
呂
・
 
お
 

@
-
 

物
語
論
の
観
点
か
ら
い
う
と
、
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
 -
 
あ
 る
ぃ
 は
フ
ァ
ー
ブ
ラ
 
-
 が
 抽
出
さ
れ
れ
ば
、
単
一
場
面
の
イ
コ
ン
 
的
 表
現
に
な
り
、
プ
ロ
 

ッ
 ト
 
-
 
あ
る
い
は
 
シ
ュ
 
ジ
ュ
ー
ト
 -
 が
 多
様
で
あ
る
ほ
ど
連
続
 説
 話
 表
現
に
な
る
、
と
思
わ
れ
る
。
 

ナ
の
 E
-
-
 

の
 「
・
 、
 
・
 
ぷ
テ
 日
が
田
 吐
 
臼
け
 N
 甘
 
o
 円
 -
 
コ
田
 ヲ
の
 

レ
コ
 曲
 Ⅰ
 
ド
 
維
の
。
日
 乞
い
 Ⅰ
Ⅰ
 
ぃ
ヱ
 
く
の
・
の
 

0
 日
㏄
く
戸
 
デ
二
 
e
r
-
c
 

㏄
二
ロ
あ
り
あ
 

臼
 0
 毘
 @
 ・
 @
 
コ
 -
 き
夫
 ま
 T
O
 軋
建
 、
 40
-
.
 

デ
コ
 

C
.
9
%
 

き
 ・
ま
山
 ご
 
加
藤
哲
 弘
 
「
イ
メ
ー
ジ
 
と
テ
 

キ
ス
ト
一
物
語
絵
画
と
解
釈
の
問
題
」
 

窯
 西
洋
美
術
研
究
」
一
号
 
一
九
九
九
年
 -
 、
一
四
一
 ｜
 
一
五
四
頁
 
-
 
関
迎
 文
献
が
紹
介
 
き
 れ
て
い
る
㍉
 

一
明
山
 

-
%
0
@
 Ⅱ
 ヰ
 ・
 
木
 .
 
ミ
の
 一
口
 
ヨ
田
リ
コ
 -
 
専
心
下
 り
 
n
-
@
 
か
 。
・
 
ド
 
さ
も
 受
鷲
や
 Ⅰ
 
オ
 
き
 め
～
 
巨
ら
臣
 
㏄
 め
ま
色
ミ
 

ト
こ
む
む
 

べ
憶
ご
ミ
由
コ
り
ゴ
 

0
 コ
 -
 ㌧
Ⅰ
の
の
（
 

由
 。
 ト
の
 
Ⅱ
 
ゴ
円
曲
片
 
㏄
 け
  
 

-
 む
 
オ
リ
ゲ
ネ
ス
自
身
は
ま
だ
四
段
階
の
シ
ェ
ー
マ
を
作
っ
て
 
は
お
ら
ず
、
聖
書
の
文
字
的
・
歴
史
的
意
味
、
道
徳
的
意
味
、
 

垂
 
並
的
 意
味
を
理
解
す
る
 
段
 



    教 美術に おける イエ スの 讐   する - 考察 

図
版
出
典
 

図
 l
 
㌧
・
の
の
 

く
 Ⅰ
二
 
%
 麓
コ
 
。
も
 ぃ
ぺ
巧
 
も
あ
り
ま
 

ぉ
 0
.
 
い
 も
災
浅
武
ぉ
も
簿
 
i
Q
 
め
 -
n
 
患
 n
 。
Ⅱ
 
ぶ
な
ミ
ぬ
き
 
～
 
臣
 ・
 き
ぎ
ぎ
ぎ
 さ
さ
き
 蒲
ゴ
臣
 。
 
ミ
 0
 
め
 ～
 
s
.
 
ミ
 0
 「
 
ヨ
 P
 毛
 ㏄
Ⅰ
二
の
 

q
-
 
）
の
り
 

0
 。
申
す
 
ヴ
 ・
㏄
 

図
 2
0
.
 

く
っ
 

コ
 の
 @
 
コ
 り
の
 
0
 コ
 一
二
Ⅰ
の
的
 

し
 ト
リ
 
鹸
 
@
 ヘ
 
-
 
～
～
 

ぬ
ざ
 
～
 
@
 
へ
ペ
 ～
～
・
㏄
㏄
Ⅰ
 

立
コ
。
㌧
Ⅰ
 

0
 で
 ド
 -
 
い
の
 
コ
 ・
）
の
 

0
0
 

，
ト
イ
ヴ
 

す
 ・
リ
ト
の
 

い
 。
㌧
 
ト
 の
す
 

図
 3
 
ヵ
・
本
ぃ
 
ア
 の
 
田
 （
 と
目
 ・
 ま
の
コ
良
 
㏄
Ⅰ
 巴
 ・
 勾
 由
り
結
の
プ
 

%
 リ
 
窃
の
。
ミ
也
㏄
 

ぉ
ぬ
 Ⅱ
 思
 さ
 吋
ミ
む
ぉ
ひ
 

ま
ぅ
 
こ
き
 n
 い
 う
キ
慰
ぺ
ぉ
 

む
き
・
 
つ
 「
 
り
コ
オ
ぎ
コ
ぃ
ヨ
ヨ
 
田
コ
 ・
（
二
の
 

0
-
 
，
Ⅰ
つ
の
 

N
.
 

つ
い
ト
 

い
ひ
 

昨
旧
に
 
分
け
て
い
る
。
Ⅰ
の
 婆
オ
 0
 コ
 +
 
口
「
 円
 二
の
 
0
 す
 笹
の
廷
コ
ロ
 
バ
卍
ぃ
プ
 
の
 の
コ
 の
ひ
 
巴
 ，
 串
り
 
-
.
m
.
 

く
 ・
 ひ
 い
 す
 Ⅰ
 
@
 
ヰ
 
㎡
 
コ
コ
コ
 
の
 -
 
目
 ・
の
 
り
プ
 
二
ロ
 
0
 コ
す
 
の
Ⅰ
㎎
 

e
 Ⅰ
 -
 

-
 目
）
こ
の
 讐
 え
に
現
れ
て
い
る
形
象
的
舌
口
詰
は
、
旧
約
の
 
ェ
ゼ
 キ
 エ
ル
喜
 
-
%
.
 Ⅳ
１
 %
 ）
に
基
づ
く
。
 
い
 「
 
色
寺
 。
 日
 ト
ミ
 出
 
～
～
 

Q
s
 

ぎ
さ
 
良
三
心
ミ
心
き
さ
㎝
 

コ
っ
つ
 

住
 Ⅰ
 ぎ
 ・
）
 
巴
ま
 ・
黙
示
文
学
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
 

約
 あ
わ
せ
て
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
こ
の
よ
う
な
 
@
@
 

ロ
 
話
 が
あ
る
。
 

@
 
一
 
こ
れ
は
記
号
論
の
三
項
図
式
、
事
物
 ｜ 概
念
 コ
 記
号
と
重
 な
る
こ
と
は
明
ら
が
で
あ
ろ
う
。
地
楡
 的 表
現
や
讐
え
が
記
号
化
 ま
た
は
図
像
化
さ
れ
る
 

こ
と
に
 ょ
 り
、
表
象
す
る
事
物
下
記
 
ロ
 
巴
の
観
念
が
表
象
さ
れ
 る
 事
物
 

-
=
 

記
 U
 対
 Ⅲ
一
の
観
念
を
喚
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

宗
教
的
図
像
を
論
 

じ
る
際
、
と
く
に
有
効
な
鍵
を
与
え
る
。
図
像
、
と
く
に
説
話
 
表
 現
の
物
語
絵
画
と
一
狭
 い
 意
味
で
の
）
記
号
表
現
と
を
一
緒
に
 す
る
こ
と
に
は
慎
重
 

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
と
く
に
宗
教
美
術
の
機
能
を
論
じ
る
 
際
 、
記
号
論
か
ら
示
唆
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
い
。
ま
た
記
号
論
 
と
 並
び
、
さ
ら
に
 
警
 

え
話
 図
像
を
物
語
論
、
受
容
美
学
な
ど
の
方
法
を
援
用
し
て
読
み
 
解
く
可
能
性
も
あ
る
一
例
え
ば
ま
・
 

ホ
の
ミ
 
ロ
。
 
0
 口
 ・
 n
@
 
（
・
 
-
 
コ
 ・
 こ
 
参
昭
じ
 。
画
家
と
受
 

け
 手
、
物
語
の
語
り
手
と
受
け
手
の
問
題
、
あ
る
い
は
す
で
に
 
本
 文
 で
指
摘
し
た
語
り
手
の
登
場
の
図
、
「
神
の
国
」
表
現
モ
テ
ィ
 

 
 

に
よ
り
、
イ
エ
ス
 
伝
 エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
異
な
る
 
誓
 え
図
像
の
特
徴
 

 
 

一
 
㏄
）
 
ア
 ・
 し
 「
 
ぺ
の
 
c
 二
）
（
・
 

ざ
 *
%
 ぁ
 ま
 も
Ⅱ
 ま
棺
 タ
ト
 礎
ま
 八
寸
Ⅰ
 
曲
 ～
 
ぉ
 ～
 
q
x
 
㎏
 @
 
斗
き
 心
下
 き
 む
ぎ
 恥
簿
 ～
 
ミ
い
 の
 ロ
ヨ
町
目
 ㎎
の
・
の
曲
ヨ
ヰ
目
 

油
 の
こ
 コ
才
 の
 Ⅰ
の
 
一
 
（
 
ピ
ロ
 Ⅰ
の
の
の
・
）
の
㏄
）
・
）
 

・
お
 -
 
佐
藤
康
宏
 訳
 
「
舌
口
業
 
と
 イ
メ
ー
ジ
、
第
一
章
、
言
説
、
形
 
象
 」
「
美
術
史
論
叢
」
一
六
号
、
一
九
九
九
年
、
七
九
 

｜
一
 0
 二
一
 
百
二
㌔
さ
ら
に
田
中
 

正
之
「
美
術
史
を
読
む
、
ノ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
イ
ソ
ン
」
 

宰
 美
術
 手
 帖
 」
 セ
 
一
八
号
、
一
九
九
六
年
一
、
一
二
六
 
｜
 
一
四
六
頁
。
 ブ
 -
 
フ
イ
ソ
ン
が
定
義
 
づ
 

け
た
、
イ
メ
ー
ジ
に
お
け
る
「
舌
口
説
的
な
」
面
と
「
形
象
的
な
」
 

面
 と
の
度
合
い
に
よ
り
、
イ
メ
ー
ジ
の
多
様
性
が
特
徴
づ
け
ら
 
 
 

一
理
例
え
ば
「
西
洋
美
術
研
究
」
一
号
、
一
九
九
九
年
の
「
 イ
 

特
集
号
 参
 昭
べ
 

  



  

  

  
t 土五 ""  "- "." 

し 大ワ 
ての ，じ、   ， 
れ 想 

  

  
で 王 Ⅰ         

@ よ Ⅰ 、 

も っ , 

蝸 ネ中 

学者 過去 

の と 

  
に 者 
属 と 

す し 
る て 
と 正 
は 面 

  

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
 
う
 に
、
神
学
者
 
R
.
 ブ
 ル
ト
マ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
解
釈
に
哲
学
者
 
M
.
 

ハ
イ
デ
 

ガ
 ー
の
「
実
存
哲
学
」
 

を
援
 m
 し
た
た
め
に
、
当
時
の
神
学
界
に
激
し
い
論
争
を
巻
き
起
 こ
し
た
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
信
仰
以
前
の
自
炊
的
な
人
 
間
 と
い
え
ど
も
信
仰
 

ほ
 つ
い
て
の
先
行
理
解
を
も
っ
て
お
り
、
哲
学
が
そ
の
よ
う
な
人
 
間
の
自
己
理
解
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
神
学
の
営
み
 に 哲
学
の
諸
概
念
 

を
 導
入
す
る
こ
と
は
正
当
な
の
で
あ
る
。
小
論
の
目
的
は
、
こ
の
 よ
う
な
ブ
ル
ト
マ
ン
の
主
張
を
検
討
し
な
が
ら
、
彼
の
思
想
に
 
お
け
る
神
学
と
哲
学
 

の
 関
わ
り
あ
い
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
行
理
解
と
い
う
 
現
象
は
、
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
に
よ
っ
て
「
あ
り
う
る
」
こ
と
と
し
て
 

解
 萌
 さ
れ
た
人
問
 
存
 

在
 
（
実
存
一
の
内
に
そ
の
成
り
立
ち
の
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
 

，
 
」
 ，
 
」
か
ら
、
先
行
理
解
と
い
う
現
象
が
実
存
可
能
性
と
し
て
の
 

信
 仰
の
新
し
さ
や
独
自
 

性
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
神
学
と
哲
学
が
互
い
に
 
根
本
的
に
対
立
し
な
が
ら
協
同
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
 
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
 

れ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
 
ガ
 Ⅰ
神
学
と
哲
学
 、
可
能
性
、
先
行
理
解
 

松
本
直
樹
 

信
仰
と
先
行
理
解
 

R
.
 ブ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る
神
学
と
哲
学
の
 関
係
に
つ
い
て
  

 



い
る
よ
う
に
、
こ
の
主
張
は
理
解
現
象
一
般
 

は
 つ
い
て
 の
 解
釈
学
の
原
理
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
 

が
 哲
学
の
成
果
を
神
学
 

う
 事
実
か
ら
、
人
間
が
こ
の
宣
教
に
つ
い
て
何
ら
か
の
 

先
行
理
解
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
」
 
-
 
～
 
ォ
 
～
 
d
.
-
 

。
よ
く
知
ら
れ
て
  

 

二
人
は
と
も
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
あ
っ
た
一
九
二
 三
年
か
ら
二
八
年
ま
で
の
間
に
、
共
同
で
「
ヨ
ハ
ネ
 福
 土
日
車
 
百
 」
を
 註
鋼
 
み
、
 ル
 

9
 

タ
 ー
の
演
習
を
行
う
な
ど
、
多
く
の
思
想
上
の
交
渉
を
 
も
っ
た
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
最
初
の
神
学
論
文
集
「
 
信
 
仰
と
 理
解
第
一
巻
」
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
九
三
三
笠
は
 
、
 「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
と
も
に
し
た
時
 を
感
謝
し
っ
 っ
 記
念
し
て
」
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
に
捧
げ
ら
 れ
て
い
る
。
と
く
に
そ
 

の
 第
七
論
文
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
終
末
論
」
二
九
二
八
 田
は
人
間
存
在
（
実
存
）
に
つ
い
て
の
明
白
に
ハ
イ
 

デ
ガ
｜
 的
な
諸
概
念
を
 

念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
て
お
り
、
後
に
非
神
話
化
、
 
ま
 た
は
実
存
論
的
解
釈
と
し
て
注
目
さ
れ
る
聖
書
釈
義
の
 方
向
を
す
で
に
明
瞭
に
 

打
ち
出
し
て
い
る
。
他
方
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
と
っ
て
も
 、
こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
と
の
出
会
い
は
き
わ
め
て
重
要
な
 
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
 

っ
た
 。
と
い
う
の
も
、
こ
の
出
会
い
は
ハ
イ
デ
 ガ
 １
目
 身
の
実
存
に
つ
い
て
の
諸
思
想
を
、
と
り
わ
け
人
間
 
存
 在
の
時
間
性
に
つ
い
て
 

一
 
2
-
 

の
 所
見
を
「
一
挙
に
現
勢
化
す
る
直
接
の
機
縁
に
な
っ
 た
 」
か
ら
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
両
者
の
こ
の
よ
う
な
協
力
関
係
が
 、
 後
に
 多
く
の
疑
惑
や
批
判
を
呼
び
起
こ
し
た
こ
と
は
事
実
で
 
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
 

は
、
 
ハ
 イ
デ
ガ
 
ー
が
「
存
在
と
時
間
」
二
九
二
七
缶
 
で
 提
供
す
る
よ
う
な
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
実
存
論
的
 
諸
概
念
を
援
用
す
る
こ
 

と
で
、
聖
書
が
伝
え
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
信
仰
経
験
を
 適
切
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
。
 
だ
 が
 、
そ
の
よ
う
な
考
え
 

方
は
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
 
-
2
9
5
 

）
啓
示
に
全
て
の
基
礎
を
お
く
プ
ロ
テ
ス
タ
 ン
ト
神
学
の
原
則
を
無
 

規
 し
て
、
神
学
の
領
域
に
啓
示
以
前
の
自
然
的
な
人
間
 理
解
を
持
ち
込
む
新
手
の
「
自
然
神
学
」
で
は
な
い
だ
 ろ
う
か
。
 

こ
の
よ
う
な
疑
惑
は
、
フ
ル
ト
マ
ン
が
さ
ら
に
信
仰
に
 
つ
い
て
の
「
先
行
理
解
 
ミ
 0
 「
 
ゼ
の
 
（
 降
 り
白
山
 
ユ
し
 」
と
い
 ぅ
 考
え
方
を
強
調
す
 

る
に
及
ん
で
、
よ
り
い
っ
そ
う
先
鋭
に
な
ら
ざ
る
を
え
 な
か
っ
た
。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
が
人
間
に
出
会
っ
 て
 理
解
さ
れ
う
る
と
い
 



 
 

 
  

 
 
 

 
 言

 

と
一
 

 
 理解 

の て そ 
で れ も 

き は そ 
な ま も 

い ず ブ 

前 篇 ル 

提 一 ト 

で に て 
あ 、 ン 

る 解 が 

。 釈 主 
読 学 張 

者 の す 
で 掠 る 

あ ると 理 「 先 
私 し イ干 

は て 理 解 
テ 聖 」 

キ 書 と 

ス を は 
ト も Ⅰ 可 

が含だ 詰 む ろ 

る 様 う 

事 々 か 
柄 な   
@ し - ア 

つ キ 
い ス 

て ト   
ら 内 
か 容 

め る 
元 理 解 丁丁 ，一 
理 し 

解   
を 解 
0 駅 
っ す 
場 る 
ム ロ た Ⅰ 

に め 
の に 

み 欠   
そ こ 

  

  

先
行
理
解
と
は
何
か
 

に
 
（
そ
の
よ
う
な
先
行
理
解
を
啓
示
以
前
に
展
開
し
た
 も
の
と
し
て
）
持
ち
込
む
こ
と
を
許
容
す
る
よ
う
に
 
見
 え
る
反
面
、
と
り
わ
け
 

信
仰
の
よ
う
な
真
に
新
し
い
出
来
事
を
古
い
自
然
的
な
 
人
間
理
解
の
枠
組
み
に
押
し
込
む
こ
と
で
歪
め
て
し
ま
 
ぅ
 よ
 う
 に
思
わ
れ
た
の
 

で
あ
る
。
 

こ
れ
か
ら
私
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
と
い
う
 二
人
の
思
想
家
の
関
わ
り
の
内
に
 、
 彼
ら
が
考
え
る
と
 こ
ろ
の
神
学
と
哲
学
 

が
ど
の
よ
う
に
出
会
い
、
ど
の
よ
う
に
別
れ
て
い
っ
た
 
か
を
考
察
し
、
両
者
が
根
本
的
に
対
立
す
る
か
ぎ
り
で
 
の
み
協
同
し
う
る
こ
と
 

を
 示
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
考
察
の
範
囲
は
 、
両
 者
が
そ
の
思
想
を
形
成
す
る
上
で
互
い
に
最
も
深
く
影
 
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
た
 と
 

思
わ
れ
る
ご
く
初
期
の
段
階
、
つ
ま
り
彼
ら
が
マ
ー
ル
 
ブ
ル
ク
で
「
と
も
に
し
た
時
」
の
前
後
に
限
ら
れ
る
。
 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
議
論
の
中
心
は
信
仰
に
つ
い
 
て
の
「
先
行
理
解
」
と
い
う
考
え
方
に
あ
る
。
そ
れ
 故
 、
小
論
で
は
、
こ
の
 

考
え
方
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
ブ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
論
 
的
な
人
間
理
解
の
枠
組
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
 
始
め
た
 い
二
 
㍉
そ
の
 

上
 で
、
そ
の
人
間
理
解
の
枠
組
み
が
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
 そ
 れ
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
な
が
 
ら
 、
そ
の
中
で
キ
リ
ス
 

ト
教
 信
仰
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
 
る
か
、
そ
れ
と
と
も
に
信
仰
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
と
 
い
っ
た
こ
と
が
ど
の
よ
 

う
な
形
で
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
、
 
順
 を
 追
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
二
、
三
）
 
 
 



の
事
柄
を
適
切
に
理
解
し
、
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

の
で
あ
る
。
 

こ
の
テ
キ
ス
ト
理
解
に
つ
い
て
の
所
見
は
、
そ
の
ま
ま
 

理
解
現
象
一
般
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
。
「
理
解
が
な
さ
 

れ
る
た
め
に
は
、
 そ
 

の
 前
提
と
し
て
、
理
解
す
る
側
と
さ
れ
る
側
と
が
は
じ
 
め
か
ら
関
係
し
あ
っ
て
い
る
生
の
連
関
 ハ
 
脈
絡
 し
 が
 必
要
で
あ
る
」
 -
N
o
D
-
 

。
 

こ
の
よ
う
な
生
の
連
関
の
中
で
、
私
は
理
解
さ
れ
る
べ
 

き
 事
柄
に
対
し
て
、
そ
の
事
柄
に
つ
な
が
る
理
解
を
あ
 

ら
か
じ
め
も
っ
て
臨
む
 

の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
私
た
 

ち
が
本
当
の
意
味
で
未
知
の
も
の
・
新
し
い
も
の
に
 

出
 ム
 
ム
ス
 
フ
と
ハ
 ス
 
フ
 こ
と
は
 

あ
り
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
 

け
 信
仰
の
よ
う
な
、
啓
示
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
べ
 

き
 事
柄
に
つ
い
て
、
 ど
 

う
し
て
先
行
理
解
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
 

る
 う
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
め
る
な
ら
、
信
仰
は
そ
 

の
真
の
新
し
さ
に
お
い
 

て
は
理
解
さ
れ
ず
に
、
古
 
い
 理
解
の
枠
組
み
に
押
し
込
 
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
、
 
一
般
に
未
知
の
も
の
・
新
し
い
も
の
と
い
え
ど
も
、
 

古
い
理
解
か
ら
独
立
 

何
の
前
提
も
な
く
出
会
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
 

い
、
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
 「
未
知
の
も
の
，
 

新
し
い
も
の
は
、
私
の
生
の
連
関
の
中
で
出
会
わ
れ
、
 

こ
の
連
関
か
ら
未
知
の
も
の
と
し
て
問
い
か
け
ら
れ
 
る
 」
 -
 
～
 
か
 
～
 
d
.
 

一
 
。
つ
ま
り
、
 

あ
る
も
の
が
未
知
で
あ
り
新
し
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
 

ど
の
よ
う
な
点
で
そ
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
 

、
 先
行
す
る
生
の
連
関
を
 

参
蕗
 し
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
新
し
い
も
の
の
出
現
に
よ
っ
て
旧
来
の
理
 

解
 が
破
壊
さ
れ
、
排
斥
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
る
。
 

「
だ
が
、
そ
れ
で
も
 

新
し
い
も
の
は
古
い
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
新
し
い
 

も
の
が
古
い
も
の
の
否
定
で
あ
っ
て
さ
え
そ
う
な
の
 

で
あ
る
」
 -
 
～
 
す
 
～
も
・
）
。
生
の
 

連
関
は
理
解
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
意
味
的
な
コ
ン
テ
 

キ
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
生
の
連
関
に
お
け
る
新
旧
の
理
 

解
の
交
替
は
、
自
然
の
   



 
 

解
す
る
側
と
さ
れ
る
側
と
が
は
じ
め
か
ら
関
係
し
あ
っ
 
て
い
る
生
の
連
関
」
に
お
い
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

先
て
 生
じ
る
が
故
に
、
理
解
す
る
者
自
身
の
自
己
 理
 解
 と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
「
何
か
を
理
解
す
る
 と
い
う
こ
と
は
、
自
己
、
 

つ
 

 
 

 
 

 
 

棚
 

ま
り
理
解
す
る
者
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
そ
の
も
 
の
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
と
 と
も
に
、
あ
る
い
は
関
わ
り
 

連
関
に
お
い
て
昼
夜
の
交
替
が
生
じ
る
よ
う
に
単
純
な
 置
き
換
え
と
し
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
 
-
 
～
 
ひ
 
～
 
d
.
 
Ⅰ
 生
 の
 連
関
に
お
い
て
は
、
 

新
し
い
も
の
は
「
古
い
理
解
に
否
定
と
い
う
形
で
対
応
 
す
る
」
（
～
 
け
 
～
 
d
.
-
 

。
こ
の
否
定
を
介
し
て
の
対
応
関
係
（
 
連
続
性
）
が
古
い
も
の
 

の
 側
か
ら
見
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
が
先
行
理
解
と
呼
 ば
れ
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
が
信
仰
で
あ
っ
て
も
 
、
 同
じ
こ
と
が
舌
口
わ
れ
 

う
る
。
「
信
仰
に
お
い
て
、
旧
来
の
理
解
を
全
て
斥
け
、
 と
り
か
え
て
し
ま
う
よ
う
な
理
解
が
与
え
ら
れ
る
と
 
し
て
も
、
ま
さ
に
そ
の
 

旧
来
の
理
解
が
先
行
理
解
を
含
む
」
 -
 
～
 
ひ
 
～
 
d
.
 

一
の
で
あ
る
 

 
 

た
と
え
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
 、
最
 高
 存
在
と
し
て
の
神
を
問
い
求
め
る
タ
イ
プ
の
宗
教
を
 
側
 に
と
っ
て
 、
 次
の
 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
日
 
堅
局
 存
在
 は
 信
仰
が
語
る
神
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
も
し
か
す
 
る
と
、
こ
の
よ
う
な
 表
 

象
の
内
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
神
を
志
向
す
る
よ
う
 
な
 知
が
認
め
ら
れ
る
と
舌
口
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
 。
答
は
イ
ェ
ス
で
も
あ
 

る
し
、
ノ
ー
で
も
あ
る
。
ノ
ー
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
 信
仰
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
自
然
的
人
間
の
志
向
が
破
 
壊
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
 

で
あ
る
。
だ
が
、
信
仰
に
お
い
て
は
、
か
っ
て
求
め
ら
 れ
た
も
の
が
恐
れ
ら
れ
、
避
け
ら
れ
た
も
の
が
求
め
ら
 
れ
る
と
す
れ
ば
、
答
は
 

イ
ェ
ス
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
」
一
め
 
コ
っ
一
 

。
こ
こ
で
ブ
ル
 ト
マ
ン
は
、
啓
示
に
お
い
て
は
古
い
理
解
と
新
し
い
 
理
解
が
あ
か
ら
さ
ま
に
 

対
立
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
と
い
う
よ
り
、
ま
さ
に
 そ
の
よ
う
に
互
い
に
否
定
的
な
対
立
関
係
に
入
り
う
る
 
が
 故
に
こ
そ
連
続
す
る
 

さ
ま
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
連
続
性
が
先
行
理
解
な
 
の
で
あ
る
。
 

結
局
、
先
行
理
解
と
は
何
を
、
ど
の
よ
う
に
先
行
的
に
 
理
解
す
る
こ
と
な
の
か
。
 



に
お
い
て
自
己
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」
 一
 
2
9
m
 

（
・
 

-
 
。
 ょ
 り
 厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
理
解
す
る
側
と
さ
れ
る
 
側
 と
の
関
わ
り
は
不
断
に
 

更
新
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
そ
こ
で
 
私
 自
身
の
そ
の
 っ
 ど
の
「
可
能
性
」
を
理
解
す
る
こ
と
 
に
な
る
。
「
テ
キ
ス
ト
に
 

お
い
て
は
、
 吊
瞥
 
私
自
身
の
諸
可
能
性
が
私
に
対
し
 て
 開
示
さ
れ
る
」
（
）
 
0
q
 
一
 
。
ま
た
、
「
新
し
い
生
の
状
況
 は
 、
い
つ
で
も
戸
中
略
 -
 

私
に
 、
 私
を
新
し
く
理
解
す
る
可
能
性
を
与
え
る
」
 
宙
 ド
は
 
一
の
で
あ
る
。
 

こ
の
理
解
一
般
 は
 つ
い
て
の
所
見
か
ら
、
先
行
理
解
も
 ま
た
自
己
理
解
、
つ
ま
り
私
自
身
の
可
能
性
の
理
解
と
 
い
う
性
格
を
も
つ
こ
 

と
が
示
さ
れ
る
。
「
テ
キ
ス
ト
が
そ
の
 っ
ど
 私
の
実
存
 理
解
の
可
能
性
を
開
示
し
て
く
れ
る
の
は
、
私
が
私
の
 
可
能
性
に
つ
い
て
の
 先
 

行
 的
な
知
ヨ
 0
 ヴ
ま
 お
の
邑
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
 る
 」
一
）
 
N
 
の
 
一
 
。
こ
の
よ
う
な
知
は
必
ず
し
も
明
瞭
に
意
識
 
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
 

い
し
、
何
ら
か
の
理
由
で
隠
蔽
さ
れ
、
忘
却
さ
れ
て
し
 ま
う
こ
と
さ
え
あ
る
 
コ
リ
 
㏄
㌔
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
私
 た
ち
は
あ
か
ら
さ
 

ま
に
で
あ
れ
、
暗
黙
の
内
に
で
あ
れ
分
た
ち
の
 
可
能
性
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
私
た
 
ち
の
生
に
は
、
自
分
が
 

何
で
あ
る
か
を
知
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
か
 
ら
で
あ
る
」
 -
 
）
 
い
 
の
 
一
 
。
 

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
観
念
論
的
に
、
つ
ま
 
り
 
「
私
は
原
理
的
に
は
私
の
実
存
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
 る
 事
柄
を
知
っ
て
 お
 

り
 、
た
だ
き
っ
か
け
さ
え
あ
れ
ば
、
理
性
の
内
に
潜
在
 
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
知
を
顕
在
化
さ
 
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
 

一
 
～
 
ひ
 
～
 
d
.
 

）
と
い
つ
た
ふ
う
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

と
 い
う
の
も
、
そ
れ
で
は
理
解
一
般
は
た
ん
な
る
想
起
（
 ゅ
日
ヨ
コ
 
の
の
已
に
な
っ
 

て
し
ま
い
、
新
し
い
も
の
と
の
出
会
い
と
い
っ
た
こ
と
 は
 、
結
局
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
 
る
一
 ～
 
ひ
 
～
も
・
 

一
 
。
 

む
し
ろ
、
常
識
が
教
え
る
よ
う
に
、
私
は
ま
さ
に
新
し
 
く
 理
解
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
 
。
そ
れ
故
、
ブ
ル
ト
 

マ
ン
に
よ
れ
ば
、
先
行
理
解
は
本
質
的
に
「
知
ら
な
い
 と
い
う
仕
方
で
知
っ
て
い
る
こ
と
ず
 
ぎ
 目
の
 
ア
 （
 
毛
 ㌃
の
の
 

二
 
%
 の
の
 
ま
 二
の
の
の
 

コ
 ）
」
一
）
 

い
め
 
・
 

㏄
）
）
一
で
あ
り
、
「
 

問
 と
い
う
性
格
を
帯
び
た
形
で
知
っ
 て
い
る
こ
と
ず
 ぎ
毛
 @
 
の
の
の
コ
一
ヨ
 

の
プ
ゅ
 
（
㏄
 
オ
づ
 
の
 ト
巨
 
⑪
Ⅰ
Ⅱ
 
弓
リ
 
ゆ
巴
 」
 -
 
）
 
い
 
の
一
で
あ
る
。
   



理
悸
 

イ
 
テ
 
@
 

先
 

 
 

 
 

「
と
い
う
の
も
、
現
存
在
 

一
 
と
し
て
の
人
間
口
は
 、
決
 し
て
自
己
自
身
を
完
結
し
た
形
で
知
る
こ
と
が
な
く
、
 
い
っ
で
も
未
完
結
で
あ
 

る
が
故
に
 、
 つ
ね
に
新
た
に
、
別
の
仕
方
で
自
己
自
身
 を
 知
る
か
ら
で
あ
る
」
 
一
 
～
 
ひ
 ミ
ス
こ
の
自
己
 知
の
、
ひ
 い
て
は
そ
の
 っ
 ど
そ
の
 

よ
う
な
自
己
 知
 に
お
い
て
成
り
立
つ
私
自
身
の
あ
り
方
 の
 未
完
結
性
、
ま
た
は
開
放
性
が
「
可
能
性
」
と
言
わ
 
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
ど
 

ぅ
 だ
ら
つ
か
。
 

実
際
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
「
人
間
の
（
あ
る
）
⑦
の
 ぎ
 は
 
（
あ
り
う
る
）
⑭
の
ぎ
，
 蚕
ゴ
お
 已
で
あ
る
」
一
）
）
の
 -
 か
ら
、
「
人
間
は
そ
 

の
つ
ど
自
分
の
た
め
の
何
か
で
は
な
く
、
自
ら
の
可
能
 性
 と
し
て
の
自
己
自
身
を
選
ぶ
の
で
あ
る
」
 -
 
～
 
け
 
～
 
Q
.
 
）
 と
 舌
口
っ
て
い
る
。
私
が
可
 

能
 性
を
「
も
つ
」
の
で
は
な
く
一
）
の
の
 -
 
、
私
自
身
が
可
 能
 性
で
あ
り
 
-
 
～
 
け
 
～
も
・
）
、
し
た
が
っ
て
私
の
そ
の
時
々
の
 あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
 

そ
の
つ
ど
そ
の
よ
う
に
あ
り
え
て
い
る
特
定
の
あ
り
方
 と
し
て
可
能
的
な
の
で
あ
る
。
仮
に
、
そ
の
よ
う
に
 私
 の
あ
り
方
が
可
能
性
で
 

あ
り
、
そ
の
意
味
で
不
断
に
別
で
も
あ
り
う
る
も
の
で
 
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
自
ら
の
あ
り
方
を
そ
の
つ
ど
（
 別
 の
あ
り
方
を
否
定
し
 

な
が
ら
）
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
無
意
味
に
な
 
っ
て
し
ま
う
。
私
が
何
か
新
し
い
も
の
に
出
会
い
、
 そ
 の
 出
会
い
に
お
い
て
 私
 

自
身
を
新
し
く
理
解
す
る
、
つ
ま
り
新
し
い
私
に
「
 
な
 る
 」
と
い
っ
た
こ
と
も
、
私
自
身
の
そ
の
よ
う
な
あ
 
9
 万
（
「
あ
り
う
る
」
 
こ
 

と
 ）
を
前
提
と
し
て
の
み
、
有
意
味
に
語
ら
れ
 ぅ
る
だ
 ろ
う
 
-
 
品
 9
 。
 

そ
れ
故
、
私
が
私
自
身
の
「
可
能
性
」
に
つ
い
て
「
 あ
 ら
か
じ
め
知
っ
て
い
る
」
と
言
 う
 場
合
、
そ
の
眼
目
は
 む
し
ろ
「
私
の
あ
り
 

万
の
未
完
結
性
そ
の
も
の
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
 
に
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
の
あ
り
方
を
別
 の
あ
り
方
へ
と
開
放
さ
 

 
 

孔
た
 可
能
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
私
は
そ
の
 
別
 の
あ
り
方
を
は
じ
め
か
ら
具
体
的
に
知
っ
て
い
る
 
必
要
は
な
い
。
た
と
え
 

 
 

は
 私
が
現
に
あ
る
あ
り
方
を
問
題
的
（
 
め
 
（
 
a
g
 

二
の
已
 

な
 も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
 

仮
初
め
の
可
能
的
な
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
が
、
 そ
れ
で
も
答
を
、
つ
ま
り
現
に
あ
る
の
と
は
別
の
あ
り
 方
を
知
っ
て
い
る
わ
け
   



こ
う
し
て
、
先
行
理
解
が
理
解
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
 核
心
に
お
い
て
は
、
「
否
定
を
介
し
て
新
し
い
可
能
性
 

る
こ
と
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
 こ
の
知
は
、
新
旧
の
理
解
の
間
に
、
い
わ
ば
切
断
と
し
 
て
 

す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
つ
ね
に
未
完
結
 で
あ
り
、
そ
の
「
あ
る
」
は
い
っ
で
も
「
あ
り
 ぅ
る
 」
 で
 

実
存
論
的
な
基
礎
を
も
っ
。
 

そ
こ
で
次
節
で
は
、
先
行
理
解
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
 措
き
、
こ
の
よ
う
な
実
存
論
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
 

ス
ト
 教
 信
仰
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
 か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
 

へ
と
開
放
さ
れ
て
い
 

の
 連
続
性
を
も
た
ら
 

あ
る
と
い
う
事
実
に
 

フ
ル
ト
マ
ン
が
キ
リ
 

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
答
に
つ
い
て
何
ら
か
の
予
想
 や
期
待
を
も
つ
こ
と
は
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
、
答
は
 
「
予
期
せ
ぬ
」
形
で
や
 

っ
て
き
て
、
そ
の
よ
う
な
依
然
と
し
て
古
い
理
解
の
範
 国
内
に
あ
る
予
想
や
期
待
を
覆
し
、
否
定
し
て
し
ま
う
 も
の
な
の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
そ
れ
で
は
、
古
い
理
解
と
新
し
い
理
解
の
間
に
 は
 基
本
的
に
は
何
の
連
続
性
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
 先
 行
 理
解
と
い
う
考
え
 

刀
自
体
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
 
し
ま
わ
な
 い
 だ
 ろ
う
か
 。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
 な
い
。
新
し
い
理
解
が
 

「
予
期
せ
ぬ
」
形
で
生
じ
 
ぅ
 る
た
め
に
は
、
古
 い
 理
解
 は
そ
の
時
々
の
自
己
理
解
の
 
一
 可
能
性
と
し
て
、
自
ら
 と
 対
立
関
係
に
入
り
 う
 

る
 別
の
諸
可
能
性
へ
と
、
た
だ
し
そ
の
よ
う
な
諸
可
能
 性
を
総
じ
て
排
除
し
予
期
し
な
い
と
い
う
仕
方
で
、
 
あ
 ら
か
じ
め
開
放
さ
れ
て
 

い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
排
除
に
 お
い
て
初
め
て
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
理
解
が
私
の
期
待
 を
 覆
し
な
が
ら
生
じ
て
 

き
ぅ
 る
よ
う
な
特
定
の
視
野
が
、
む
し
ろ
「
死
角
」
が
 開
か
れ
て
く
る
。
こ
の
死
角
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
広
が
り
 
こ
そ
が
連
続
性
を
形
成
 

す
る
の
で
あ
り
、
新
し
い
理
解
に
お
い
て
は
「
か
つ
て
 求
め
ら
れ
た
も
の
が
恐
れ
ら
れ
、
避
け
ら
れ
た
も
の
が
 
求
め
ら
れ
る
」
と
語
る
 

一
 
3
-
 

こ
と
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。
 

  



 
 
 
 

%
 
 

信
仰
な
し
に
は
、
今
後
、
地
獄
と
な
る
」
 -
 
）
 
&
 の
 -
 
か
 
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
  
 

3
 

元
こ
の
よ
う
な
生
死
の
切
断
は
、
ま
さ
に
「
新
し
 

7
 

い
も
の
」
と
「
古
い
も
の
」
と
の
切
断
で
あ
る
。
「
 人
 間
 に
は
、
今
や
自
分
が
っ
 ね
 

 
 

 
 

 
 

訓
 

に
す
で
に
そ
れ
で
あ
っ
た
も
の
三
 
%
 
 

ま
た
は
 死
 ）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
、
そ
れ
で
あ
る
べ
き
も
 の
 

ミ
毒
と
ま
た
は
 生
 ）
に
 よ
 

二
 実
存
と
信
仰
 

 
 

 
 

 
 

の
 
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
解
釈
を
、
具
体
的
に
は
「
信
仰
 

と
 
理
解
第
一
巻
」
の
 

策
セ
 

論
文
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
 

終
末
論
」
を
 

参
贈
 

す
る
 

の
が
便
利
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
序
論
で
も
 

ふ
れ
た
よ
う
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
時
代
 

の
 
ハ
イ
デ
 

ガ
 
ー
と
と
も
 

に
 
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
の
読
書
会
を
行
っ
て
お
り
、
「
 

ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
終
末
論
」
に
は
、
そ
の
共
同
作
業
の
 

痕
跡
が
色
濃
く
残
さ
れ
 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

フ
ル
ト
マ
ン
は
、
ヨ
ハ
ネ
が
も
は
や
将
来
的
に
期
待
さ
 

れ
る
 

コ
 
ス
ミ
ッ
ク
な
大
事
件
と
し
て
の
「
終
末
」
や
「
 

来
臨
」
の
イ
メ
ー
ジ
 

を
 
描
か
ず
、
む
し
ろ
終
末
を
「
 

今
 
す
で
に
成
就
し
っ
 

っ
 
あ
る
出
来
事
」
 

一
 
1
3
 

ら
と
し
て
、
し
か
も
今
こ
こ
に
あ
 

る
こ
の
私
に
と
っ
て
 

決
 

定
 
的
な
意
味
を
も
つ
出
来
事
と
し
て
実
存
論
的
に
再
 

解
 
釈
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
 

ヨ
ハ
ネ
が
描
く
イ
エ
ス
 

-
4
 

一
 

憶
 「
死
ん
だ
人
た
ち
が
神
の
子
の
声
を
聞
く
時
が
く
る
 

。
す
で
に
き
て
い
る
。
聞
く
人
は
生
き
る
で
あ
ろ
う
 

」
 
-
 
ヨ
ハ
ネ
五
・
二
百
じ
と
 

語
る
。
こ
の
 

官
 
盲
目
 

は
 
、
啓
示
者
の
舌
口
 

業
 
が
今
こ
こ
で
 

出
 
会
わ
れ
、
こ
の
舌
口
 

業
 
に
聞
き
従
う
か
否
か
、
そ
れ
と
 

同
 
時
に
「
生
き
る
か
死
ぬ
 

か
 
、
天
国
か
地
獄
 

か
 
」
 
-
P
 

ち
の
 

-
 
と
い
う
二
者
択
一
が
生
 

じ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
 

切
 
新
戸
 

r
@
s
@
 

の
 
一
 
が
あ
り
、
 



っ
て
決
定
さ
れ
る
か
、
い
ず
れ
か
の
可
能
性
し
か
な
い
 
」
一
）
 
ひ
ゅ
 
-
 。
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
決
断
は
、
い
わ
ば
 
右
 か
 た
か
で
は
な
く
、
 

後
 

 
 

ろ
か
 前
か
 、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
、
ヨ
ハ
ネ
が
「
 世
 」
 と
 呼
ぶ
 背
神
 的
な
あ
り
方
に
固
執
す
る
か
、
あ
る
い
は
 世
を
離
れ
、
啓
示
さ
れ
 

た
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
に
参
与
す
る
か
と
い
う
形
を
と
 
る
 
一
）
の
 

9
-
 

。
そ
れ
故
、
啓
示
の
舌
口
業
と
の
出
会
い
に
お
 い
て
は
、
切
断
さ
れ
た
 

将
来
と
過
去
と
が
独
特
の
仕
方
で
結
び
つ
い
て
く
る
。
 
こ
の
結
び
つ
き
の
 結
 ム
ロ
 
占
 、
啓
示
の
舌
口
 葉
 が
聞
か
れ
 る
 
「
機
の
今
」
一
）
 
4
4
 
一
 
、
 

-
6
-
 

つ
ま
り
転
機
と
し
て
の
現
在
を
、
フ
ル
ト
マ
ン
は
と
く
 に
 
「
瞬
間
」
③
 ぎ
 と
呼
ぶ
。
 

そ
れ
故
、
啓
示
に
よ
る
切
断
に
は
、
本
質
的
に
 、
 私
の
 こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
を
た
ん
に
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
 
く
 、
む
し
ろ
こ
れ
か
 

ら
の
あ
り
方
と
の
対
比
に
お
い
て
あ
か
ら
さ
ま
に
暴
露
 す
る
と
い
う
性
格
が
属
し
て
い
る
。
切
断
に
よ
る
危
機
 
と
い
っ
て
も
、
何
か
 劇
 

的
な
、
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ッ
 ク
 な
事
件
が
生
じ
る
わ
け
 で
は
な
い
。
「
危
機
は
た
だ
、
す
で
に
あ
っ
た
も
の
を
 暴
露
す
る
だ
け
で
あ
る
」
 

（
）
の
 

9
-
 

。
だ
が
、
何
を
暴
露
す
る
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
 
あ
り
方
、
つ
ま
り
世
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
よ
う
 
に
 世
で
あ
る
こ
と
が
 

「
つ
ね
に
自
ら
 械
 ん
だ
自
分
自
身
の
可
能
性
で
あ
り
、
 
し
た
が
っ
て
決
し
て
自
然
状
態
で
は
な
く
、
堕
落
 

ヨ
 の
 Ⅰ
円
の
 

コ
 の
 コ
 の
の
 
-
 
コ
 ）
 Ⅰ
 
そ
 あ
 

る
 」
（
 1
 
ひ
の
 
）
と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
る
。
 

要
す
る
に
、
世
は
啓
示
に
よ
っ
て
現
に
あ
る
あ
り
方
 
以
 外
 の
あ
り
方
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
ま
で
、
自
ら
の
あ
り
 方
を
克
服
さ
れ
「
 ぅ
 

る
 」
 
一
 可
能
性
と
し
て
捉
え
る
視
線
を
欠
い
て
い
る
。
 
「
世
に
よ
る
把
握
は
、
人
間
が
そ
の
つ
ど
自
ら
可
能
性
 で
あ
る
こ
と
、
人
間
の
 

（
あ
る
）
が
（
あ
り
 
ぅ
る
 ）
で
あ
る
こ
と
、
人
間
が
そ
 の
つ
ど
決
断
へ
と
呼
び
起
こ
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
 
に
し
て
賭
の
内
に
置
か
 

れ
て
い
る
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
」
（
）
の
の
 -
 。
世
は
信
仰
 が
 求
め
る
新
生
一
ヨ
ハ
ネ
三
・
三
、
ま
に
対
し
て
、
「
 
ど
 う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
 

あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
」
 -
 
ョ
 ハ
 %
 二
 ・
 と
 
と
問
い
た
ず
 ね
る
こ
と
を
 つ
れ
 と
す
る
コ
 ミ
 ㍉
つ
ま
り
、
「
あ
り
 ぅ
 る
 」
こ
と
を
切
り
落
と
 

し
、
 古
 い
 も
の
に
固
執
し
て
将
来
へ
の
道
を
閉
ざ
す
の
 で
あ
る
 
-
1
 
の
 
ゅ
こ
 。
世
は
自
ら
を
固
定
さ
れ
た
事
物
の
 
よ
う
に
取
り
扱
う
。
「
 そ
   



れ
 故
、
世
は
い
つ
で
も
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
 
る
 。
 @
 絶
世
は
死
の
内
に
あ
る
」
一
）
 4
0
-
 

。
 

世
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
は
 
、
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
「
存
在
と
時
間
ヒ
 

で
 示
し
た
「
井
本
 来
 的
実
存
」
、
ま
た
は
 

「
堕
落
（
 ノ
ト
 
の
Ⅰ
Ⅰ
 

弗
 
一
 
-
 
）
」
に
つ
い
て
の
実
存
論
的
解
釈
に
著
 し
く
接
近
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
お
い
て
も
、
 
堕
 落
の
本
質
は
根
本
的
 

に
は
「
あ
り
 ぅ
る
 」
こ
と
の
忘
却
で
あ
る
。
人
は
自
ら
 を
事
物
の
よ
う
に
、
「
手
許
に
あ
っ
て
配
慮
す
べ
き
も
 
の
 、
管
理
し
勘
定
す
べ
 

き
も
の
」
②
が
 
お
 9
 ）
と
し
て
取
り
扱
う
。
そ
の
結
果
、
 た
と
え
ば
「
良
心
」
の
よ
う
な
実
存
現
象
を
も
、
 
た
 ん
に
特
定
の
内
容
を
も
 

っ
た
 諸
行
為
を
飴
の
た
り
勧
め
た
り
す
る
も
の
、
何
を
 
な
し
、
あ
る
い
は
な
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
観
点
か
 
ら
 
「
「
価
値
の
実
現
」
 や
 

規
範
の
充
足
」
 
-
 
～
 
け
 
～
も
・
、
 

2
9
 
の
 
-
 を
求
め
る
も
の
と
し
て
の
 み
 受
け
取
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
、
「
現
存
在
は
 
一
 種
 の
 
天
 ム
計
」
の
よ
う
 

な
も
の
に
な
り
、
負
債
を
き
ち
ん
と
返
し
さ
え
す
れ
ば
 
、
自
己
は
無
関
係
な
傍
観
者
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
 
体
 験
の
経
過
の
「
傍
ら
」
 

に
 立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
 
一
 
～
 
け
 
～
も
・
一
の
で
あ
 

る
 。
 

こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
説
明
が
 、
 行
 い
や
 
「
 
わ
ざ
 」
に
よ
っ
て
自
ら
を
正
当
化
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
リ
 
サ
イ
主
義
」
を
念
頭
 

に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 
-
 
～
 
亜
 
ミ
 ・
 2
9
1
,
2
9
 

の
 
-
 
。
人
が
行
為
の
「
傍
ら
」
に
立
つ
と
き
、
 啓
示
の
舌
口
葉
も
良
心
の
 

呼
び
声
も
、
も
は
や
そ
の
人
の
自
己
そ
の
も
の
に
は
 
届
 か
な
い
。
こ
の
 ょ
う
 な
人
は
 、
 呼
び
か
け
に
応
え
て
 自
 ら
の
古
い
あ
り
方
を
捨
 

て
、
 新
し
い
自
己
へ
と
踏
み
込
む
た
め
の
心
構
え
を
 
欠
 い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
あ
り
う
る
」
こ
と
を
忘
却
し
 、
 現
に
あ
る
が
ま
ま
の
 

自
己
自
身
に
固
執
し
て
、
呼
び
か
け
が
命
じ
る
と
こ
ろ
 
に
 対
し
て
、
い
わ
ば
頑
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

辮
 

ま
た
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
堕
落
 の
あ
り
方
と
は
対
照
的
に
 、
 「
あ
り
う
る
」
こ
と
へ
と
 復
帰
す
る
こ
と
を
人
間
本
来
 

 
 

ィ
笏
先
 

の
あ
り
方
と
見
な
す
と
い
う
点
で
も
同
じ
立
場
を
 
共
有
し
て
い
る
。
フ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
、
真
実
の
生
 
は
 
「
自
己
自
身
を
可
能
性
と
 

 
 

即
し
て
取
り
戻
す
こ
と
、
再
び
（
あ
り
 ぅ
る
 ）
 と
い
 
ぅ
 仕
方
で
あ
る
こ
と
、
再
び
将
来
を
手
に
す
る
こ
と
」
 
一
）
 

4
0
 
一
の
内
に
あ
る
。
こ
の
   



あ
り
方
が
、
堕
落
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
 
ガ
 １
が
「
存
在
と
時
間
」
で
示
し
た
「
本
来
的
実
存
」
、
 ま
た
は
「
先
駆
的
決
意
 

性
 
（
日
の
 
づ
 0
 ニ
 ㏄
 仁
ヰ
 
0
 コ
 巨
 0
 
 
円
 目
 つ
の
の
 

三
 0
 の
の
の
 

コ
プ
 
の
 岸
 ）
」
に
 相
 当
 す
る
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
舌
口
う
ま
で
も
な
い
。
 

も
っ
と
も
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
は
、
こ
こ
で
 全
く
同
じ
こ
と
を
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
語
ろ
う
と
し
 
て
い
る
わ
け
で
は
な
 

い
 。
た
と
え
ば
、
啓
示
の
事
実
を
前
提
と
し
な
い
ハ
 
イ
 デ
ガ
 ー
は
 、
 世
の
堕
落
し
た
あ
り
方
を
ブ
ル
ト
マ
ン
の
 よ
 う
 に
罪
で
あ
る
と
は
 

決
し
て
舌
口
れ
な
い
。
「
こ
の
よ
う
に
、
世
で
あ
る
こ
と
 
を
 特
別
な
意
味
で
罪
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
、
啓
示
の
 
事
実
が
あ
っ
て
初
め
て
 

な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
 -
1
 

の
め
 
-
 
。
ま
た
、
ブ
ル
ト
マ
ン
 に
お
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
啓
示
の
舌
口
業
 に
 服
従
 す
る
こ
と
が
真
実
の
生
 

を
 、
つ
ま
り
本
来
的
に
「
あ
り
う
る
」
こ
と
を
可
能
に
 
す
る
。
と
い
う
の
も
、
「
神
の
要
求
は
私
た
ち
を
現
に
 あ
る
が
ま
ま
の
私
た
ち
 

自
身
か
ら
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
過
去
か
ら
引
き
離
し
て
 
将
来
の
方
へ
と
差
し
向
け
る
」
 
一
 
2
2
 
の
 
一
 か
ら
で
あ
る
。
 そ
れ
に
対
し
て
、
よ
く
 

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
お
い
て
は
、
 （
啓
示
の
言
葉
で
は
な
く
）
良
心
の
呼
び
声
が
人
問
 本
 来
の
 
「
あ
り
う
る
」
 こ
 

と
へ
と
呼
び
起
こ
す
㊦
が
 
い
 
の
「
 
ム
 0
 
）
も
辞
め
～
 

芭
 。
 

さ
ら
に
舌
口
え
ば
、
こ
の
良
心
の
呼
び
声
は
、
本
質
的
 に
 不
安
の
情
調
を
帯
び
て
い
る
支
ひ
～
 d
.
 
、
 2
9
5
f
.
-
 

。
 と
 

っ
 の
も
、
そ
も
そ
も
 

「
あ
り
う
る
」
こ
と
の
根
底
に
は
、
人
間
が
自
分
自
身
 の
死
の
面
前
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
 る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 

こ
と
、
つ
ま
り
人
間
存
在
が
「
死
に
臨
む
存
在
あ
の
 
ぎ
 き
ヨ
円
 。
 年
 ②
」
で
あ
る
こ
と
が
、
人
間
の
「
あ
る
」
 を
 全
体
的
に
「
 お
 0
 う
 

る
 」
に
す
る
。
死
に
お
い
て
は
「
現
存
在
の
可
能
性
性
 格
 が
最
も
鮮
明
に
露
わ
に
な
る
」
 -
 
～
 
け
 
～
 
d
,
.
2
4
8
f
.
-
 

。
そ
れ
 故
 、
現
存
在
が
呼
び
声
 

に
 応
え
て
「
再
び
（
あ
り
う
る
）
と
い
う
仕
方
で
あ
る
 
こ
と
」
は
、
現
存
在
が
自
ら
の
死
に
自
覚
的
に
直
面
す
 る
こ
と
を
含
意
す
る
。
 

こ
の
あ
り
方
が
先
駆
的
決
意
性
で
あ
る
（
～
 ひ
 
～
 
d
 ：
 o
0
0
 

。
の
）
 

っ
 
）
。
こ
う
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
神
に
つ
い
て
語
る
地
 点
に
 、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
 

お
い
て
は
死
が
立
っ
て
い
る
。
こ
の
相
違
を
哲
学
者
の
 
側
か
ら
単
純
に
言
え
ば
、
要
す
る
に
「
哲
学
者
は
信
 
仰
 し
な
い
」
庚
が
 9
 と
   



研
学
の
相
違
は
、
本
質
的
に
は
、
少
な
く
と
も
信
仰
 の
 記
述
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
だ
 

る
  
 

 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

も
っ
と
も
、
こ
の
相
違
を
「
 神
か
死
か
 」
、
あ
る
い
は
 
「
啓
示
の
言
葉
か
良
心
の
呼
び
声
 か
 」
と
い
っ
た
形
式
 的
な
二
者
択
一
に
還
 

元
 し
て
し
ま
う
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
 う
に
考
え
る
な
ら
、
呼
び
起
こ
す
も
の
は
違
っ
て
も
、
 
呼
び
起
こ
す
先
は
全
く
 

同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
 う
 な
考
え
方
は
多
く
の
難
点
を
含
む
が
、
何
よ
り
も
ま
 ず
 、
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
 

の
 見
解
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で
 あ
る
。
 

「
信
仰
が
 
吊
艶
 
瞬
間
の
中
で
神
の
要
求
を
聞
く
こ
と
 で
あ
る
な
ら
、
不
信
仰
は
そ
の
よ
う
な
瞬
間
の
要
求
に
 
対
す
る
不
服
従
で
あ
 

る
 。
不
信
仰
も
、
歴
史
的
に
実
存
す
る
現
存
在
の
自
己
 
理
解
で
あ
る
か
ら
に
は
、
瞬
間
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
 瞬
間
を
否
認
す
る
か
、
 

私
物
化
し
て
し
ま
う
こ
と
が
不
服
従
で
あ
る
。
瞬
間
を
 
否
認
す
る
の
は
、
人
間
が
そ
の
つ
ど
の
 ム
フ
 
に
お
い
て
、
 
素
朴
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
 や
 

世
界
観
的
な
自
己
正
当
化
に
よ
っ
て
自
己
に
固
執
す
る
 
場
合
で
あ
る
。
瞬
間
を
私
物
化
す
る
の
は
、
人
間
が
死
 
へ
の
心
構
え
を
も
っ
て
 

現
 
6
 巴
を
引
き
受
け
、
瞬
間
を
、
現
存
在
が
理
解
 
し
っ
 
っ
 自
己
自
身
を
構
成
す
る
よ
う
な
根
源
的
瞬
間
と
 
し
て
理
解
す
る
場
合
で
 

あ
る
」
 
G
 。
 
し
 。
 

こ
こ
で
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
「
素
朴
な
 エ
 ゴ
イ
ズ
ム
や
世
界
 観
 的
な
自
己
正
当
化
に
よ
っ
て
自
己
に
固
執
す
る
」
 
こ
と
、
つ
ま
り
単
純
 

に
 世
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
不
信
仰
で
あ
る
の
で
は
な
く
 
、
「
人
間
が
死
へ
の
心
構
え
を
も
っ
て
現
を
引
き
受
け
 る
 」
こ
と
、
つ
ま
り
 ハ
 

ィ
デ
ガ
｜
 的
な
意
味
で
の
本
来
的
実
存
先
駆
 的
 決
意
 性
 ）
も
ま
た
不
信
仰
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
 故
 、
先
駆
的
決
意
性
は
内
 

%
 
 美
 的
に
も
、
信
仰
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
 
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
区
別
を
暖
 昧
 に
す
る
な
ら
 
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 的
な
意
味
で
 

，
行
先
の
本
来
性
の
記
述
が
、
啓
示
を
欠
く
に
も
関
わ
ら
 

ず
 、
そ
の
ま
ま
信
仰
の
記
述
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
 な
っ
て
し
ま
い
、
神
学
と
 哲
 

 
 

  



神
学
と
哲
学
は
互
い
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
 
，
 
」
の
よ
う
な
問
が
問
わ
れ
る
の
は
、
神
字
（
こ
こ
で
は
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 神
 

学
 ）
が
啓
示
に
よ
ら
な
い
自
然
神
学
の
試
み
を
排
斥
す
 
る
 一
方
で
、
「
哲
学
と
神
学
は
あ
る
種
の
言
明
に
お
 い
 て
 明
ら
か
に
一
致
し
て
 

お
り
、
神
学
の
あ
る
種
の
言
明
は
哲
学
に
お
い
て
あ
ら
 
か
じ
め
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
一
の
 0
 の
 
-
 か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
 

と
は
、
少
な
く
と
も
ブ
ル
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
す
で
 
に
前
節
に
お
い
て
十
分
に
示
さ
れ
た
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
 信
仰
に
つ
い
て
、
明
白
 

に
 「
ハ
イ
デ
 ガ
｜
的
 」
に
、
ま
た
は
「
実
存
哲
学
的
」
 に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
方
を
、
ブ
ル
ト
マ
 
ン
 自
身
は
ど
の
よ
う
に
 

正
当
化
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
哲
学
が
 
示
す
現
存
在
の
本
来
性
を
明
確
に
不
信
仰
 と
 見
な
し
て
 い
る
。
そ
れ
故
、
 あ
 

る
 意
味
で
は
、
「
哲
学
は
神
学
が
不
信
仰
 と
 見
な
す
 現
 象
 を
し
っ
か
り
と
見
て
い
る
」
（
の
 
ョ
 
0
 
（
・
）
わ
け
で
あ
る
 
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
に
 

と
っ
て
は
、
そ
の
現
象
は
不
信
仰
で
も
罪
で
も
な
く
、
 「
現
存
在
が
自
己
を
構
成
す
る
根
源
的
自
由
」
 宙
 0
-
 
で
 あ
る
の
だ
が
。
と
は
 い
 

え
 、
信
仰
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
か
。
哲
学
が
現
存
在
 
の
 、
先
駆
的
決
意
性
に
対
立
す
る
別
の
本
来
性
と
い
っ
 
た
も
の
を
見
て
い
な
い
 

こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
 、
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
な
諸
概
念
が
現
存
在
の
自
己
理
解
 
を
 組
織
的
に
展
開
し
た
 

目
一
 神
学
と
哲
学
 

だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
想
の
間
に
見
出
さ
れ
る
、
あ
の
厳
密
な
ま
で
 
の
 対
応
関
係
を
ど
の
 

 
  

 

 
 

よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ら
つ
か
。
そ
も
そ
も
、
 神
 学
と
 哲
学
と
は
互
い
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
あ
う
の
か
 。
こ
の
問
題
は
、
今
や
 

 
 

 
 
 
 
 
 

不
信
仰
 と
 見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
哲
学
的
実
存
」
③
 ひ
 ～
も
し
が
、
信
仰
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
を
ど
の
よ
う
に
 
も
つ
か
と
い
う
問
題
で
 

も
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
 よ
う
。
 



雙
由
 に
自
己
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
死
の
面
別
に
 あ
っ
て
そ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
い
わ
ば
こ
の
 脅
威
に
対
抗
す
る
と
い
う
 仕
 

 
 
 
 
 
 

先
方
で
遂
行
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
、
人
間
 

は
 自
己
を
掴
み
と
る
こ
と
に
お
い
て
、
逆
に
そ
の
よ
う
 
な
 

「
自
己
を
こ
の
世
的
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

棚
 

に
理
解
す
れ
ば
無
に
向
か
っ
て
放
棄
す
る
」
 
一
 
2
5
8
 
）
と
い
う
「
も
う
一
つ
の
別
の
可
能
性
」
を
知
っ
 
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
 

そ
 

も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
 ょ
う
 な
諸
概
念
が
信
仰
の
 記
述
に
関
与
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
方
が
 
、
は
る
か
に
自
然
で
は
 

な
 い
 だ
ろ
う
か
。
 

こ
の
 ょ
 う
な
論
点
を
、
哲
学
と
い
う
学
問
の
「
中
立
性
 」
を
理
解
し
な
い
も
の
と
し
て
簡
単
に
片
づ
け
て
し
ま
 
っ
て
は
な
ら
な
い
。
 

と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
哲
学
が
「
中
立
 的
 」
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
 
が
 問
題
に
な
っ
て
い
る
 

か
ら
で
あ
る
。
 

哲
学
が
信
仰
に
つ
い
て
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
 
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
 
た
だ
ち
に
両
者
の
間
 

に
ど
の
よ
う
な
連
続
性
も
想
定
で
き
な
い
と
結
論
す
る
 の
は
早
計
で
あ
る
。
哲
学
的
実
存
と
信
仰
的
実
存
は
 、
 い
ず
れ
も
現
存
在
の
自
 

己
 理
解
の
可
能
性
で
あ
る
か
ぎ
り
、
二
つ
の
事
物
が
互
 
い
 に
切
り
離
さ
れ
る
 よ
う
 に
単
純
に
切
断
さ
れ
て
い
る
 わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
 

意
味
で
は
、
む
し
ろ
「
哲
学
は
信
仰
に
つ
い
て
知
っ
て
 
い
る
。
ま
さ
に
哲
学
が
現
存
在
の
自
由
を
知
る
こ
と
に
 よ
っ
て
そ
う
な
る
。
 と
 

い
う
の
も
、
自
由
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
は
こ
 の
 自
由
に
本
質
的
に
属
す
る
不
確
実
さ
 
田
 Ⅱ
 
丼
拍
コ
の
プ
村
 

①
 ぎ
を
知
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
哲
学
は
、
現
存
在
が
自
己
を
引
き
受
け
る
自
由
な
 
決
意
を
知
る
と
同
時
に
、
こ
の
決
意
を
斥
け
る
と
い
う
 
、
も
う
一
つ
の
別
の
可
 

龍
佳
 は
 つ
い
て
も
知
る
の
で
あ
る
」
 -
 
～
 
下
 
～
も
・
 

-
 
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
つ
る
の
は
、
本
来
性
へ
の
 
決
 意
 が
そ
れ
自
体
、
人
間
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
ど
 
こ
ま
で
も
「
不
確
実
 

さ
 」
を
、
つ
ま
り
「
も
う
一
つ
の
別
の
」
あ
り
方
へ
と
 開
放
さ
れ
た
可
能
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
決
意
に
お
い
て
 自
 



う
で
な
く
て
は
、
理
解
一
般
の
構
造
か
ら
し
て
、
自
己
 
を
 
「
掴
み
と
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
自
覚
的
に
遂
行
 さ
れ
え
な
く
な
っ
て
し
 

ま
ぅ
 か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
 徹
 底
 的
な
自
己
放
棄
こ
そ
信
仰
と
呼
ば
れ
る
あ
り
方
で
あ
 
る
 。
と
い
う
の
も
、
 こ
 

の
よ
う
な
自
己
放
棄
に
お
い
て
初
め
て
、
呼
び
か
け
に
 対
す
る
 頑
 さ
が
完
全
に
克
服
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
、
信
仰
は
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 的
な
意
味
で
の
人
間
 存
 在
の
本
来
性
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
の
現
実
 
化
の
た
め
に
は
、
 こ
 

の
 同
じ
本
来
性
を
、
つ
ま
り
自
ら
の
死
に
自
覚
的
に
直
 
面
す
る
先
駆
的
決
意
性
を
必
要
と
す
る
。
と
い
う
の
も
 
、
啓
示
の
言
葉
を
受
け
 

入
れ
て
信
仰
的
な
あ
り
方
へ
と
転
じ
「
う
る
」
た
め
に
 
は
 、
人
間
は
自
ら
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
可
能
的
で
あ
 
る
こ
と
、
そ
の
あ
り
方
 

を
 端
的
に
否
定
す
る
別
の
可
能
性
へ
と
あ
ら
か
じ
め
 
開
 放
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
く
て
 
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
 

一
女
 

u
-
 

る
 。
こ
の
よ
う
な
、
自
ら
の
あ
り
方
の
可
能
的
性
格
に
 
つ
い
て
の
理
解
の
内
に
、
哲
学
的
実
存
の
信
仰
に
つ
い
 て
の
先
行
理
解
が
含
ま
 

れ
て
い
る
。
 

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
哲
学
が
自
ら
積
極
的
に
信
仰
に
つ
 
い
て
知
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
 哲
 学
的
実
存
の
自
己
 埋
 

解
は
 、
神
学
の
仕
事
に
組
み
込
ま
れ
、
信
仰
の
立
場
か
 
ら
 解
釈
さ
れ
て
初
め
て
、
信
仰
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
 
と
し
て
機
能
し
う
る
よ
 

う
に
な
る
の
で
あ
る
お
）
 1
-
 
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
 に
、
 自
ら
の
あ
り
方
の
可
能
的
性
格
を
自
覚
す
る
た
め
 
に
は
、
現
に
あ
る
あ
り
 

方
 と
は
別
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
知
っ
て
い
る
こ
と
は
 必
ず
し
も
要
求
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
哲
学
的
実
 
存
と
 信
仰
的
実
存
と
が
 

切
断
的
に
連
続
す
る
こ
の
場
面
で
は
、
と
り
わ
け
本
来
 
的
に
妥
当
す
る
。
そ
も
そ
も
、
「
こ
の
世
的
に
理
解
す
 れ
ば
 無
 」
で
あ
る
以
上
、
 

人
は
信
仰
に
よ
ら
ず
に
そ
こ
へ
と
向
か
っ
て
自
己
を
放
 乗
 す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
 哲
 学
 に
と
っ
て
は
、
一
切
 

一
 
g
 一
 

を
 無
に
返
す
と
い
う
「
失
わ
れ
た
無
意
味
な
可
能
性
」
 
一
の
）
 

0
 
）
で
あ
り
、
本
来
、
ま
さ
に
「
何
も
の
を
も
望
み
 ，
 
え
ム
 
は
い
と
こ
ろ
 
-
 
ロ
ー
マ
 

四
・
一
八
こ
お
く
の
，
 

2
 
色
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

  



信仰 

 
 

で
あ
る
こ
と
、
義
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
は
 現
 存
在
の
内
に
そ
れ
と
し
て
示
さ
れ
 ぅ
 る
よ
う
な
事
柄
で
 は
な
く
、
彼
岸
の
 、
ま
 

瑠
 

在
の
形
式
的
な
諸
構
造
は
「
中
立
的
 ヒ
 

で
あ
る
。
 

つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
現
存
在
に
当
て
は
ま
る
」
一
の
ド
ド
 一
 。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

，
十
九
第
二
に
、
こ
の
こ
と
は
信
仰
自
身
の
自
己
理
解
 
に
も
よ
く
合
致
す
る
。
と
い
う
の
も
、
信
仰
に
お
い
て
 は
 、
信
仰
者
が
新
し
い
人
間
 

 
 

 
 

信 と い は 的 と 

                              ま 以がか 、 案下 「 し啓 
示
を
欠
い
た
実
存
は
、
こ
の
 無
 と
の
出
会
い
の
瞬
間
を
 、
自
分
の
存
在
を
あ
る
が
ま
ま
に
は
っ
き
り
と
掴
み
な
 
お
す
た
め
の
機
縁
 

て
の
み
受
け
取
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
、
先
に
ブ
ル
ト
 
マ
ン
に
よ
っ
て
「
瞬
間
の
私
物
化
」
と
言
わ
れ
て
い
 
た
 事
態
で
あ
る
。
 

信
仰
な
現
存
在
は
、
不
断
に
問
を
答
と
し
て
解
釈
す
る
 
誘
惑
に
負
け
て
し
ま
う
」
 -
 
の
 
0
&
 
）
。
そ
れ
故
、
哲
学
的
 な
 意
味
で
の
本
来
 

存
は
 、
神
学
的
に
は
、
消
極
的
に
も
積
極
的
に
も
 
蹟
き
 の
場
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
消
極
 的
に
」
と
い
う
の
 

ハ
イ
デ
 ガ
｜
 的
な
意
味
で
の
本
来
性
は
あ
く
ま
で
自
然
 酌
人
間
の
本
来
性
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ど
こ
ま
で
も
 
信
仰
の
場
で
は
な
 

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
積
極
的
に
」
と
い
う
の
は
、
 こ
 @
 
」
に
お
い
て
初
め
て
、
自
然
的
人
間
は
啓
示
の
言
葉
に
 本
来
的
に
 踵
 く
こ
 

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
 

上
の
考
察
か
ら
、
神
学
と
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
 
の
 三
つ
の
事
柄
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
。
 

ず
 第
一
に
、
哲
学
は
自
ら
が
示
し
た
あ
り
方
が
人
間
に
 
と
っ
て
唯
一
可
能
な
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
 ず
 、
そ
の
成
果
を
 

的
な
実
存
に
も
当
て
は
ま
る
「
中
立
的
」
な
も
の
と
し
 
て
 主
張
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
信
仰
は
 
哲
学
に
と
っ
て
は
 

わ
れ
た
 軸
 生
息
味
な
可
能
性
」
で
あ
り
、
人
間
本
来
の
 、
 つ
ま
り
そ
の
否
定
が
元
来
 
舶
 ん
な
る
堕
落
で
な
け
れ
 ば
 ）
死
を
意
味
す
 

は
な
 い
 よ
う
な
あ
り
方
に
端
的
に
対
立
す
る
が
故
に
 、
 い
わ
ば
慮
外
の
「
死
角
」
に
位
置
す
る
可
能
性
と
し
て
 、
人
間
存
在
の
内
 

実
質
的
な
何
ご
と
か
と
し
て
現
象
し
う
る
も
の
と
は
 
見
 な
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
哲
学
に
と
っ
 
て
は
「
こ
の
よ
 う
 

自
ら
の
自
由
に
お
い
て
自
己
を
構
成
す
る
現
存
在
し
か
 
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
論
的
分
析
に
よ
っ
 
て
 示
さ
れ
る
現
存
 



同
様
に
、
信
仰
者
に
と
っ
て
も
「
信
仰
は
 
@
 
蜂
決
 し
て
現
存
在
の
現
象
で
は
な
い
」
 
-
 
の
 
1
1
-
 

。
そ
れ
故
、
信
 仰
者
も
 、
こ
の
地
上
に
 

お
い
て
は
依
然
と
し
て
一
個
の
罪
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
 、
「
信
仰
者
も
ま
た
現
存
在
の
内
に
あ
り
、
新
し
い
 現
 存
在
の
構
造
を
与
え
 ろ
 

れ
て
 @
@
 

い
 る
わ
け
で
は
な
Ⅰ
 
n
 ド
 
」
 一
 
Ⅰ
 
け
 
～
 
d
.
 

一
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
第
三
に
、
神
学
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
 
信
 仰
 自
身
の
自
己
理
解
に
対
応
し
て
、
信
仰
に
つ
い
て
 
伍
叫
 
る
た
め
に
は
い
つ
 

で
も
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
諸
概
念
を
援
用
 
し
 つ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
そ
 の
際
、
神
学
的
な
考
察
 

は
 

信
仰
が
つ
ね
に
不
信
仰
の
克
服
と
し
て
の
み
 成
 り
 立
つ
こ
と
と
類
比
的
に
１
１
自
然
的
な
人
間
理
解
と
 
の
 不
断
の
対
決
に
お
い
 

て
の
み
展
開
さ
れ
う
る
 
-
 
ぎ
も
・
 

-
 
。
こ
の
「
の
み
」
は
 、
 神
学
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
原
理
的
な
制
約
と
し
て
 
理
 解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
 

な
い
。
信
仰
以
前
の
実
存
と
そ
の
自
己
理
解
を
信
仰
の
 
立
場
か
ら
、
信
仰
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
と
し
て
解
釈
 
す
る
こ
と
が
ヲ
ロ
 テ
 

ス
タ
ン
ト
的
な
立
場
か
ら
唯
一
可
能
な
一
自
然
神
学
で
 あ
る
と
す
る
な
ら
、
自
然
神
学
は
明
ら
か
に
神
学
そ
の
 
も
の
の
本
質
的
な
構
成
 

要
素
で
あ
り
 
-
 
ひ
 
）
）
 
こ
 、
「
神
学
一
般
の
意
味
と
可
能
性
 」
 -
 
の
）
 

2
-
 

の
制
約
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ざ
る
を
え
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
、
人
間
は
キ
リ
ス
ト
教
の
使
信
を
理
解
す
る
た
 
め
に
、
世
俗
の
も
の
と
は
異
な
っ
た
「
超
自
然
的
」
 
な
 、
「
聖
な
る
」
認
識
 

様
式
を
経
由
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
 
使
 信
を
理
解
す
る
者
、
信
仰
す
る
者
は
、
あ
く
ま
で
地
上
 
の
 罪
人
で
あ
っ
て
天
使
 

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
研
究
者
と
し
て
の
釈
義
者
 が
 
品
玉
書
の
言
葉
を
し
聞
く
行
為
は
世
俗
の
も
の
で
あ
 り
、
 聖
な
る
も
の
は
 書
 

き
 記
さ
れ
た
言
葉
だ
け
で
あ
る
」
一
ト
の
の
 

-
 
。
む
し
ろ
、
 人
 間
 の
そ
の
よ
う
な
、
ど
こ
ま
で
も
世
俗
的
な
理
解
の
 
営
み
の
内
に
聖
な
る
 
言
 

葉
が
 宿
り
「
 ぅ
る
 」
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
神
学
が
不
断
 に
 指
し
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
信
仰
の
逆
説
な
の
で
 
あ
る
。
 

こ
う
し
て
、
神
学
は
哲
学
的
な
分
析
の
成
果
を
援
用
す
 
る
こ
と
に
よ
り
、
不
信
仰
の
運
動
へ
と
自
ら
積
極
的
に
 
身
を
投
じ
る
 
-
3
-
2
 

一
 
。
   

た
は
神
の
も
と
で
の
出
来
事
と
し
て
、
そ
れ
自
体
が
信
 
じ
ら
れ
る
べ
き
事
柄
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
 
-
2
4
 
。
の
）
）
 
一
 。
哲
学
者
に
と
っ
て
 と
 

 
 

 
 



理
   

 
 

 
 

先
べ
 

 
 

 
 

 
  

 
解 

先 き Ⅱ へ 

行 閲 読 
理 係 で 
解 の は 
@ ま 花 多   

、 を ブ 
し 探 ル 
ば つ ト 

し て て 

@ き 、 ノ 

誤 た の 解 
さ 

れ 
ル九 「 
z イ 一 丁 

る 理 
よ 解 
つ @ 

  
@ と 

  

信仰 

の 
者 5 

よ 

つ , 
え方 

を 

な新 

批 
叫 ⅠⅡ 

し 的 
  @ 
出 
来 
事 

吟味 

す 
を る 

古     

  と 

理 か 
解 ら 

の 出 
枠 発 
組   
み て 
c 

押 神 
し 

A", 

二戸 

込 と 

  
で 

哲 
学 

歪   
め あ 
て   
  つ , 

  

お
わ
り
に
 

「
信
仰
か
ら
生
じ
る
不
信
仰
の
運
動
と
し
て
、
神
学
は
 
1
 コ
リ
ン
ト
七
・
二
九
 ｜
 三
一
に
示
さ
れ
た
「
 9
 し
 な
い
人
の
よ
う
に
 ヒ
 

 
 

臼
 0
 の
 ヨ
 の
）
と
い
う
あ
り
方
に
従
う
」
 -
@
 

す
 
@
d
.
-
 

。
と
い
，
 
っ
 の
も
、
「
こ
の
世
の
有
様
は
過
ぎ
去
る
か
ら
」
 宇
コ
 リ
ン
ト
セ
・
 三
 二
で
あ
 

り
 、
し
か
も
な
お
、
地
上
に
お
け
る
罪
人
と
し
て
の
 
キ
 リ
ス
卜
者
に
と
っ
て
は
「
自
分
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
 
は
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
 

い
 Ⅰ
 -
1
 
ヨ
ハ
ネ
三
三
こ
か
ら
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
Ⅰ
 
，
 
」
の
よ
う
な
キ
リ
ス
卜
者
の
生
の
あ
り
方
を
単
純
に
「
 
希
望
」
と
呼
ん
で
 
い
 る
 

官
｜
 マ
ハ
・
一
八
 
｜
 三
 %
 。
そ
れ
は
答
が
「
予
期
せ
ぬ
」
 形
で
や
っ
て
く
る
こ
と
を
信
じ
、
問
を
問
と
し
て
 
持
 ち
 堪
え
な
が
ら
待
ち
望
 

む
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
神
 学
の
営
み
は
、
こ
の
信
仰
の
希
望
と
し
て
の
あ
り
方
に
 
そ
の
ま
ま
重
ね
よ
 ロ
わ
せ
 

て
 理
解
し
う
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

は
 上
の
考
察
は
、
神
学
と
哲
学
が
、
先
行
理
解
に
お
 
い
 て
 互
い
に
根
本
的
に
対
立
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
協
同
し
 
う
る
と
い
う
こ
と
を
 

示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
両
者
の
関
係
が
信
仰
 
そ
 の
も
の
の
あ
り
方
の
内
に
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
 
「
失
わ
れ
た
無
意
味
な
 

可
能
性
」
と
し
て
の
信
仰
が
人
間
存
在
に
お
い
て
現
実
 
と
な
る
あ
り
方
そ
の
も
の
の
内
に
そ
の
根
を
下
 
ろ
し
て
い
る
が
故
に
こ
 

そ
 、
神
学
が
哲
学
の
「
中
立
性
」
を
侵
し
た
り
、
逆
に
 哲
学
の
内
に
解
消
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
な
し
に
、
哲
学
 
的
な
諸
概
念
を
自
ら
の
 

舌
口
薬
と
し
て
用
い
う
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 



う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
約
束
さ
れ
て
い
る
の
は
「
喜
び
」
で
あ
る
が
、
こ
の
 

士
 
吾
 び
は
イ
ェ
ス
の
喜
び
で
あ
っ
て
 
、
 世
は
そ
れ
を
知
ら
 な
い
。
で
 は
 、
ど
の
 

よ
う
な
喜
び
で
あ
ろ
う
か
。
人
は
そ
れ
を
知
ら
な
い
が
 

、
 明
ら
か
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
を
、
ま
た
 

問
 を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
 

ま
う
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
あ
ら
か
じ
め
自
分
自
身
 の
あ
り
方
の
可
能
的
性
格
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
よ
 
っ
て
 、
 つ
ね
に
新
し
い
 

あ
り
方
へ
と
転
じ
「
う
る
」
態
勢
に
あ
る
と
い
う
事
態
 を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
全
体
と
 
し
て
き
わ
め
て
ハ
イ
デ
 

ガ
｜
 的
な
人
間
理
解
の
枠
組
み
に
基
づ
い
て
お
り
、
 
と
 り
わ
け
、
こ
の
可
能
的
性
格
を
忘
却
の
状
態
か
ら
回
復
 す
る
こ
と
を
人
間
本
来
 

の
あ
り
方
と
見
な
す
と
い
う
点
で
、
ブ
ル
ト
マ
ン
 と
ハ
 ィ
デ
ガ
 ー
は
著
し
い
見
解
の
一
致
を
示
す
の
で
あ
る
。
 

も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 的
な
意
味
で
の
人
間
本
来
の
 あ
り
方
が
、
た
だ
ち
に
信
仰
と
同
一
視
さ
れ
る
わ
け
で
 
は
な
い
。
む
し
ろ
 哲
 

学
的
な
実
存
は
、
そ
の
本
来
性
に
お
い
て
、
自
ら
を
 
さ
 ら
に
「
も
う
一
つ
の
別
の
可
能
性
」
へ
と
転
じ
「
う
る
 」
よ
う
な
可
能
的
な
も
 

の
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
自
ら
の
可
能
的
性
格
に
つ
 い
て
の
自
己
理
解
は
、
哲
学
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
 
「
失
わ
れ
た
無
意
味
な
 

可
能
性
」
に
つ
い
て
の
理
解
で
し
か
な
い
が
、
信
仰
の
 立
場
か
ら
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 新
た
に
信
仰
 ほ
 つ
い
て
の
、
信
仰
の
 

可
能
性
を
示
す
べ
き
先
行
理
解
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
 
に
な
る
。
こ
の
理
解
は
、
切
断
を
含
ん
だ
信
仰
の
新
し
 さ
を
破
壊
す
る
こ
と
を
 

く
 、
か
え
っ
て
神
学
と
哲
学
と
が
互
い
に
対
立
し
な
が
 ら
 協
同
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
な
協
同
関
係
は
、
神
学
に
と
っ
て
は
、
と
き
 に
は
不
要
と
さ
れ
う
る
よ
う
な
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
 
く
 、
「
罪
人
に
し
て
 

-
 
Ⅱ
 -
 

義
人
銭
ヨ
三
で
 e
n
n
p
 

（
 
o
q
.
 

臼
ヨ
三
田
 

降
巳
 ）
」
と
い
う
 
逆
説
の
具
体
的
な
遂
行
と
し
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
 
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 

信
仰
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
が
総
じ
て
ど
の
よ
う
 な
 性
格
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
を
様
々
な
額
白
 一
 
か
ら
示
唆
し
て
い
る
。
 

た
と
え
ば
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
に
お
 け
る
「
喜
び
 
縛
す
戟
巴
 」
の
概
念
 
-
 
ヨ
ハ
ネ
一
五
・
一
一
 
一
に
つ
い
て
、
次
の
よ
   



 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
  

 
  

む 
， し も 

②① ㌢ 拝献 よ と ち 

は ろ           
で の   は よ   ム フ ラ 

後 む 
三宝 -.Q の のⅡ ド - の 子 
ft o 千 l Ⅰ ま ㌣ 事 想 
  柄 は 

と 実 
り Ⅰ -. Q 由 り 際 し 
ぬミ 轟 （ り - て の さ い 兄り 平中 

  の 学 

の営 磯ム ム 

に み 
委 に 

ね 即 
ら し   れ て 

二へセヰ臣 ㏄ ドコ 
  二コ る 。 口目六体 

も ヴ   
@ 

きぎ ㏄ 検 
驚 め潟 ら -. 由 り 

証 

さ 

    な 
  

Ⅰ・二 S 色 ト ワ の コ Ⅰ て 

甲こ @@ ヰ由 

軒宰 な 
ら 

宙ド な 
    

  
ま       
㏄Ⅱ ハ 

  
課 

㏄ い   題 
    
Ⅰ㏄ 

  
取 

    
  組 

  

ろ
に
関
し
て
き
わ
め
て
開
放
的
、
か
つ
重
層
的
な
広
が
 

り
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

0
-
2
-
l
 

で
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
人
が
こ
の
 
口
 
喜
び
に
つ
い
て
 記
さ
れ
た
し
文
を
理
解
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
 
そ
 れ
が
楽
し
い
、
満
ち
足
 

り
た
状
態
を
舌
口
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
な
ら
世
も
知
っ
て
 
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 だ
 

が
、
 世
の
喜
び
は
、
す
で
に
世
を
超
え
た
喜
び
の
可
能
 性
を
内
に
含
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
 
-
 
）
り
の
 

一
 
。
 

こ
の
「
可
能
性
」
が
 、
 世
に
希
望
が
あ
り
、
か
っ
神
学
 が
こ
の
「
喜
び
」
と
い
う
舌
口
葉
を
自
ら
の
舌
口
業
と
し
て
 

使
用
し
う
る
た
め
の
 

前
提
で
あ
る
。
「
喜
び
」
は
、
た
と
え
そ
れ
が
世
の
自
 己
 理
解
を
反
映
し
た
世
の
言
葉
で
し
か
な
い
と
し
て
も
 
、
こ
の
自
己
理
解
そ
の
 

も
の
が
つ
ね
に
「
も
う
一
つ
の
別
の
可
能
性
」
へ
と
 開
 か
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
神
学
的
な
宮
み
の
中
で
「
世
を
 超
え
た
喜
び
」
を
指
し
 

示
す
た
め
の
舌
口
業
に
な
り
 
ぅ
る
 。
む
し
ろ
、
神
学
的
な
 言
説
は
 、
，
 
」
の
種
の
「
慣
習
的
な
言
葉
」
 G
 。
 ご
や
 
「
 
哲
学
に
よ
っ
て
作
り
 田
 

さ
れ
、
あ
る
い
は
完
成
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
一
の
 
0
 
ぽ
 
-
 な
 取
り
入
れ
な
が
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
自
然
的
な
人
 
間
 理
解
と
の
た
え
ざ
る
 

対
決
を
通
し
て
の
み
、
そ
の
 っ
ど
 自
ら
を
限
定
し
て
 ぃ
 く
 他
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
営
み
が
そ
の
つ
ど
有
意
味
 
に
 決
着
し
う
る
か
ど
う
 

か
は
、
そ
の
 っ
ど
 将
来
的
に
の
み
決
定
さ
れ
る
べ
き
 事
 柄
 で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
神
学
の
言
葉
は
そ
れ
自
体
 、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
 



@
 
王
 

一
 
1
@
 
 
熊
澤
 義
宣
 
「
増
補
改
訂
ブ
ル
ト
マ
ン
 ヒ
 第
五
版
日
本
 基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
七
年
、
四
四
 ｜
 四
五
頁
。
 

-
2
-
 辻
村
公
一
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 論
放
 」
第
二
別
創
立
社
、
 
一
九
八
六
年
、
二
二
九
頁
 -
 
表
記
は
現
代
風
に
改
め
た
。
以
下
 同
じ
 -
 
。
た
だ
し
、
辻
村
 

は
こ
の
見
解
は
あ
く
ま
で
種
々
の
状
況
証
拠
に
基
づ
く
「
推
測
」
 
で
あ
る
と
断
っ
て
い
る
。
 

一
 
3
@
 
 
こ
の
「
視
野
」
、
ま
た
は
「
死
角
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
 
、
 「
驚
き
」
の
可
能
性
の
制
約
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
の
議
論
を
 下
敷
き
に
し
て
い
る
。
 

の
ア
 の
 N
,
 
ひ
簿
 

-
4
@
 
 
以
下
、
聖
書
か
ら
の
引
用
に
は
、
①
ブ
ル
ト
マ
ン
の
 独
訳
 か
ら
重
訳
し
た
も
の
②
記
主
 
書
 
新
共
同
調
」
一
日
本
聖
書
協
 
会
 、
一
九
八
八
年
 -
 に
 

従
っ
た
も
の
③
新
共
同
調
に
従
い
な
が
ら
も
、
地
の
文
と
の
 関
 係
 で
意
味
を
損
ね
な
い
程
度
に
字
句
を
修
正
し
た
も
の
が
あ
る
。
 

-
5
 
）
こ
の
「
 世
穿
畠
ヨ
 。
 ダ
 ミ
色
 し
 」
と
い
う
言
葉
は
 、
 「
 ヨ
 ハ
ネ
福
音
書
」
に
お
い
て
は
、
人
間
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
意
味
 し
て
い
る
と
ブ
ル
ト
マ
 

ン
は
 言
う
。
昌
世
」
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
人
間
で
あ
る
」
 

宙
 び
巳
 
。
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
に
よ
れ
ば
、
 ニ
 ヨ
ハ
ネ
の
 -
 世
は
神
か
ら
 離
 れ
た
人
間
的
現
存
 

在
の
根
本
形
態
を
、
つ
ま
り
人
間
存
在
の
性
格
そ
の
も
の
を
表
し
 て
い
る
」
 -
 
毛
ヨ
 -
 ）
 
宜
 Ⅱ
 

で
 ）
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
「
瞬
間
」
概
念
に
つ
い
て
 は
 、
す
で
に
辻
村
公
一
が
詳
細
な
比
較
を
行
っ
て
い
る
。
辻
村
、
 
@
 掲
 書
 、
一
一
一
一
一
 

-
 
ハ
｜
 一
一
 

四
 0
 頁
を
参
照
。
な
お
、
辻
村
は
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
に
お
け
る
瞬
間
に
 つ
い
て
、
「
そ
れ
は
 
吾
 々
の
言
葉
で
舌
口
え
ば
「
 

機
 」
と
い
う
よ
う
 な
こ
と
で
あ
ろ
 ョ
 

（
辻
村
、
前
掲
 
書
 、
二
 0
 五
頁
 -
 と
 述
べ
て
い
る
。
 

-
7
-
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
こ
の
術
語
か
ら
宗
教
的
、
と
く
に
キ
リ
ス
 ト
教
 的
な
意
味
あ
 い
 を
意
図
的
に
排
除
し
て
お
り
⑦
 い
コ
目
 ）
、
し
た
が
っ
て
日
本
語
 

刃
 0
%
 
ノ
コ
 
鎔
 山
山
イ
円
・
 

巾
こ
 
二
目
 
浅
 ，
 ヲ
 
4
 。
と
く
 
レ
へ
 
o
 （
 F
.
 

）
の
 

っ
 ）
・
で
 
田
 
㌣
）
の
）
 

i
 ㏄
）
Ⅰ
 

③
 Q
 づ
 ㏄
 
Q
 ぎ
 ま
ひ
 
雨
お
き
 
3
%
 蕊
あ
ぼ
ぎ
ぉ
 ・
の
㏄
 ぬ
 ま
ま
 斗
溥
ム
ま
捧
昏
 
守
や
 し
 ヱ
 ま
の
「
 
ロ
の
コ
 
P
 
ド
や
 ニ
コ
ド
の
 

p
 
円
目
 庄
コ
 的
の
 
コ
 ・
）
の
 

ひ
 ㏄
 

ヱ
色
 笘
り
 
㏄
内
の
 
プ
ヲ
自
ハ
 
Ⅰ
ヱ
コ
 

④
い
 N
 

も
 実
 
㏄
 碍
 よ
や
き
、
 Z
 ぬ
 ～
～
・
 
ぎ
ミ
ヌ
 a
N
 

・
 ゆ
 き
ぺ
簿
 実
ち
 ぎ マ
も
 
@
 
（
 
パ
叱
 
㏄
 ゃ
 
・
 q
 イ
罵
 
@
@
@
@
@
@
@
 

ぬ
 「
 
n
@
 

）
 
め
き
き
 
ミ
卍
卜
 

-
 

（
 
巨
卜
 。
由
心
）
 
メ
 幸
二
 
%
 ぬ
の
 
鮫
 ）
の
の
の
 

⑤
の
Ⅱ
 

い
夫
 
～
 
お
 ま
さ
も
い
 
き
汗
 ）
～
・
 
ト
 ヒ
知
 
ぃ
 幅
の
 
-
 円
目
 
荘
コ
む
 
㊦
 コ
 。
）
の
の
 

の
  
 

⑥
 毛
 3
%
 

武
 ま
ぬ
 蕊
黛
 ・
守
田
 ヨ
臼
 Ⅰ
お
り
 
ヴ
 の
山
 

&
.
 

や
 丁
ギ
 蚕
 廷
 二
八
ヨ
 ソ
ミ
 
ピ
コ
 -
 お
 ふ
 

1
 
 文
献
①
に
つ
い
て
は
略
号
は
用
い
ず
、
引
用
箇
所
、
ま
た
は
 
参
昭
 箇
所
の
頁
 付
 だ
け
を
示
し
た
。
 

2
 
 聖
書
以
外
の
文
献
か
ら
の
 引
 m
 は
全
て
 拙
訳
 に
よ
る
が
、
 既
 訳
を
参
照
し
て
訳
語
や
言
い
回
し
を
そ
の
ま
ま
採
用
さ
せ
て
い
た
 
だ
い
た
場
合
も
多
い
。
 

ま
た
、
原
文
に
お
け
る
強
調
は
全
て
省
略
し
た
。
 

  



信仰と先行理解 

        
エ - l                 

いい学則 対 ト 重 

る 。 

わ   
  



う
 -
 
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
同
じ
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
信
仰
を
め
ぐ
る
神
学
的
な
実
存
概
念
は
、
そ
の
全
て
が
あ
る
 

特
 異
な
実
存
の
移
り
行
き
 

㊥
 ニ
 紅
の
黒
む
 
ヴ
 の
お
 い
コ
 
⑧
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
移
り
 行
き
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
卜
者
と
な
る
以
前
の
実
存
と
キ
リ
 ス
 卜
者
の
実
存
 と
 

か
 独
自
の
仕
方
で
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
移
り
行
き
の
性
 格
の
故
に
、
神
学
的
な
諸
概
念
に
特
有
の
多
次
元
的
な
広
が
 
Ⅱ
 ノ
貧
 日の
 
ア
 Ⅱ
 
臼
ヨ
 0
 コ
 

ム
 0
 コ
ぃ
由
 
（
 
笘
 -
 が
 生
じ
て
く
る
」
（
 ミ
 2
.
0
3
 

。
も
ち
ろ
ん
、
 

こ
 -
 
」
で
「
移
り
行
き
」
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
の
否
定
と
し
て
 

の
 切
断
を
含
ん
だ
 
連
 

続
 性
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
 

(510) 118 



は な 
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敷 せ 
7Y テ る 

  
て リ 
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き と 
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は の 

水平 今世 
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の で 

  

キ 
      
ス キ く し「さ を 的 教諭 

ト は 
l 経 みゆ ら 探な 論文   

    
期教 
ム 
ユ % 
よ 

    
一 
教 
を 

み 
ず 
か 

ら 

  
本   
質 
規 
（ 疋 
と 

  
て 
不 
変 

  イ ぐ 疑 

使 
デ る 問 

ム 
口口 

と 

み 
な 
  
て 
き   
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と 

ひ， Ⅰ 
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垂 
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文
化
と
 霊
性
 

現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
宣
教
論
の
分
水
嶺
   



に 大 著 質 る ド 逓 
1
 
 ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
統
制
的
姿
勢
 

第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
が
開
拓
し
た
「
変
革
す
る
 教
ム
ム
 
」
（
の
の
巳
の
の
連
の
の
 

ミ
 ロ
の
「
「
 

n
h
o
q
 

ヨ
の
コ
住
巴
は
 公
ム
五
 
%
 
俄
 終
了
後
に
高
揚
感
が
 

-
1
-
 

減
し
て
い
く
な
か
で
、
現
在
で
は
教
皇
庁
の
厳
格
な
引
 
き
 締
め
政
策
の
な
か
反
動
期
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 
開
封
さ
れ
た
「
パ
ン
 

う
の
 匝
 」
か
ら
押
し
寄
せ
る
荒
波
を
前
に
教
皇
庁
は
現
 状
 維
持
に
精
一
杯
で
あ
る
。
こ
と
に
近
年
教
皇
庁
は
 
、
 西
欧
的
発
想
で
も
あ
 

ゆ
え
に
統
御
に
自
信
を
示
し
た
解
放
の
神
学
や
フ
 
エ
、
、
 

.
 ニ
ス
ト
神
学
と
は
違
い
、
非
西
欧
的
で
は
る
か
に
理
解
 が
 困
難
な
根
本
的
 異
 

性
を
過
剰
に
恐
れ
る
あ
ま
り
、
と
く
に
ア
ジ
ア
的
宗
教
 
伝
統
か
ら
の
影
響
を
逸
脱
と
し
て
批
判
す
る
傾
向
を
み
 
せ
て
い
る
。
そ
の
 顕
 

な
 事
例
と
し
て
ア
ジ
ア
特
別
 シ
ノ
 ド
ス
 
あ
遇
 0
 山
口
の
巴
 
哩
お
 。
も
。
目
ヨ
 の
 0
 の
（
廷
の
の
も
 

e
n
 

守
打
笘
 。
卜
の
綴
）
を
 取
 り
 上
げ
て
み
た
い
。
 

シ
ノ
 ド
ス
は
「
共
に
歩
む
」
と
い
う
意
味
の
ギ
リ
シ
ア
 
語
翅
コ
 0
 態
已
 に
発
し
て
お
り
、
「
世
界
代
表
司
教
会
 議
 」
と
訳
さ
れ
る
。
 

規
模
な
公
会
議
を
頻
繁
に
開
催
す
る
の
は
事
実
上
困
難
 
で
あ
る
た
め
、
そ
の
機
能
を
代
替
し
て
開
催
さ
れ
る
も
 
の
で
、
諸
問
題
研
究
 

お
け
る
教
皇
の
諮
問
機
関
的
な
存
在
で
あ
る
。
紀
元
二
 O
0
0
 
年
の
大
聖
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
現
教
皇
 
ョ
ハ
 ネ
 
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
 

  

文
化
を
め
ぐ
る
相
克
 

第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
変
革
と
刷
新
を
 遂
げ
、
再
生
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
今
も
そ
の
余
韻
 
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
 

公
会
議
が
生
み
出
し
た
輝
か
し
い
総
論
は
、
そ
の
後
の
 各
論
模
索
の
段
階
で
種
々
の
難
問
に
遭
遇
し
て
い
る
。
 
本
稿
で
は
従
来
神
学
的
 

な
 テ
ー
マ
で
あ
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
日
本
宣
教
を
 考
察
の
対
象
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
伝
統
的
な
普
遍
的
 
真
 理
 観
に
対
し
て
最
も
異
 

質
 か
っ
本
質
的
な
問
題
提
起
を
な
す
「
文
化
」
を
め
ぐ
 る
 教
会
内
部
の
対
応
を
概
観
分
析
す
る
こ
と
で
、
宗
教
 
対
話
の
現
場
に
お
け
る
 

新
し
い
発
想
と
し
て
の
「
 霊
性
 」
概
念
の
可
能
性
を
探
 つ
て
い
く
。
 

  



文化と 霊性 

一
九
九
六
年
九
月
に
ア
ジ
ア
特
別
 シ
ノ
 ド
ス
事
務
局
が
 英
文
と
仏
文
で
発
表
し
た
「
提
題
解
説
」
 
鰻
ぎ
黛
 ま
 ぶ
 ま
 
に
よ
っ
て
 シ
ノ
 

一
 
3
 一
 

ド
ス
は
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
実
質
的
に
作
成
を
担
 当
 し
た
の
は
教
皇
が
任
命
し
た
準
備
委
員
会
で
あ
る
。
 
こ
の
文
書
に
は
伝
統
的
 

な
 宣
教
観
、
ア
ジ
ア
と
の
対
比
で
い
え
ば
西
欧
中
心
的
 
な
 発
想
が
全
篇
に
わ
た
っ
て
色
濃
く
み
て
と
れ
る
。
 

た
と
え
ば
ア
ジ
ア
的
人
間
理
解
か
ら
疎
遠
だ
と
さ
れ
て
 
き
た
原
罪
 観
や
婿
罪
 観
に
関
し
て
は
宣
教
と
い
う
実
践
 的
 テ
ー
マ
に
も
か
か
 

わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
旧
来
通
り
の
キ
リ
ス
ト
論
を
踏
襲
 
し
て
お
り
、
他
方
ア
ジ
ア
か
ら
の
控
え
め
な
異
議
申
し
 立
て
の
事
実
す
ら
言
及
 

さ
れ
て
い
な
い
 
田
之
 一
 届
 
2
N
 
ス
 
ま
た
ア
ジ
ア
の
人
々
 が
 キ
リ
ス
ト
教
か
ら
贈
ら
れ
る
恵
み
と
し
て
の
霊
の
充
 
満
を
享
受
で
き
る
占
は
 

ふ
 れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
受
け
手
が
見
せ
る
態
度
 
へ
の
関
心
は
ま
る
で
な
い
 
戸
 Z
 
り
こ
 
。
つ
ま
り
福
音
 は
 西
欧
か
ら
ア
ジ
ア
 
ヘ
 

た
だ
一
万
的
に
浸
透
す
る
か
の
 よ
う
 で
あ
り
、
異
質
な
 発
想
を
迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
ア
ジ
ア
側
に
お
け
る
 
歓
 待
の
徳
性
な
ど
は
忘
却
 

さ
れ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
人
間
が
福
音
を
知
る
に
至
る
 
か
 否
か
も
、
か
れ
ら
が
非
キ
リ
ス
卜
者
で
あ
る
に
も
 
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
の
 

「
落
ち
度
」
（
 

h
p
 

田
 こ
の
有
無
に
 よ
 る
と
さ
れ
る
が
、
 こ
 れ
も
誠
実
な
対
話
の
相
手
に
差
し
向
け
る
判
断
基
準
と
 
し
て
は
穏
当
な
も
の
 

で
は
な
い
日
 之
 
㏄
 
ま
 。
こ
こ
に
も
西
欧
で
発
展
し
た
 罪
 の
 観
念
が
強
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
 

ま
た
直
接
ロ
ー
マ
が
監
督
し
え
な
い
諸
々
の
試
行
に
対
 
す
る
警
戒
心
も
強
い
。
「
霊
的
な
い
し
社
会
的
な
無
気
 力
が
 キ
リ
ス
ト
の
 人
 

物
性
を
示
す
際
に
伴
 う
 自
己
満
足
や
慢
心
を
除
去
す
る
 の
に
有
用
だ
と
し
て
も
、
社
会
的
、
政
治
的
、
文
化
的
 
な
 ア
ジ
ェ
ン
 ダ
 に
基
づ
 

い
て
福
音
を
書
き
直
す
こ
と
は
信
仰
に
対
し
て
不
正
を
 
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
」
 戸
 ア
 %
 め
 
-
 と
い
う
一
節
 は
 

か
な
る
意
図
で
あ
 

れ
 福
音
を
許
可
な
く
解
釈
す
る
作
業
を
許
容
し
な
い
と
 
い
っ
た
不
信
感
を
想
起
さ
せ
る
態
度
の
表
明
で
あ
り
、
 解
釈
の
結
果
で
は
な
く
   

-
@
 
一
 

二
六
 0
 
人
の
参
加
を
得
て
開
か
れ
た
。
 

四
大
陸
別
の
特
別
 シ
ノ
 ド
ス
を
召
集
し
、
ア
ジ
ア
特
別
 シ
ノ
 ド
ス
本
会
議
は
一
九
九
八
年
四
月
一
九
日
か
ら
 五
 月
一
四
日
に
か
け
て
 約
 



る
戸
之
 -
0
 
の
 -
 
。
 

教
会
 更
 に
お
け
る
他
者
を
認
識
し
た
自
己
反
省
は
こ
の
 文
書
に
欠
け
て
い
る
。
た
と
え
ア
ジ
ア
に
お
け
る
キ
リ
 
ス
ト
教
会
の
エ
キ
ュ
 

メ
 ニ
ズ
ム
に
関
し
て
は
「
誠
実
な
良
心
に
よ
っ
て
糾
明
 
し
 、
過
去
の
過
失
に
対
す
る
有
責
性
を
認
め
る
」
 
戸
 之
 :
2
 
色
こ
と
が
で
き
る
 

と
さ
れ
て
も
、
そ
こ
に
結
実
す
る
キ
リ
ス
ト
教
世
界
が
 
全
体
と
し
て
ア
ジ
ア
で
の
宣
教
典
お
い
て
反
省
す
べ
 
き
 視
野
は
開
か
れ
ず
、
 

「
ア
ジ
ア
の
人
々
が
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 御
 顔
を
仰
 ぎ
 見
る
こ
と
の
障
害
と
な
っ
た
分
裂
を
悔
い
改
め
る
」
 
-
 
Ⅰ
 z
-
n
o
 
コ
の
き
 
れ
 0
 き
に
 

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
反
面
、
「
ア
ジ
ア
の
人
間
は
論
 理
や
教
え
や
権
威
に
動
じ
ず
、
証
し
や
里
佳
に
心
を
動
 
か
さ
れ
る
」
 
田
 N
 
の
 ど
 

-
4
-
 

と
い
っ
た
い
さ
さ
か
図
式
的
な
理
解
で
ア
ジ
ア
を
賞
賛
 
す
る
場
合
も
あ
る
。
現
に
ア
ジ
ア
人
自
身
も
そ
の
よ
う
 に
 考
え
て
い
る
。
し
か
 

し
 人
類
全
般
に
こ
の
傾
向
は
見
出
し
 ぅ
 る
し
、
ア
ジ
ア
 人
の
宗
教
観
の
な
か
に
反
証
を
見
出
す
こ
と
も
容
易
で
 
あ
る
。
提
題
と
い
う
 当
 

文
書
の
性
格
を
考
慮
す
れ
ば
図
式
的
な
対
比
は
不
可
避
 
と
し
て
も
、
そ
の
ア
ジ
ア
像
は
往
々
に
し
て
西
欧
の
陰
 画
 で
あ
る
。
 

総
じ
て
こ
の
文
書
に
お
い
て
教
会
は
他
者
か
ら
学
ば
な
 
い
 姿
勢
を
貫
い
て
い
る
。
対
話
は
現
実
に
は
存
在
せ
ず
 、
主
体
と
し
て
 

ト
リ
ッ
ク
教
会
と
客
体
と
し
て
の
他
宗
教
と
い
う
構
図
 が
 明
瞭
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
像
は
確
固
た
る
断
定
形
式
で
 叙
述
さ
れ
る
。
そ
こ
で
 

は
 信
仰
の
根
源
に
関
わ
る
対
決
抜
き
に
た
だ
抽
象
的
 
に
 
「
教
会
は
諸
民
族
の
宗
教
的
文
化
的
な
富
を
享
受
す
 る
 」
 デ
 Z
 し
の
 一
 と
さ
れ
 

る
だ
け
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
「
神
の
御
言
葉
を
ア
ジ
 
ア
の
 多
様
な
現
状
に
適
応
す
で
 巨
 げ
が
Ⅰ
 
@
0
 
コ
 ）
で
き
る
 」
 -
 
い
ア
 @
 ぎ
臣
 
Ⅱ
 
っ
主
窪
い
 

（
 
@
c
 
已
 

栄
光
の
日
を
待
望
す
る
域
を
出
て
い
な
い
と
い
え
よ
 
う
  
 

 
 

 
 

 
 

ず
 」
、
結
局
そ
れ
以
外
の
視
点
は
「
偏
狭
な
い
し
は
 部
 公
的
」
な
も
の
と
判
定
さ
れ
る
可
能
性
を
自
動
的
に
割
 
り
 当
て
ら
れ
る
の
で
あ
 

動
機
す
ら
危
険
視
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
 
ア
 ジ
ア
 の
社
会
性
と
密
接
な
解
放
の
神
学
や
豊
穣
な
文
化
 的
 想
像
力
へ
の
忌
避
が
 

 
 

 
 

 
 

 
 

感
じ
取
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
論
は
 
使
徒
た
ち
の
信
仰
、
使
徒
期
の
教
会
、
新
約
の
聾
二
口
 に
 
照
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
 

 
 



 
 

を
 進
行
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
「
 宗
 教
 約
文
化
圏
（
イ
ス
ラ
ム
文
化
圏
、
ヒ
ン
ズ
ー
文
化
圏
 
、
小
乗
仏
教
文
化
圏
、
 

 
 
 
 
 
 

霊
 

大
乗
仏
教
文
化
圏
、
儒
教
思
想
文
化
圏
な
ど
一
に
 

基
づ
く
グ
ル
ー
プ
分
け
」
を
要
望
し
て
い
る
 
宋
パ
 

こ
 。
こ
と
に
最
後
の
点
は
 、
 

 
  

 

 
 

 
 

則
宗
教
の
文
化
的
基
底
性
と
多
元
性
を
容
認
す
る
こ
 

と
に
つ
な
が
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
が
さ
ま
ざ
ま
な
 イ
ベ
 ン
ト
 を
通
じ
て
対
外
的
に
推
 

2
 
 日
本
司
教
団
の
対
決
的
姿
勢
 

こ
の
よ
う
な
「
提
題
解
説
」
に
対
し
て
日
本
の
カ
ト
リ
 ッ
ク
 教
会
は
強
く
反
発
し
た
。
そ
れ
は
従
来
ロ
ー
マ
 以
 上
に
ロ
ー
マ
的
だ
と
 

椰
楡
 さ
れ
て
き
た
従
順
な
姿
勢
と
は
対
照
的
な
も
の
で
 あ
る
。
 

顧
み
る
に
、
か
っ
て
の
日
本
の
教
会
が
見
せ
た
宣
教
観
 
は
 ア
ジ
ア
な
ら
ぬ
ロ
ー
マ
に
過
度
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
 第
二
 ヴ
 ア
テ
ィ
カ
 
ン
 

公
会
議
後
の
一
九
 セ
 四
年
に
開
催
さ
れ
た
 シ
ノ
 ド
ス
「
 現
代
世
界
に
お
け
る
福
音
宣
教
」
を
受
け
て
、
ほ
ぼ
 
二
 午
後
に
日
本
カ
ト
リ
ッ
 

ク
 司
教
協
議
会
宣
教
司
牧
委
員
会
が
発
表
し
た
「
日
本
 
に
お
け
る
宣
教
に
つ
い
て
」
を
一
瞥
す
れ
ば
、
精
神
主
 義
 的
か
っ
勝
利
主
義
的
 

一
 
5
-
 

な
 色
彩
に
塗
り
っ
ぶ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
判
明
 す
る
。
そ
こ
で
は
土
着
文
化
の
独
自
性
は
脱
落
し
、
 
フ
 ラ
ン
シ
ス
コ
・
 
ザ
ビ
ェ
 

か
 な
ど
の
固
有
名
詞
を
隠
し
て
英
訳
す
れ
ば
、
だ
れ
も
 日
本
の
司
教
が
起
草
し
た
も
の
と
は
気
づ
か
な
 
い
 だ
 る
  
 

し
か
し
今
回
の
ア
ジ
ア
特
別
 シ
ノ
 ド
ス
で
日
本
の
司
教
 は
そ
れ
と
は
大
い
に
異
な
っ
た
態
度
を
示
し
た
。
「
 提
 題
 解
説
」
を
つ
け
て
 

作
成
さ
れ
た
 
目
 提
題
解
説
」
に
対
す
る
日
本
の
教
会
 の
 公
式
回
答
」
は
下
か
ら
の
意
見
を
十
分
に
汲
み
上
げ
 
た
 結
果
、
日
本
教
会
の
 

-
6
-
 

総
意
を
体
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
明
確
 な
 態
度
表
明
で
、
た
と
え
ば
「
提
題
解
説
」
の
末
尾
に
 
付
せ
ら
れ
て
い
た
全
十
 

口
 問
の
質
問
、
い
わ
ば
教
皇
庁
 版
 自
己
評
価
シ
ー
ト
を
 
「
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
会
の
枠
の
中
で
作
成
さ
れ
て
い
 る
 」
も
の
で
あ
り
、
「
 
本
 

店
 が
支
店
を
勤
務
評
価
す
る
た
め
の
も
の
」
と
み
な
し
 
て
 、
回
答
を
拒
否
し
て
い
る
末
木
 
-
 こ
 。
ま
た
教
皇
 ぽ
の
認
識
と
は
異
な
り
、
 

「
ア
ジ
ア
各
国
の
相
違
は
あ
ま
り
に
根
元
的
な
も
の
」
で
 あ
り
、
「
自
分
た
ち
進
行
方
向
と
集
ま
り
の
霊
的
必
要
 性
 に
し
た
が
っ
て
議
事
 

 
 



想
 通
り
日
本
司
教
団
の
見
解
は
 シ
ノ
 ド
ス
の
討
議
案
で
 あ
る
「
討
議
要
綱
」
一
ぎ
 
紐
 い
ま
 塁
 ぎ
ま
ぎ
 ひ
 
Q
 ぺ
 已
か
ら
 は
基
 

@
 
ヰ
 
@
@
 

Ⅰ
。
 
ハ
 

「
提
題
解
説
」
と
同
じ
く
ア
ジ
ア
特
別
 シ
ノ
 ド
ス
事
務
局
 が
 編
集
し
、
一
九
九
八
年
二
月
に
発
表
し
た
占
文
書
 
ヰ
由
 

l
 
：
 
@
 

教
団
の
答
申
を
受
け
て
、
「
提
題
解
説
」
よ
り
も
対
話
 に
 開
か
れ
た
姿
勢
を
垣
間
見
せ
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
 
偉
 大
な
 

に
 ア
ジ
ア
の
大
多
数
の
人
々
が
神
の
も
と
へ
向
か
う
 道
 で
あ
り
、
ま
た
神
が
か
れ
ら
の
も
と
へ
向
か
う
道
で
あ
 
る
 」
 

を
 認
め
、
「
人
間
の
経
験
と
信
仰
の
次
元
に
お
い
て
 多
 く
の
こ
と
が
諸
宗
教
を
信
ず
る
人
々
の
深
い
宗
教
性
 
か
 ら
学
 

き
る
」
と
表
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
対
話
は
信
仰
の
 仕
組
み
に
関
す
る
討
論
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
含
む
」
 
の
で
 

ジ
ア
 の
偉
大
な
価
値
で
あ
る
調
和
は
「
創
造
 カ
と
カ
動
 性
 に
満
ち
た
関
係
性
」
で
あ
り
、
「
完
壁
な
均
整
」
を
 求
め
 

合
う
出
来
事
な
の
で
あ
る
一
戸
 -
 の
り
 
一
 
。
 

「
討
議
要
綱
」
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
日
常
生
活
上
 で
の
経
験
を
重
視
す
る
。
対
話
に
お
い
て
自
ず
と
発
せ
 
ら
 本

 的
に
排
除
さ
れ
 

ア
ジ
ア
諸
国
の
司
 

諸
宗
教
は
「
実
際
 

と
し
て
双
方
向
性
 

び
と
る
こ
と
が
で
 

あ
り
、
ま
た
、
ア
 

て
相
互
に
補
完
し
 

れ
る
質
問
は
「
 あ
 

築
き
上
げ
る
シ
ス
テ
ム
」
 

宋
 パ
ニ
さ
を
目
指
す
た
め
に
 、
地
方
教
会
の
い
っ
そ
う
の
自
立
を
教
皇
庁
に
要
請
し
 
て
 終
わ
っ
て
い
る
。
 

-
7
-
 

日
本
の
教
会
の
批
判
的
な
姿
勢
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
司
 教
団
が
穏
健
な
意
見
を
述
べ
た
の
に
対
し
て
突
出
し
た
 も
の
と
い
え
る
。
 

予 

遣
 し
て
き
た
諸
宗
教
対
話
の
思
考
枠
 
な
 キ
リ
ス
ト
教
内
 
部
の
対
話
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
重
要
 

な
 意
義
を
も
つ
も
の
で
 

あ
る
。
宣
教
論
と
し
て
は
、
「
提
題
解
説
 

ヒ
を
 貫
徹
す
 る
 伝
統
的
な
識
別
志
向
を
批
判
し
、
東
ア
ジ
ア
の
「
 
や
 さ
し
く
包
み
込
む
」
 
特
 

徴
の
重
視
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
 
目
 提
題
 解
説
」
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
神
学
は
、
西
欧
の
キ
リ
 

ス
ト
救
世
界
で
育
ま
れ
 

て
き
た
神
学
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
で
な
い
者
の
目
 

か
 ら
 見
れ
ば
あ
ま
り
に
も
独
善
的
で
内
向
き
で
あ
る
」
と
 

い
 う
 根
本
的
懐
疑
が
あ
 

る
宋
 づ
こ
。
そ
し
て
こ
の
文
書
は
ロ
ー
マ
へ
の
 反
 発
を
貫
き
な
が
ら
、
 ヨ
 中
央
集
権
」
で
は
な
く
「
協
働
 
性
 」
に
基
づ
く
関
係
を
   



な
た
は
何
を
信
じ
て
い
る
の
か
」
で
は
な
く
、
「
ど
ん
 な
霊
的
な
体
験
を
経
て
き
た
か
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
 

宙
 Ⅰ
 -
 ト
ご
 。
こ
の
「
 生
 

活
 に
お
け
る
対
話
」
は
「
各
々
の
信
仰
に
お
け
る
最
も
 
高
度
な
理
想
は
他
者
の
真
っ
只
中
で
生
き
ら
れ
る
」
（
 Ⅰ
 
ァ
 
4
9
 

）
。
そ
れ
は
も
ち
 

ろ
ん
 ゲ
ッ
ト
ー
で
は
な
く
、
相
互
豊
潤
化
を
も
た
ら
す
 濃
密
な
交
流
に
基
づ
い
て
い
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
他
宗
教
の
只
中
で
も
キ
リ
ス
ト
が
 唯
 一
の
救
い
主
で
あ
る
こ
と
は
っ
ね
に
確
認
さ
れ
ね
ば
な
 ら
な
い
と
さ
れ
て
お
 

9
%
 ロ
の
コ
 -
 
、
 「
キ
リ
ス
ト
教
は
ア
ジ
ア
の
諸
文
化
に
 挑
戦
し
、
そ
れ
ら
を
浄
化
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
舌
口
 わ
 れ
て
い
る
 
コ
 Ⅰ
 
き
ス
 

そ
こ
に
は
文
化
の
個
別
的
心
情
面
へ
の
繊
密
な
配
慮
は
 見
ら
れ
な
い
。
ま
た
全
般
を
通
じ
て
信
仰
形
態
の
西
洋
 
的
 特
殊
性
ゃ
世
界
宣
教
 

に
ま
つ
わ
る
史
実
上
の
反
省
も
見
出
せ
な
い
。
結
局
 教
 皇
庁
 が
統
御
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 像
は
 
「
討
議
要
綱
 ヒ
に
 お
い
て
「
提
題
解
説
」
 

に
 比
べ
幾
分
か
忍
耐
強
く
な
っ
た
が
、
日
本
の
司
教
団
 
が
 提
出
し
た
根
本
的
疑
義
を
見
事
に
は
ぐ
ら
か
し
た
も
 
の
な
の
で
あ
る
。
 

対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
日
本
の
司
教
団
は
 
シ
ノ
 ド
ス
 本
 会
議
で
、
一
人
あ
た
り
わ
ず
か
八
分
、
し
か
も
外
国
語
 
で
の
発
表
だ
っ
た
が
 

そ
こ
で
は
全
面
的
 に
 ア
ジ
ア
の
文
化
性
へ
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
 訴
え
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
 

-
g
-
 

0
 口
調
は
厳
し
い
も
の
で
、
た
と
え
ば
押
川
毒
矢
（
 那
 顕
教
区
司
教
）
は
「
わ
た
し
た
ち
が
ア
ジ
ア
の
独
自
性
 
の
中
で
キ
リ
ス
ト
に
 出
 

会
お
う
と
し
て
、
暗
中
模
索
し
て
い
る
と
き
に
、
使
徒
 
座
が
 西
洋
的
方
法
論
で
ア
ジ
ア
の
こ
た
え
を
要
求
す
る
 た
び
に
、
不
賢
明
で
お
 

ま
け
に
非
人
間
的
な
圧
力
が
地
方
教
会
の
す
べ
て
の
上
 に
 覆
い
被
さ
っ
て
く
る
」
と
と
も
に
、
宣
教
現
場
で
「
 
教
え
る
日
本
人
自
身
が
 

百
パ
ー
セ
ン
ト
西
洋
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
で
は
理
解
で
 
き
な
い
ま
ま
、
お
そ
ら
く
半
分
し
か
分
か
っ
て
い
な
い
 状
態
で
、
司
牧
・
宣
教
 

の
 担
い
手
に
な
っ
て
い
る
」
官
ヱ
㏄
や
 N
q
 

）
と
述
べ
て
 

い
る
。
島
本
妻
（
長
崎
教
区
大
司
教
）
も
「
発
想
と
 
種
 々
の
試
み
を
行
う
行
動
 

%
 
 の
 幅
広
い
自
由
が
地
方
教
会
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
 

ば
な
り
ま
せ
ん
」
宮
下
㏄
こ
と
主
張
す
る
。
 

 
 

 
 対

し
か
し
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
「
霊
怪
」
 
の
 覚
醒
で
あ
る
。
 
霊
 性
は
個
人
や
社
会
の
深
層
を
暗
示
す
 る
い
わ
ば
未
決
概
念
で
あ
る
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た
め
、
伝
統
的
に
手
垢
に
ま
み
れ
た
既
決
概
念
で
あ
る
 
「
文
化
」
に
ま
と
わ
り
つ
く
 被
 拘
束
性
か
ら
自
由
で
あ
 る
 。
野
村
純
一
一
名
古
 

尾
 教
区
司
教
）
は
「
霊
怪
に
基
づ
か
な
い
福
音
宣
教
は
 、
キ
リ
ス
卜
者
に
重
荷
を
負
わ
せ
、
キ
リ
ス
ト
信
者
で
 
な
い
人
た
ち
を
つ
ま
ず
 

か
せ
る
」
 デ
 二
ト
 S
 と
語
り
、
押
川
も
「
国
際
化
の
時
 代
を
迎
え
る
と
き
こ
そ
、
各
国
の
独
自
性
、
と
く
に
 
霊
性
 、
そ
の
風
土
に
 培
 

わ
れ
た
人
間
の
内
奥
で
息
づ
い
て
い
る
も
の
」
宮
ヱ
 

ぃ
 
已
 に
注
目
す
べ
き
だ
と
言
う
。
そ
の
要
点
は
池
 
長
潤
 
（
大
阪
教
区
大
司
教
）
 

の
 「
本
当
の
福
音
化
の
難
し
さ
は
文
化
の
違
い
と
い
う
 よ
り
も
、
も
っ
と
そ
の
奥
に
あ
る
「
人
の
心
の
違
い
」
 
と
い
っ
た
も
の
に
大
き
 

な
 原
因
が
あ
る
」
 宮
ヱ
 二
色
と
い
う
発
言
に
集
約
で
 
き
る
だ
ろ
う
。
理
性
を
超
え
た
「
魂
の
型
」
と
で
も
い
 
え
る
発
想
が
こ
こ
に
 生
 

起
す
る
。
 

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
最
も
統
御
か
ら
遠
い
発
想
を
教
 
皇
庁
 が
容
認
す
る
は
ず
が
な
く
、
一
九
九
九
年
十
一
月
 
に
 ニ
ュ
ー
 づ
 
ア
リ
ー
で
 

発
表
さ
れ
た
 シ
ノ
 ド
ス
最
終
回
答
と
い
え
る
使
徒
的
 勧
 告
 
「
ア
ジ
ア
の
 教
ム
 三
苗
 c
c
 

～
㏄
め
ぎ
 

ぎ
 も
め
巳
か
ら
は
 排
除
さ
れ
て
い
る
。
 教
 

皇
は
霊
性
 と
い
う
概
念
を
用
 い
ず
 、
端
的
に
キ
リ
ス
ト
 教
 的
な
聖
霊
を
語
る
。
し
か
も
教
皇
が
重
視
し
た
聖
霊
 
0
 機
能
は
、
解
釈
に
お
 

い
て
「
唯
一
の
救
い
主
で
あ
る
イ
ェ
ス
の
真
理
を
脅
か
 す
 危
険
」
を
回
避
さ
せ
る
監
督
機
能
と
「
真
理
の
種
を
 
ま
き
続
け
て
い
る
聖
霊
 

の
 多
種
多
様
な
活
動
」
と
い
う
生
産
的
な
宣
教
機
能
の
 
み
で
あ
り
 
日
ト
ト
 き
、
教
会
の
自
己
理
解
を
超
え
る
 深
層
領
域
へ
の
発
見
 機
 

能
 は
ま
っ
た
く
認
知
さ
れ
な
い
。
ま
た
 霊
 性
の
覚
醒
に
 展
開
す
る
諸
宗
教
対
話
は
タ
ブ
ー
な
き
無
目
的
た
り
 
ぇ
ず
 、
「
福
音
化
を
進
め
 

る
 教
会
の
使
命
の
一
部
、
諸
国
の
民
に
宣
教
す
る
 
使
ム
 
叩
 の
一
表
現
」
㊥
 下
 
㏄
こ
に
 倭
小
 化
さ
れ
て
い
る
。
 諸
 文
書
で
ア
ジ
ア
の
教
会
 

が
 重
視
す
る
と
さ
れ
た
典
礼
の
独
自
性
に
対
し
て
も
 

「
今
ま
で
以
上
に
典
礼
秘
跡
 省
 と
連
絡
を
取
っ
て
働
く
 必
要
」
㊥
下
り
じ
を
 強
 

調
 す
る
。
し
か
し
そ
の
政
策
は
「
司
教
団
が
認
可
し
た
 典
礼
や
 カ
テ
ケ
 ジ
ス
な
ど
の
日
本
語
翻
訳
文
に
つ
い
て
 ま
で
、
教
皇
庁
か
ら
 許
 

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 宋
 パ
ニ
さ
と
い
う
 拘
 束
 的
な
も
の
な
の
だ
。
 

  



3
 
 対
立
を
超
え
る
次
元
 

文
化
へ
の
姿
勢
を
め
ぐ
る
上
記
の
よ
う
な
相
克
は
 、
多
 元
 化
が
実
質
的
に
進
展
し
て
い
る
現
在
の
宗
教
現
象
を
 背
景
に
し
て
、
攻
め
 

る
 地
方
教
会
と
守
る
中
央
教
会
と
い
う
対
比
を
一
見
 
提
 示
す
る
。
し
か
し
実
情
は
、
権
威
基
盤
と
し
て
の
 
教
 皇
 庁
は
依
然
堅
固
で
あ
 

り
 、
日
本
司
教
団
が
み
せ
た
批
判
的
姿
勢
も
少
数
派
に
 留
ま
っ
て
い
る
。
結
果
、
双
方
と
も
に
試
行
錯
誤
す
る
 
輻
湊
し
た
事
態
を
読
み
 

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
一
に
、
教
皇
庁
へ
の
反
発
は
、
理
念
的
な
対
立
と
い
 ぅ
 よ
り
も
情
念
的
な
性
格
が
強
い
。
上
記
で
取
り
上
げ
 
た
 教
皇
庁
諸
文
書
に
 

は
 基
本
的
に
他
者
が
不
在
で
あ
る
。
か
っ
て
西
欧
を
世
 界
 そ
の
も
の
と
同
一
視
で
き
た
時
代
の
心
情
の
残
響
も
 あ
り
、
西
洋
の
特
殊
性
 

に
 普
遍
性
に
お
け
る
特
権
的
地
位
を
容
認
す
る
姿
勢
は
 
、
ア
ジ
ア
人
キ
リ
ス
卜
者
の
多
重
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 
ィ
 を
感
受
す
る
余
地
を
 

性
霊
持
た
な
い
。
こ
れ
が
非
西
欧
人
の
苛
立
ち
を
自
覚
 
無
自
覚
の
相
違
は
あ
れ
、
帰
結
す
る
。
ま
た
内
部
文
書
 
が
そ
の
ま
ま
公
文
書
と
し
て
 

 
 

ヒ
対
 公
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
非
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
で
 
は
 結
果
的
に
、
言
説
内
的
 
す
 0
 コ
の
 
（
 
注
才
 の
一
な
整
合
性
 の
み
を
関
心
と
す
る
も
の
が
   

総
じ
て
教
皇
庁
は
聖
霊
の
よ
う
な
最
も
柔
軟
で
神
秘
性
 
に
 富
む
発
想
に
は
警
戒
心
が
強
い
。
た
し
か
に
過
去
の
 
異
端
に
は
聖
霊
主
義
 

的
な
傾
向
が
強
く
、
ま
た
現
在
で
も
聖
霊
神
学
は
キ
リ
 
ス
ト
論
の
よ
う
な
明
確
な
体
系
を
持
た
ず
、
い
わ
ば
 誰
 も
が
参
画
で
き
る
分
野
 

を
形
成
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
ア
ジ
ア
的
な
 霊
 性
へ
の
 警
 戒
 は
こ
と
に
強
い
。
こ
の
聖
霊
神
学
構
築
の
過
程
に
予
 恕
 さ
れ
る
統
御
困
難
な
 

諸
問
題
を
避
け
る
べ
く
、
 占
 文
書
に
お
い
て
も
「
 イ
エ
 ス
 ・
キ
リ
ス
ト
の
完
全
な
真
理
」
の
も
と
「
信
仰
の
全
 体
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
 

は
 許
さ
れ
ま
せ
ん
」
田
レ
㏄
ど
と
述
べ
た
後
、
や
が
て
 対
外
債
務
や
環
境
と
い
っ
た
安
全
な
話
題
へ
と
移
行
し
 
、
最
後
は
殉
教
者
と
 
て
 

リ
ア
の
崇
敬
に
よ
り
読
者
の
忠
誠
心
に
訴
え
か
け
て
 終
 わ
る
。
そ
こ
に
諸
文
化
に
根
ざ
し
た
多
様
な
霊
怪
が
入
  

 

  



ま
た
教
皇
庁
文
書
の
行
間
に
焦
燥
と
期
待
を
垣
間
見
る
 
こ
と
も
で
き
る
。
文
中
基
調
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
が
 ア
 ジ
ア
 の
民
か
ら
待
望
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
包
括
主
義
的
な
「
無
名
の
キ
リ
ス
 
卜
者
」
に
通
じ
る
「
確
信
」
の
表
明
 
@
 
に
目
 
㏄
 
ど
 
に
は
、
今
度
こ
そ
植
民
 

地
主
義
的
な
「
服
従
」
で
は
な
く
、
平
和
な
「
歓
迎
」
 
を
 受
け
た
い
と
い
う
、
抑
圧
さ
れ
た
精
神
的
外
傷
の
治
 慮
る
 願
 う
 期
待
が
潜
ん
 

で
い
よ
う
。
 

第
二
に
、
教
皇
庁
、
日
本
司
教
団
の
双
方
に
見
ら
れ
る
 
神
学
の
不
在
で
あ
る
。
福
音
の
文
化
 内
 開
花
を
目
指
す
 
「
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
 

｜
 シ
ョ
ン
」
論
は
現
代
神
学
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
 、
か
な
り
の
成
果
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
 
教
 皇
 席
側
は
せ
 い
ぜ
ぃ
包
 

括
 主
義
ま
で
の
神
学
し
か
知
ら
ず
、
そ
の
水
準
は
た
し
 
か
に
「
現
代
の
西
欧
神
学
の
レ
ベ
ル
か
ら
見
て
も
、
 満
 足
す
べ
き
も
の
と
は
 思
 

わ
れ
な
い
」
 
宋
ヌ
 
（
）
。
他
方
日
本
司
教
団
も
文
化
へ
 
の
 開
放
性
を
誼
 う
 
一
方
で
、
日
本
と
い
う
宗
教
間
対
話
 の
一
 最
前
線
に
あ
る
に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
の
め
ざ
ま
し
い
諸
成
果
に
舌
口
 
及
 し
な
い
。
 

と
は
い
え
、
後
者
に
は
生
活
の
座
が
見
据
え
ら
れ
て
お
 り
 、
時
間
を
か
け
た
変
容
の
余
地
が
あ
る
。
元
来
宣
教
 
は
 四
世
紀
頃
ま
で
 自
 

覚
 さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
行
為
や
表
現
に
含
ま
れ
た
 非
 キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
を
時
間
を
か
け
て
キ
リ
ス
ト
教
的
 
意
味
へ
と
置
換
し
て
い
 

く
 姿
勢
を
保
持
し
て
し
た
Ⅰ
 
-
2
-
l
 
 

@
 。
 さ
ら
に
司
教
団
は
み
ず
か
 ら
の
文
化
志
向
に
秘
め
ら
れ
た
エ
ー
ト
ス
性
を
さ
ら
に
 
凝
視
す
れ
ば
、
そ
こ
に
 

信
仰
と
文
化
の
多
元
的
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
に
 煥
慨
 す
る
 秘
 め
ら
れ
た
「
悲
し
み
」
を
自
覚
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 
そ
 れ
は
決
し
て
敗
北
主
義
 

で
は
な
く
「
た
ま
し
い
の
柔
軟
性
」
と
も
い
う
べ
き
も
 の
で
あ
り
、
霊
位
の
根
源
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
 
。
対
話
を
推
進
し
て
き
 

 
 

 
 

て
し
ま
う
。
こ
の
事
態
は
情
報
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
 展
 す
る
に
 つ
 

れ
て
深
刻
化
し
、
そ
れ
が
さ
ら
に
現
場
の
 司
牧
者
の
苛
立
ち
を
つ
 

 
 

 
  

 

-
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の
ら
せ
る
。
 

自
ら
の
 言
 遂
行
的
 
C
 の
「
 
h
o
q
 
ヨ
注
才
 ⑦
 
な
 責
任
性
を
自
 覚
し
な
い
ま
ま
君
臨
す
る
事
態
を
も
た
ら
し
、
自
己
 
中
心
的
な
印
象
を
与
え
 

 
 

 
 



二
 

霊
怪
を
め
ぐ
る
模
索
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

霊
 

1
 
 

霊
 性
の
概
要
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
 霊
性
 」
概
念
は
多
義
的
で
あ
り
、
諸
領
域
で
 重

要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
伝
統
的
 
話
 教
団
 に
 同
定
さ
れ
る
「
宗
教
」
性
 

た
 神
学
や
宗
教
哲
学
の
な
か
に
は
こ
の
悲
し
み
を
 

第
三
に
、
宗
教
間
対
話
以
上
に
宗
教
内
対
話
は
 

え
な
い
次
元
で
あ
る
だ
け
に
、
予
断
を
許
さ
な
い
 

に
 、
直
線
的
な
展
開
は
多
様
な
見
解
が
自
由
意
に
 

対
話
全
体
を
判
断
す
る
こ
と
も
拙
速
と
い
え
よ
う
 

可
能
と
い
え
る
の
だ
。
 

第
四
に
、
象
徴
交
換
に
よ
る
非
言
語
的
対
話
の
 

わ
り
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
、
一
見
対
話
が
な
い
 

想
像
力
に
満
ち
た
象
徴
次
元
で
言
語
以
上
の
意
図
 

諸
宗
教
の
単
な
る
合
同
儀
礼
に
見
え
る
諸
々
の
 
イ
 

響
を
受
け
た
諸
活
動
も
象
徴
的
宗
教
内
対
話
と
し
 

式
 的
な
対
立
を
確
認
す
る
に
終
わ
っ
た
と
み
え
て
 

ろ
う
。
 

 
 

受
容
展
開
で
き
る
も
の
も
登
場
し
て
い
る
の
で
、
協
働
 
が
 望
ま
れ
る
。
 

輻
湊
し
た
事
情
を
字
 む
 事
実
で
あ
る
。
と
く
に
宗
教
内
 対
話
は
外
部
か
ら
は
観
察
し
 

事
態
が
そ
こ
に
発
生
し
う
る
。
宗
教
間
対
話
は
宗
教
内
 
対
話
と
不
可
分
で
あ
る
の
 え
 

表
明
さ
れ
る
か
ぎ
り
基
本
的
に
望
み
え
ず
、
ま
た
一
 
つ
 の
 成
功
事
例
や
失
敗
事
例
で
 

。
対
話
に
原
則
は
必
要
だ
が
、
対
話
を
理
論
的
に
合
目
 
的
 化
す
る
こ
と
は
事
実
上
下
 

可
能
性
が
想
起
さ
れ
る
。
ア
ジ
ア
的
な
文
化
形
態
が
 
儀
 礼
 等
の
舌
口
薬
に
よ
ら
な
い
 交
 

と
こ
ろ
や
、
学
問
的
水
準
か
ら
判
断
し
て
高
度
に
思
わ
 
れ
な
い
交
流
に
お
い
て
も
、
 

一
 
Ⅱ
 -
 

や
 無
意
識
的
感
性
の
交
歓
が
成
立
し
て
い
る
可
能
性
が
 
木
ロ
定
で
き
七
は
い
の
で
 
セ
 り
る
。
 

ベ
ン
ト
も
こ
こ
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 ま
た
、
シ
ノ
ド
ス
や
そ
の
 影
 

て
 機
能
し
て
い
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
 意
 味
 で
た
と
え
 シ
ノ
 ド
ス
が
 図
 

も
、
 新
た
な
展
開
を
予
覚
さ
せ
る
種
は
蒔
か
れ
て
い
る
 
と
 推
定
す
る
の
が
賢
明
で
あ
 



2
 
 ラ
イ
モ
ン
・
 パ
 ニ
カ
ル
の
先
駆
性
 

シ
ノ
 ド
ス
で
の
錯
綜
し
た
対
立
に
向
け
て
、
理
論
や
実
 践
の
深
層
を
視
野
に
入
れ
た
霊
怪
が
み
せ
る
柔
軟
な
発
 
想
を
導
入
す
る
に
あ
 

一
 
M
-
 

と
 訂
正
す
る
方
が
妥
当
だ
ろ
う
。
「
人
生
の
師
」
イ
エ
ス
 と
い
う
ア
ジ
ア
的
な
理
解
に
通
底
す
る
発
想
で
あ
る
。
 

を
 軸
に
類
別
し
て
み
る
と
、
 親
 宗
教
 
-
 
教
団
一
的
な
 霊
 性
 と
反
宗
教
（
教
団
）
的
な
 霊
 性
を
見
出
せ
る
だ
ろ
う
 。
前
者
の
霊
性
は
伝
統
 

宗
教
内
部
の
観
想
的
次
元
に
顕
著
で
あ
り
教
義
の
真
髄
 
を
 表
現
す
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
後
者
の
幸
一
正
 

性
 け
は
 
ニ
ュ
 l
 エ
イ
ジ
の
 

諸
活
動
に
典
型
的
で
、
既
成
宗
教
の
教
義
や
制
度
へ
の
 
反
発
と
同
時
に
そ
の
宗
教
性
を
換
 骨
代
胎
し
 継
承
す
る
 と
 自
認
す
る
傾
向
を
み
 

せ
る
。
両
者
は
基
本
的
に
独
自
の
展
開
を
み
せ
て
い
る
 が
 、
と
も
に
超
越
性
・
超
越
者
と
の
関
係
を
始
原
に
見
 出
せ
る
占
で
共
通
す
る
 

と
も
舌
口
え
る
。
 

ま
ず
 親
 宗
教
（
教
団
）
的
な
 霊
 性
か
ら
文
化
の
相
克
を
 超
え
る
流
れ
を
一
瞥
し
た
い
。
 

カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
で
舌
口
え
ば
、
霊
怪
 す
宮
 「
 
@
 
（
 
仁
と
 
@
 の
 ）
と
い
う
概
念
は
長
ら
く
霊
肉
二
元
論
を
連
想
さ
 
せ
て
き
た
が
、
現
在
 

で
は
概
ね
非
形
而
上
学
的
な
信
仰
の
あ
り
方
を
指
す
。
 百
瀬
文
男
 の
 「
 
霊
性
 と
は
、
一
人
ひ
と
り
の
キ
リ
ス
ト
 者
が
ど
の
よ
う
に
 イ
ェ
 

ス
 ・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
受
容
 し
 、
そ
の
信
仰
の
生
き
 方
 を
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
実
践
す
る
か
、
そ
の
具
体
 的
な
信
仰
の
営
み
方
、
 

信
仰
の
実
現
様
式
 だ
 」
と
い
う
定
義
が
最
も
簡
明
な
も
 の
で
あ
る
。
 

一
 
6
-
i
 
 

百
瀬
は
さ
ら
に
 霊
性
 に
ま
っ
わ
る
相
反
す
 る
 両
極
端
の
諸
類
型
を
 

排
し
、
そ
の
中
庸
を
実
現
す
る
イ
エ
ス
を
 霊
 性
の
模
範
 と
す
る
が
、
そ
こ
で
の
重
点
は
キ
リ
ス
ト
論
的
な
一
貫
 
し
た
体
系
で
は
な
く
、
 

我
々
各
人
の
イ
ェ
ス
と
の
代
替
不
能
で
多
様
な
関
わ
り
 
に
あ
り
、
そ
れ
を
百
瀬
は
 ヵ
 ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
に
 倣
 い
 「
実
存
的
キ
リ
ス
ト
 

 
 

が
 キ
リ
ス
ト
に
先
行
す
る
可
能
性
を
秘
め
る
が
ゆ
え
に
 
「
実
存
的
イ
エ
ス
論
」
   



ま
た
、
と
も
す
れ
ば
観
想
に
伴
 う
 エ
リ
ー
ト
主
義
を
批
 刊
 し
つ
つ
、
さ
ら
に
は
罪
の
問
題
に
舌
口
 反
 す
る
宮
ヱ
 
2
2
-
 

。
個
人
主
義
的
な
 

性
霊
原
罪
よ
り
も
、
世
界
各
地
の
悲
惨
な
戦
争
を
無
自
 

覚
 の
ま
ま
結
果
的
に
支
持
す
る
現
代
人
の
日
常
に
潜
む
 、
個
人
の
意
思
を
超
え
た
 罪
 

 
 

 
 更

悪
 に
任
目
し
て
い
る
（
（
 ヱ
ぃ
 7
2
4
 
一
 
。
観
想
と
は
、
 
意
思
で
統
御
抑
圧
で
き
な
い
事
態
を
認
識
し
悲
し
み
，
 つ
 る
「
実
存
的
な
触
れ
合
い
」
   

た
り
 

   
 

論
的
 

0
 
次
 

 
 深

く
 

な
 い
 

の
り
 
-
 。
 

宮
出
 

え
る
 

の
 
「
 

と
く
 

さ
 

者
で
 

佳
日
す
べ
き
思
想
家
と
し
て
、
ラ
イ
モ
ン
・
 パ
 ニ
カ
ル
 ほ
 最
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

ニ
力
 め
 は
 、
 神
は
「
神
と
は
何
も
の
か
 ?
 」
と
い
う
 問
 い
そ
の
も
の
だ
と
語
り
、
神
を
信
じ
る
か
否
か
と
い
う
 信
｜
 不
信
の
二
元
 

発
想
を
脱
し
て
い
る
 
一
 
（
 
ユ
 -
 し
 。
教
皇
庁
文
書
に
顕
著
 に
 見
ら
れ
た
結
局
は
他
者
な
き
自
我
肥
大
と
も
い
え
る
 
柔
和
な
包
括
主
義
 

元
は
超
克
さ
れ
て
い
る
。
神
を
語
る
か
ぎ
り
個
人
に
せ
 ょ
 教
会
に
せ
よ
、
既
成
の
自
己
理
解
を
離
れ
、
神
の
似
 
姿
 と
し
て
自
己
の
 

と
 他
者
理
解
の
共
生
場
へ
と
向
う
目
が
こ
こ
に
開
か
れ
 
る
の
で
あ
る
 
一
 
（
 
エ
り
ど
 。
ま
た
イ
ン
ド
人
ら
し
く
 神
 秘
は
信
仰
よ
り
も
 

ド
グ
マ
は
所
詮
仮
説
に
留
ま
る
と
舌
口
 
う
 
ヱ
立
 

-
9
 

。
 そ
 @
 
」
に
は
自
己
変
革
を
先
験
的
に
予
想
し
な
い
対
話
な
ど
 も
は
や
あ
り
え
 

。
な
に
よ
り
も
パ
ニ
力
め
に
と
っ
て
教
会
は
組
織
（
 

O
q
 
ゅ
 ㏄
 ニ
 N
p
 
（
 
@
0
 
已
で
は
な
く
有
機
体
（
 O
q
m
p
 

三
の
邑
 

な
 の
で
あ
る
 
宙
雷
 

さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
舌
口
葉
の
源
泉
は
沈
黙
で
 あ
り
、
非
有
た
る
沈
黙
は
有
の
否
定
で
は
な
く
 
末
有
 と
も
い
う
べ
き
で
 

ト
 
5
-
 
、
 ゆ
え
に
舌
口
葉
は
沈
黙
か
ら
見
て
つ
ね
に
い
わ
ば
 一
歩
遅
れ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
の
遅
れ
は
微
妙
な
揺
 
ら
ぎ
を
言
葉
に
与
 

が
 、
そ
れ
に
教
皇
庁
は
無
自
覚
で
あ
る
。
対
照
的
に
「
 
神
は
暖
 昧
 さ
を
愛
す
る
」
 
コ
 立
年
ど
の
で
あ
る
。
筆
者
 
の
 考
え
で
は
、
 
こ
 

遅
れ
」
や
「
 暖
昧
さ
 」
に
見
出
さ
れ
る
自
己
否
定
性
を
 親
 宗
教
（
教
団
）
的
 霊
性
 と
反
宗
教
（
教
団
）
的
 霊
性
 と
は
、
後
述
の
ご
 

互
い
に
共
有
し
て
お
り
、
こ
こ
に
前
者
は
後
者
に
学
ん
 で
 変
容
し
て
い
く
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 

て
パ
 
ニ
カ
ル
は
宗
教
対
話
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
 果
た
す
と
と
も
に
、
生
活
次
元
の
重
要
性
を
明
確
に
認
 
諭
 し
て
い
る
神
学
 

あ
る
。
か
れ
が
重
視
す
る
観
想
と
は
リ
ア
リ
テ
ィ
の
 
経
 験
 で
あ
り
、
 
聖
と
 清
里
と
が
相
即
す
る
次
元
を
指
し
て
 い
る
一
）
 
下
 -
5
 

ふ
Ⅰ
 



を
も
た
ら
す
「
存
在
論
的
現
象
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
 
だ
 
（
 
ま
 
㏄
 
ご
 。
さ
ら
に
は
カ
ル
マ
の
も
と
人
間
は
統
 
合
 と
共
に
つ
ね
に
偶
然
 

性
ず
。
耳
ョ
 盤
月
 ち
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
、
実
存
 
的
 深
み
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
 
一
 
Ⅰ
 
エ
 
N
 
斧
じ
  
 

パ
 ニ
カ
ル
は
ま
た
宗
教
間
対
話
と
は
別
に
宗
教
内
対
話
 
を
 自
覚
し
て
い
る
。
か
れ
に
と
り
シ
ャ
ン
カ
ラ
と
う
 
｜
マ
 ー
ヌ
ジ
ャ
の
 差
 

 
 

異
 、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
 と
ス
コ
ト
タ
 ス
の
相
違
は
 宗
教
対
話
の
名
に
値
す
る
距
離
と
さ
れ
る
の
だ
。
ま
た
 
か
れ
は
多
 @
 語
に
通
暁
 

し
た
す
ぐ
れ
た
宗
教
学
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
エ
キ
ュ
 メ
 ニ
カ
ル
 な
 動
向
に
詳
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
で
あ
り
 、
さ
ら
に
自
身
が
 ス
ペ
 

イ
ン
（
カ
タ
ロ
ニ
ア
）
 N
 キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ン
ド
Ⅱ
 ヒ
 ン
 ド
ゥ
ー
 教
 と
い
う
宗
教
的
文
化
的
に
多
重
的
ア
イ
デ
 
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
生
き
る
 

世
界
人
で
あ
っ
て
、
宗
教
間
対
話
と
宗
教
内
対
話
を
体
 現
す
る
象
徴
的
人
物
と
 い
 え
よ
 う
 。
 

く
わ
え
て
観
想
の
重
視
は
沈
黙
へ
の
深
い
理
解
へ
導
く
 。
言
葉
は
用
具
で
は
な
く
沈
黙
の
変
容
で
あ
り
、
さ
ら
 
に
は
沈
黙
そ
の
も
の
が
 

語
る
と
さ
え
主
張
さ
れ
る
。
沈
黙
は
言
語
に
先
行
し
 
、
 ゆ
え
に
言
葉
な
き
対
話
は
あ
り
つ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
 
で
は
解
明
と
秘
匿
が
 表
 

裏
 一
体
で
あ
る
 -
 
（
 田
圭
 。
 
&
&
-
 

。
諸
々
の
深
淵
を
前
生
 
一
 
一
口
葉
を
場
を
喪
失
し
た
対
話
者
同
士
も
、
そ
の
間
に
満
 
ち
た
沈
黙
が
つ
ね
に
 対
 

話
を
持
続
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
 。
こ
の
事
態
に
教
皇
庁
文
書
は
気
づ
く
余
地
が
な
く
、
 
日
本
司
教
団
は
い
ま
だ
 

無
自
覚
で
あ
る
。
 

ニ
 力
め
に
と
っ
て
沈
黙
も
言
葉
も
実
体
化
さ
れ
た
 孤
 抽
な
モ
ナ
ド
で
は
な
く
、
部
分
的
で
あ
り
な
が
ら
も
 
全
 体
性
を
反
映
し
て
い
 

る
 極
性
 
ぞ
 。
 下
 （
 
@
 
（
一
の
 

巴
 
と
し
て
あ
る
。
沈
黙
は
い
つ
 0
 日
に
か
生
み
出
さ
れ
る
舌
口
業
を
身
ご
も
っ
て
お
り
、
 一
 
言
葉
は
生
命
の
源
泉
で
 

あ
る
沈
黙
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
分
離
で
き
ず
 、
相
互
に
含
み
入
口
つ
て
い
る
の
だ
 -
 
ま
ひ
 っ
 
・
 
い
 
）
 
-
 
。
 

沈
黙
を
挟
ん
で
 対
持
 す
る
対
話
者
同
士
は
弁
証
法
 的
圧
 了
了
目
ざ
芭
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
 

あ
く
ま
で
対
話
的
 

⑤
 巨
 。
噌
の
き
な
水
平
関
係
に
立
っ
て
い
る
 
コ
 Ⅰ
 
ト
き
 
。
ぞ
の
背
景
に
は
い
わ
ば
無
知
の
知
と
い
う
べ
き
最
低
 
限
の
自
覚
す
ら
許
さ
   



  

 
 

  

葛
西
 賢
 太
は
更
生
活
動
 
冤
 R0
4
0
 屯
目
 。お
日
の
コ
片
の
）
 の
 晴
 夫
 と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
断
酒
自
助
会
を
 テ
 １
で
に
 
「
教
団
的
な
 

 
 

 
 

性
霊
 

ズ
に
 相
応
す
る
た
め
に
、
後
者
が
そ
の
有
力
な
 モ
 

デ
 か
た
り
 ぅ
る
 事
態
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

霊
怪
と
反
宗
教
 
一
 教
団
一
的
 霊
性
 と
の
類
比
性
に
と
ど
 ま
ら
ず
、
世
俗
社
会
の
な
か
で
前
者
が
そ
の
想
像
力
を
 回
復
し
現
代
人
の
 ニ
｜
 

 
  
 

れ
な
い
生
活
次
元
で
苦
闘
す
る
「
 心
 貧
し
い
 者
 」
へ
の
 暖
か
い
視
線
が
あ
る
 
-
 
ま
 
い
斧
め
 

0
 
）
。
人
は
自
己
を
 ム
ガ
 
証
 法
的
に
高
み
へ
と
 引
 

き
 上
げ
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
相
互
に
交
わ
り
な
が
ら
 
と
も
に
こ
の
世
を
生
き
て
い
く
。
理
性
と
連
合
し
た
 普
 通
約
救
済
に
 憧
 慣
 る
抱
 

き
つ
つ
も
、
沈
黙
を
も
っ
て
文
化
の
低
み
に
住
み
つ
 
づ
 け
る
。
こ
の
沈
黙
と
言
葉
の
原
関
係
を
自
覚
す
る
 
態
 度
 こ
そ
、
霊
怪
つ
ま
り
 

「
理
論
的
表
明
や
実
践
的
展
開
に
先
行
す
る
一
組
の
基
 本
 的
態
度
」
で
あ
り
、
 親
 宗
教
 
一
 
教
団
一
性
と
反
宗
教
 
（
教
団
）
性
を
架
橋
 す
 

ブ
つ
 
も
 か
り
レ
 

し
し
え
よ
う
Ⅰ
。
 

二
 
-
2
 

Ⅱ
 

3
 
 新
霊
性
運
動
（
文
化
）
と
の
接
合
 

パ
 ニ
カ
ル
の
思
想
に
意
外
な
方
面
か
ら
接
近
し
て
く
る
 の
が
、
 島
薗
進
が
 
「
新
霊
性
運
動
一
文
化
 -
 
」
と
名
づ
 け
た
 ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 

的
な
一
こ
れ
は
本
来
、
既
成
宗
教
 へ
の
不
信
感
に
発
す
る
 反
 宗
教
 
一
 
教
団
一
的
な
霊
怪
 と
 い
え
る
。
し
か
し
こ
の
 

文
化
現
象
は
、
 島
薗
が
 ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
の
「
文
化
」
 観
を
要
約
し
た
「
あ
ら
ゆ
る
集
団
が
直
面
す
る
核
心
的
 
な
 問
題
１
死
の
迎
え
 

-
 
四
 -
 

方
 、
悲
劇
的
出
来
事
の
意
味
、
人
間
と
し
て
の
責
務
、
 愛
 と
は
何
か
な
ど
に
対
す
る
、
人
間
の
反
応
様
式
 を
 組
織
化
し
た
も
の
」
 

と
い
う
実
存
的
問
題
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
日
本
 
司
教
団
の
見
解
に
垣
間
見
ら
れ
、
パ
ニ
カ
ル
の
思
想
に
 明
瞭
で
あ
る
霊
怪
と
問
 

題
 提
起
を
共
有
す
る
。
そ
こ
で
、
ベ
ル
が
示
唆
す
る
い
 
わ
ば
限
界
状
況
で
の
新
し
い
展
望
を
示
す
と
と
も
に
、
 伝
統
宗
教
に
顕
著
な
 硬
 

直
し
た
集
団
性
と
も
 対
疎
 的
な
「
ゆ
る
や
か
な
共
同
体
 」
に
光
を
当
て
て
み
た
い
。
こ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
は
 
、
 新
 宗
教
 
一
 
教
団
）
的
 



に
は
カ
リ
ス
マ
と
平
信
徒
と
い
う
対
比
は
成
立
せ
ず
、
 む
し
ろ
相
互
に
波
長
が
合
 う
 仲
間
関
係
が
支
配
的
だ
と
 い
う
。
そ
こ
で
は
一
方
 

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
者
が
や
が
て
新
加
入
者
に
 対
し
経
験
を
共
有
す
る
者
と
し
て
受
容
す
る
者
に
な
っ
 
て
い
く
。
そ
の
親
密
な
 

関
係
性
は
「
ゆ
る
や
か
な
共
同
性
」
と
命
名
さ
れ
る
が
 、
そ
の
特
徴
は
わ
れ
わ
れ
の
自
己
は
他
者
を
含
ん
で
 
構
 成
さ
れ
て
お
り
、
自
己
 

の
 内
部
に
あ
る
他
者
の
表
象
が
現
実
味
を
有
し
、
他
者
 
と
の
関
係
の
記
憶
と
も
 相
侯
 っ
て
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
 決
め
て
い
く
こ
と
に
 見
 

出
さ
れ
る
。
ま
た
自
己
の
安
定
は
単
一
の
核
に
よ
る
 
統
 合
 で
な
く
、
 多
 中
心
的
な
凝
集
に
よ
る
の
で
あ
り
、
 成
 員
は
視
点
を
自
他
の
間
 

で
 移
行
さ
せ
る
こ
と
で
自
己
は
所
属
す
る
小
集
団
と
ゆ
 
る
や
か
に
照
応
し
含
 う
 。
さ
ら
に
無
数
の
照
応
感
覚
が
 重
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

-
 
穏
 -
 

て
 世
界
規
模
の
連
な
り
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
「
ゆ
る
や
か
な
共
同
性
」
は
先
述
し
た
 パ
 ニ
カ
ル
 の
 沈
黙
に
基
づ
く
通
交
に
相
応
し
て
い
る
。
強
固
な
規
 範
 な
き
一
種
の
暖
 昧
 

さ
こ
そ
が
共
同
性
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 発
 想
は
最
終
的
に
洗
礼
に
よ
っ
て
特
定
か
つ
過
分
に
自
家
 
撞
着
的
な
価
値
観
へ
の
 

統
合
を
目
指
す
伝
統
的
宣
教
観
と
は
た
し
か
に
対
照
的
 
で
あ
る
が
他
方
、
多
重
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
悩
む
 日
本
司
教
団
へ
は
従
順
 

か
 反
抗
か
と
い
う
二
分
法
を
回
避
す
る
自
省
と
成
熟
の
 
機
会
を
提
供
し
 ぅ
る
 。
ゆ
え
に
教
皇
庁
 側
 と
し
て
も
 理
解
に
時
間
を
要
す
る
 

「
時
の
徴
し
」
と
し
て
受
容
す
る
可
能
性
を
認
め
う
る
 も
の
と
い
え
よ
う
。
 

し
か
し
こ
の
共
同
性
が
提
起
す
る
最
も
重
要
な
視
点
は
 
、
実
存
を
一
大
契
機
と
し
つ
つ
も
そ
れ
を
脱
す
る
 
方
 向
を
示
す
こ
と
に
あ
 

る
 。
既
成
権
威
へ
の
自
己
同
化
を
通
じ
て
肥
大
し
た
 自
 我
 を
い
っ
た
ん
離
れ
て
実
存
の
深
み
を
体
験
す
る
こ
と
 は
 、
文
化
内
在
的
な
 ェ
 

｜
 ト
ス
を
受
動
的
に
自
覚
し
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
 
ン
 を
達
成
す
る
に
は
不
可
欠
の
過
程
だ
が
、
指
導
者
や
 同
伴
者
を
欠
け
ば
と
 き
 

に
 実
存
の
不
安
に
負
け
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
り
、
 あ
る
い
は
普
遍
世
界
へ
の
反
動
か
ら
激
情
し
た
特
殊
 
民
 族
 的
な
排
他
主
義
が
突
 

  

 
 

「
宗
教
性
」
と
ま
っ
た
く
 
非
｜
 教
団
的
な
 
宰
 五
性
」
と
の
 中
間
形
態
」
の
精
神
性
を
探
究
し
て
い
る
。
著
者
に
 
よ
 れ
ば
、
断
酒
自
助
会
 

 
 

3
 



文化 と霊ィ生 

て
、
 
伝
え
よ
う
と
す
る
教
会
と
同
等
の
地
位
を
保
証
さ
 れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
対
等
な
立
場
で
の
対
話
な
し
 
で
は
福
音
宣
教
な
ど
 る
 

リ
ス
 な
い
こ
と
を
教
会
は
自
覚
す
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
  
 

抽
象
的
 

操
作
的
 

み
れ
ば
 

れ
て
し
 

な
の
は
 

よ
っ
て
 

に
 ・
 暖
昧
に
 想
定
し
つ
つ
も
、
直
接
そ
の
よ
う
な
存
在
 の
 塩
花
・
顕
現
を
認
識
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
 そ
の
 力
 が
遠
隔
 

 
 

に
き
わ
め
て
人
間
的
な
領
域
に
及
ぶ
と
み
て
と
る
感
覚
 」
と
形
容
し
て
よ
い
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
宣
教
論
 
に
 当
て
は
め
て
 

こ
の
感
覚
は
 、
 神
の
救
済
意
志
は
神
を
知
ら
な
い
者
に
 も
 無
条
件
に
及
ん
で
 い
 る
と
い
う
教
会
側
の
伝
統
的
な
 形
式
に
吸
収
さ
 

ま
う
。
ま
さ
に
こ
こ
に
教
皇
庁
は
一
律
的
な
宣
教
観
を
 正
当
づ
け
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
 
。
む
し
ろ
必
要
 

、
福
音
と
は
確
固
た
る
主
体
が
完
全
な
る
根
拠
と
し
て
 
「
伝
え
る
」
も
の
で
は
な
く
、
揺
ら
ぎ
を
内
包
す
る
 状
 況
 そ
の
も
の
に
 

「
伝
わ
る
」
も
の
で
あ
る
点
を
蘭
 萌
 す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
は
伝
え
ら
れ
る
他
宗
教
も
同
じ
状
況
を
共
有
 
す
る
も
の
と
し
 

発
す
る
危
険
性
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
ゆ
る
や
か
な
 
共
 同
性
」
は
反
復
す
る
視
点
の
移
行
に
よ
っ
て
「
あ
な
た
 
は
わ
た
し
で
あ
る
」
 さ
 

ら
に
は
「
か
れ
は
わ
た
し
で
あ
る
」
と
い
う
万
人
 昭
応
 的
な
事
態
を
予
覚
す
る
。
そ
の
際
の
「
わ
た
し
」
は
 
元
 来
 実
存
の
悩
み
を
背
負
 

う
 者
で
あ
る
ゆ
え
に
、
縁
起
的
に
関
連
し
た
「
わ
た
し
 」
の
遍
在
は
剛
体
的
な
大
我
を
想
像
さ
せ
る
わ
け
で
は
 
な
い
。
し
か
も
「
わ
た
 

し
 」
は
「
あ
な
た
」
で
も
あ
り
、
「
か
れ
」
で
も
あ
る
 の
だ
。
つ
ま
り
 輻
軟
 す
る
眼
差
し
の
な
か
、
多
様
な
位
 相
 が
同
時
に
現
出
し
う
 

る
 状
況
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
沈
黙
か
ら
舌
口
業
 が
 生
み
出
さ
れ
て
く
る
契
機
は
、
こ
こ
に
主
体
か
ら
状
況
 
へ
と
移
行
す
る
の
だ
。
 

そ
の
例
証
は
す
で
に
葛
西
の
論
考
に
見
出
せ
る
。
依
存
 
症
 回
復
者
の
多
く
が
、
の
 宮
 1
@
 
（
窪
田
な
体
験
に
は
「
 霊
 あ
る
い
は
何
ら
か
の
 

霊
的
な
も
の
の
を
 コ
 （
 0
 （
の
 
0
 ヨ
の
（
 
巨
コ
 
幅
の
 
ョ
コ
 （
窪
田
の
顕
 
現
は
必
須
で
は
な
い
」
と
語
る
。
神
や
聖
霊
を
「
の
 宮
ユ
 こ
田
な
状
況
」
と
み
な
 

す
べ
き
事
実
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
 
-
 
色
 
2
 

。
ま
さ
に
 霊
 性
を
葛
西
の
言
う
よ
う
に
「
何
ら
か
の
 超
 越
的
 存
在
を
遠
方
 に
 ・
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4
 
 無
名
の
霊
性
 

手
 掛
か
り
は
前
出
の
断
酒
自
助
会
の
原
題
が
「
匿
名
 
ア
 ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
協
会
」
 目
 -
n
c
 

ア
 o
 二
の
の
 
ト
コ
 
0
 コ
ピ
 
ヨ
 0
 目
 ③
と
い
う
点
に
 

あ
る
。
世
俗
的
な
次
元
で
肯
定
的
な
主
体
性
を
剥
奪
 
さ
 れ
た
匿
名
性
つ
ま
り
無
名
性
こ
そ
が
、
謙
虚
に
し
て
 寛
 容
 な
自
発
的
伝
達
力
 め
 

源
泉
と
な
る
。
「
悲
し
み
の
共
同
体
」
と
で
も
い
う
べ
き
 、
 名
も
な
き
苦
悩
者
の
過
去
に
向
け
た
共
感
と
支
援
 
の
 交
換
こ
そ
が
 霊
性
の
 

 
 

無
名
性
は
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
に
お
い
て
も
「
無
名
の
 
キ
 リ
ス
卜
者
」
 す
乙
 ミ
ヨ
の
の
 プ
 「
一
の
（
の
 

こ
 と
し
て
重
要
な
 テ
ー
マ
だ
っ
た
。
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 以
外
の
宗
教
の
信
仰
者
は
い
ま
だ
福
音
を
知
 ら
な
い
が
、
神
の
救
済
意
志
に
含
ま
れ
る
未
生
の
キ
リ
 
ス
 卜
者
と
す
る
、
 カ
｜
 

・
ラ
ー
ナ
ー
の
包
括
主
義
的
な
主
張
て
あ
る
。
 

一
 
，
 
2
 
 

一
 
O
 し
か
 し
 筆
者
の
 い
う
 無
名
性
は
自
ら
の
単
一
な
る
信
仰
対
象
 
に
 自
己
同
化
し
き
れ
な
 

い
 多
重
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
苦
悶
す
る
事
態
を
指
 
す
 。
つ
ま
り
教
皇
庁
が
「
有
名
の
キ
リ
ス
卜
者
」
だ
と
 
す
る
と
、
日
本
司
教
団
 

の
 思
想
は
筆
者
の
い
う
「
無
名
の
キ
リ
ス
卜
者
」
に
 相
 労
 す
る
。
後
者
は
前
者
と
異
な
り
多
様
な
位
相
と
変
容
 
を
 許
し
、
そ
の
統
御
を
 

志
向
し
な
い
。
無
名
性
が
多
様
な
イ
メ
ー
ジ
を
む
し
ろ
 促
進
す
る
。
つ
ま
り
無
名
性
は
 パ
 ニ
カ
ル
が
玉
帳
す
る
 沈
黙
で
あ
り
、
 霊
 性
的
 

視
 圏
を
開
く
歓
迎
す
べ
き
自
己
否
定
を
表
し
て
い
る
。
 

宗
教
間
対
話
に
お
い
て
も
無
名
性
は
根
源
に
あ
る
。
 
た
 と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
対
話
に
お
い
て
 仲
名
 の
 キ
リ
ス
卜
者
は
他
 

の
 誰
よ
り
も
同
じ
く
無
名
の
仏
教
者
と
の
対
話
へ
と
 潜
 在
 的
に
促
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
沈
黙
の
 
舌
口
業
 
は
纂
尊
 さ
れ
て
き
 

た
 が
ゆ
え
に
言
語
的
、
象
徴
的
、
政
治
的
歴
史
に
お
 
い
 て
 多
層
で
あ
り
、
解
釈
す
る
者
に
単
純
な
二
分
法
へ
の
 依
存
を
許
さ
ず
、
中
間
 

性
 に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
を
謙
虚
に
要
求
す
る
。
同
時
 
に
 有
名
性
に
立
つ
者
に
は
、
 被
傷
的
 
?
 仁
 ぎ
の
「
㏄
 

巨
 ③
 
な
 無
名
性
へ
の
配
慮
が
 

望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
 

一
 
0
 
3
 
 

一
 こ
う
し
た
状
況
を
「
 半
 宗
教
（
 
教
団
）
的
な
 霊
性
 」
と
呼
べ
よ
う
。
 

  



イヒと霊性 

で け 

た教 きな 

い 皇 

  
間 理 

省宣 対話 

の 言 
領 Ⅰ 『 
域 ド 

@@  し こ ． @ 
お ヌ 
い ス て   
  コ % 

今 ス 
モ糸 ス 

  
め浅され や 
て 、 - 
ょ が 
い 発 

危 表 
怠 さ   
た現 宗教 

学 的、 在 
- ア @ 」   
7 目 
た 人 
0 な 
え 教 

団 よう。 の 動 襄 3 
向 
を 

無視 

  

そ か き ア 
ね 。 る 特 ぃ 

は 文 だ 別 ま 

エ 化 ろ シ や 
キ の う / 諸 

。 ド ，ヨ   
ニ に の と の 
ズ 見 旨 い 対 

ム 田 険 う 話 
や さ が 事 に 

諸 れ 世 豪 大 
宗 る 界 ひ 胆 
散 歩 最 と な 
対 重 大 っ 「 

諸住の にに 教げ険 挙冒 
対 配 回 て 」 
し 慮 の も は 
て す 痛 、 避 
香 る み 外 け 
定 菜 を 観 ろ 

的 軟 伴 は れ 
な な っ 一 な 

た 見 ぃ 
見 解 「 無官 統 
を 名 己 月目Ⅱ こ 

何 の 故 さ の 
ち 霊 草 れ 車 
由 佳 に た 態 
し 」 緒 力 は 

、 こ び ト 宗 
聖 そ つ り 教 
公 、 く ツ 内 

か ク 対 官 会や 拓か 教 諸 

ル 論 学 会 は 

タ 0 な 内 お 
l 分 る 部 い 
源 水 一 の て 
諸 積 過 冒 も 

散 で 性 険 要 
会 あ の を 当 
な る 々 垣 す 
ど と べ 間 る 
か い ン 見 だ 
ら っ ト る る つ , 。 
な い わ が ア 
再   又 る で ジ 

か の と な で し 
に 反 を 共 墳 て 
参 着 通 司 天 斥 
み の じ 性 な け 
出 域 て 」 感 ら 

す 果 ぉ は 傷 れ   
が 名 と 団 に た 

で の 自 か 陥 し 
き キ 閉 ら る か こ 

る り 性 の 危 に の 
の ス を 統 険 こ 無 

お で ト 税 制 性 の 名 

｜ 
の霊 ある。わり 性 者が有 拡 して の枠を を免れ 霊性は 

名 張 超 な 伝 は 
の し え い 統 一 キ 。 か 見 
リ 経 情 し ら 弱 
ス 験 報 か の 体 
ト 料 ネ し 検 で 
者 学 ッ 、 証 あ 

へ 的 ト 文 に つ 

と な ワ 化 直 て 
提 反 l 約 百 、 
供 省 ク 感 し カ 
す の を 性 な ト 

る 場 活 へ い り 

こ を 用 の 反 ッ 

と 成 し 開 面 ク   
伝 う 多 と 公 論 
統 る 種 も 的 と 

教 こ 多 に な し 
団 と 彩 無 相 て 
本 も な 名 似 も 

体 京 人 性 を 日 

は れ 間 の 過 本 
自 る を 特 大 司 
己 こ 魅 徴 評 教 
変 と 了 で 価 団 
容 が し る し の 
へ で 共 る た 主 

り 張 丁ら きなの道 振 さ 「 ゆ @@ @ 
を い せ る 不 結 

緩 やそこか 。 るや 合果 理と 



㏄
の
。
 

肚
 Ⅱ
 

-
2
 ）
中
国
大
陸
と
北
朝
鮮
の
司
教
は
招
か
れ
た
が
欠
席
し
た
。
 

-
3
@
 
 
「
提
題
解
説
」
は
序
文
で
、
こ
の
準
備
委
員
会
の
パ
ン
パ
 
１
 0
 大
半
が
ア
ジ
ア
の
司
教
た
ち
だ
と
い
う
が
、
現
教
皇
が
と
る
 引
き
締
め
政
策
に
反
発
 

が
 諮
問
を
求
め
る
手
紙
を
各
方
面
に
送
っ
た
際
、
男
子
修
道
会
総
 

す
る
人
物
は
慎
重
に
避
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
、
妥
当
で
 

長
 会
に
は
送
付
さ
れ
た
も
の
の
、
女
子
修
道
会
に
は
送
付
さ
れ
 

あ
る
戸
主
 @
 つ
 「
の
（
 

a
c
 

巴
 。
そ
の
他
の
重
大
な
問
題
と
し
て
は
、
 

な
か
っ
た
こ
と
が
 挙
 

シ
ノ
 ド
ス
事
務
局
 

げ
ら
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
現
在
、
女
性
司
祭
の
叙
 階
 を
め
ぐ
っ
て
微
妙
な
対
立
が
密
か
に
進
行
し
て
お
り
、
一
種
の
 タ
 プ
 ー
と
な
っ
て
 い
 

る
 。
女
性
差
別
の
問
題
は
教
会
を
め
ぐ
る
社
会
的
文
化
的
諸
問
題
 
を
 全
般
的
に
規
定
す
る
聞
き
分
け
に
く
い
通
奏
低
音
と
し
て
 
機
 能
 し
て
い
る
の
で
あ
 

註
 

-
1
-
 ヱ
生
コ
 
ユ
 い
 す
 Ⅰ
「
 
@
 
の
の
・
 

め
 積
も
氏
 

浅
 お
め
達
も
ま
～
か
 
め
 の
 臣
 
ま
さ
 オ
 ・
 お
 ㏄
お
い
き
 

め
 ～
 っ
ト
カ
 ㊤
～
 
o
r
R
t
i
Q
 

お
 り
 -
 
の
つ
 
-
 
下
的
の
く
 

-
@
 
の
 -
 円 す
り
 
ド
 ミ
廷
Ⅰ
の
 

邑
 日
 
㌧
「
の
の
の
 

-
 ）
の
め
 

5
 ）
。
口
口
 

略
号
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ド
 Z 一
ト
ぎ
黛
ま
塞
 
ぎ
 あ
ぺ
コ
 
c
 Ⅰ
 o
 （
四
 %
 。
窩
の
瀋
 
り
 三
レ
の
の
の
 

ヨ
巨
 セ
 （
 
0
 「
 帝
 ㍗
コ
ロ
ー
マ
教
皇
庁
公
式
 H
P
 、
 亡
オ
 「
 -
 ま
 ヨ
ミ
 ミ
お
 ミ
セ
注
ぁ
餓
 ・
 
ゼ
 曲
キ
 
0
 ヨ
簿
 Ⅰ
㍑
 

り
仁
 
「
 
あ
 Ⅰ
の
 
ぜ
コ
 
0
 年
 Ⅰ
 
伍
 。
 0
 
仁
ヨ
の
コ
 

侍
の
Ⅰ
Ⅱ
 

リ
 
ー
の
 
ぺ
コ
 
。
 ユ
 １
 %
 。
 リ
 
ー
 0
 ト
 
。
㏄
 
ト
 
の
の
の
 

｜
 ㏄
 臼
 ㏄
 
一
二
二
の
の
 

ヨ
 の
 
目
 ・
 
オ
侍
ヨ
 
-
 、
あ
の
二
の
巨
 

0
 コ
 @
 Ⅱ
の
の
の
 

ト
 
。
の
 
玉
つ
 
㏄
 ，
色
 
0
 目
 三
 c
 八
口
 

  

ト
巴
 

木
本
 @
 目
提
題
解
説
 ヒ
に
 対
す
る
日
本
の
教
会
の
公
式
回
答
三
カ
 ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
公
式
 H
P
 、
 C
 刃
 Ⅰ
 
ア
 （
（
 

つ
 @
 
へ
へ
ま
目
妻
 

0
2
 

ゎ
 0
 ｜
コ
の
 

（
・
 

コ
 の
し
で
 

ト
 
l
c
 
曲
由
ゴ
 

0
 目
 。
 

Ⅰ
 
し
 o
c
 
Ⅰ
 お
 ③
の
㌧
 
0
 リ
 
二
の
 
ロ
 ・
 
ミ
ヨ
，
 乙
の
 
ロ
 の
 
ユ
 。
 コ
 一
）
の
の
㍉
Ⅰ
。
Ⅱ
Ⅰ
 

り
の
 
・
 笘
 。
 ア
ミ
 

コ
一
 
0
 麓
巨
 
。
 
巨
 0
%
@
 

ト
の
の
の
Ⅰ
の
㏄
Ⅰ
 

0
 
と
 。
 

Ⅱ
 
H
@
 
一
口
さ
 

紐
ト
い
べ
 

ま
い
さ
き
ま
 
き
す
 
も
Ⅰ
 
い
の
 
（
の
 
せ
コ
 
。
 僅
 。
 小
 Ⅱ
 
ツ
 
ば
 プ
っ
つ
 

の
の
七
の
色
が
 

一
戸
の
お
 
ヨ
伍
せ
 h
o
 

「
下
の
守
二
ロ
ー
マ
教
皇
庁
公
式
 

H
P
 、
 C
 カ
ド
 す
 
%
 ワ
ミ
 毛
冬
 毛
・
そ
目
 

ざ
目
 

く
ぃ
 
Ⅰ
Ⅰ
 
0
 ヨ
ぃ
コ
り
目
コ
ぃ
 

Ⅰ
㏄
Ⅱ
 

目
 0
 年
 Ⅰ
 
ユ
 0
 ぃ
仁
ヨ
の
 

巨
億
 
の
 
Ⅰ
 
へ
 
り
 
1
 い
せ
目
 

0
 年
１
口
 

0
 ぃ
｜
 
い
つ
 

 
 

ト
の
 
-
 由
 。
ミ
コ
 
一
 
0
 口
口
の
由
 

c
 目
一
い
 
0
0
0
 

Ⅰ
。
㏄
Ⅰ
 

ト
 
㏄
 -
 

巴
 ト
一
め
 

c
c
 

～
 
ぬ
 
め
ぎ
 ぎ
ム
 め
ぎ
 @
 ピ
臣
 
0
 宙
 o
h
 
し
宜
プ
 
。
 づ
 の
の
黒
住
土
戸
 
お
の
 
ヨ
す
守
ト
 
0
 （
津
守
二
ロ
ー
マ
教
皇
庁
公
式
 
H
P
 、
 己
カ
ド
 プ
 寄
や
Ⅰ
Ⅰ
 

毛
毛
き
 
と
 臣
 お
 か
コ
 

く
ぃ
 
Ⅰ
 
ゴ
 。
 モ
ー
 
Ⅱ
 
ぃ
佳
ゴ
の
 

Ⅱ
 
二
 。
ア
コ
 

1
 
り
 
り
の
 
偉
 Ⅰ
 一
 
@
 
Ⅰ
 い
 つ
。
㏄
 

ヰ
 
１
 0
 
Ⅹ
 す
 。
Ⅱ
 
ヰ
ぃ
ヱ
 

。
 目
 ㏄
Ⅰ
 
宙
 0
 り
 
二
ヨ
 
の
コ
づ
 

の
Ⅰ
 
下
こ
で
 
一
式
 
｜
 0
 
Ⅹ
 す
 1
 つ
 
O
P
 
ト
 
Ⅰ
 
0
 
の
の
１
 

0
 
い
臼
 
0
 絃
の
上
コ
ー
 

リ
ム
リ
 
ー
㏄
 
臣
 ・
 
ゴ
侍
 
Ⅰ
 臣
 -
 乙
の
仁
。
 

卸
 。
 コ
 

お
き
さ
に
 目
 ・
 &
0
 
芝
田
 0
 注
の
由
 o
 コ
 
N
o
o
 

ミ
 奏
さ
 巴
、
 （
邦
語
訳
Ⅰ
 
小
田
武
彦
訳
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
教
会
 
-
 
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
 ロ
 二
世
使
徒
的
 勧
 

吉
こ
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
 0
0
0
 年
 -
 
。
 

戸
立
 -
 カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
福
音
宣
教
研
究
室
翻
訳
・
編
集
 「
ア
ジ
ア
特
別
 
シ
ノ
 ド
ス
報
土
 
旦
 
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
一
 九
九
八
年
。
 

（
 
ヱ
 @
 由
酊
ヨ
 
0
 コ
吊
ダ
日
 
@
@
 

ヰ
 牡
 ・
・
 

1
i
@
 

心
 
i
-
 

の
～
 

ひ
 
～
 
@
w
 
寸
 @
a
@
 

や
遼
ゃ
 

～
 
O
@
@
p
@
 

…
 -
 Ⅰ
 
宕
養
違
 。
 
ド
 （
Ⅱ
 

o
o
3
 

守
英
も
こ
Ⅰ
～
～
 

0
 
お
 い
 @
 も
市
内
典
 
@
c
@
 

～
め
ぎ
 

@
'
@
 

こ
や
ヒ
 
-
 
ミ
式
コ
の
の
で
 

臼
あ
 -
 円
 0
 
Ⅰ
 
ヰ
 
Ⅱ
㏄
㏄
㏄
㌧
Ⅰ
の
 

ひ
 
の
。
Ⅱ
の
つ
り
）
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文化と 霊 ㍗ 性 

一
乙
 
葛
西
賢
人
「
の
宮
田
（
 廷
巴
岸
ピ
 o
h
 

勾
の
 

n
0
4
 

の
「
ピ
 

ー
 刃
の
の
 

0
4
 

の
「
 

㎏
目
 

0
4
0
 

ヨ
の
 

コ
指
 と
そ
の
展
開
」
 
宰
 宗
教
と
社
ム
三
、
六
号
、
二
 
0
 0
0
 
年
 一
、
一
五
一
頁
。
 

-
 
対
 -
 
葛
西
資
人
「
「
精
神
世
界
」
を
支
持
す
る
（
ゆ
 

ら
 り
が
な
 土
 ハ
 
同
性
こ
 
%
 宗
教
と
社
ム
三
四
号
、
一
九
九
八
年
 -
 、
一
四
二
 ｜
 
一
四
三
頁
。
 

元
 @
 
 葛
西
「
の
 宮
 q
@
 
（
 
亡
り
胡
 
（
 
せ
 0
 づ
オ
 R
0
4
 
の
 屯
 １
ヵ
 

e
.
r
 

目
の
「
で
 

巨
 ヨ
の
ョ
 空
ヌ
と
そ
の
展
開
」
、
一
五
四
頁
。
 

元
 ¥
 
 葛
西
「
の
 ロ
ユ
 （
 
仁
 注
目
 簸
刃
の
 c
0
4
%
 

ピ
ー
 

オ
 の
の
 
0
 せ
の
「
 

ピ
富
 0
 く
 0
 ヨ
目
打
と
そ
の
展
開
」
、
一
五
五
頁
。
 

@
-
 

「
悲
し
み
の
共
同
体
」
と
い
う
概
念
は
、
舌
癌
 

伸
逸
 に
よ
 る
も
の
で
あ
る
。
 
錬
田
 末
工
、
島
 薗
進
 、
島
田
裕
巳
、
 
吉
 福
神
遊
 、
松
澤
正
博
、
岡
野
守
 

也
 
「
宗
教
・
 霊
性
 ・
意
識
の
未
来
」
春
秋
社
、
一
九
九
三
竿
、
五
 

三
頁
 他
 。
 

茄
 ）
既
成
の
神
学
術
語
と
し
て
の
 
一
 
無
名
の
キ
リ
ス
卜
者
」
に
 

つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
せ
よ
。
 

本
 ド
ニ
 末
 ド
ゴ
 
コ
 の
 q
.
 め
ミ
ミ
ミ
ぬ
き
 
肘
ぎ
ぺ
パ
苗
 
Q
0
 
ぎ
幅
む
 
-
H
 
く
 

一
同
 
@
 
コ
 ム
 。
山
色
 
コ
 Ⅰ
Ⅱ
 
ロ
ユ
 
。
 才
 Ⅰ
木
主
 
コ
 ・
㏄
の
 
コ
 注
目
幅
 
り
 Ⅱ
 く
り
ニ
 
㏄
 め
 -
 Ⅰ
の
ひ
 

巴
 
が
り
 お
ぷ
ぎ
 
・
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
著
、
田
淵
文
男
、
裏
 辻
 洋
一
 一
調
「
知
ら
れ
ざ
る
 

キ
リ
ス
卜
者
」
ヨ
神
学
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
」
五
号
、
一
九
六
七
年
）
 

一
 0
 ｜
 
一
七
頁
。
 

（
 
杓
 一
口
ま
日
れ
り
「
 ロ
お
 c
.
,
 

ト
ヨ
 

戟
ガ
れ
 の
キ
ヨ
の
 
ユ
 り
お
一
円
す
の
 
し
 Ⅱ
 
0
 妊
コ
ヲ
目
目
リ
 

ヨ
 ロ
ヨ
 ・
 づ
プ
 Ⅰ
。
 
0
 下
 Ⅱ
 
い
 す
 ひ
 9
 ド
コ
巨
 
づ
丁
㏄
 
こ
い
 
年
日
の
目
 
0
 つ
 。
 目
の
 
-
 
こ
 -
 
コ
一
㏄
 ま
 -
 
～
 
い
 ～
 
-
 
さ
ら
へ
 

圭
 Ⅰ
 3
%
 
ひ
 3
 Ⅰ
 
ざ
組
ぎ
武
 
寂
さ
 ぺ
 キ
 ミ
お
 ぎ
ぎ
め
き
も
の
ま
こ
ま
 

ぶ
、
く
 
C
 一
 
・
 
ド
 4
-
 
じ
 
目
 0
.
 
ロ
 ・
 
宝
 ・
ダ
ビ
ッ
ド
・
カ
ラ
ス
コ
著
、
近
藤
光
博
 訳
 
「
複
数
 

褐
 

色
の
千
年
期
・
三
つ
の
根
元
 形
 ・
エ
キ
ュ
メ
ノ
ポ
リ
ス
」
 
宅
 南
山
 宗
教
文
化
研
究
所
研
究
所
報
 
ヒ
一
 0
 号
 、
二
 0
0
0
 
年
 一
、
四
 一
頁
。
 

一
 
㏄
 -
 
ヨ
い
 「
 
ゆ
曲
 
（
の
（
 
力
 ・
 ヲ
ヨ
巨
 
9
,
 

末
の
の
で
 

c
 コ
 の
の
（
 
0
 巾
 q
0
 

（
の
の
の
 

0
 「
の
Ⅱ
㏄
 

す
め
い
 
り
 ミ
リ
ぃ
コ
年
つ
い
 

亡
い
 
巨
ぺ
 a
-
:
-
 

コ
 @
 ㏄
 ミ
こ
 
い
支
お
 
晃
笘
 Ⅰ
 毬
 z
 Ⅰ
 ミ
 ロ
 
ミ
め
ト
 

-
 
こ
 -
 
こ
て
 
卜
 @
 
モ
 ・
㌔
 
り
 
隠
が
ぬ
 

自
 
。
 毬
 @
@
 
も
 

㊨
 こ
ま
 ぶ
・
 

4
%
.
 

ぎ
 ，
 N
o
o
0
,
 

Ⅰ
 鱒
 ・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
 
R
.
 

マ
イ
 

ル
ズ
著
、
 渡
 道
学
 訳
 
「
竹
沢
、
土
屋
 両
 教
授
に
対
す
る
レ
ス
ポ
 

ン
ス
」
 宅
 南
山
 &
 
下
散
 

@
-
 
も
 。
 ま
ぎ
 拐
を
め
 ま
 
（
ロ
ー
マ
教
皇
庁
公
式
 
H
P
 、
 C
 刃
 Ⅰ
 

 
 

文
化
研
究
所
研
究
所
報
」
 
一
 0
 号
、
二
 0
0
0
 
年
 -
 、
二
二
頁
 

オ
ミ
 つ
ト
 
Ⅰ
 ミ
ミ
ミ
 .
 
く
の
 
片
甘
 
い
 い
コ
 
・
 
く
ぃ
 
Ⅰ
Ⅰ
 
0
 ハ
づ
 
リ
コ
ー
 
0
 ロ
コ
 ぃ
 Ⅰ
 い
 っ
コ
い
Ⅱ
の
㎎
 

い
こ
 
c
 コ
 

 
 @

 
㏄
㏄
 
隼
 ㏄
 年
 c
 コ
 @
 い
こ
つ
 

0
 Ⅰ
 つ
 ㏄
Ⅰ
 
0
 の
 ，
 巨
 0
 と
 
@
 
コ
 -
0
 
麓
宙
 
の
 串
 0
 目
一
い
 
。
 つ
 。
Ⅰ
 
P
O
 
Ⅰ
 0
%
 

の
 
Ⅰ
 ハ
 ト
 
弗
 ト
占
 
ゴ
 Ⅰ
 笘
 。
 り
廷
ヨ
 
0
 コ
 づ
 
の
Ⅰ
 

一
 ・
ト
円
・
り
り
 

  



二
冊
の
紹
介
 

J
.
V
.
 
ブ
ラ
フ
ト
は
、
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
（
案
文
 研 ）
 の
 設
立
 

当
時
を
次
の
よ
う
に
ふ
り
返
っ
て
い
る
。
「
一
九
七
五
一
昭
和
五
 
O
-
 年
 

前
後
に
は
、
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
側
で
は
、
（
今
こ
そ
諸
宗
 
教
 の
 出
 

会
い
、
宗
教
間
対
話
の
時
代
が
来
た
）
と
い
う
感
が
強
か
っ
た
の
 
で
あ
っ
 

た
 。
宗
教
文
化
研
究
所
は
、
こ
う
し
て
諸
宗
教
の
研
究
と
諸
宗
教
 
と
の
 対
 

話
を
目
的
と
し
て
誕
生
し
、
今
日
ま
で
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
 る
 」
 公
 
②
 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
 

「
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
か
ら
何
カ
 し
 

法
蔵
 館
 

一
九
九
九
年
一
一
一
月
三
一
日
刊
 

匹
大
判
 

v
 十
三
一
二
頁
三
八
 
0
0
 月
 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
 

「
宗
教
と
宗
教
の
（
あ
い
だ
）
 

風
媒
 社
二
 0
0
0
 年
三
月
二
四
日
刊
 

A
5
 判
 

四
 0
0
 真
三
八
 0
0
 円
 

星
川
昏
惑
 

宗
魏
 問
対
生
詰
を
成
立
さ
せ
る
「
 
場
 」
を
め
ぐ
っ
て
 
て
 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
目
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
か
ら
 

何
を
学
べ
る
か
」
と
「
宗
教
と
宗
教
の
（
あ
い
だ
 こ
 
の
 

出
版
に
よ
せ
て
 

書
評
と
紹
介
 

 
 

 
 

宗
教
間
対
話
の
歴
史
 

 
 

宗
教
に
は
「
閉
じ
よ
う
」
と
す
る
い
わ
ば
内
部
志
向
 一
 特
殊
性
 モ
 心
内
 -
 

  
  
  
  
あ 

る 。 

(535) 

一
 
l
-
 

１
 6
-
 
と
 。
「
宗
教
文
化
研
究
所
の
刊
行
物
一
覧
」
 

一
 
②
１
 %
 。
 盟
 一
等
 を
 

み
る
と
、
宗
教
文
化
研
究
所
が
日
本
国
内
外
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
 
ア
ク
テ
 

イ
ブ
 に
活
動
し
て
き
た
か
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
二
冊
の
書
物
は
 
、
出
版
 

時
期
と
包
括
的
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
四
半
世
紀
に
わ
た
る
宗
教
 
文
化
研
 

充
所
の
研
究
成
果
の
総
決
算
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

ま
ず
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
か
ら
何
を
学
べ
る
か
目
は
、
一
九
 
九
七
 

年
三
月
二
四
日
か
ら
二
六
日
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
「
第
十
回
 
南
 山
 宗
教
 

文
化
研
究
所
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
記
録
で
あ
る
。
内
外
の
 一
 三
名
 の
 著
名
 

な
 学
者
が
名
を
つ
ら
 れ
 て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
「
 
ゐ
 
示
教
と
宗
教
の
 

企
め
ぃ
 

だ
ヱ
 
は
、
南
山
大
学
創
立
五
 0
 周
年
と
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
 創
立
 二
 

五
周
年
を
記
念
す
る
意
味
を
も
っ
た
論
文
集
で
あ
る
。
若
い
研
究
 
者
を
ふ
 

く
ん
だ
二
一
名
が
執
筆
し
て
い
る
。
二
冊
の
書
物
が
い
か
に
し
て
 
形
を
な
 

し
た
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
興
味
の
 
あ
る
 読
 

者
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
 

二
冊
あ
わ
せ
て
総
勢
三
四
名
の
論
文
お
よ
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
 0
 発
 

表
 
・
議
論
を
手
短
に
コ
メ
ン
ト
す
る
だ
け
で
、
い
や
、
そ
れ
ら
の
 

 
 

か
な
 紹
介
す
る
だ
け
で
、
か
な
り
の
紙
幅
を
要
す
る
。
そ
の
 
ょ
ぅ
 な
 余
裕
 

は
と
て
も
な
 
い
 の
で
、
本
稿
で
は
「
宗
教
間
対
話
が
成
立
す
る
 （
 場
 ）
」
 

と
い
う
テ
ー
マ
を
設
定
し
つ
つ
、
二
冊
に
収
め
ら
れ
た
論
考
を
参
 
照
 し
な
 

が
ら
、
宗
教
間
対
話
の
核
心
的
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
た
 
ぃ
 。
 す
 

が
 ね
ち
、
一
言
で
い
え
ば
「
宗
教
の
特
殊
性
と
普
遍
性
」
と
い
う
 
問
題
に
 



的
な
側
面
と
、
自
ら
を
「
開
放
し
よ
う
」
と
す
る
い
わ
ば
外
部
 
士
 心
向
 釜
日
 

遍
性
 志
向
 -
 的
な
側
面
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
 べ
 ク
ト
ル
を
 

い
か
に
 

う
ま
く
調
停
し
て
い
く
か
は
、
宗
教
が
か
か
え
る
重
要
な
課
題
の
 一
 つ
で
 

あ
ろ
う
 
-
 た
だ
し
、
両
者
は
対
立
関
係
に
あ
る
 よ
う
 で
、
必
ず
し
 
も
そ
う
 

で
は
な
い
Ⅰ
「
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
」
と
し
て
の
宗
教
は
、
そ
の
 
木
 性
か
ら
 

し
て
、
完
全
に
開
放
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
 

完
結
性
 

を
あ
ま
り
に
も
重
視
し
す
ぎ
る
と
、
諸
宗
教
の
あ
い
だ
の
交
流
や
 
 
 

結
果
と
し
て
の
変
容
な
ど
、
歴
史
の
な
か
で
現
実
に
生
起
し
て
き
 
た
 事
実
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
お
よ
そ
二
世
  
 

降
 、
二
つ
の
流
れ
が
存
在
し
て
き
た
。
一
つ
は
、
諸
宗
教
と
の
 
連
 続
 性
を
 

強
調
す
る
流
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
弁
証
 

家
 」
と
呼
ば
れ
る
 ニ
 ス
 テ
 

ィ
タ
 ス
 や
オ
リ
ゲ
 
千
ス
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
他
の
教
え
と
の
 

 
 

に
 共
通
す
る
も
の
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
両
者
を
連
続
し
な
が
ら
 
段
階
を
 

な
す
も
の
と
し
て
捉
え
た
。
こ
う
し
た
見
方
に
た
い
し
て
、
他
の
 
教
え
と
 

の
 断
絶
や
対
立
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
 
を
 確
保
 

し
よ
う
と
す
る
流
れ
も
あ
っ
た
。
三
世
紀
の
教
父
で
あ
る
キ
プ
リ
 アメ
 ス
 

に
よ
る
有
名
な
「
 
教
 女
の
外
に
救
い
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
 、
こ
  
 

を
 端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
図
式
的
に
い
う
な
ら
ば
、
前
者
は
外
 
部
 志
向
 

型
で
宗
教
間
対
話
の
推
進
に
つ
よ
く
む
す
び
つ
く
で
あ
ろ
う
し
、
 

後
者
は
 

内
部
志
向
型
で
他
宗
教
に
た
い
し
て
排
他
的
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

，
 」
の
一
一
つ
 

の
 流
れ
を
い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
が
、
宗
教
間
対
話
に
と
っ
て
も
 
最
も
重
 

要
 な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
以
下
の
論
考
も
す
べ
て
こ
の
占
に
か
 
 
 

て
く
る
 "
 ま
た
、
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
が
さ
か
ん
に
強
調
し
て
い
 る 仝
 
丁
ヰ
笘
 

問
対
話
の
核
心
は
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
に
た
ち
な
が
ら
、
 

他
 の
 諸
々
 不
 

 
 

教
 な
ら
び
に
そ
れ
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
」
に
 
尽
 き
る
。
 

 
 

 
 

右
の
よ
う
な
二
つ
の
大
き
な
流
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
は
あ
る
の
だ
 
 
 

 
 

一
九
六
二
年
か
ら
六
五
年
に
か
け
て
開
か
れ
た
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
 

ン
 な
 
-
 ム
ま
 

 
 
 
 

議
は
 、
宗
教
間
対
話
を
推
進
す
る
と
い
う
決
定
的
な
方
向
性
を
 あ
た
え
 

た
 。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
の
流
れ
を
全
体
と
し
て
み
 
れ
ば
、
 

ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
「
他
宗
教
」
に
 
、
真
 理
 の
 要
 

素
 が
あ
る
こ
と
を
公
に
み
と
め
た
の
で
あ
る
。
 

ロ
 キ
リ
ス
ト
教
 以
 外
 の
 話
 

宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
つ
い
て
の
 
官
喜
旦
 

に
は
、
次
の
よ
 
う
に
あ
 

る
 。
 カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
 
ハ
ヒ
 ン
ド
ウ
 
｜
教
 
・
  
 

教
 
・
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ユ
ダ
ヤ
教
し
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
真
実
 

 
 

尊
い
も
の
を
何
も
排
除
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
宗
教
の
行
動
と
生
 
活
 

の
 様
式
、
戒
律
と
教
義
を
、
ま
じ
め
な
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
考
察
 
す
 

る
 。
そ
れ
ら
は
、
教
会
が
保
持
し
、
提
示
す
る
も
の
と
は
多
く
の
 
 
 

で
 異
な
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
真
理
の
光
線
を
示
 
す
 

  

こ
の
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
は
、
宗
教
間
対
話
を
考
え
る
 
ぅ
 え
で
 

画
期
的
な
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
少
し
立
ち
入
っ
て
見
て
お
き
た
 
 
 

く
 言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
公
会
議
は
「
現
代
世
界
の
諸
宗
教
や
 
そ
の
他
 

の
 各
種
思
想
に
対
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
伝
 
統
 的
姿
 

勢
を
改
め
、
も
っ
と
温
か
い
理
解
を
も
っ
て
そ
れ
ら
の
宗
教
活
動
 文
化
 

活
動
と
の
共
存
・
協
働
の
道
を
模
索
し
た
公
会
議
で
あ
っ
た
」
 

-
 
 
 

と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
青
山
女
 
は
 
「
 六
 0
 年
代
の
半
ば
か
 
ら
七
 O
 

年
代
後
半
に
か
け
て
世
界
的
に
盛
り
上
が
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
 
い
 動
き
 

は
 、
そ
の
後
も
い
ろ
い
ろ
と
形
を
変
え
て
継
続
し
て
は
い
る
が
、
 

次
第
に
 



書
 

{
@
 

 
 

舵
毛
 -
 
班
ム
 

鎮
静
化
し
て
そ
の
内
部
に
複
雑
な
陰
り
を
感
じ
さ
せ
る
 よう
 に
 な
 
っ
 た
の
 

は
 、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
」
 

一
 
②
 ｜
 ③
と
問
題
提
起
を
し
、
そ
の
 
 
 

ッ
ク
 教
会
側
の
原
因
を
さ
ぐ
る
。
そ
れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
 

教
 ム
 
%
 内
の
 

進
歩
派
勢
力
の
か
な
り
の
者
た
ち
が
「
そ
れ
ま
で
の
伝
統
を
軽
視
 
し
て
 廃
 

棄
 し
た
り
、
公
会
議
の
共
存
共
栄
の
精
神
を
無
視
し
て
、
一
方
的
 
に
 新
し
 

く
 認
可
な
い
し
容
認
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
教
会
内
に
広
め
よ
う
と
 
努
め
た
 

り
し
た
」
こ
と
に
あ
る
 一
 
②
１
 %
 ㍉
メ
タ
フ
ォ
リ
カ
ル
 な
 表
現
 を
つ
か
 

ぇ
ば
 、
「
若
手
の
改
革
派
は
、
ま
だ
発
酵
中
の
新
し
い
酒
を
次
々
 

と
 古
い
 

弱
っ
て
い
る
教
会
の
革
袋
に
任
 ぎ
 込
み
、
そ
の
 
革
 袋
の
と
こ
ろ
ど
 
こ
ろ
を
 

破
っ
て
し
ま
っ
た
」
 

一
 
②
１
 %
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
 ば
、
グ
 

レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
を
教
会
か
ら
追
放
し
た
り
、
ラ
テ
ン
語
の
典
礼
 
書
 や
 祭
器
 

貝
 類
を
廃
棄
処
分
に
し
た
り
し
た
の
だ
。
こ
う
し
た
や
り
方
で
 は
 、
「
 公
 

会
議
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
諸
宗
教
・
諸
文
化
の
共
存
協
働
 
と
 

教
会
 規
 

低
化
の
理
想
」
が
達
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
青
山
は
 「
古
い
 

革
 装
と
 新
し
い
革
袋
と
を
共
存
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
十
全
 
に
 発
揮
 

さ
せ
て
短
所
を
補
足
さ
せ
合
う
の
が
、
教
会
現
代
化
の
一
つ
の
 
モ
 デ
ル
 で
 

は
な
か
ろ
う
か
」
 
-
 
②
１
 %
 

と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
 

ま
た
、
さ
き
の
「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
 
態
度
 

ほ
 つ
い
て
の
宣
喜
口
口
は
、
そ
れ
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
態
度
 

を
 
「
 
対
 

決
 」
か
ら
「
対
話
・
協
力
」
 

へ
 変
え
た
点
で
、
画
期
的
な
も
の
と
 さ
れ
て
 

い
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
も
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 

J
.
 
ス
 イ
 ン
 ゲ
 

ド
 ー
は
「
 三
 0
 数
年
経
た
今
、
と
く
に
実
際
に
宗
教
間
対
話
に
携
 わ
っ
て
 

っ
 宗
教
者
の
多
く
は
、
自
分
の
生
の
体
験
を
参
考
に
し
て
そ
の
 
文
 喜
を
 

げ
 返
し
て
み
る
と
、
当
時
の
教
会
の
考
え
方
の
限
界
に
ま
す
ま
す
 
気
づ
 

」
と
に
な
る
」
 

一
 
②
１
 %
 
、
 一
 他
宗
教
に
対
す
る
開
か
れ
た
態
度
 が
 

宗
教
間
対
話
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
 

フ
ラ
フ
ト
は
「
諸
宗
教
対
話
の
時
代
の
一
つ
の
特
徴
は
 、
 （
一
ゐ
 
不
 教
内
 

の
 問
題
）
た
だ
一
つ
の
宗
教
の
み
に
関
わ
る
問
い
は
、
 
も
は
や
 

存
在
し
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
つ
の
宗
教
に
お
い
て
 
問
 題
 に
な
 

っ
て
い
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
は
、
他
の
い
く
つ
か
一
ま
た
は
す
べ
 

て
 -
 の
 

宗
教
に
と
っ
て
も
問
題
で
あ
る
」
 

一
 
①
１
 4
 一
 と
述
べ
て
い
る
。
 
そ
し
て
、
 

宗
教
間
対
話
を
お
こ
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
「
自
分
の
宗
教
や
霊
 
 
 

め
に
、
他
宗
教
か
ら
 
学
 ほ
う
と
し
て
、
そ
の
宗
教
の
優
れ
た
と
こ
 

ろ
を
 自
 

 
 
 
 

分
 自
身
の
宗
教
の
中
で
も
活
か
そ
う
と
す
る
よ
う
な
精
神
を
も
っ
 
て
、
初
 

め
て
深
い
レ
ベ
ル
で
他
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
 一
 
①
 
 
 

と
も
語
っ
て
い
る
。
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
評
者
も
「
個
々
の
 
宗
 教
 の
 信
 

か
に
取
り
に
く
く
、
た
だ
ち
に
解
決
で
き
そ
う
も
な
い
難
問
を
ど
 
れ
ほ
ど
 

含
ん
で
い
る
か
が
よ
く
わ
か
る
」
 

-
 
②
 ｜
 と
と
い
う
。
た
と
え
 ば
、
次
 

の
よ
う
な
難
問
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
に
は
、
教
会
が
他
宗
教
の
中
 
に
 
「
 す
 

べ
て
の
人
を
照
ら
す
真
理
の
光
線
」
を
見
い
だ
し
て
い
る
旨
が
書
 
か
れ
て
 

い
ろ
。
け
れ
ど
も
、
他
宗
教
に
真
理
の
光
線
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
 
判
断
す
 

る
 権
限
は
 、
 誰
が
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
判
断
の
さ
い
、
何
を
 
基
準
に
 

す
る
の
か
。
そ
の
判
断
は
、
他
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
に
共
通
す
 
る
 部
分
 

だ
け
を
評
価
し
て
異
質
な
も
の
に
は
否
定
的
判
断
を
く
だ
す
こ
と
 
に
な
ら
 

な
い
か
、
な
ど
と
い
っ
た
疑
問
が
も
ち
あ
が
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
 
で
、
 ス
 

イ
 ン
 ゲ
ド
 ー
は
「
宗
教
間
対
話
に
お
い
て
は
、
差
異
性
を
差
異
  
 

て
 、
し
か
も
こ
の
差
異
性
を
 
、
 互
い
を
 よ
 り
豊
か
に
す
る
た
め
の
 
要
因
と
 

し
て
、
つ
ま
り
補
充
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
め
 
る
 」
 べ
 

き
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
 

-
 
②
１
 %
 ㍉
 



者
は
異
質
な
宗
教
を
知
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
の
宗
教
を
新
た
な
 
鶴
吉
 か
 

ら
 見
直
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
み
ず
か
ら
の
 
宗
教
を
 

さ
ら
に
深
く
理
解
し
、
そ
れ
を
ま
す
ま
す
 
豊
鏡
 な
も
の
に
す
る
こ
 
と
に
 繋
 

一
 
4
-
 

が
る
こ
と
」
が
宗
教
間
対
話
の
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
だ
と
考
え
る
。
 

宗
教
間
対
話
に
参
加
す
る
者
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
宗
教
的
な
感
 
情
や
 

体
験
を
わ
か
ち
あ
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
な
ん
ら
か
の
「
 共
 同
 の
 意
 

識
 」
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宗
教
間
 
対
話
は
 

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
や
形
態
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
「
宗
教
間
 
対
 ま
ぬ
」
 

と
い
う
術
語
の
外
延
は
多
様
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
諸
宗
教
 
の
 信
者
 

が
 
一
同
に
会
し
て
世
界
の
平
和
を
祈
る
こ
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
 

信
 者
 と
仏
 

教
の
信
者
と
が
一
緒
に
坐
禅
を
す
る
こ
と
な
ど
も
、
宗
教
団
対
話
 
の
 一
 @
 

態
だ
と
い
え
よ
 
う
 。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
間
対
話
の
場
合
に
は
 
、
や
は
 

り
 言
語
が
重
要
な
機
能
を
は
た
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
、
宗
教
 
の
 奥
義
 

は
 舌
口
語
で
は
表
現
で
き
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
で
強
調
さ
 

れ
て
ぃ
 

る
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
 

宗
教
は
、
言
語
的
側
面
お
よ
び
舌
口
語
外
的
側
面
の
二
つ
を
も
つ
。
 

@
=
 

ロ
い
 

か
え
れ
 ば
 、
宗
教
は
、
言
語
外
的
な
「
体
験
」
と
し
て
の
真
理
と
 
そ
の
 

舌
口
語
的
な
表
現
に
か
か
わ
る
真
理
と
い
う
二
種
類
の
真
理
に
か
か
 

わ
っ
て
 

 
 

い
る
の
だ
。
た
と
え
ば
 
G
.
 

メ
ン
シ
ン
グ
は
「
宗
教
に
お
け
る
 

寛
 容
 と
真
 

に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
を
「
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
ゼ
的
な
実
在
」
と
し
 

て
の
 真
 

理
と
 、
「
判
断
の
正
し
さ
」
と
し
て
の
真
理
と
に
分
け
て
い
る
。
 

対
話
に
 

参
加
す
る
者
は
、
舌
口
語
化
さ
れ
た
レ
ベ
ル
で
対
話
を
お
こ
な
 
う
 わ
け
だ
 

が
 、
言
語
外
的
な
も
の
を
も
背
負
っ
て
対
話
に
臨
ん
で
い
る
こ
と
 
は
 、
 @
 
目
 

う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
事
柄
の
双
方
を
視
野
に
い
れ
な
 
 
 

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
宗
教
間
対
話
を
 、
よ
 く
い
え
ば
深
み
の
あ
る
 
 
 

宗
教
間
対
話
の
虚
妄
性
と
課
題
 

こ
こ
で
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
宗
教
間
対
話
に
つ
い
て
の
さ
ま
 
ざ
ま
 

な
 疑
問
も
わ
い
て
く
る
。
宗
教
間
対
話
は
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
 
 
 

る
 意
味
に
お
い
て
可
能
な
の
か
。
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
以
 
降
 、
活
 

発
な
 宗
教
間
対
話
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
か
。
中
東
に
お
 
け
る
ユ
 

。
 
タ
ヤ
教
と
 

イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
い
だ
に
対
話
は
成
立
す
る
か
。
宗
教
 
問
対
話
 

を
 推
進
し
よ
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
限
っ
て
も
、
そ
の
内
部
で
 
対
話
の
 

重
要
性
に
つ
い
て
 
ビ
 れ
ほ
ど
多
く
の
信
者
が
認
識
し
て
い
る
の
か
 
。
こ
れ
 

ら
は
ほ
ん
の
少
し
の
例
だ
が
、
宗
教
間
対
話
に
た
い
し
て
は
さ
ま
 
ぎ
 ま
な
 

疑
問
や
反
対
意
見
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
ブ
ラ
フ
ト
も
「
少
な
く
 
と
も
 表
 

し う 一つの 教にと てい 誤解の い む 。 相互的 ジック 共通の て宗教 。つ う む は、 意味 空 そし ヵ 

一 竿続家田てあ く、 の とにに   
(538) 146 



紹
介
 

 
 

評
 善

え
 

に
 現
わ
れ
る
現
象
か
ら
は
、
二
五
年
前
二
九
七
五
年
頃
）
に
 夢
 見
た
ほ
 

ど
に
は
 
-
 宗
教
間
口
対
話
は
展
開
し
な
か
っ
た
と
正
直
に
認
め
。
 

さ
 る
を
 得
 

な
い
」
 
-
 ②
１
 7
 ）
 ト
 三
口
白
し
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
フ
ト
 
や
 
ハ
イ
ジ
ッ
ク
が
言
及
し
か
つ
批
判
し
て
 

 
 

一
 
@
@
@
 

一
 

論
文
に
、
山
折
哲
雄
の
「
（
宗
教
的
対
話
）
の
虚
妄
性
」
が
あ
る
 
o
 こ
 

な
か
で
、
山
折
は
「
宗
教
的
対
話
 @
 
宗
教
間
対
話
こ
を
批
判
  
 

る
 。
こ
の
論
文
は
き
わ
め
て
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
 
 
 

で
は
そ
の
内
容
を
、
本
稿
と
の
か
か
わ
り
の
も
と
で
ま
と
め
て
 お
き
た
 

 
 

 
 Ⅲ

西
田
哲
学
の
本
質
。
西
田
地
 苦
即
は
 、
西
欧
哲
学
の
伝
統
と
は
 
異
な
 

る
 
「
 盃
 」
と
か
「
場
所
」
な
ど
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
哲
学
的
 
思
 索
 を
展
 

聞
 し
た
の
だ
が
、
「
西
田
は
そ
の
（
 
無
 ）
の
論
理
や
（
場
所
）
の
 哲
学
を
 

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
徹
頭
徹
尾
、
西
洋
哲
学
の
知
的
 
伝
統
に
 

依
拠
し
て
そ
う
し
よ
う
と
し
た
。
西
洋
哲
学
の
概
念
と
方
法
を
い
 
わ
ば
 自
 

己
 流
に
換
骨
奪
胎
し
た
の
で
あ
る
」
。
な
ぜ
な
ら
、
「
西
田
哲
学
の
 

本
質
も
 

ま
た
、
伝
統
仏
教
の
世
界
を
西
欧
哲
学
に
よ
っ
て
 
再
 解
釈
し
よ
う
 
と
す
る
 

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
す
な
 
む
 ち
、
西
田
は
「
西
欧
 
哲
学
に
 

通
ず
る
論
理
と
概
念
構
成
を
駆
使
し
つ
つ
、
非
西
欧
的
な
仏
教
 
哲
 学
 の
 世
 

界
を
仮
構
し
よ
う
」
と
し
た
の
だ
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
「
近
代
 
日
本
に
 

お
け
る
宗
教
的
対
話
は
こ
の
西
田
哲
学
の
登
場
と
と
も
に
は
じ
ま
 
り
、
そ
 

の
後
の
こ
の
国
に
お
け
る
宗
教
的
対
話
の
流
れ
も
ま
た
、
今
日
に
 
至
る
ま
 

で
そ
の
路
線
を
は
ず
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
さ
ら
な
 
る
 指
摘
 

っ
 な
が
る
。
 

㈲
西
田
哲
学
の
二
つ
の
特
徴
。
西
田
哲
学
に
は
、
細
部
を
捨
象
 
し
 て
い
 

。
は
「
仏
教
の
一
神
教
化
と
い
う
性
格
」
と
「
仏
教
に
お
け
る
体
験
 

を
普
   

「あ と 日     
  



に
 、
諸
宗
教
の
「
棲
み
分
け
」
が
提
案
さ
れ
る
。
宗
教
間
対
話
の
 
払
謂
 
争
い
に
 

は
 
「
攻
撃
性
」
が
見
ら
れ
る
が
、
攻
撃
性
を
も
た
ら
す
対
話
に
 代
え
て
 

 
 

「
そ
れ
自
体
と
し
て
共
存
の
道
を
ゆ
く
宗
教
と
宗
教
の
棲
み
分
け
 

性
 」
 が
 

強
調
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
 一
 
も
し
く
ほ
 信
仰
 -
 

は
 自
己
を
と
り
た
て
て
主
張
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
も
そ
も
主
張
 
す
る
 必
 

嬰
 が
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
 
@
 
」
の
宗
教
的
共
存
の
世
界
に
生
き
 

る
 信
仰
 

の
 多
く
は
多
神
教
的
な
原
理
や
価
値
に
も
と
つ
い
て
、
多
元
的
な
 
信
仰
の
 

な
か
に
生
き
て
き
た
」
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
山
折
の
論
調
 

-
 
と
り
わ
け
㈹
と
㈲
一
に
は
、
 
当
殊
 
の
こ
 
と
な
 

が
ら
、
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
の
研
究
者
か
ら
は
反
論
が
出
る
。
 

彼
の
主
 

張
 に
た
い
す
る
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
 
と
 ブ
ラ
フ
ト
の
応
答
は
次
の
よ
う
 
 
 

で
あ
る
。
ブ
ラ
プ
ト
Ⅲ
現
代
の
世
界
に
お
い
て
は
、
山
折
が
 

玉
帳
 す
 

る
 対
話
が
ま
っ
た
く
な
 
い
 よ
う
な
諸
宗
教
の
共
存
は
、
不
可
能
で
 
あ
る
。
 

㈲
現
代
世
界
の
ニ
ー
ズ
に
効
果
的
に
応
え
る
た
め
に
必
要
な
諸
宗
 
教
 の
 協
 

力
が
 、
対
話
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
㈹
対
話
に
お
い
て
 
出
会
う
 

宗
教
は
 、
 互
い
に
挑
発
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 
自
 ら
の
 文
 

化
的
な
限
定
性
，
拘
束
性
を
突
破
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
る
。
 

㈲
対
話
 

こ
そ
が
宗
教
と
宗
教
と
の
間
の
、
普
遍
的
愛
の
要
求
に
応
じ
る
よ
 
う
 な
 、
 

一
種
の
親
父
 
ず
 。
 
ヨ
ヨ
ロ
三
 。
し
へ
の
唯
一
の
道
で
あ
る
 一
 
②
１
 %
 1
9
-
 

l
 Ⅰ
 。
 

ハ
イ
ジ
ッ
ク
山
折
は
「
キ
リ
ス
ト
教
は
唯
一
神
信
仰
な
の
で
 
排
他
主
 

義
や
宗
教
間
の
葛
藤
を
元
 進
 さ
せ
る
傾
向
が
あ
り
、
ゆ
え
に
唯
一
 

神
 信
仰
 

を
も
た
な
い
東
洋
の
宗
教
に
と
っ
て
木
性
的
で
あ
る
包
含
的
・
 

調
 私
 的
な
 

性
格
に
合
わ
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
と
さ
ら
に
 
対
 脂
性
 を
 

強
調
す
る
こ
の
見
解
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
の
土
着
宗
教
と
の
 
比
較
 と
 

し
て
当
初
か
ら
歪
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
に
立
脚
し
て
お
り
、
伝
統
を
開
 
か
れ
た
 

も
の
へ
と
変
革
し
よ
う
と
試
み
る
キ
リ
ス
卜
者
か
ら
見
れ
ば
、
 

血
 用
の
誤
 

 
 

 
 

解
を
招
く
も
の
」
 
-
 ②
１
 %
.
 鰯
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ひ
っ
き
 
よ
う
、
 

 
 

「
自
ら
信
じ
る
宗
教
の
道
を
他
の
宗
教
の
道
か
ら
区
別
す
る
特
徴
 

を
見
通
 

 
 
 
 

し
た
上
で
、
そ
の
背
後
に
あ
る
普
遍
的
な
人
間
性
を
見
出
し
、
 

さ
 
ら
に
そ
 

の
 普
遍
的
な
観
点
か
ら
自
ら
の
信
仰
を
眺
め
返
し
て
、
そ
の
 
特
 殊
 性
 に
秘
 

め
ら
れ
た
未
踏
査
の
可
能
性
を
再
発
見
す
る
こ
と
こ
そ
対
話
の
名
 
に
値
す
 

る
の
で
あ
る
」
 
-
 ②
 ｜
 Ⅵ
Ⅰ
 

こ
こ
で
注
目
し
て
欲
し
い
の
は
、
ブ
ラ
フ
ト
の
「
そ
れ
ぞ
れ
が
 
自
  
 

文
化
的
な
限
定
性
・
拘
束
性
を
突
破
す
る
可
能
性
」
「
対
話
こ
そ
 
が
 宗
教
 

と
 宗
教
と
の
間
の
、
普
遍
的
愛
の
要
求
に
応
じ
る
よ
う
な
、
一
種
 
の
 親
交
 

へ
の
唯
一
の
道
」
と
い
う
表
現
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
の
「
普
遍
的
な
人
 

間
性
を
 

見
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
普
遍
的
な
観
点
か
ら
自
ら
の
信
仰
を
眺
 め
 返
し
 

て
 、
そ
の
特
殊
 佳
に
 秘
め
ら
れ
た
未
踏
査
の
可
能
性
を
再
発
見
 す
る
こ
 

と
 」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
は
山
折
の
立
場
か
 
ら
 見
る
 

と
 、
「
方
法
と
し
て
の
一
神
教
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
 
 
 

ぜ
な
ら
、
両
者
と
も
、
諸
宗
教
の
特
徴
や
独
自
性
を
強
調
し
っ
 
つ
 も
、
最
 

終
 的
に
「
 
一
 」
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
解
釈
し
う
る
か
ら
だ
。
 

も
ち
ろ
ん
、
ブ
ラ
フ
ト
 
と
 
ハ
イ
ジ
 ツ
ク
 
の
立
場
は
ま
っ
た
く
同
一
 
で
あ
 

る
と
は
舌
口
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
評
者
が
彼
ら
の
舌
口
業
に
圧
目
し
た
 
 
 

そ
こ
に
山
折
が
批
判
す
る
当
の
も
の
が
伺
え
る
こ
と
に
く
わ
え
て
 
、
宗
教
 

問
対
話
の
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
う
 
か
ら
で
 

あ
る
。
さ
き
に
は
、
「
宗
教
に
は
（
閉
じ
よ
う
）
と
す
る
い
わ
ば
 
内
部
 志
 

向
 
-
 特
殊
性
志
向
 
一
 的
な
側
面
と
、
自
ら
を
 八
 Ⅲ
拉
し
よ
う
）
 
と
 す
る
い
 

わ
ば
外
部
志
向
釜
日
通
性
志
向
）
的
な
側
面
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
 
二
つ
の
 

ベ
ク
ト
ル
を
い
か
に
う
ま
く
調
停
し
て
い
く
か
は
、
宗
教
 

-
 お
よ
 び
 宗
教
 



 
 拙

者
 

 
 

多
一
 宗

教
間
対
話
を
成
立
さ
せ
る
「
 場
 」
を
め
ぐ
っ
て
 

小
田
垣
の
論
文
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
 
宗
教
 

性
 A
 」
と
「
宗
教
性
 B
 」
と
の
区
別
か
ら
着
想
を
え
た
、
武
藤
 
一
雄
の
 

「
宗
教
性
 A
-
 ≦
・
 
-
 
」
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
須
で
あ
る
。
と
い
う
 
 
 

小
田
 垣
 は
こ
の
議
論
を
踏
ま
え
て
い
る
か
ら
だ
。
保
呂
 篤
彦
の
 
「
へ
々
 

不
弘
笘
 

凡
主
義
）
を
越
え
て
新
し
い
宗
教
哲
学
へ
」
 

-
 
②
所
収
 一
が
、
武
 
藤
の
 

示
教
性
 A
 下
 ・
 
一
 
」
を
要
領
よ
く
要
約
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
 

こ
 か
 り
 
払
輔
 

一
 
②
 ｜
珊
 ・
型
を
手
が
か
り
に
、
武
藤
の
「
宗
教
性
 
A
 軍
 ・
 
一
 
」
 -
@
 

@
 つ
 

て
み
て
み
よ
う
。
 

問
対
話
）
が
か
か
え
る
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
 
た
 。
 す
 

こ
し
強
引
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
二
人
の
表
現
で
い
え
ば
、
 

内
 部
 志
向
 

的
な
側
面
と
は
「
自
ら
の
文
化
的
な
限
定
性
・
拘
束
性
」
「
自
ら
 
信
じ
る
 

宗
教
の
道
を
他
の
宗
教
の
道
か
ら
区
別
す
る
特
徴
」
「
特
殊
性
」
 

で
あ
り
、
 

外
部
志
向
的
な
側
面
と
は
「
宗
教
と
宗
教
と
の
間
の
、
普
遍
的
 
愛
 の
 要
求
 

に
 応
じ
る
よ
う
な
、
一
種
の
親
交
」
「
普
遍
的
な
人
間
性
」
で
あ
 
る
 。
 諸
 

宗
教
の
内
部
志
向
性
 -
 特
殊
性
一
と
外
部
志
向
性
釜
日
適
性
 -
 と
 い
，
っ
、
 

一
見
で
は
 相
 矛
盾
す
る
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
側
面
を
い
か
に
う
ま
 く 調
和
 

さ
せ
る
か
。
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
が
、
宗
教
間
対
話
の
も
っ
 

と
も
 重
 

要
 な
課
題
の
一
 
つ
 で
あ
り
、
過
去
か
ら
延
々
と
議
論
さ
れ
て
き
た
 
難
問
 の
 

一
つ
で
あ
る
。
 

こ
の
難
問
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
小
田
 
垣
 雅
也
の
「
 
 
 

ス
ト
 教
 と
仏
教
１
対
話
は
ど
こ
で
可
能
か
」
 
一
 
①
所
収
 一
 と
い
 ぅ
 恰
好
 

の
 論
文
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
論
文
を
中
心
に
し
て
考
察
を
 
展
開
し
 

 
 

武
藤
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 

め
 
示
教
 性
 A
 か
ら
宗
教
性
 
B
 
へ
の
飛
躍
 の
説
 

明
に
注
意
を
向
け
、
宗
教
性
 B の
徹
底
的
排
他
性
を
通
過
し
た
 
上
 で
の
正
日
 

適
性
と
し
て
の
「
宗
教
性
 A 
す
 ・
 
一
 」
に
つ
い
て
語
る
。
彼
に
よ
れ
 ば、
め
不
 

教
性
 B
 に
お
い
て
宗
教
性
 
A
 は
消
え
去
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
 

て
、
あ
 

る
 意
味
で
は
「
徹
底
化
さ
れ
激
成
さ
れ
る
」
。
つ
ま
り
、
宗
教
性
 
B
 
へ
の
 

飛
躍
に
よ
っ
て
、
宗
教
性
 A は
「
 A
 」
の
ま
ま
で
あ
り
な
が
ら
 一
 つ
ま
り
 

「
普
遍
性
」
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
Ⅰ
自
ら
を
越
え
包
む
一
た
 ん
 な
る
 

「
普
遍
性
」
の
立
場
で
は
な
い
）
「
宗
教
性
 
A
 
Ⅰ
・
 一
 」
と
し
て
 
受
  
 

直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
普
遍
的
」
で
も
「
特
殊
的
 
」
で
も
 

な
い
も
の
は
な
い
か
ら
、
「
ぁ
小
数
 性
 A
 
す
 ・
 
-
 
」
は
「
（
 
蛙
い
 ）
こ
と
 
に
お
い
 

て
へ
 有
る
こ
よ
う
な
普
遍
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
殊
と
普
遍
 

と
い
う
 

「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
で
あ
り
、
武
藤
は
こ
こ
で
西
田
の
「
 

場
所
的
 

論
理
」
を
踏
ま
え
て
い
る
。
武
藤
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
こ
 
そ
、
宣
 @
 

の
 宗
教
哲
学
・
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
の
場
が
開
か
れ
る
こ
と
に
 
な
る
。
 

そ
し
て
、
彼
は
、
特
殊
へ
の
徹
底
を
通
し
て
到
達
さ
れ
る
「
 へ
虹
 い
 ）
 こ
 

と
に
お
い
て
（
有
る
こ
よ
う
な
こ
の
普
遍
性
（
「
宗
教
性
 A
 
下
 ）
」
 
@
 
@
 
し
 

そ
が
、
「
キ
リ
ス
ト
教
と
実
定
的
諸
宗
教
と
が
、
真
に
 

我
 １
枚
 関
 係
 に
お
 

い
て
 避
遁
 し
う
る
よ
う
な
 
場
 」
「
諸
宗
教
間
の
我
１
枚
関
係
に
類
 

比
 的
な
 

実
存
的
交
わ
り
の
場
」
「
キ
リ
ス
ト
教
が
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
 
諸
宗
教
 

の
そ
れ
ぞ
れ
と
、
 
我
｜
汝
 関
係
に
お
い
て
真
摯
に
対
話
し
う
る
よ
 う
な
 場
 

所
 」
で
あ
る
と
し
、
ま
さ
に
「
そ
こ
に
お
い
て
新
し
い
宗
教
哲
学
 
が
 成
立
 

 
 

 
 
 
 

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
展
開
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
東
 
洋
的
 

な
 無
の
宗
教
と
の
出
会
い
を
経
験
し
、
す
く
な
く
と
も
、
そ
れ
と
 
の
 
関
係
㎎
 

 
 

に
 入
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
 
、
 自
己
の
 



神
学
圏
内
に
安
住
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
内
在
的
 
に
な
る
 

と
と
も
に
、
腕
白
的
に
自
ら
を
超
越
し
て
、
宗
教
哲
学
的
に
な
ら
 
ざ
る
を
 

え
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
一
つ
の
 
宗
教
と
 

他
の
宗
教
一
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
 -
 と
の
間
の
相
互
理
解
と
ま
た
 

そ
れ
に
 

よ
る
自
己
理
解
の
深
化
と
い
う
こ
と
が
、
宗
教
哲
学
の
新
し
い
 
可
 能
 性
の
 

現
実
化
に
賀
す
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
 大 」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
 
教
 と
仏
 

教
が
 
「
こ
の
よ
う
な
対
話
的
関
係
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
不
可
欠
 

の
 契
機
 

と
し
て
、
神
学
ま
た
は
教
学
な
ら
ざ
る
宗
教
哲
学
の
可
能
性
は
 
、
 単
な
る
 

可
能
性
の
域
を
脱
し
て
そ
の
現
実
化
を
志
向
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
」
と
さ
 

れ
る
。
 

武
藤
の
考
え
で
は
、
具
体
的
で
特
殊
な
信
仰
へ
の
徹
底
を
通
し
て
 
、
対
 

話
の
場
が
開
か
れ
る
の
だ
。
特
殊
へ
の
徹
底
を
通
過
し
な
い
普
遍
 -
 
た
ん
 

な
る
宗
教
性
 
A
-
 に
よ
っ
て
対
話
の
基
礎
が
あ
ら
か
じ
め
提
供
さ
 
 
 

る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
宗
教
の
普
遍
性
の
研
究
で
あ
る
宗
教
 
哲
 学
も
、
 

「
哲
学
的
宗
教
哲
学
」
 
-
 宗
教
性
 A
 の
立
場
一
で
は
あ
り
え
ず
、
 

対
 話
を
 

通
し
て
実
現
さ
れ
る
は
ず
の
「
神
学
的
宗
教
哲
学
」
 

宇
 宗
教
性
 A
 -
?
 
こ
 」
 -
 

の
 立
場
に
立
っ
の
で
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
神
学
 的
 宗
教
 

哲
学
」
は
信
仰
の
特
殊
性
・
絶
対
性
・
排
他
性
を
犠
牲
に
す
る
こ
 
と
な
く
 

普
遍
性
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
武
藤
の
議
論
を
踏
 
ま
え
た
 

う
え
で
、
小
田
垣
の
論
文
に
目
を
転
じ
よ
う
。
 

ま
ず
指
摘
す
べ
き
小
田
垣
の
基
本
的
な
見
解
は
「
（
何
を
学
べ
る
 
 
 

と
い
う
学
問
的
水
準
で
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
対
話
は
成
り
立
 
た
な
い
 

し
 、
し
た
が
っ
て
、
基
本
的
な
意
味
で
（
学
ぶ
）
こ
と
は
で
き
 な
い
」
 

一
 
①
１
 %
 

と
い
う
 
シ
ョ
 ツ
キ
ン
グ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
 理
 由
は
、
 

「
こ
の
二
つ
の
宗
教
の
類
似
性
と
か
並
行
現
象
を
指
摘
し
、
そ
の
 

上
 で
の
 

相
互
批
判
、
相
互
承
認
は
 
、
肩
 と
か
悟
り
そ
の
も
の
に
と
っ
て
は
 

意
味
が
 

な
い
。
そ
れ
は
信
や
悟
り
が
本
性
、
概
念
を
超
え
て
い
て
、
し
た
 
が
っ
て
㎝
 

比
較
と
か
相
互
に
学
ぶ
と
い
う
水
準
で
は
扱
い
え
な
い
事
柄
」
 

だ
 か
ら
で
 

 
 

あ
る
。
で
は
「
学
び
あ
 
ぅ
 」
こ
と
は
不
可
能
な
の
か
と
い
う
と
、
 

決
し
て
 

そ
う
で
は
な
い
。
「
学
び
あ
 
ぅ
 と
い
う
作
業
が
無
用
で
あ
る
こ
と
 を
お
 互
 

ぃ
が
 承
認
す
る
地
平
で
こ
そ
、
宗
教
は
柑
互
に
学
 
ぴ
ぅ
る
 」
 一
 
①
 ｜
 ㏄
 -
 、
 

「
自
分
の
立
場
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
分
の
立
場
を
 

超
え
る
 

こ
と
が
で
き
る
」
 
-
 
①
 ｜
 雙
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
補
 
足
す
る
 

文
章
を
引
用
し
て
お
く
。
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
い
う
宗
教
の
 
間
 に
は
 

相
違
も
あ
る
し
類
似
も
あ
る
。
ま
た
人
間
が
人
間
と
し
て
、
文
化
 
を
 超
え
 

た
 根
本
的
な
も
の
を
求
め
る
か
ぎ
り
、
両
教
の
間
に
一
致
が
あ
る
 
こ
と
は
 

む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
互
い
に
学
び
、
学
ば
れ
る
こ
と
は
 
重
要
で
 

あ
る
。
し
か
し
信
仰
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
人
為
的
営
為
が
基
 
本
 的
に
 

意
味
を
失
い
、
そ
の
意
味
で
は
人
間
の
思
惟
や
文
化
、
学
問
が
否
 
定
 さ
れ
 

る
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
 
信
と
 不
信
 の
 同
時
 

的
な
も
の
で
あ
る
。
文
字
に
も
、
宗
教
に
も
載
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
 
。
そ
れ
 

ほ
 
（
文
字
は
殺
し
、
霊
は
生
か
す
）
（
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
）
 

と
 言
わ
 

れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
仏
教
か
ら
何
を
学
ぶ
か
 
と
い
う
 

こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
水
準
で
の
こ
 
と
だ
 る
 

う
 」
 一
 
①
 ｜
 ㏄
㍉
 
H
.
 
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
 
ス
 が
コ
メ
ン
ト
し
て
 
い
る
よ
 

う
に
、
小
田
 
垣
 に
と
っ
て
は
「
直
接
相
手
の
宗
教
に
取
り
組
ん
で
 

学
ぶ
と
 

い
う
 次
元
、
客
観
的
な
比
較
研
究
の
次
元
に
お
け
る
対
話
ょ
り
 も
、
 （
 す
 

べ
て
を
含
め
た
下
へ
の
飛
躍
）
と
い
う
次
元
に
お
け
る
対
話
、
 

す
 な
わ
ち
 

実
存
的
な
次
元
に
お
け
る
対
話
の
万
が
よ
り
重
要
」
な
の
だ
 -
 
①
  
 

で
は
、
い
っ
た
い
宗
教
間
対
話
が
成
り
立
つ
「
 
場
 」
を
ど
こ
に
 
求
 ぬ
 た
 



評
 と
の
 

書
あ
 

紹介 

信   ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
武
藤
の
い
う
「
聖
霊
の
遍
満
す
る
 
場
所
」
 

で
あ
る
。
小
田
 
垣
は
 、
武
藤
の
い
う
「
宗
教
性
 A
 
Ⅰ
 こ
 」
と
は
「
 宗
教
性
 

B
 の
徹
底
的
排
除
を
通
過
し
た
上
で
の
普
遍
性
」
 

一
 
①
１
色
 
だ
 と
す
る
。
 

つ
ま
り
、
武
藤
の
本
意
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
特
殊
性
へ
の
 

コ
   

メ
ン
ト
を
・
離
れ
る
と
、
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
は
た
だ
ち
に
 

観
 念
 に
な
 

る
 」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。
け
れ
ど
も
、
小
田
 
垣
 が
論
じ
 
る
と
こ
 

ろ
で
は
、
「
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
そ
の
も
の
に
は
、
キ
リ
ス
ト
 
教
 と
い
 

ぅ
 単
一
の
宗
教
の
宗
教
的
必
然
性
を
こ
え
て
い
る
次
元
も
あ
る
。
 

そ
の
 次
 

九
 で
は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
で
は
な
い
。
聖
霊
の
遍
満
 
す
る
 場
 

所
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
内
在
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
越
 し
て
い
 

る
 。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
対
話
は
、
そ
こ
で
可
能
な
の
で
あ
 る
 」
 公
 
①
 

 
 6
 
6
 ）
。
 

く
り
返
し
て
任
意
を
う
な
が
し
て
お
き
た
い
点
は
、
こ
の
「
場
所
 
」
 ヰ
よ
 

@
 

た
ん
に
特
殊
を
超
え
た
普
遍
で
は
な
い
、
と
い
う
占
で
あ
る
。
 

小
 日
垣
 は
 

-
 
㈹
 一
 

「
こ
の
二
重
性
の
場
所
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
排
他
的
絶
対
 

性
 、
武
 

腰
 の
舌
ロ
 
い
 方
に
 ょ
 
れ
ば
宗
教
性
 B
 
は
、
厳
密
に
維
持
さ
れ
て
 ぃ
 る
 」
 -
 ①
 

 
 巴
 
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
、
と
い
う
。
排
他
的
絶
対
性
や
 宗教
 

性
 B
 
は
「
そ
の
Ⅰ
一
重
 性
 の
し
場
所
で
こ
そ
普
遍
性
に
対
抗
し
 た
 特
殊
 

性
 、
言
い
換
え
れ
ば
普
遍
性
に
依
存
し
た
特
殊
性
を
脱
し
た
、
 

本
 来
 の
 特
 

殊
 性
で
あ
り
う
る
」
（
①
 
｜
 し
 
[
,
 。
「
人
為
的
区
別
を
超
え
た
（
 
自
  
 

場
所
で
は
、
特
殊
性
・
排
他
性
は
純
粋
に
特
殊
性
・
排
他
性
で
あ
 
り
、
そ
 

れ
だ
か
ら
こ
そ
普
遍
的
で
も
あ
る
」
（
①
１
 

%
.
 じ
 。
小
田
 垣
に
 と
っ
て
 、
 

仰
 と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
 
ば
 、
キ
リ
ス
ト
教
 
と
 仏
教
 

比
較
と
か
学
問
の
水
準
に
止
ま
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
対
話
は
な
い
 
の
で
 

っ
た
 。
対
話
が
あ
り
つ
る
の
は
、
「
対
話
の
必
要
が
そ
れ
ぞ
れ
の
 
場
合
 

で
 止
む
と
き
」
「
宗
教
性
 B
 に
徹
す
る
と
き
」
で
あ
る
 

-
 ①
１
じ
  
 

小
田
垣
は
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
 
で
疑
 

問
 が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
「
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
」
を
い
か
に
 
捉
え
る
 

れ
る
の
か
、
で
あ
る
。
舌
ロ
い
か
え
れ
ば
、
宗
教
間
対
話
の
参
加
者
 

（
 と
 @
 

わ
け
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
の
信
者
 
-
 は
い
か
に
し
て
対
話
が
 
成
立
す
 

る
 
「
 場
 」
を
手
中
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
で
あ
る
。
 

小
田
 垣
 

の
 述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
こ
の
場
所
は
決
し
て
概
念
化
さ
れ
、
 

思
想
化
 

さ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
」
 

-
 ①
 ｜
乙
 。
そ
れ
が
思
想
化
さ
 
れ
た
と
 

き
、
そ
れ
に
は
人
為
的
加
工
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
 
、
そ
れ
 

は
 
「
聖
霊
の
遍
満
す
る
場
所
」
で
は
な
く
て
、
単
な
る
認
識
の
対
 

家
 に
な
 

っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
場
所
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
そ
れ
 

ぞ
れ
の
 

宗
教
的
概
念
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
通
底
し
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
 
こ
と
で
 

も
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
単
に
人
間
の
認
識
が
届
か
な
 
い
 現
実
 

と
い
う
だ
け
で
、
な
お
概
念
的
、
対
象
的
思
考
で
あ
る
」
（
①
 

｜
 ）
。
Ⅰ
 

7
1
 

l
 

こ
う
し
た
疑
問
を
も
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
 
ス
 の
コ
 

メ
ン
ト
に
目
を
向
け
て
み
た
い
 

-
 傍
点
 引
 m
 者
 Ⅰ
 

Ⅲ
具
体
性
に
つ
い
て
。
小
田
 垣
 に
と
っ
て
は
、
宗
教
性
 
B
 
へ
の
道
 は
本
 

来
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
、
両
宗
教
を
越
え
て
、
こ
れ
ら
を
と
も
 
に
 自
ら
 

の
 内
に
含
む
よ
う
な
 

-
 あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
超
越
す
る
よ
う
な
）
 

一
つ
の
 

 
 

宗
教
 窪
 B
 
へ
と
通
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 

と
 仏
教
に
 

 
 

関
す
る
具
体
的
な
問
題
は
扱
わ
な
い
ま
ま
放
置
し
て
い
る
。
そ
れ
 
ゆ
え
、
 

 
 

彼
の
議
論
で
は
具
体
的
な
宗
教
が
ど
う
で
も
よ
く
な
る
、
と
い
う
 
印
象
を
 

 
 

 
 
 
  
 

拭
え
な
い
（
①
１
色
。
 

㈲
「
即
非
」
の
論
理
に
つ
い
て
。
小
田
 

垣
は
 
「
聖
霊
の
遍
満
す
る
 
場
所
Ⅲ
 

そ
の
も
の
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
単
一
の
宗
教
の
宗
教
的
 
必
 熱
性
を
 



こ
え
て
い
る
次
元
も
あ
る
。
そ
の
次
元
で
は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
 
教
 の
 内
 

部
 で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
対
話
は
、
そ
こ
で
可
能
な
 
の
だ
」
 

 
 

と
 論
じ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
内
部
で
は
 -
 も
は
 竺
 
な
い
 次
元
に
 

 
 

 
 

お
い
て
の
み
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
が
ど
う
し
て
可
能
  
 

-
 ①
１
 %
l
 ㏄
 一
 。
 

㈹
「
異
性
」
 
田
お
 ヨ
リ
 オ
 の
 ぎ
 。
多
く
の
日
本
の
知
識
人
と
同
じ
よ
 ，
 
 
 

小
田
道
も
す
べ
て
の
宗
教
の
基
礎
に
「
 一
 」
が
あ
る
と
決
め
て
か
 
か
っ
て
 

 
 

い
 る
 
-
 ①
 ｜
 ㏄
㍉
す
べ
て
の
区
別
を
越
え
た
根
源
的
な
「
 
一
 」
 の
場
に
 

 
 

 
 

お
い
て
行
な
わ
れ
る
対
話
へ
の
招
き
に
は
、
キ
リ
ス
卜
者
と
仏
教
 
者
 と
が
 

 
 

 
 

互
い
に
相
手
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
も
つ
他
者
と
し
て
認
め
、
 

真
 剣
 に
受
 

 
 

 
 

け
 止
め
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
く
な
る
と
い
う
危
険
が
あ
る
の
 
で
は
な
 

 
 い

か
。
そ
の
よ
う
な
対
話
へ
の
招
き
は
、
歌
調
で
し
か
な
い
の
で
 
は
な
い
 

 
 

こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
 

ス
 の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、
 
小
 日
垣
 

が
ど
の
よ
う
に
回
答
す
る
の
か
、
興
味
の
む
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
 

な
が
ら
、
両
者
の
論
争
は
な
か
な
か
終
焉
を
み
ら
れ
な
い
の
で
は
 
な
れ
た
 

ろ
う
か
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
小
田
 垣
 が
論
じ
、
ヴ
ァ
ル
デ
ン
 
フ
 エ
 ル
 ス
 

か
 疑
義
を
呈
し
て
い
る
事
柄
が
、
き
わ
め
て
解
決
困
難
だ
か
ら
で
 
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
彼
ら
は
「
特
殊
と
普
遍
」
「
宗
教
の
内
部
志
向
性
と
外
 

部
 志
向
 

性
 」
と
い
う
延
々
と
議
論
さ
れ
て
い
る
難
問
に
直
面
し
て
い
る
か
 
ら
だ
。
 

こ
こ
で
さ
ら
に
、
ご
く
手
短
に
、
小
田
 
垣
 に
対
す
る
ヴ
ァ
ル
デ
ン
 
フ
ェ
ル
 

ス
の
 コ
メ
ン
ト
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
傍
点
を
付
し
た
部
分
に
共
 
通
す
る
 

の
は
、
彼
が
一
貫
し
て
「
特
殊
性
」
を
追
究
し
て
い
る
、
と
い
う
 
こ
と
で
 

あ
る
。
少
な
く
と
も
右
で
引
 
m
 
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
彼
の
 

ス
タ
ン
 

ス
は
 明
確
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
田
 垣
は
 
「
二
重
性
」
と
  
 

結
び
に
か
え
て
 

評
者
に
と
っ
て
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
「
特
殊
と
普
遍
を
い
か
に
う
 
ま
く
 

一
 
リ
 
@
 

調
和
さ
せ
る
か
」
と
い
う
難
題
へ
の
取
り
組
み
が
、
「
キ
リ
ス
ト
 
数
 は
 仏
 

教
か
ら
何
を
学
べ
る
か
」
「
宗
教
と
宗
教
の
（
あ
い
だ
 

こ
 
の
 諸
払
 珊
者
 に
多
 

種
 多
様
な
か
た
ち
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
難
題
を
解
 
{
 こ
と
 

は
き
わ
め
て
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
議
論
が
「
 
宗
 我
聞
 対
 

 
 

詰
め
 
（
 場
 ）
の
構
築
に
む
け
て
」
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
、
 

ム
 
「
の
時
日
 

 
 

で
は
な
に
よ
り
も
大
切
な
の
だ
と
考
え
る
。
 

「
宗
教
間
対
話
」
の
「
対
話
」
 
ま
 了
了
㏄
口
の
）
と
は
、
そ
も
そ
も
 二
 つ
 め
 

ロ
ゴ
ス
が
互
い
に
意
見
を
交
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
弁
証
法
的
に
 

統
一
さ
 

ね
 、
唯
一
の
真
理
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

対
話
は
 

最
初
か
ら
な
ん
ら
か
の
問
題
の
解
決
・
最
終
的
な
一
致
・
普
遍
的
 
な
も
の
 

な
ど
を
求
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
 

み
 
小
数
 の
 

場
合
に
は
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
 
に
か
ら
 

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
 

R
,
 
ロ
ー
テ
ィ
も
論
じ
て
い
る
よ
 

こ
 
一
 
@
 
%
 

行
き
着
く
先
は
み
え
な
く
て
も
、
「
語
り
か
け
」
「
話
し
合
い
」
 

一
 い
 
0
 臣
づ
 
0
 Ⅱ
 

の
り
（
 

@
0
 
し
を
自
覚
を
も
つ
て
積
極
的
に
継
続
す
る
こ
と
が
、
宗
教
 問
対
話
 

に
 現
在
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
び
と
が
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
 ，
 
っ
 。
「
 キ
 

リ
ス
ト
教
は
仏
教
か
ら
何
を
学
べ
る
か
」
と
 
ヨ
 示
教
と
宗
教
の
 
 
 

だ
ヱ
 
は
そ
の
貴
重
な
記
録
の
集
積
で
あ
る
。
 

で 「 五 由 

は 、 一を 」 も 

論な ち 
争 る い 

は 0 な   
行 線 をら あ 、 

「特殊」 をたど くまで 

  
だ い つ 

る る も 

  
」な に見え 遍   
  
この ね 、 

(544)  152 
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一 

        
      6-         

  理     
約 論 武 

  
Ⅰ の 一 」 不 申 

七 - 
l  " 司 

中 

      
付
記
 

評
者
は
「
宗
教
間
対
話
に
お
け
る
（
 場
 ）
の
問
題
」
に
興
味
を
い
 
 
 

て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
舌
口
語
哲
学
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
 

で
き
な
 

い
か
と
考
え
て
い
る
（
拙
著
 冨
 口
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
宗
教
」
 

-
 
勒
 草
書
 

房
 、
一
九
九
七
年
 -
 
、
二
二
 0
 ｜
 二
三
八
頁
、
参
照
㍉
そ
れ
は
、
 

八
木
誠
 

一
の
「
直
接
経
験
の
舌
口
語
化
に
つ
い
て
」
 
一
 
①
所
収
一
な
ど
に
 見
 ら
れ
る
 

も
の
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
正
直
 な
と
こ
 

ろ
 、
な
か
な
か
問
題
解
決
の
糸
口
を
 っ
 か
め
な
い
。
そ
の
理
由
 の
 一
端
 

を
 、
本
稿
の
執
筆
か
ら
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
と
り
 
上
 げ
た
 二
 

冊
か
ら
非
常
に
お
お
く
の
も
の
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
れ
た
。
 

り
 か
 ら
 感
謝
 

し
た
 @
@
@
 

。
 

註 

一
り
「
二
重
性
」
の
問
題
は
重
要
だ
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
 つ
い
て
 

詳
し
く
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。
一
言
だ
け
述
べ
お
く
と
、
「
二
重
性
」
 比
レ
 
」
 

と
い
う
表
現
に
も
、
特
殊
と
普
遍
を
め
ぐ
る
問
題
が
反
映
さ
れ
て
い
 

 
 

る
。
 

一
打
 -
R
.
 

ロ
ー
テ
ィ
（
野
衣
啓
一
濫
訴
 - 「
哲
学
と
自
然
の
鏡
 
」
産
業
 

図
書
、
一
九
九
三
年
、
参
照
。
 

う
一
本
稿
で
は
、
特
殊
と
普
遍
の
問
題
に
終
始
し
て
触
れ
る
こ
 と
が
で
 

き
な
か
っ
た
が
、
普
遍
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
と
し
て
、
普
遍
な
 

 
 

り
 
「
 一
 」
な
る
も
の
が
、
宗
教
間
対
話
の
前
提
・
出
発
 
占
 

 
 

そ
れ
と
も
対
話
の
目
標
・
到
達
 
白
 な
の
か
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
 
 
 

153@ (545) 



ま
え
が
き
 

こ
こ
で
著
者
は
、
「
神
話
」
の
仮
説
的
定
義
を
お
こ
な
っ
て
 い
 る
 。
 

一
二
神
話
は
物
語
で
あ
る
。
 

二
 二
集
団
や
社
会
に
よ
っ
て
「
真
実
 

」
を
 語
 

っ
て
い
る
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
 -
 
個
人
的
幻
想
と
の
 違
い
㍉
 

マ
 ツ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
以
来
、
宗
教
学
に
と
っ
て
神
話
研
究
は
大
 
き
な
 

柱
 を
な
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
別
の
神
話
研
究
に
関
す
 
る
 著
書
 

は
 色
々
と
あ
る
も
の
の
、
神
話
学
の
学
説
 史
 を
鳥
 敵
 す
る
よ
う
な
 
本
は
、
 

さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
評
者
は
神
話
学
に
関
し
て
は
素
人
で
あ
る
が
 
、
宗
教
 

理
論
の
動
向
全
般
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
 
で
、
 ム
 「
 

回
、
気
鋭
の
神
話
学
者
に
よ
る
神
話
学
「
講
義
」
を
読
ん
だ
こ
と
 
は
、
大
 

変
 勉
強
に
な
っ
た
。
神
話
学
プ
ロ
パ
ー
の
者
な
ら
本
書
の
学
説
 
史
 記
述
の
 

仕
方
の
妥
当
性
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
評
者
は
門
 
外
漢
の
 

一
読
者
と
し
て
、
本
書
の
内
容
を
や
や
忠
実
に
要
約
し
、
そ
の
う
 

え
で
、
 

最
近
の
理
論
的
動
向
を
ふ
ま
え
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
け
足
し
 
た
い
と
 

思
 う
 。
ま
ず
は
本
書
の
内
容
要
約
を
し
て
お
こ
う
。
 

堀
江
家
 
正
 

松
村
一
男
 著
 

「
神
話
学
講
義
」
 

角
川
書
店
一
九
九
九
年
三
月
三
 
0
 日
刊
 

四
六
判
二
七
二
頁
二
八
 0
0
 円
 

二
三
作
者
は
重
要
で
は
な
い
（
詩
や
小
説
と
の
違
い
 -
 、
 -
 四
年
 代
 が
不
 

 
 

明
 
-
 太
古
か
ら
不
変
の
真
実
 -
 。
と
こ
ろ
で
、
「
神
話
」
の
定
義
は
 
研
究
者
 

巧
 

に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
あ
る
。
た
と
え
ば
エ
リ
ア
ー
デ
は
、
神
話
 
と
は
 本
 

 
 
 
 

質
的
に
す
べ
て
起
源
神
話
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
 

キ
ャ
ン
 

ペ
か
 
な
ど
は
英
雄
神
話
を
重
視
す
る
だ
ろ
う
。
ス
ト
レ
ン
ス
キ
ー
 
は
 
「
 
神
 

話
 」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
が
実
体
の
な
 い 幻
想
で
あ
る
と
す
 
る
 。
 し
 

か
し
、
神
話
が
矛
盾
を
は
ら
む
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
幻
想
と
 
し
て
 切
 

り
 捨
て
る
こ
と
に
著
者
は
賛
成
し
な
い
。
こ
こ
で
著
者
が
お
こ
 
な
 
つ
て
い
 

る
 定
義
は
、
い
わ
ば
内
包
と
い
う
よ
り
は
外
延
に
か
か
わ
る
極
め
 
て
 形
式
 

的
な
定
義
で
あ
り
、
対
象
を
限
定
す
る
た
め
の
も
の
に
と
ど
ま
 つ
て
い
 

る
 。
 

第
一
章
神
話
学
説
史
の
試
み
 

著
者
は
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
近
代
神
話
学
説
文
を
構
 
想
す
 

る
 。
十
九
世
紀
型
神
話
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
進
化
論
あ
る
い
は
 
歴
史
生
 

義
 で
あ
り
、
二
十
世
紀
型
神
話
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
構
造
主
義
あ
 
る
い
は
 

反
 歴
史
正
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

@
 語
学
に
お
け
る
歴
史
か
ら
 構
 吐
迫
 
へ
と
 

い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
軌
を
一
に
す
る
。
十
九
世
紀
型
神
話
学
 
0
 代
表
 

者
と
し
て
は
ミ
ュ
ラ
 

ニ
 
フ
レ
イ
ザ
ー
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
二
十
 
世
紀
型
 

の
 代
表
者
と
し
て
は
 レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
、
エ
リ
ア
ー
デ
 、
キ
 ヤ
ン
ベ
 

ル
 が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
デ
ュ
 

メ
ジ
か
 は
移
行
形
態
と
し
て
特
徴
 つ
け
 ち
 

れ
て
い
る
。
 

十
九
世
紀
型
神
話
学
は
、
進
化
論
と
歴
史
学
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
 
と
し
 て
形
 

成
さ
れ
、
神
話
を
人
類
進
化
の
特
定
の
時
代
の
産
物
、
過
去
の
遺
 
産
 と
考
 

え
 た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
十
世
紀
型
神
話
学
は
普
遍
的
な
心
の
 
メ
カ
ニ
 

ズ
ム
、
如
意
識
を
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
、
神
話
を
人
類
に
普
遍
的
な
 
皿
 一
ま
 

忌
識
 

    



紹
介
 
へ
 

 
 

重
日
田
 

的
な
心
の
働
き
の
産
物
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
 
シ
フ
ト
 

を
も
た
ら
し
た
要
因
は
、
「
世
俗
化
」
の
開
始
と
西
洋
絶
対
優
位
 
説
へ
の
 

懐
疑
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
著
者
の
見
方
で
あ
る
。
 

第
二
章
十
九
世
紀
型
神
話
学
と
比
較
言
語
学
 

神
話
学
の
学
説
 更
 に
は
い
る
前
に
、
初
期
の
神
話
学
が
依
拠
し
て
 

 
 

比
較
 @
@
 

ロ
ま
 
収
 
学
の
性
格
が
押
さ
え
ら
れ
る
。
比
較
 @
 ま
 
旧
字
と
は
、
 複
 牧
山
 り
 @
-
 

口
 

語
を
比
較
し
、
歴
史
的
に
同
一
の
系
統
と
考
え
ら
れ
る
「
語
族
」
 

を
 設
定
 

し
 、
可
能
な
範
囲
で
古
里
 -
 
祖
妻
 巴
を
再
建
し
よ
う
と
す
る
 ア
プ
 
ロ
ー
チ
 

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
 "
 ョ
 ー
 ロ
 ツ
く
 
ノ
三
 

五
ロ
 

Ⅰ
 

族
の
発
見
で
あ
っ
た
。
比
較
 @
=
 

ロ
ま
 
拒
学
は
 、
も
ち
ろ
ん
客
観
的
な
学
 問
 と
し
 

て
 ス
タ
ー
ト
し
た
の
だ
が
、
セ
ム
的
な
近
東
よ
り
も
さ
ら
に
東
に
 
位
置
す
 

る
 イ
ン
ド
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
故
郷
を
見
つ
け
た
い
、
と
い
う
 
願
 臼
玉
 
に
と
 

戸
 

ら
わ
れ
て
も
い
た
。
比
較
言
語
学
が
、
既
存
の
優
劣
観
や
差
別
 
観
 を
 正
当
 

化
し
た
い
と
い
う
願
望
か
ら
免
れ
が
た
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
 
、
 比
較
 神
 

話
 研
究
の
来
歴
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
。
 

第
三
章
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
と
比
較
神
話
学
の
誕
生
 

ミ
ュ
ラ
ー
（
）
の
 N
 の
・
 
乙
 0
0
 
一
は
 、
比
較
神
話
学
・
比
較
宗
教
学
の
 祖
と
 

し
て
名
高
い
。
彼
は
、
比
較
言
語
学
の
手
法
と
進
化
論
の
前
提
 
か
 ら
、
イ
 

ン
ド
 "
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
の
比
較
、
神
名
の
比
較
を
通
し
 て
、
最
 

古
の
神
話
を
再
建
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
に
基
礎
と
な
っ
た
の
 
は
、
イ
 

ン
ド
 の
ヴ
ェ
ー
ダ
神
話
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
天
体
運
動
や
気
象
 
現
 象
 を
思
 

わ
せ
る
表
現
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
神
話
の
起
源
は
天
上
の
自
 
然
 現
象
 

の
 原
始
人
類
の
驚
き
に
あ
る
と
す
る
「
自
然
神
話
」
的
解
釈
が
提
 
唱
さ
 

一
る
 
。
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
る
と
、
原
始
の
人
類
の
舌
口
語
は
抽
象
的
 

概
 念
 の
 表
 

「
を
欠
い
て
い
た
の
で
、
天
体
現
象
か
ら
受
け
る
大
き
な
驚
き
を
 

表
現
す
 

る
の
に
人
格
的
表
現
を
用
い
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
後
に
な
る
 
と
そ
う
 

し
た
用
法
が
誤
解
さ
れ
、
人
間
的
な
神
々
の
物
語
と
し
て
神
話
が
 
誕
生
し
 

た
 。
ヴ
ェ
ー
ダ
神
話
は
本
来
の
形
に
近
い
の
で
自
然
現
象
の
側
面
 
を
 強
く
 

残
し
て
い
る
が
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
ば
そ
れ
は
消
え
去
り
、
よ
り
 
人
 問
 的
な
 

殺
害
や
強
姦
と
い
っ
た
表
現
に
な
っ
た
。
神
話
は
「
 
@
 五
町
の
疾
病
 」
に
よ
 

っ
て
生
じ
た
の
で
あ
り
、
ノ
ミ
 
ナ
 
（
名
前
一
が
 
ヌ
ミ
ナ
 
（
神
聖
 存
 在
 一
に
 

な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
各
地
の
考
古
学
的
発
掘
に
よ
 
っ
て
 、
 

イ
ン
ド
 "
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
が
最
古
の
人
類
集
団
で
な
い
こ
と
が
 明
ら
か
 

に
な
り
、
後
続
の
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
か
ら
批
判
を
受
け
る
よ
 う
に
な
 

る
 。
 

第
四
章
フ
レ
 イ
ザ
 ー
と
「
金
枝
篇
」
 

フ
レ
イ
ザ
ー
一
）
の
 
紹
，
こ
自
 
一
も
十
九
世
紀
型
の
神
話
学
の
研
究
 者
で
 

宗
教
・
科
学
の
三
段
階
か
ら
な
る
進
化
論
を
前
提
 と
し
て
 

い
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
古
代
イ
タ
リ
ア
の
 

王
 殺
し
の
風
習
に
任
 目
 し
、
こ
 

れ
を
感
染
呪
術
・
共
感
呪
術
の
理
論
を
用
い
て
説
明
し
た
。
そ
れ
 
に
よ
る
 

と
、
 
王
が
活
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
 
力
 は
 自
 殊
に
も
 及
び
、
 

自
 殊
は
活
性
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
豊
艶
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
 てい
た
 

と
い
う
。
逆
に
王
の
力
の
衰
退
は
自
然
の
衰
退
に
つ
な
が
る
の
で
 
、
 新
し
 

い
 活
力
に
満
ち
た
人
物
が
前
王
を
殺
生
口
し
て
新
し
い
王
に
な
る
 
と
い
う
 

「
 王
 殺
し
」
の
風
習
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
過
程
 
が
 進
化
 

の
 
一
段
階
と
し
て
普
遍
的
に
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
 

プ
 レ
 

 
 

イ
ザ
ー
は
、
「
死
ん
で
甦
る
神
々
」
の
神
話
、
植
物
神
・
樹
木
棉
 
の
神
話
 

 
 

に
 着
目
し
た
。
フ
レ
イ
ザ
ー
は
人
類
学
の
先
駆
け
で
も
あ
り
、
 

世
 界
 各
地
㈱
 

の
 諸
民
族
の
信
仰
・
風
習
を
比
較
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
 
彼
 が
 最
終
 

鵠
 

 
 

的
に
目
指
し
て
い
た
の
は
「
ア
ー
リ
ア
人
の
原
始
宗
教
」
の
 解
 明
 だ
っ
 



@
@
 

+
.
 

ハ
 
。
 

第
五
章
デ
ュ
 メ
ジ
ル
 と
「
新
比
較
神
話
学
」
 

デ
ユ
ノ
 ジ
ル
 
-
 
お
葵
，
 ）
 窩
 ③
は
、
十
九
世
紀
型
神
話
学
と
二
十
 世
紀
 

型
 神
話
学
の
分
水
嶺
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
前
期
デ
ュ
 

メ
ジ
  
 

イ
ン
ド
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
独
自
の
神
話
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
 
複
数
の
 

テ
ー
マ
連
続
を
な
し
、
複
雑
で
独
自
で
あ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
一
仏
 
承
圏
と
 

呼
ぼ
れ
る
 -
 の
 発
見
を
目
指
す
。
こ
れ
は
、
神
名
は
変
容
 
し
 続
け
 る
が
テ
 

１
 7
 は
と
ど
ま
る
と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
ミ
ュ
ラ
 
｜
  
 

名
の
語
源
学
か
ら
の
決
別
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
不
死
の
神
 
話
 を
め
 

ぐ
る
伝
承
 圏
を
 イ
ン
ド
、
北
欧
、
ギ
リ
シ
ア
、
イ
ラ
ン
、
ラ
テ
ン
 
ス
ラ
 

ヴ
 、
ケ
ル
ト
に
及
ぶ
「
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
伝
承
 圏 」
と
し
て
確
定
し
 
 
 

か
し
、
こ
の
よ
う
な
作
業
の
過
程
に
は
、
語
源
の
対
応
へ
の
依
拠
 
 
 

お
 伴
っ
て
い
た
。
中
期
デ
ュ
 

メ
ジ
か
 は
、
神
名
の
比
較
分
析
で
は
 
 
 

神
々
の
分
業
体
制
・
ネ
ッ
ト
フ
ー
 ク を
社
会
人
類
学
的
に
分
析
す
 
6
 手
法
 

を
と
る
。
彼
は
、
祭
司
・
戦
士
，
牧
畜
農
耕
者
の
三
機
能
体
系
が
 
 
 

ド
 "
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
社
会
階
層
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
を
 明
  
 

し
た
。
後
期
に
は
、
個
別
領
域
と
個
別
テ
ー
マ
の
完
成
を
目
指
す
 
と
と
も
 

に
 、
世
界
観
と
し
て
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
概
念
を
提
唱
し
、
 

神
 詰
 も
 儀
 

礼
も
社
会
階
層
も
世
界
観
の
表
明
だ
と
し
た
。
 

デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
神
話
学
は
 、
い
 
っ
け
ん
歴
史
学
的
だ
が
、
理
念
的
 

な
三
 

機
能
体
系
と
い
う
「
 超
｜
 歴
史
」
的
な
構
造
を
特
定
し
よ
う
と
す
 
 
 

で
あ
る
。
社
会
に
と
っ
て
の
神
話
に
着
目
し
、
舌
口
語
と
神
話
は
社
 

会
 関
係
 

を
 反
映
す
る
と
し
た
。
関
係
 桂
 ・
シ
ス
テ
ム
の
重
視
は
、
構
造
 
主
 妻
 の
 考
 

え
と
軌
を
一
に
す
る
だ
ろ
う
。
デ
ュ
 

メ
ジ
ル
 に
お
い
て
は
、
普
遍
 
 
 

志
向
は
弱
ま
り
、
研
究
は
個
別
文
化
的
で
、
具
体
的
対
象
は
 イ
 
ン
ド
 @
 ヨ
 

｜
 
ロ
ッ
パ
語
族
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
進
化
論
図
式
へ
の
信
奉
も
 
見
ら
れ
 

6
 

な
い
 

 
 

 
 

以
上
に
見
た
 
デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
仕
事
は
、
著
者
に
よ
れ
 
ば
 、
二
十
世
 紅
型
 

 
 
 
 

神
話
学
の
要
素
を
含
む
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
二
十
世
紀
型
 
神
 語
学
 と
 

は
 、
無
意
識
の
発
見
を
受
け
、
神
話
も
無
意
識
の
産
物
で
あ
り
、
 

進
化
の
 

特
定
の
段
階
に
限
定
さ
れ
な
い
人
類
普
遍
の
心
的
パ
タ
ー
ン
の
 
現
 れ
で
あ
 

り
 、
合
理
的
に
説
明
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
 
二
 十
世
紀
 

型
 神
話
学
が
前
面
に
出
て
く
る
の
は
、
次
に
見
る
 レ ヴ
ィ
ス
ト
ロ
 
 
 

お
い
て
で
あ
る
。
 

第
六
章
 
レ
 ヴ
ィ
 @
 ス
ト
ロ
ー
ス
と
「
神
話
の
構
造
」
 

第
七
章
 
レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
と
「
 
神
 詰
論
」
 

-
 

レ
 ヴ
ィ
 @
 ス
ト
ロ
ー
ス
コ
 っ
 。
㏄
こ
は
、
横
上
生
目
語
学
か
ら
影
響
 
を
受
 

け
 、
神
話
の
部
分
相
互
の
関
連
性
、
体
系
、
意
識
さ
れ
な
い
 
柿
造
 を
 明
ら
 

か
に
し
よ
う
と
し
た
。
ま
ず
、
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
神
話
を
品
 体
的
 対
象
と
 

し
 、
複
数
の
神
話
 
素
 に
分
け
、
相
互
の
関
係
性
を
考
無
し
、
対
立
 

矛
盾
 

す
る
よ
う
な
二
項
を
明
確
化
し
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
神
話
の
目
 
 
 

矛
盾
を
解
く
た
め
の
論
理
的
モ
デ
ル
の
提
供
に
あ
る
と
し
た
。
 

や
 が
て
、
 

レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
神
話
内
だ
け
で
な
く
神
話
間
の
対
立
 ・
矛
盾
 

を
も
問
題
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
神
話
と
い
う
現
象
 
の
 
一
般
 

的
 法
則
の
発
見
を
目
指
そ
う
と
し
た
金
日
 遍
 主
義
的
な
志
向
性
 -
 。
南
米
 

神
話
群
の
比
較
か
ら
は
じ
め
、
比
較
の
対
象
を
北
米
神
話
に
広
げ
 
、
論
理
 

的
な
親
縁
性
を
発
見
し
た
。
そ
し
て
、
遠
く
離
れ
た
地
域
の
神
話
 
の
 
一
致
 

あ
る
い
は
対
照
性
は
、
偶
然
の
産
物
で
も
歴
史
的
な
伝
播
の
結
果
 
で
も
な
 

く
 、
知
性
が
曲
生
息
 
識
 的
に
、
二
項
対
立
を
特
徴
と
す
る
神
話
の
構
 造 を
用
 

い
て
、
世
界
を
秩
序
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
結
果
 
で
あ
る
 



書評と紹介 

さ 串 す   と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
理
知
的
な
無
 

釜
已
 識
の
働
き
の
普
遍
性
を
認
 め
る
の
 

が
、
レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

自
鉄
に
 存
在
す
 

る
 事
物
を
分
類
し
て
体
系
化
・
構
造
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
 
を
 理
解
 

す
る
よ
う
な
思
考
形
態
で
あ
り
、
「
神
話
的
思
考
」
と
呼
ば
れ
る
 
。
そ
れ
 

と
 対
比
さ
れ
る
の
 
ほ
 、
歴
史
に
よ
っ
て
自
ら
の
あ
り
方
を
説
明
す
 る
 歴
史
 

的
 思
考
で
あ
る
。
「
歴
史
中
心
社
会
」
と
「
神
話
中
心
社
会
」
を
 
対
比
さ
 

せ
 、
後
者
を
好
意
的
に
評
価
す
る
態
度
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
 
や
キ
ャ
  
 

と
も
共
通
す
る
も
の
で
、
著
者
に
よ
れ
ば
二
十
世
紀
型
神
話
学
の
 
特
徴
と
 

さ
れ
る
。
 

第
八
章
エ
リ
ア
ー
デ
と
「
歴
史
の
恐
怖
」
 

エ
リ
ア
ー
デ
Ⅰ
の
 
っ
 ㍉
 よ
 已
は
、
神
話
と
は
、
い
っ
け
ん
起
源
 神
 @
@
@
 

@
 
苫
 
H
-
 
し
 

見
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
す
べ
て
起
源
神
話
で
あ
る
と
い
う
 
独
自
の
 

神
話
概
念
を
前
面
に
押
し
出
す
。
エ
リ
ア
ー
デ
に
 よ れ
 ば
 、
神
話
 は
俗
 な
 

る
も
の
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
モ
デ
ル
で
あ
る
。
 

俗
 な
る
現
実
世
 
界
 が
歴
 

史
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
聖
な
る
次
元
に
属
す
る
神
話
は
非
 
歴
 史
的
で
 

無
 時
間
的
で
あ
る
。
神
話
は
、
始
原
の
完
全
な
状
態
を
再
現
す
る
 
。
そ
の
 

よ
う
な
神
話
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
社
会
の
人
々
は
 
、
祖
型
 

と
 
一
致
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
。
歴
史
に
価
値
を
与
え
る
こ
と
 を
 拒
絶
 

し
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
災
難
や
不
運
や
苦
悩
が
生
起
す
る
よ
う
な
 
俗
 な
る
 

歴
史
的
時
間
を
生
き
抜
き
、
「
歴
史
の
恐
怖
」
を
克
服
す
る
こ
と
 
が
で
き
 

る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
 

ヘ
 フ
ラ
イ
人
は
、
歴
史
を
神
 由
 
り
貢
士
 
心
 

の
 示
現
と
見
て
、
そ
の
意
志
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
な
ら
ば
、
 

結
 果
 と
し
 

」
終
末
に
お
い
て
救
済
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
 

っ
て
 不
 

芋
や
苦
悩
を
耐
え
忍
ぶ
道
を
選
択
し
た
。
こ
の
選
択
が
キ
リ
ス
ト
 

教
 に
引
 

さ
 継
が
れ
、
近
代
社
会
の
歴
史
主
義
を
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
 
て
 、
日
下
 

教
 的
な
古
代
社
会
と
非
宗
教
的
な
近
代
社
会
の
対
照
が
描
か
れ
る
 
。
近
代
 

人
は
神
話
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
歴
史
の
恐
怖
に
苦
し
む
。
こ
の
 
よ
う
に
 

近
代
に
お
け
る
「
歴
史
の
恐
怖
」
を
強
調
す
る
背
景
に
は
、
 

ル
｜
 マ
ニ
ア
 

人
 と
し
て
生
ま
れ
、
数
々
の
戦
争
を
経
験
し
、
大
戦
後
は
亡
命
 
な
 余
儀
な
 

く
さ
れ
た
エ
リ
ア
ー
デ
の
来
歴
が
あ
る
と
、
著
者
は
指
摘
す
る
。
 

な
お
、
 

エ
リ
ア
ー
デ
は
無
文
字
社
会
も
歴
史
社
会
も
含
む
世
界
中
の
神
話
 
を
 研
究
 

対
象
と
し
、
 
レ
 ヴ
ィ
。
ス
ト
ロ
ー
ス
と
同
様
、
普
遍
主
義
的
な
 

志
 向
性
を
 

持
っ
て
い
た
。
 

第
九
章
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
「
神
話
の
力
」
 

キ
ャ
ン
ベ
ル
 

-
 
）
 ゅ
っ
ち
 

・
の
「
 

一
は
 、
ユ
ン
グ
心
理
学
の
影
響
を
受
け
 、
中
 
小
 

話
は
個
人
の
魂
の
成
長
の
物
語
で
あ
る
と
考
え
、
超
人
的
な
個
人
 
が
 活
躍
 

す
る
英
雄
神
話
を
中
心
に
研
究
を
進
め
た
。
英
雄
と
は
、
普
遍
的
 
妥
当
性
 

を
 持
っ
た
人
間
の
規
範
的
あ
り
よ
う
を
戦
い
取
る
の
に
成
功
し
た
 
 
 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
英
雄
を
主
人
公
と
す
る
よ
う
な
「
原
質
神
話
 
」
。
 
@
,
 

よ
 
り
 

文
化
や
時
代
ご
と
に
異
な
る
容
貌
で
立
ち
現
れ
る
。
ま
た
、
キ
ャ
 
 
 

に
よ
れ
ば
、
現
代
人
は
 
、
 生
き
て
い
る
と
い
う
経
験
か
ら
遠
ざ
か
 つ
て
い
 

る
が
、
生
き
て
い
る
実
感
を
持
ち
、
 

ム
 「
生
き
て
い
る
と
い
う
経
験
 
の
 意
味
 

を
 知
る
た
め
に
は
神
話
を
読
め
ば
い
い
と
す
る
。
彼
に
と
っ
て
 神
 話
と
 

-
 

は
 、
世
俗
化
し
た
社
会
に
お
い
て
、
宗
教
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
 
、
個
人
 

の
 精
神
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
 
は
、
彼
 

と
 同
世
代
の
デ
ィ
ズ
ニ
ー
が
昔
話
を
再
構
成
し
た
の
と
同
様
に
 
、
 神
話
か
 

ら
 、
不
健
全
な
も
の
を
取
り
除
き
、
最
後
に
善
が
勝
利
し
、
英
雄
 
が
 偉
業
 

 
 

を
 成
し
遂
げ
る
と
い
う
、
分
か
り
や
す
く
て
健
全
で
正
義
を
教
え
 る
よ
う
Ⅳ
 

 
  

 

な
 神
話
を
再
構
成
し
た
。
そ
れ
は
個
性
を
抹
消
し
て
ア
メ
リ
カ
ン
 
 
 

 
 

ム
 と
い
う
ア
メ
リ
カ
流
の
普
遍
に
作
り
替
え
る
文
化
帝
国
王
 義
 で
あ
る
 



若
干
の
コ
メ
ン
ト
ー
儀
礼
と
神
話
の
関
係
性
に
つ
い
て
 

タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
本
書
の
原
形
は
、
大
学
で
の
 
神
話
 

学
説
史
の
講
義
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
代
表
的
研
究
者
の
学
説
の
 
羅
列
的
 

紹
介
に
な
る
の
は
致
し
方
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
 
 
 

仕
方
に
、
著
者
独
自
の
視
 占
が
 折
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
 

壬
一
 

甘
 う
ま
で
 

も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
要
約
で
も
分
か
る
通
り
、
第
一
に
十
九
世
 
紀
か
ら
 

二
十
世
紀
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
、
第
二
に
神
話
解
釈
の
政
治
性
 
が
 大
き
 

な
 論
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
の
要
約
に
は
な
い
が
、
本
文
 
中
 と
こ
 

ろ
ど
こ
ろ
に
、
儀
礼
と
神
話
の
関
係
に
つ
い
て
の
各
研
究
者
の
見
 
解
が
挿
 

入
さ
れ
て
い
る
の
が
気
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
著
者
の
系
統
 
だ
っ
た
 

説
明
は
な
い
。
お
そ
ら
く
編
集
の
都
合
上
カ
ッ
ト
さ
れ
た
の
で
は
 
な
い
だ
 

ろ
う
か
。
こ
の
儀
礼
と
神
話
の
関
係
性
と
い
う
論
白
 

な
 、
著
者
 第
 三
の
視
 

と
 、
著
者
の
論
調
は
厳
し
い
。
 

お
わ
り
に
 

こ
こ
で
、
再
び
、
十
九
世
紀
型
か
ら
二
十
世
紀
型
へ
の
転
換
が
確
 
誌
 さ
 

れ
る
。
進
化
論
か
ら
普
遍
主
義
へ
と
い
う
移
行
に
よ
っ
て
、
十
九
 
世
紀
に
 

お
い
て
 目
里
 
局
の
到
達
 占
 
と
さ
れ
て
い
た
西
洋
近
代
は
、
二
十
世
紀
 
 
 

ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
問
題
を
抱
え
た
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
 よう
に
 

な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
洋
近
代
の
賛
美
か
ら
批
判
へ
と
い
う
 モチ
ー
 

フ
が
 顕
著
に
な
っ
て
も
、
二
項
対
立
そ
の
も
の
は
捨
て
ら
れ
な
 

構
 

造
 /
 歴
史
、
野
生
の
思
考
Ⅰ
科
学
的
思
考
、
神
話
 ノ 歴
史
、
東
洋
 
Ⅰ
西
洋
 

な
ど
で
あ
る
。
西
洋
近
代
を
批
判
し
な
が
ら
世
界
各
地
の
神
話
に
 
目
を
向
 

け
 、
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
も
の
を
と
り
だ
し
て
く
る
と
い
う
神
話
 
研
究
の
 

ス
タ
イ
ル
は
、
進
歩
主
義
的
な
西
洋
絶
対
視
の
裏
返
し
に
過
ぎ
な
 
 
 

 
 

そ
こ
で
、
著
者
が
儀
礼
と
神
話
の
関
係
性
に
つ
い
て
各
章
で
言
っ
 

 
 

る
こ
と
を
、
評
者
な
り
に
再
構
成
し
て
お
き
た
い
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
 
、
儀
礼
 

 
 
 
 

と
の
つ
な
が
り
を
軽
視
し
て
、
神
話
を
天
上
の
自
然
現
象
の
説
明
 
と
 考
え
 

て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
フ
レ
イ
ザ
ー
は
、
神
話
は
呪
術
的
 
儀
 式
 の
 説
 

明
 で
あ
り
、
神
話
と
儀
礼
は
慣
習
に
由
来
す
る
と
考
え
た
。
こ
こ
 
こ
ま
、
 
@
@
 

 
 

る
 。
 以
 

後
、
と
り
わ
け
人
類
学
の
分
野
で
は
、
 

佛
 礼
は
神
話
に
劣
ら
な
い
 
重
要
な
 

研
究
対
象
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
デ
ュ
 

メ
ジ
ル
 

も
 、
神
話
と
儀
礼
を
同
等
に
評
価
し
て
い
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
も
 
、
 儀
礼
は
 

す
べ
て
神
話
の
再
現
で
あ
る
と
考
え
、
神
話
と
儀
礼
の
区
別
に
重
 
き
を
 置
 

か
ず
、
神
話
と
儀
礼
を
同
等
に
評
価
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
 
 
 

ィ
 。
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
神
話
よ
り
儀
礼
を
重
視
す
る
人
類
学
の
立
 
場
 に
対
 

し
て
、
儀
礼
の
な
か
に
も
暗
黙
的
神
話
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
 

そ
の
う
 

え
で
、
厳
密
な
意
味
で
の
儀
礼
を
、
言
葉
、
動
作
、
品
物
の
取
り
 
扱
い
と
 

い
 う
三
つ
の
活
動
か
ら
な
り
、
細
分
化
と
反
復
を
組
み
合
わ
せ
て
 一
つ
の
 

世
界
を
再
現
す
る
試
み
に
限
定
す
る
。
そ
し
て
、
儀
礼
は
、
神
話
 
 
 

に
よ
る
世
界
の
秩
序
化
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
来
る
不
安
を
 
打
ち
消
 

し
 、
連
続
性
の
感
覚
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
 

キ
ャ
ン
 

ベ
ル
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
個
人
が
神
話
を
「
読
む
」
こ
と
に
 

関
心
が
 

あ
っ
た
た
め
か
、
儀
礼
に
つ
い
て
は
関
心
が
な
い
。
 

著
者
の
い
う
「
進
化
論
か
ら
普
遍
的
構
造
論
へ
」
と
い
う
パ
ラ
  
 

ム
 
・
シ
フ
ト
を
念
頭
に
置
く
と
、
十
九
世
紀
型
神
話
学
で
は
、
 

儀
 礼
は
神
 

話
 よ
り
も
劣
る
も
の
、
下
位
の
も
の
と
さ
れ
る
か
、
神
話
に
先
行
 
す
る
も
 

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
神
話
な
き
無
文
字
 
社
ム
ム
 の
 



 
 

 
 

評
 

重
日
 

  人
類
学
的
研
究
で
は
、
儀
礼
は
神
話
と
同
等
の
重
要
性
を
付
与
さ
 
れ
る
だ
 

ろ
 う
 。
そ
れ
に
対
し
て
、
二
十
世
紀
型
で
は
、
神
話
は
人
類
の
普
 
遠
的
 精
 

神
 構
造
に
根
差
し
て
い
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
返
さ
れ
る
の
で
、
 

時
間
的
 

前
後
は
問
題
で
は
な
く
、
神
話
の
ほ
う
が
儀
礼
よ
り
も
普
遍
的
だ
 
と
 考
え
 

ら
れ
る
。
こ
の
 
ょ
 う
に
理
解
さ
れ
た
神
話
は
個
別
の
神
話
を
超
え
 
た
 
一
般
 

概
念
と
し
て
の
（
神
話
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
儀
礼
は
 
、
ェ
リ
 ア
ー
デ
 

の
よ
う
に
（
神
話
）
の
再
現
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、
 

レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
  
 

ス
 の
よ
う
に
、
八
神
話
）
の
補
足
と
考
え
ら
れ
た
り
、
キ
ャ
ン
 

ベ
  
 

う
 に
 、
 力
の
源
泉
と
し
て
の
（
神
話
）
へ
の
佳
日
に
比
し
て
、
 

等
 関
税
 さ
 

れ
た
り
す
る
。
 

以
上
は
著
者
の
断
片
的
記
述
を
評
者
が
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
り
 
、
著
 

者
の
意
図
を
適
確
に
と
ら
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
っ
た
 
い
、
 著
 

者
は
な
に
ゆ
え
に
神
話
と
儀
礼
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
記
述
を
あ
 ちこ
ち
 

に
ち
り
ば
め
た
の
か
。
そ
の
意
図
は
謎
で
あ
る
。
著
者
第
二
の
論
 
点
で
あ
 

る
 神
話
解
釈
の
政
治
性
に
引
き
つ
け
て
み
よ
う
。
「
お
わ
り
に
」
 

に
あ
っ
 

た
よ
う
に
、
西
洋
近
代
の
賛
美
か
ら
批
判
へ
と
い
う
移
行
が
あ
っ
 

て
も
 二
 

項
 対
立
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
西
洋
近
代
を
相
対
化
す
る
た
め
の
 
参
 昭
一
 
6
 

と
し
て
神
話
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
先
の
儀
礼
と
神
話
 
の
 関
係
 

性
 と
を
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
西
洋
近
代
 

｜
 神
話
 ｜
 儀
礼
  
 

話
 こ
と
い
う
図
式
が
立
て
ら
れ
る
。
進
化
論
的
前
提
で
は
、
 神
 話
は
西
 

洋
 近
代
よ
り
未
発
達
の
も
の
と
し
て
お
と
し
め
ら
れ
、
普
遍
主
義
 
的
前
提
 

じ
は
、
（
神
話
）
は
西
洋
近
代
よ
り
も
根
源
的
で
あ
る
が
ゆ
え
 

里
 局
 め
ら
 

れ
る
。
結
局
、
儀
礼
を
中
心
と
す
る
よ
う
な
宗
教
性
は
人
類
学
の
 

対
象
と
 

し
て
切
り
離
さ
れ
、
（
神
話
）
を
投
影
さ
れ
た
他
者
の
み
が
称
揚
 

さ
 れ
る
。
 

し
た
が
っ
て
、
神
話
研
究
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
の
政
治
的
 

含
意
が
 

自
己
と
他
者
の
二
項
対
立
の
単
な
る
反
転
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
二
項
 
対
立
 そ
 

の
も
の
を
見
直
す
こ
と
が
 
ム
 「
後
の
二
十
一
世
紀
型
神
話
学
の
課
題
 

で
あ
る
 

と
す
る
な
ら
ば
、
儀
礼
と
神
話
と
（
神
話
）
の
関
係
性
を
改
め
て
 
問
い
直
 

す
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
著
者
の
仕
事
の
展
開
の
な
か
で
も
大
き
 
な
ウ
エ
 

イ
ト
 を
占
め
う
る
と
予
想
さ
れ
る
。
 

ま
た
、
神
話
学
が
言
語
理
論
に
依
拠
し
て
い
た
と
い
う
著
者
の
指
 
摘
を
 

想
起
し
て
み
よ
う
。
本
書
で
登
場
し
た
二
十
世
紀
型
の
神
話
学
者
 
た
ち
が
 

依
拠
し
て
い
る
舌
口
語
理
論
は
 、
構
 仝
聖
目
語
学
で
あ
り
、
ま
た
ユ
 ノ
 グ
の
深
 

居
心
理
学
的
な
象
徴
理
論
で
あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
二
十
世
紀
後
 
半
 の
 構
 

造
工
 義
 以
後
の
思
想
の
流
れ
で
は
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
と
し
 
て
言
 五
曲
 

を
と
ら
え
る
よ
う
な
見
方
が
退
潮
し
、
言
語
の
行
為
的
次
元
、
行
 
馬
山
 リ
 @
-
 

口
 

詩
的
側
面
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
古
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て
ゆ
 
く
と
 ウ
 

ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
論
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
 

や
サ
 ｜
レ
 

舌
口
語
行
為
論
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
論
 

、
フ
｜
 

コ
 ー
の
権
力
論
と
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
概
念
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
 
舌
口
五
明
 

と
 

行
為
、
構
造
と
主
体
の
二
分
法
を
前
提
と
し
な
い
よ
う
な
理
論
 
装
 置
 を
用
 

煮
 し
て
い
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
理
論
的
蓄
積
は
、
神
話
と
儀
礼
の
関
係
性
の
間
 い
直
 し
 な
 

迫
る
も
の
で
あ
る
。
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
は
儀
礼
研
究
に
お
け
る
 テ  
 

解
釈
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
 道
 m
 を
批
判
し
、
フ
ー
コ
ー
に
依
拠
し
つ
 

っ
、
儀
 

礼
 に
お
け
る
行
為
の
規
律
と
権
力
関
係
に
任
意
を
向
け
る
。
 ウ
  
 

｜
 ・
 J
.
 
オ
ン
 グ
 の
 オ
 ラ
リ
テ
ィ
と
リ
テ
ラ
シ
ー
の
研
究
は
 

、
理
 論
 的
に
 

 
 
 
 

は
な
お
声
と
文
字
の
二
分
法
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
の
、
声
の
 
文
化
に
 

お
け
る
神
話
の
語
り
の
様
式
と
儀
礼
と
の
親
近
珪
を
明
ら
か
に
す
 
1
5
9
 

で
あ
る
。
 



宗
教
研
究
以
外
の
分
野
に
目
を
向
け
れ
ば
、
言
語
と
行
為
を
横
断
 
し
よ
 

う
と
す
る
理
論
的
関
心
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
な
研
究
の
再
 
賦
活
を
 

導
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
 力
 ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
 
ズ
や
ポ
 
ス
ト
コ
 

ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
神
話
研
究
の
 

政
治
性
 

ほ
 つ
い
て
著
者
が
考
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
の
背
景
に
も
 

、
 @
@
 

よ
う
な
 趨
井
 が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
書
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
 
は
ど
れ
 

も
い
わ
ば
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
で
あ
る
が
、
ポ
ス
ト
「
グ
ラ
ン
 
ド
，
セ
 

オ
リ
ー
」
の
実
証
的
研
究
は
、
や
が
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
的
な
 
研
究
に
 

活
路
を
見
い
だ
す
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
対
象
の
丹
念
な
 
検
討
 か
 

ら
 潜
在
的
権
力
効
果
を
暴
き
出
す
よ
う
な
方
向
性
で
あ
る
。
も
は
 
や
 理
論
 

な
ど
は
な
く
な
り
、
か
つ
て
理
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
の
も
 
、
 実
は
 

単
な
る
特
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
 
暴
 露
 さ
れ
 

る
 。
異
質
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
そ
の
独
自
性
に
お
い
て
傑
士
 
た
せ
、
 

闘
わ
せ
、
他
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
 と 媒
介
す
る
こ
と
が
、
宗
教
 研
究
者
 

の
 仕
事
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
進
化
論
的
枠
組
と
歴
史
舌
口
語
学
 

を
 特
徴
 

と
す
る
十
九
世
紀
型
神
話
学
、
普
遍
主
義
的
構
造
を
前
提
と
す
る
 
二
十
世
 

紅
型
神
話
学
の
次
に
く
る
の
は
、
文
化
の
多
元
主
義
と
イ
デ
オ
ロ
 
ギ
｜
批
 

判
を
基
調
と
す
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
「
神
話
 
｜
 儀
礼
」
空
間
 研
究
と
 

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
望
ま
し
い
か
望
ま
し
 
 
 

か
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
神
話
学
は
ど
の
 
よ
う
な
 

展
開
な
い
し
脱
皮
を
遂
げ
て
ゆ
く
の
か
。
そ
れ
は
、
今
後
の
著
者
 
の
 仕
事
 

か
ら
読
み
取
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 

(5521 160     



本
書
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
 
ボ
 

れ
た
宣
教
師
の
事
例
研
究
で
 

の
諸
相
を
描
き
出
す
も
の
で
 

と
い
う
時
代
の
限
定
は
、
ボ
 

 
 

ー
ン
の
来
日
か
ら
、
ナ
シ
ョ
 

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
 

序
章
「
総
合
化
す
る
ア
メ
 

出
 期
の
教
派
協
力
、
教
育
、
 

る
と
、
異
文
化
と
の
接
触
や
 

で
は
な
く
、
背
後
に
あ
る
力
 

自
分
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
 

の
宗
教
的
背
景
を
も
っ
て
、
 

植
 し
よ
う
と
す
る
」
も
の
と
 

で
 活
動
す
る
文
化
的
エ
ー
ジ
 

星
野
靖
 
二
 

｜
ド
 
-
 
以
下
ボ
ー
ド
 
-
 か
ら
日
本
に
派
遣
さ
 

あ
り
、
書
簡
資
料
を
中
心
と
し
て
そ
の
活
動
 

あ
る
。
副
題
に
あ
る
一
八
六
九
 @ 
一
八
九
 0
 

｜
ド
 派
遣
の
最
初
の
豪
 師
 D
.
C
.
 

グ
リ
 

ナ
リ
ズ
ム
と
の
相
克
が
生
じ
て
く
る
ま
で
と
 

リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
伝
道
事
業
 

[
 

１
日
本
進
 

出
版
活
動
を
対
 賭
 し
て
」
 
釜
 屯
田
 亮
 -
 に
 よ
 

交
流
は
一
方
的
な
変
化
を
押
し
つ
け
る
も
の
 

関
係
に
関
わ
ら
ず
お
互
い
に
相
手
と
そ
し
て
 

も
の
で
あ
る
。
本
書
は
豪
師
を
「
ひ
と
つ
 

異
文
化
の
中
へ
そ
の
背
景
の
根
源
を
全
く
移
 

し
 、
そ
の
意
味
で
「
文
化
間
接
触
の
最
前
線
 

ェ
 ン
ト
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
そ
の
分
析
 

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
 

「
来
日
ア
メ
リ
カ
宣
教
師
 

・
ボ
ー
ド
宣
教
師
書
簡
の
研
究
 

一
八
六
九
も
一
八
九
 0
 
 

」
 

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
叢
書
㏄
 

現
代
史
料
出
版
一
九
九
九
年
三
月
三
一
日
刊
 

A
5
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書評 と紬 

れ 六 に
よ
っ
て
異
文
化
と
の
間
に
生
じ
る
相
互
変
容
の
過
程
を
考
察
す
 
る
こ
と
 

が
で
き
る
と
す
る
。
 

ま
た
本
書
に
所
収
さ
れ
た
論
考
は
宣
教
師
と
ボ
ー
ド
幹
事
と
の
間
 
 
 

優
書
簡
を
基
本
資
料
と
し
て
使
用
す
る
が
、
宣
教
師
の
紐
 
織
 T
 あ
 Ⅱ
 古
 ・
 
、
 
-
 

ッ
 シ
ョ
ン
が
 決
 浅
し
た
案
件
は
ボ
ー
ド
の
運
営
委
員
会
で
承
認
 
き
  
 

て
は
な
ら
ず
、
書
簡
に
は
単
な
る
活
動
報
告
や
事
務
連
絡
に
加
え
 
て
 双
方
 

の
 
玉
帳
と
そ
の
せ
め
ぎ
合
い
が
表
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
 
な
 性
格
 

と
 前
述
の
異
文
化
の
接
触
と
い
う
視
点
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
 き
 -
 
に
 

「
宣
教
師
文
書
は
「
異
文
化
」
間
接
触
と
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
を
 

同
 特
 進
行
 

で
 受
け
取
れ
る
レ
ア
な
資
料
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
  
 

に
ま
ず
序
章
で
、
異
文
化
間
接
触
の
事
例
と
し
て
宣
教
師
の
研
究
 
な
 行
う
 

と
い
う
姿
勢
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
 
ニ
，
に
 
論
じ
  
 

い
 る
か
に
つ
い
て
は
各
論
考
の
内
容
を
見
た
上
で
述
べ
る
 
-
-
 
と
と
 す
る
。
 

さ
て
序
章
で
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
各
論
の
前
提
と
し
て
 
ボ
｜
  
 

日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
関
係
が
概
観
さ
れ
、
以
下
事
例
研
究
が
宣
教
 伝
道
 

活
動
 
@
@
3
 

五
号
、
文
書
・
出
版
活
動
 

@
 
１
 5
 章
 十
 関
連
論
 文
一
、
教
 

育
 活
動
 
-
6
@
 は
 章
十
 関
連
論
文
 
-
 の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
 
 
 

づ
 れ
て
い
る
。
以
下
関
連
論
文
二
本
と
 

l
 章
か
ら
は
 章
 ま
で
の
 圭
 十
四
本
 

の
 論
考
を
順
に
概
観
し
て
い
く
。
 

l
 章
 
「
ア
メ
リ
カ
ン
，
ボ
ー
ド
の
日
本
伝
道
と
教
会
の
形
成
」
 

茂
義
 

樹
一
は
、
各
論
に
入
る
前
に
ボ
ー
ド
の
日
本
宣
教
の
姿
勢
を
概
観
 する
も
 

の
で
あ
り
、
茂
氏
は
ボ
ー
ド
の
自
給
に
対
す
る
姿
勢
に
よ
っ
て
 
五
  
 

け
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
期
を
宣
教
師
主
導
型
の
時
 
 
 

示
都
 伝
道
に
つ
い
 
 
 

て
い
る
。
続
い
て
第
二
期
を
日
本
人
王
導
型
の
日
本
伝
道
が
試
み
 
 
 

た
 時
期
と
し
、
一
八
七
 
セ
 年
に
津
山
 保
 羅
を
牧
師
と
し
て
浪
花
会
 会
 が
設
 

正
 さ
れ
た
こ
と
を
転
機
と
し
て
述
べ
、
ま
た
一
八
七
八
年
に
 
H
 本
 人
主
導
 

の
 伝
道
会
社
が
設
立
き
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
 
て
 -
 
第
三
 

を
 自
給
路
線
が
後
退
す
る
時
期
と
し
、
伝
道
的
拡
大
に
よ
っ
て
 
費
 用
負
 

期
 

担
が
増
加
し
、
ボ
ー
ド
か
ら
の
資
金
援
助
を
受
け
入
れ
た
こ
と
 を
 述
べ
 

尚
 、
大
阪
教
区
で
は
津
山
指
導
の
下
例
外
的
に
自
給
路
線
が
 
採
ら
れ
 

た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
四
期
を
組
織
形
成
 
期
 と
し
 

一
 /
 
・
Ⅰ
 

八
五
年
に
関
東
・
東
北
を
対
象
と
す
る
東
部
伝
道
局
が
 
訊
堅
 Ⅴ
さ
れ
  
 
 
 
一
 @
 
j
 
、
 
・
 

八
六
年
に
日
本
組
合
基
督
教
会
が
成
立
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。
 

最
 後
の
第
 

五
期
を
伝
道
会
社
と
日
本
組
合
 肛
督
 教
会
が
ボ
ー
ド
資
金
の
受
け
 入
れ
を
 

返
上
し
て
自
給
独
立
を
達
成
す
る
時
期
と
す
る
が
、
こ
れ
は
一
八
 
九
六
年
 

に
 実
現
さ
れ
る
。
 

2
 章
「
ア
メ
リ
カ
ン
，
ボ
ー
ド
 

北
 日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
日
本
 ミ
 .
 ッ
シ
 

ョ
ン
 
と
の
協
調
と
確
執
」
（
本
斗
康
博
）
は
一
八
九
 

0
 年
代
初
頭
 に
 至
る
 

ま
で
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
独
立
し
た
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
存
在
し
 
 
 

北
 日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。
 

北
 日
本
ミ
ッ
シ
 
コ
 ン
 ま
 
@
 

新
潟
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
み
を
持
つ
特
殊
な
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
 つて
 

ェ
デ
 

イ
 ン
バ
ラ
医
療
伝
道
会
の
医
療
 
寅
 教
師
で
あ
る
パ
ー
ム
が
一
八
七
 五
年
か
 

ら
 行
っ
て
い
た
越
後
伝
道
の
事
業
を
ボ
ー
ド
が
一
八
八
四
年
に
引
 
 
 

だ
と
い
う
背
景
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
 

北
 日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
 
日
 本
、
、
 
.
 ツ
 

ノ
コ
 ン
 と
 分
離
し
て
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ボ
ー
ド
本
部
 
と
の
音
 @
 

志
 疎
通
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
と
、
直
接
の
資
金
 
源
 と
な
 

 
 
 
 

っ
た
 
「
オ
ー
テ
イ
ス
遺
産
」
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
建
設
と
い
う
枠
で
 

 
 

用
 で
き
な
か
っ
た
と
い
う
側
面
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
 
ミ
ッ
 

シ
ョ
ン
㎝
 

 
 

 
 

 
 



政
策
を
巡
っ
て
衝
突
を
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
一
八
九
一
年
八
月
 
に
 日
本
 

ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
統
合
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
 

3
 章
「
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
ボ
ー
ド
と
日
本
伝
道
」
 

一
 坂
本
清
音
 一
は
  
 

ド
と
 協
力
し
て
活
躍
し
た
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
ボ
ー
ド
を
具
体
的
に
 取
り
上
 

げ
 、
ア
メ
リ
カ
本
国
に
お
い
て
日
本
伝
道
を
支
え
、
ま
た
日
本
側
 
0
 缶
面
面
友
 

に
 連
動
し
て
運
動
を
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
婦
人
団
体
に
つ
い
て
論
 
者
 を
行
 

っ
て
い
る
。
南
北
戦
争
中
か
ら
の
海
外
伝
道
を
援
助
す
る
女
性
 
運
 動
 が
盛
 

り
 上
が
る
中
、
折
し
も
就
任
し
た
ボ
ー
ド
幹
事
 
N
.
G
.
 

ク
ラ
ー
 ク
の
理
 

解
 も
あ
っ
て
、
一
八
六
八
年
に
ウ
ー
マ
ン
ズ
・
ポ
ー
 ド が
設
立
さ
 れ
る
。
 

ウ
ー
マ
ン
ズ
・
ボ
ー
ド
は
ボ
ー
ド
が
認
可
し
た
婦
人
宣
教
師
に
対
 
 
 

遣
 ・
支
援
を
行
い
、
機
関
誌
「
女
性
の
た
め
の
生
命
と
光
 

ヒ
を
通
 じ
て
 支
 

援
 組
織
を
造
る
た
め
の
実
践
的
な
知
識
を
広
め
、
ま
た
若
年
層
に
 
宣
教
 精
 

神
を
説
い
て
い
た
。
日
本
伝
道
と
の
関
連
で
は
教
育
活
動
と
宣
教
 
活
動
を
 

便
宜
的
に
区
分
し
、
教
育
活
動
と
し
て
ほ
大
阪
・
京
都
・
神
戸
に
 
そ
れ
ぞ
 

れ
 特
色
を
持
つ
寄
宿
学
校
を
設
立
し
た
こ
と
、
宣
教
活
動
と
し
 て
は
、
 

「
女
性
の
た
め
の
生
命
と
光
」
を
引
用
し
な
が
ら
状
況
に
応
じ
て
 

様
々
な
 

試
み
が
実
際
の
現
場
で
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
日
本
人
の
バ
イ
 
 
 

ウ
ー
マ
ン
の
存
在
に
触
れ
た
上
で
述
べ
て
い
る
。
 

4
 章
「
新
約
聖
書
翻
訳
事
業
と
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
」
 -
 茂
義
 樹
 ）
 

は
 ボ
ー
ド
、
特
に
グ
リ
ー
ン
が
、
共
同
事
業
と
し
て
行
わ
れ
た
 
聖
 書
 翻
訳
 

の
中
で
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
 
0
  
 
一
 ・
Ⅰ
 

@
 

セ
 二
年
の
第
一
回
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
会
議
で
聖
書
翻
訳
 
事
 業
 が
共
 

同
 で
行
わ
れ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
こ
れ
は
一
八
八
 
0
 年
に
翻
訳
 を
 完
了
 

す
る
が
、
そ
れ
を
行
っ
た
新
約
聖
書
翻
訳
委
員
会
の
中
で
 グ
リ
  
 

S
,
R
.
 

ブ
ラ
ウ
ン
 と
コ
 
・
 C
.
 
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
と
共
に
設
立
当
 
 
 

        もらいまっ グれ うたた O O 

ン で 事 に リ 

た た っ を は   
  



 
 

重
日
 と
 -
 

「
新
神
学
」
と
の
関
係
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
ま
ず
 

ラ
 ー
ネ
ッ
 ド
 の
 注
解
 書
 

の
 特
色
と
し
て
は
、
新
約
聖
書
の
翻
訳
が
一
八
八
 
0
 年
に
完
成
さ
 
れ
た
と
 

い
う
状
況
を
受
け
、
教
会
活
動
の
現
場
に
向
け
て
書
か
れ
て
い
た
 
 
 

こ
と
が
あ
る
。
読
者
と
し
て
神
学
生
や
現
場
の
牧
師
が
想
定
さ
 れ
て
お
 

り
 、
端
的
に
は
う
ー
ネ
ッ
 
ド
 自
身
に
よ
る
同
志
社
で
の
講
義
に
 テ
 キ
ス
ト
 

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
 

圧
辞
 書
に
見
ら
れ
る
う
ー
ネ
ッ
 
ド
 自
身
 

の
 見
解
は
し
ば
し
ば
柔
軟
で
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
「
 

新
神
学
」
 

に
 対
し
て
は
強
い
否
定
が
書
簡
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
 

こ
の
よ
 

う
な
態
度
の
背
景
と
し
て
こ
れ
も
書
簡
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
 
に
 当
時
 

0
 日
本
の
諸
教
会
が
「
新
神
学
」
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
 
 
 

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

6
 章
「
デ
イ
ヴ
ィ
 
ス
 の
書
簡
に
見
る
同
志
社
英
学
校
」
 

-
 森
永
長
 -
 
豆
郎
 -
 

は
 同
志
社
英
学
校
と
深
い
関
係
を
持
つ
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
デ
ィ
ー
 
ン
 

デ
 イ
 

ヴ
ィ
 ス
 の
宣
教
 地
で
 キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
を
行
う
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
 ・
 ス
ク
 

 
 ル
ほ
 
つ
い
て
の
考
え
方
の
変
化
と
一
貫
性
を
書
簡
を
中
心
に
考
察
 
す
る
 

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
自
給
論
か
ら
援
助
論
に
考
え
方
を
変
え
た
こ
 
と
が
 指
 

捕
 さ
れ
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
 
ス
 は
も
と
も
と
自
給
論
者
で
あ
っ
た
 

が
、
や
 

が
て
日
本
人
学
生
が
自
給
で
は
勉
強
と
伝
道
を
両
立
す
る
こ
と
が
 
で
き
な
 

い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
ボ
ー
ド
も
日
本
人
 
学
生
も
 

援
助
を
望
ん
で
お
ら
ず
、
そ
こ
に
相
克
が
あ
っ
た
。
ま
た
ト
 ン
 ｜
ニ
ン
 

。
 
ク
 
・
ス
ク
ー
ル
で
神
学
と
共
に
科
学
を
教
え
ざ
る
を
え
な
い
状
況
 

女
擁
 し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
よ
う
な
 

 
 

科
学
 

て
 
「
悲
し
い
必
要
性
」
だ
と
述
べ
て
お
り
、
神
学
教
育
を
実
現
す
 

る
た
め
 

 
 

こ
関
連
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
 
ス
 は
ジ
ェ
ー
ン
ズ
に
科
学
を
教
授
さ
せ
 

る
こ
 

に
よ
っ
て
宗
教
と
科
学
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
 

考
 え
て
 

お
り
、
構
想
中
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
・
ス
ク
ー
ル
に
必
要
な
人
材
と
 
し
て
 考
 

え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
 

7
 章
一
京
都
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
同
志
社
日
本
ミ
ツ
 

シ
 
コ
 ン
 

ン
グ
・
ス
ク
ー
ル
」
 
-
 不
弁
康
博
）
は
初
期
の
同
志
 社
 英
学
 

校
は
 つ
い
て
の
日
本
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
視
角
か
ら
の
論
考
で
あ
る
。
 

 
 

同
志
社
に
お
い
て
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
学
校
運
営
に
お
け
る
不
可
欠
の
 
 
 

ナ
 ー
で
あ
り
、
従
来
同
志
社
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
と
は
性
 
格
 を
異
 

に
す
る
学
校
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
 
.
 ツ
 

シ
ョ
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
同
志
社
は
実
質
的
に
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
 
 
 

｜
ル
 で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
法
的
に
は
前
島
の
学
校
で
あ
り
な
 
が
ら
、
 

同
時
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
支
援
と
運
営
が
行
わ
れ
る
と
い
う
「
 
両
頭
政
 

治
 」
が
初
期
の
同
志
社
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
人
理
事
の
 
名
目
的
 

人
事
や
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
経
営
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
に
 表
  
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
一
八
八
八
年
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
独
立
し
た
 
学
 校
 と
な
 

る
 以
前
の
同
志
社
は
、
全
面
的
に
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
支
援
す
る
わ
け
 
で
も
な
 

く
 、
ま
た
日
本
人
の
み
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
、
 

、
、
 

.
 ツ
ン
 

コ
 ン
・
ス
ク
ー
ル
の
「
変
種
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
す
る
。
 

8
 章
「
宣
教
師
ケ
イ
デ
ィ
ー
夫
妻
を
巡
る
評
価
」
一
宮
井
敏
一
 

は
  
 

戸
 英
和
女
学
校
 
一
 当
時
 -
 の
二
代
目
校
長
と
し
て
特
に
教
育
面
の
 

整
備
に
 

能
力
を
発
揮
し
た
 
V
.
A
.
 

ク
ラ
ー
ク
ソ
ン
 
と
 、
同
志
社
で
英
ユ
 肌
 教
育
に
 

功
 が
あ
っ
た
 C
.
M
.
 

ケ
イ
デ
ィ
ー
の
宣
教
師
夫
妻
を
事
例
と
し
 
て
 取
り
 

上
げ
、
彼
ら
と
他
の
宣
教
師
た
ち
、
そ
し
て
ボ
ー
ド
と
宣
教
師
と
 
の
 関
係
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

を
 考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
デ
ィ
ー
夫
妻
 
は
 日
本
で
結
婚
す
 
る
が
、
 

夫
妻
の
住
居
や
金
銭
的
支
援
に
つ
い
て
、
夫
妻
の
金
銭
感
覚
の
間
 
題
 
も
あ
㏄
 

 
 

っ
て
ボ
ー
ド
と
の
間
に
し
ば
し
ば
や
り
取
り
が
あ
っ
た
と
い
う
。
 

ま
た
、
 -
.
 



ス
タ
ー
が
単
身
一
時
帰
 
沐
 す
る
申
請
を
し
た
際
に
 
、
 幼
い
子
供
と
 
 
 

必
ず
し
も
う
ま
く
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
ミ
セ
ス
を
 
残
  
 

 
 

あ
が
っ
 

た
 。
結
局
夫
妻
共
に
帰
来
し
た
後
、
同
志
社
側
が
英
語
の
看
板
 
故
 捜
 で
あ
 

る
 ミ
ス
タ
ー
の
復
帰
を
望
み
、
ま
た
夫
妻
も
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
 
 
 

か
わ
ら
ず
、
同
僚
達
の
厳
し
い
評
価
も
あ
っ
て
再
来
日
す
る
こ
と
 
 
 

Ⅰ
 ん
 Ⅱ
 こ
い
 

し
 
よ
ノ
 
。
 

9
 章
「
同
志
社
女
学
校
初
代
婦
人
宣
教
師
 A.
J
.
 

ス
タ
ー
ク
 ゥ
 ェ
ザ
 

１
 0
 苦
闘
」
 
-
 坂
本
清
音
 一
は
 ス
タ
ー
ク
ウ
ェ
 
ザ
 ー
の
 視
 占
か
ら
  
 

女
学
校
を
め
ぐ
る
異
文
化
摩
擦
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
同
志
社
女
 
学
校
が
 

私
塾
か
ら
正
式
に
認
可
さ
れ
た
女
学
校
に
な
る
た
め
に
は
日
本
人
 
で
あ
る
 

新
島
を
澤
富
者
と
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
ボ
ー
ド
は
同
志
社
女
学
 
 
 

ダ
ー
タ
ウ
 
ェ
ザ
 ー
の
女
学
校
と
し
て
考
え
る
の
に
対
し
て
、
日
本
 
 
 

新
島
の
女
学
校
と
し
て
考
え
る
と
い
う
二
重
性
が
あ
っ
た
。
ま
た
 
同
僚
と
 

な
る
婦
人
宣
教
師
が
少
な
く
、
地
理
的
に
近
い
同
志
社
英
学
校
か
 
 
 

助
 と
共
に
十
渉
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
新
朋
典
 出 4
 
八
 王
と
姑
 

山
本
佐
久
と
の
関
係
も
、
彼
女
た
ち
が
期
待
し
て
い
た
ほ
 
ダ
ニ
ト
山
 
枕
 し
て
 

く
れ
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
て
 甘
 化
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
 

中
で
 ス
 

タ
ー
ク
ウ
ェ
 
ザ
 ー
は
こ
の
二
人
が
女
生
徒
 達
 に
悪
い
影
響
を
与
え
 
、
寄
宿
 

生
活
が
本
来
目
的
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
活
の
教
育
を
阻
 
圭
 
 
 

る
と
 ボ
ー
ド
に
向
け
て
書
き
つ
づ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
 
個
  
 

立
を
越
え
て
根
本
的
な
学
校
運
営
の
問
題
に
っ
な
が
る
も
の
で
あ
 
@
 、
口
取
 

終
 的
に
明
治
十
八
年
事
件
と
し
て
顕
在
化
す
る
と
し
て
い
る
。
 

印
章
「
京
都
看
病
婦
学
校
と
宣
教
石
油
 射
 リ
ン
ダ
・
リ
チ
 
ャ
｜
 ズ
 」
 

一
 
小
野
間
青
一
 
は
 、
京
都
看
病
婦
学
校
の
成
立
の
過
程
を
概
観
し
  
 

で
、
そ
こ
で
教
育
を
行
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ズ
の
活
動
を
論
じ
て
い
る
 
。
京
都
 

看
病
婦
学
校
は
看
護
技
術
の
教
育
と
隣
人
愛
の
実
践
、
キ
リ
ス
ト
 
教
 伝
道
 

を
目
的
と
し
て
新
島
と
宣
教
区
ベ
リ
ー
に
よ
っ
て
一
八
八
六
年
に
 

創
立
さ
 

 
 

れ
た
。
折
し
も
一
九
世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
 

女
珪
の
 専
門
職
 

と
し
て
の
看
護
婦
が
キ
リ
ス
ト
教
の
隣
人
愛
と
結
び
つ
い
て
確
立
 
 
 

つ
あ
り
、
そ
の
様
な
中
で
正
規
の
看
護
教
育
を
受
け
た
先
駆
的
な
 
看
護
婦
 

で
あ
っ
た
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
派
遣
看
護
婦
に
応
募
し
て
ボ
ー
ド
か
ら
 
京
都
に
 

派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
リ
チ
ャ
ー
ズ
は
一
八
八
六
年
か
ら
 一
 
 
 

年
 ま
で
同
校
で
教
育
に
従
事
す
る
が
、
来
日
当
初
の
期
待
、
必
ず
 
 
 

調
 で
は
な
か
っ
た
看
護
婦
育
成
事
業
に
対
す
る
不
満
、
看
護
教
育
 
か
ら
 直
 

接
 伝
道
へ
の
心
の
傾
き
、
そ
し
て
 

帰
 木
直
前
の
日
本
人
生
徒
が
看
 護
 教
育
 

を
 単
に
技
術
の
習
得
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
へ
の
強
い
失
望
 
、
と
 

っ
た
 心
理
的
変
遷
が
書
簡
を
用
い
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
 

Ⅱ
 章
 
「
 
E
.
M
.
 
ブ
ラ
ウ
ン
校
長
の
カ
レ
ッ
ジ
構
想
」
 

-
 
佐
伯
 裕
 加
 恵
一
 

は
 、
神
戸
英
和
女
学
校
の
第
三
代
校
長
ブ
ラ
ウ
ン
が
、
ど
の
よ
う
 
 
 

の
カ
レ
 サ
ジ
化
を
進
め
、
女
子
高
等
教
育
機
関
た
る
神
戸
女
学
院
 
と
し
て
 

成
立
さ
せ
た
の
か
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。
既
に
神
戸
英
和
女
 
学
校
 第
 

二
代
校
長
ク
ラ
ー
ク
ソ
ン
 

-
8
 章
参
照
 -
 が
中
等
教
育
機
関
と
し
 
て
の
 整
 

備
を
行
っ
て
高
等
教
育
へ
の
道
筋
を
開
い
て
い
た
が
、
Ⅰ
ラ
ウ
ン
 
 
 

八
二
年
の
着
任
以
来
、
上
地
・
建
築
物
の
整
備
か
ら
親
和
・
拙
技
 
 
 

改
訂
に
詰
る
ま
で
一
連
の
基
盤
の
整
備
を
行
う
。
こ
れ
は
マ
ウ
ン
 
 
 

 
 

 
 

カ
レ
ッ
ジ
を
モ
デ
ル
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
カ
レ
ッ
ジ
化
の
 
 
 

は
 他
の
宣
教
師
達
や
日
本
人
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
も
賛
意
を
得
て
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
ボ
ー
ド
は
よ
り
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
が
 日
本
か
 



書評と紹介 

西 

目 ロ l   
り
 、
ま
た
そ
こ
で
ハ
ウ
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
た
の
か
を
 
論
じ
て
 

い
る
。
ハ
ウ
は
一
八
八
七
年
に
来
日
す
る
が
、
ハ
ウ
の
解
釈
で
は
 
 
 

日
本
の
幼
稚
園
は
日
本
的
な
道
徳
的
教
育
と
身
体
的
訓
練
に
 
プ
 レ
  
 

0
 系
統
的
な
レ
ッ
ス
ン
や
遊
戯
を
結
び
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
に
 

対
し
て
ハ
ウ
は
一
八
八
九
年
に
 頒
栄
 幼
稚
園
と
保
母
伝
習
所
を
開
 訊
辞
 
し
て
 

厳
密
に
フ
レ
ー
ベ
ル
的
な
幼
稚
園
教
育
を
行
い
、
こ
れ
は
日
本
人
 
に
 好
意
 

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
が
国
家
 

 
 

切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
評
価
を
受
け
、
一
九
四
一
年
に
 
藍
 綬
褒
 

く
 。
こ
の
よ
う
な
貢
献
に
よ
っ
て
ハ
ウ
 は そ
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
 

を
 解
消
し
よ
う
し
、
ま
た
日
本
系
幼
稚
園
と
の
間
の
仲
立
ち
を
 
試
 

そ
ぐ
わ
な
い
と
し
て
抑
圧
さ
れ
る
中
で
、
直
接
の
規
制
こ
そ
逃
れ
 

け
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
 

が
 、
本
書
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
 

の
 キ
リ
ス
ト
教
幼
稚
園
も
変
質
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
 

紙
幅
の
問
題
も
あ
っ
て
各
論
文
の
大
筋
を
概
観
す
る
に
と
ど
ま
 

正
義
 に
 

章
 を
受
 

関
係
を
 

 
 

資
料
と
 

よ
う
な
 

る
 分
裂
 

 
 

っ
た
 

し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
宣
教
師
書
簡
自
体
に
史
料
と
し
て
の
価
値
 
と
 面
白
 

さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
現
場
の
宣
教
師
と
 
ボ
｜
  
 

間
の
意
見
の
食
い
違
い
、
日
本
に
い
る
宣
教
師
同
士
の
見
解
の
相
 
-
 
建
 と
い
 

っ
た
 、
多
様
な
ぶ
つ
か
り
合
い
と
変
容
の
過
程
を
、
引
用
さ
れ
て
 
Ⅱ
 
ト
る
 重
目
 

簡
か
ら
 蝉
 明
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
「
ボ
ー
ド
」
 

と
「
 日
 

 
 

本
 ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
ま
た
は
「
宣
教
師
」
と
「
日
本
人
」
と
い
う
 一
 見
分
か
 

 
 
 
 
 
  
 

り
や
す
い
 目
 式
の
背
後
に
多
様
か
つ
錯
綜
し
た
関
係
性
が
あ
っ
た
 
こ
と
、
 

そ
し
て
そ
れ
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
が
現
在
で
も
 
利
 
 
 

な
形
で
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
 
"
 



そ
も
そ
も
異
文
化
交
渉
の
研
究
は
、
明
解
な
図
式
を
最
初
か
ら
 
適
 用
す
 

も
の
で
は
な
く
個
別
事
例
に
お
け
る
複
雑
な
関
係
性
を
解
き
ほ
ぐ
 
す
こ
と
 

か
ら
始
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
本
書
の
各
論
文
の
 
取
り
組
 

み
は
建
設
的
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
本
書
の
強
み
 
と
す
る
 

個
別
事
例
の
研
究
に
対
し
て
、
分
析
理
論
の
整
備
や
時
代
思
潮
・
 

社
会
 背
 

景
 と
接
合
さ
せ
る
試
み
が
弱
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
も
し
れ
な
 
 
 

か
し
序
章
で
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
は
ま
ず
手
書
き
書
簡
の
 
解
読
・
 

分
析
と
い
う
困
難
な
作
業
か
ら
踏
み
出
さ
れ
た
最
初
の
一
歩
で
あ
 
る
 。
何
 

人
 か
の
論
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
は
更
な
る
研
究
へ
と
つ
 
な
が
っ
 

て
い
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
つ
な
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
巻
末
 
に
 詳
細
 

な
 文
献
リ
ス
ト
と
年
表
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
後
学
へ
の
 バ  
 

し
て
解
し
た
 

    
(5581 166 
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 評

と
 

重
目
 -
 

  
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
を
糾
合
し
、
あ
ら
た
め
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
 
環
境
に
 

関
 わ
る
生
き
方
を
問
い
な
お
す
と
い
う
狙
い
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
 
O
 ま
こ
 

と
に
時
宜
を
得
て
意
欲
的
な
企
画
で
あ
り
、
評
者
も
ぜ
ひ
全
巻
を
 
閲
読
し
 

た
 い
 が
 、
 ム
コ
回
は
本
書
の
み
精
読
し
て
書
評
の
責
を
果
た
し
た
い
 

 
 

ま
ず
本
書
の
構
成
を
紹
介
す
る
と
、
序
章
「
大
地
か
ら
神
へ
」
 

を
 鈴
木
 

五
票
 が
 担
当
し
て
本
書
全
体
の
主
題
を
解
説
し
た
あ
と
本
論
を
一
一
 

一
部
に
分
 

け
、
第
 I
 部
を
「
環
境
の
哲
学
」
、
 
第
 Ⅱ
部
を
「
聖
地
の
現
在
」
、
 
第
 Ⅲ
 部
 

を
 
「
生
業
と
世
界
観
」
と
し
て
計
八
章
を
各
執
筆
者
が
分
担
し
 

、
 巻
末
に
 

は
 
「
自
然
と
の
語
ら
い
」
と
題
し
た
総
合
討
論
を
掲
載
し
て
本
書
 

の
ま
と
 

め
と
し
て
い
る
。
 

鈴
木
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
 
第
 l
 部
で
は
自
然
環
境
を
ど
の
よ
う
に
 概
念
 

化
す
る
か
、
観
念
体
系
に
組
み
入
れ
て
き
た
か
が
問
わ
れ
る
。
 

l
 土
車
「
 
感
 

応
 す
る
大
地
」
で
は
身
体
と
地
形
と
生
命
力
を
一
体
化
し
た
中
国
 
古
来
の
 

風
水
思
想
、
 
2
 章
「
物
語
世
界
と
自
然
環
境
」
で
は
自
然
環
境
を
 
文
化
的
 

に
 解
釈
し
て
生
成
さ
れ
る
物
語
世
界
、
 

3
 章
「
環
境
 観
と
神
 観
念
 」
で
は
 

日
本
の
民
俗
神
に
つ
い
て
日
常
生
活
か
ら
 神
 観
念
へ
の
昇
華
が
 論
じ
 ろ
 

ね
 、
モ
ノ
 と
カ
こ
 と
神
の
動
態
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
 

第
 Ⅱ
部
で
 よ
 
@
 ロ
ー
 

力
 め
 で
小
さ
な
聖
地
が
現
在
ど
の
よ
う
な
変
化
の
な
か
に
あ
る
か
 
が
 問
わ
 

れ
る
。
 4
 章
「
 豊
 鏡
の
死
者
」
で
は
 南
 イ
ン
ド
の
カ
ー
 ヴ
宰
ル
 泰
 -
 、
 5
 

章
 
「
儀
礼
が
つ
く
る
環
境
世
界
」
で
は
バ
リ
島
の
伝
統
慣
習
と
 環
境
保
 

軍
 、
 6
 章
「
 祠
と
 水
と
人
」
で
は
中
国
雲
南
省
の
山
間
少
数
民
族
 
 
 

小
 リ
ズ
ム
と
環
境
 
観
 が
そ
れ
ぞ
れ
論
考
さ
れ
、
森
や
河
川
、
山
と
 
海
な
ど
 

乞
核
 に
し
た
聖
地
と
そ
の
世
界
観
が
開
発
や
政
治
に
巻
き
込
ま
れ
 
て
い
く
 

諸
相
に
言
及
す
る
。
 
第
 Ⅲ
部
で
は
生
業
の
違
い
が
宗
教
に
ど
の
よ
 
う
 な
 差
 

異
や
多
様
性
を
生
み
出
す
か
と
い
う
 観
 占
か
ら
、
 
7
 章
「
生
き
 
て
い
る
 

出
 、
死
ん
だ
 山
 」
で
高
度
差
利
用
の
牧
畜
と
農
業
を
宮
む
ア
ン
デ
 ス
と
 8
 

章
 
「
ト
ナ
カ
イ
と
生
き
る
」
で
ト
ナ
カ
イ
遊
牧
民
が
生
き
る
極
北
 

 
 

い
 環
境
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
復
権
や
文
 
 
 

ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
へ
の
接
合
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
現
代
的
読
み
替
え
 
な
ど
が
 

指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
人
間
の
生
き
方
を
 
考
え
さ
 

せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
鈴
木
の
舌
口
を
引
用
す
れ
ば
 

、
「
論
考
 

は
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
的
で
あ
る
が
、
地
域
と
主
題
を
越
え
た
共
通
 
性
 が
あ
 

る
 。
そ
れ
は
語
り
か
け
て
く
る
自
 然
 と
い
う
立
場
に
立
っ
て
 
、
人
 間
 の
あ
 

り
 方
を
間
 ぅ
視
 占
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
る
」
一
本
書
二
六
頁
）
 

と
い
う
。
 

こ
の
「
語
り
か
け
て
く
る
自
然
」
と
い
う
 

キ
 イ
ワ
ー
ド
が
、
本
書
 
な
 っ
 

ら
 ぬ
く
視
座
と
い
っ
て
よ
い
。
鈴
木
は
 

、
 先
の
引
用
に
続
け
て
 
序
 章
か
 り
 払
冊
 

考
を
次
の
文
章
で
結
ん
で
い
ろ
。
 

白
沫
環
境
と
い
う
概
念
に
は
、
人
間
の
自
然
へ
の
は
た
ら
き
か
け
 
 
 

い
う
西
欧
的
な
清
拭
の
前
提
が
内
蔵
さ
れ
、
批
判
的
に
み
て
い
く
 
 
 

要
 が
あ
る
。
「
 じ
 ね
ん
」
と
い
う
日
本
的
な
自
然
の
と
ら
え
方
へ
  
 

佳
日
 は
 、
こ
う
し
た
見
方
を
転
換
す
る
方
向
性
を
模
索
す
る
試
み
 
 
 

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宗
教
と
い
う
概
念
も
ま
た
、
自
炊
の
と
ら
え
 
万
 

を
つ
う
じ
て
再
考
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
う
し
た
 
課
 程
 

を
 介
し
て
、
物
事
を
二
元
的
に
見
て
対
象
化
し
、
硬
直
し
た
思
考
 
 
 

傾
き
が
ち
な
人
間
の
傲
慢
き
を
矯
正
す
る
発
想
を
掘
り
起
こ
し
て
 
 
 

た
い
と
考
え
る
一
本
書
二
六
 
｜
 ニ
セ
 頁
 ）
。
 

 
 

こ
の
文
章
が
、
鈴
木
の
展
開
す
る
序
章
で
の
批
判
的
論
考
の
結
 論
 で
あ
 

 
 

り
 、
本
書
の
企
画
に
籠
め
ら
れ
た
提
言
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
 

以
 下
 こ
の
 

批
判
と
提
言
を
評
価
し
つ
つ
、
蛇
足
な
が
ら
い
さ
さ
か
評
者
の
思
 

 
 

ろ
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
 



本
書
が
「
自
然
環
境
と
宗
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
主
に
文
化
人
頭
 
字
の
 

立
場
か
ら
と
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
ほ
 ほ 察
し
が
っ
く
こ
と
だ
 
が
、
そ
 

の
 特
色
は
、
「
大
地
と
神
々
の
共
生
�
ﾆ
い
う
書
名
が
端
的
に
示
 
す
 よ
 う
 

 
 

に
ど
う
 

取
り
組
む
か
を
大
上
段
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
 
大
 地
 に
根
 

ざ
す
 ロ
ー
 ヵ
か
 
な
土
着
文
化
が
所
与
の
自
然
環
境
と
共
生
す
る
さ
 
ま
ざ
ま
 

な
 仕
組
み
を
中
ら
か
に
し
て
、
そ
こ
に
宗
教
以
前
の
宗
教
と
も
い
 
う
べ
き
 

コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
病
め
る
現
代
文
明
の
 

。
ハ
ラ
 
ダ
 

イ
ム
変
換
を
も
た
ら
す
契
機
を
見
出
だ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
 
る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
企
画
と
論
法
は
、
学
界
と
宗
教
界
と
を
 
問
  
 

現
代
の
環
境
問
題
に
対
処
す
べ
き
宗
教
文
化
の
可
能
性
を
検
討
す
 
る
 場
合
 

に
、
 近
ご
ろ
ほ
 ほ
 等
し
く
着
ら
れ
る
動
向
で
あ
る
。
 

評
者
の
狭
い
知
見
の
な
か
で
二
、
三
紹
介
し
て
み
る
と
、
た
と
え
 
ば
去
 

る
 
一
九
九
二
年
に
開
催
き
れ
た
リ
オ
・
サ
ミ
ッ
ト
国
連
環
境
会
議
 

に
 同
時
 

開
催
さ
れ
た
 
N
G
O
 
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
ダ
ラ
 

イ
 
・
 ラ
 

7
 や
 力
 
マ
ラ
神
父
な
ど
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
 

、
ユ
 ダ
ヤ
 教
 

%
 高
僧
や
神
学
者
に
交
じ
っ
て
ブ
ラ
ジ
ル
先
住
民
の
呪
術
師
が
会
 
議
 に
同
 

序
 し
て
精
霊
と
の
霊
的
交
流
を
語
る
と
い
う
場
面
が
あ
っ
て
 
、
禾
 闘
文
明
 

の
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
世
界
に
先
進
文
明
の
宗
教
者
た
ち
が
耳
を
傾
け
る
 
 
 

画
期
的
な
情
景
に
立
ち
合
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
以
来
、
 

何
度
か
 

出
席
し
た
国
際
的
な
環
境
問
題
に
関
す
る
諸
宗
教
会
議
や
ハ
ー
ヴ
 
 
 

大
学
世
界
宗
教
セ
ン
タ
ー
主
催
の
「
世
界
観
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
」
 

研
 究
 会
議
 

な
ど
で
も
、
ヒ
ン
ズ
ー
 
教
 、
ジ
ャ
イ
ナ
 
教
 、
仏
教
、
道
教
、
儒
教
 、
神
道
 

な
ど
の
非
西
欧
的
宗
教
と
同
格
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
世
界
各
 
地
 の
 先
 

住
民
宗
教
の
自
然
環
境
へ
の
関
わ
り
方
が
任
目
さ
れ
評
価
さ
れ
る
 
動
向
を
 

着
 る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
 

当
嫉
 
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
 
う
 し
た
 口
 

 
 

１
ヵ
ル
な
先
住
民
宗
教
の
学
術
的
研
究
は
、
ほ
ぼ
現
地
調
査
の
参
 
与
 観
察
 

蝸
 

を
積
み
重
ね
た
人
類
学
者
た
ち
の
研
究
成
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
 か
ら
こ
 

 
 
 
 

そ
 、
本
書
の
よ
う
な
企
画
と
そ
の
内
容
も
、
こ
う
し
た
近
来
の
動
 
 
 

く
 呼
応
し
た
業
績
の
ひ
と
つ
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

だ
が
、
他
の
類
書
と
同
じ
よ
う
に
本
書
を
通
読
し
て
、
や
は
り
 一
  
 

不
安
を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
編
集
の
鈴
木
が
 
い
 ，
 
9
 ，
「
五
町
 

り
か
け
て
く
る
自
炊
」
と
い
う
繊
細
で
ナ
イ
ー
 
ヴ
 な
カ
ミ
観
念
が
 
 
 

淳
猛
で
 圧
倒
的
な
科
学
技
術
文
明
の
席
巻
に
ど
こ
ま
で
耐
え
得
る
 
か
、
果
 

た
し
て
そ
の
怒
濤
の
波
を
し
な
や
か
に
受
け
流
し
て
、
し
た
た
か
 
 
 

と
の
共
生
を
守
り
ぬ
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
実
践
的
な
 
不
安
で
 

あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
章
が
と
り
あ
げ
た
事
例
の
 
ロ
｜
  
 

ア
ニ
ミ
ズ
ム
文
化
に
都
市
化
や
市
場
経
済
化
が
忍
び
寄
り
、
あ
る
 
 
 

れ
が
大
伝
統
の
布
教
に
さ
ら
さ
れ
て
変
質
す
る
実
態
に
も
言
及
が
 
あ
る
よ
 

う
 に
、
そ
の
し
た
た
か
な
耐
久
力
が
果
た
し
て
最
後
の
勝
利
を
勝
 
ち
と
る
 

の
か
と
い
う
不
安
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
勝
利
に
は
、
今
後
 
ま
す
ま
 

す
 文
明
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
な
か
で
、
や
は
り
世
界
の
大
仏
 
統
 に
属
 

す
る
諸
宗
教
じ
た
 
い
 が
「
大
地
と
の
共
生
」
を
め
ざ
す
徹
底
し
た
 パラ
ダ
 

イ
ム
変
換
を
果
た
す
こ
と
も
・
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
 

世
界
 

の
 教
団
宗
教
が
ま
ず
互
い
に
排
他
的
な
自
己
絶
対
化
を
戒
め
合
っ
 
て
、
多
 

元
主
義
的
な
共
存
と
相
互
理
解
と
い
う
成
熟
し
た
寛
容
の
態
度
を
 
持
す
る
 

こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
に
は
、
た
と
 
え
ば
キ
 

リ
ス
ト
放
神
学
で
の
大
胆
な
発
想
と
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
 
ド
 
・
 L
.
 
ミ
ラ
ー
 

が
 
一
九
八
一
年
に
公
刊
し
た
「
新
多
神
教
 

%
 理
一
邦
訳
名
「
甦
る
 神
々
」
 

一
九
九
一
年
 -
 
の
な
か
で
喝
破
す
る
よ
う
に
「
宗
教
と
は
、
物
語
 
に
よ
っ
 



書評と紹介 

で、 

本 
圭一日 

  
痛 
  
啓 
発 
  
  
  

次第 

  
あ 

る 。 

て
 小
を
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
」
 

-
 邦
訳
八
七
頁
て
し
か
 も
 
「
 
多
 

神
論
は
 、
あ
る
種
の
 
一
 神
論
を
包
含
 し
 」
 -
 
同
五
四
頁
 -
 「
 一
 神
論
 的
 神
学
 

は
 、
基
盤
に
お
い
て
は
常
に
多
神
論
的
で
あ
っ
た
」
一
同
一
四
四
 
真
一
 と
 

論
究
す
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
あ
る
。
 

終
わ
り
に
、
本
書
の
巻
末
に
執
筆
者
を
中
心
に
し
た
総
合
討
論
「
 
白
状
 

と
の
語
ら
い
」
が
そ
の
副
題
を
「
ロ
ー
カ
ル
と
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
 の
は
ざ
 

ま
 」
と
し
て
い
る
の
に
関
連
し
た
私
見
を
加
え
て
み
た
 

執
筆
者
た
ち
が
各
章
で
 
棲
 々
語
っ
て
い
る
ロ
ー
カ
ル
な
 
自
殊
 と
の
 巧
ま
 

ざ
る
共
生
が
押
し
寄
せ
る
文
明
化
の
下
で
も
し
た
た
か
に
 
保
続
さ
 れ
る
に
 

は
 、
や
は
り
そ
の
担
い
手
の
住
民
た
ち
が
そ
の
価
値
を
自
覚
し
て
 
そ
れ
を
 

彼
ら
の
自
負
に
同
一
化
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
 ロ  
 

な
 大
地
と
の
共
生
を
ロ
ー
カ
ル
な
言
語
体
系
や
物
語
世
界
と
と
も
 に 住
民
 

た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
証
す
る
宿
命
的
な
（
文
化
）
 と
み
な
 

し
 、
こ
れ
に
対
し
て
外
部
か
ら
否
応
な
く
押
し
寄
せ
る
グ
ロ
ー
バ
 
 
 

諸
相
を
生
活
技
術
上
の
単
な
る
（
文
明
）
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
 き
る
と
 

す
れ
ば
、
今
後
ま
す
ま
す
地
域
間
の
情
報
交
換
や
交
流
が
高
ま
る
 
 
 

八
 文
明
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
）
を
逆
手
に
と
っ
た
（
文
化
の
国
際
化
   

イ
ン
タ
ー
・
ロ
ー
カ
ル
化
Ⅴ
が
進
む
な
か
で
、
却
っ
て
個
性
ゆ
た
 
 
 

充
文
化
と
し
て
貴
重
な
大
地
と
の
共
生
と
い
う
伝
統
が
生
き
長
ら
 
 
 

で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

か
く
い
う
評
者
も
ま
た
地
方
中
山
間
地
の
住
民
と
し
て
、
土
地
の
 
風
土
 

と
 
一
体
の
文
化
を
い
か
に
継
承
す
る
か
に
腐
心
す
る
一
人
で
も
  
 

    



鶴
岡
 
賀
雄
 

本
書
は
「
宗
教
経
験
の
哲
学
 ｜
 浄土
教
世
界
の
解
明
」
 

-
 
創
立
 社
、
 

一
九
九
二
年
一
に
続
く
、
著
者
二
冊
目
の
単
 

箸
 で
あ
る
。
京
都
大
 
学
 に
提
 

出
さ
れ
た
博
士
論
文
が
基
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
二
冊
目
の
著
 
書
 で
あ
 

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
書
は
前
著
よ
り
「
あ
る
意
味
で
一
歩
 
退
  
 

こ
ろ
」
に
立
つ
も
の
だ
と
い
う
 

写
 あ
と
が
き
」
 
二
 二
八
頁
㍉
 
ど
 ，
つ
い
，
 

つ
 

意
味
で
だ
ろ
う
か
。
 
前
著
が
 日
指
し
、
ま
た
優
れ
た
か
た
ち
で
 達
  
 

こ
と
は
、
浄
土
教
の
宗
教
世
界
を
、
「
宗
教
哲
学
」
と
い
う
現
代
 
 
 

か
た
ち
に
お
い
て
思
考
 
し
、
 語
り
直
し
、
つ
ま
り
「
解
明
」
し
よ
 う
と
す
 

る
こ
と
だ
っ
た
、
と
お
お
よ
そ
は
舌
口
え
よ
う
。
し
か
る
に
本
書
は
 

、
そ
う
 

し
た
営
為
の
更
に
手
前
に
あ
る
問
題
に
、
著
者
が
そ
れ
と
し
て
 
直
 面
し
取
 

0
 組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
の
自
覚
を
新
た
に
得
た
と
こ
ろ
 
か
ら
 考
 

 
 

ぇ
 ら
れ
、
著
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
「
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
 

問
題
が
 

そ
れ
で
あ
る
。
 
三
 れ
は
、
前
著
に
お
い
て
も
常
に
舌
口
 
及
 さ
れ
て
  
 

題
 で
あ
る
。
 
一
 

「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
索
」
と
い
う
一
見
 

暖
味
 な
表
題
が
、
こ
の
間
 題
意
 

識
 を
す
で
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
言
い
方
に
は
、
本
書
が
 ニヒ
  
 

  

創
立
桂
一
九
九
九
年
一
二
月
五
日
刊
 

A
5
 判
二
四
一
十
二
一
頁
五
五
 0
0
 
円
 

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
索
」
 

菊
多
雅
子
 著
 



  

 
 

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
思
索
で
あ
る
と
と
も
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
 

が
 
忠
 
系
 
@
 

す
る
思
索
で
あ
る
、
と
の
含
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
著
者
 

が
 
浄
土
 

数
等
の
宗
教
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
出
現
以
前
の
 

 
 

｜
は
 
つ
い
て
思
索
す
る
、
そ
の
思
索
自
体
が
既
に
深
く
ニ
ヒ
リ
ズ
 

ム
に
浸
 

透
 
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
の
自
覚
が
本
書
の
思
索
を
貫
い
て
い
て
 

、
か
く
 

て
 
本
書
に
展
開
さ
れ
る
思
索
は
 

、
 
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
思
索
す
る
思
索
 

な
の
で
 

あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
思
索
と
し
て
の
み
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
 

本
 
来
 
的
に
 

思
索
さ
れ
う
る
、
と
著
者
は
考
え
て
い
る
。
 

  

で
あ
る
 
覚
悟
す
 

ま
 
@
 

ヒ
リ
ズ
 
つ
も
、
 

、
ニ
 

 
 

来
な
い
、
と
の
根
本
的
立
場
な
い
し
主
張
か
ら
つ
む
ぎ
出
さ
れ
て
 

い
る
。
 

「
出
来
な
い
」
こ
と
の
こ
の
自
認
、
こ
の
一
種
の
無
能
の
上
口
 

目
と
 
自
覚
に
 

発
す
る
思
索
は
、
し
か
し
、
自
ら
の
無
能
を
自
覚
し
て
も
、
そ
こ
 

で
 
停
止
 

す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
は
そ
う
し
た
タ
イ
プ
の
無
能
の
自
 

覚
 
で
あ
 

る
 
。
そ
の
と
き
思
索
は
、
無
能
で
あ
る
こ
と
自
体
へ
の
 

執
 
概
な
 
反
 
省
 
を
含
 

む
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
、
著
者
の
強
靭
な
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
 

思
 
索
 
」
 
が
 

展
開
す
る
。
こ
の
一
見
奇
妙
な
自
覚
と
思
索
は
、
し
か
し
お
そ
ら
 

 
 

著
者
が
自
覚
的
に
受
け
継
が
ん
と
す
る
浄
土
教
の
思
考
 

浅
め
、
現
 

 
 

的
 ・
社
会
的
状
況
下
に
お
け
る
捉
え
直
し
で
も
あ
る
。
「
凡
夫
の
 

自
覚
」
 

の
 
現
代
版
と
も
舌
口
え
よ
う
。
そ
し
て
、
法
然
や
親
鸞
の
浄
土
教
 

思
 
想
が
、
 

当
時
の
い
わ
ゆ
る
聖
道
門
と
の
対
比
、
対
決
の
中
で
構
築
さ
れ
 
深
 化
さ
れ
 

 
  

 

て
い
っ
た
の
と
類
比
的
に
、
現
代
の
著
者
は
、
ニ
ー
チ
ェ
、
西
谷
 
啓
 治
、
 

 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ら
を
 
王
 た
る
対
決
の
対
象
と
し
て
思
索
す
る
。
 

彼
 ら
の
 思
 

 
 
 
 

想
が
 、
や
は
り
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
設
定
か
ら
出
発
し
っ
 
つ
 、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
や
り
万
で
、
こ
れ
を
超
克
な
り
脱
却
す
る
こ
と
、
し
た
こ
 
と
を
 標
 

傍
 す
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
、
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
超
克
の
可
能
 
性
 自
体
 

を
 否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
仕
方
で
の
超
克
は
「
 
我
 々

」
に
 

は
で
き
な
い
と
の
自
覚
、
な
い
し
そ
う
判
断
す
る
地
点
に
あ
く
ま
 
で
 留
ま
 

る
 。
 
@
 
の
と
き
の
「
我
々
」
の
指
示
対
象
が
、
著
者
自
身
な
の
 か
、
著
 

述
 上
の
形
式
主
語
な
の
か
、
現
代
人
全
般
を
指
す
の
か
、
本
書
中
 
で
と
 き
 

に
陵
 昧
 に
な
る
よ
う
に
も
思
う
が
ご
こ
う
し
て
、
い
わ
ゆ
る
 京
 都
 学
派
 

の
 思
想
伝
統
の
た
だ
中
で
そ
の
伝
統
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
 

あ
 る
 意
味
 

で
 引
き
継
ぎ
、
ま
た
担
い
つ
つ
、
か
つ
一
面
で
は
浄
土
教
的
思
想
 
の
 現
代
 

的
 可
能
性
を
模
索
す
る
も
の
と
し
て
、
著
者
の
思
索
は
練
り
上
げ
 
ら
れ
て
 

 
 

こ
う
し
た
ス
タ
ン
ス
は
本
書
を
本
質
的
に
難
解
な
も
の
に
し
て
  
 

が
 、
し
か
し
こ
の
「
思
索
の
境
 位
 」
の
提
出
こ
そ
が
、
根
本
的
な
 意
味
で
 

本
書
の
テ
ー
ゼ
で
あ
ろ
う
。
構
成
上
も
、
こ
の
「
 
境
位
 」
の
深
刻
 
さ
と
 あ
 

る
 意
味
で
の
不
可
避
性
が
、
さ
ま
ざ
ま
角
度
か
ら
暗
射
さ
れ
、
 

明
 確
 化
さ
 

れ
る
べ
く
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
 
木
 書
 特
有
 

の
 
「
 境
位
 」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
構
成
に
沿
い
な
が
ら
、
お
お
 
ま
か
な
 

内
容
紹
介
を
試
み
た
い
。
た
だ
し
予
め
述
べ
て
お
く
が
、
本
章
で
 
論
究
さ
 

れ
 検
討
さ
れ
る
題
材
は
、
諸
種
の
仏
典
か
ら
 近 現
代
の
哲
学
者
  
 

ト
、
 
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
マ
ル
セ
ル
、
西
谷
、
ハ
イ
 
デ
ッ
ガ
 

%
 

ガ
 ダ
 
7
 目
等
々
に
及
び
、
か
つ
そ
の
論
じ
方
、
読
み
 万
は
、
 



書評と 

第
一
部
は
 
、
二
 ヒ
リ
ズ
ム
の
思
索
の
境
 位
 に
向
け
て
」
と
題
さ
 
ね
 、
 

本
書
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
間
 ぅ
 問
い
の
「
 境
位
 」
が
提
示
さ
れ
る
。
 
第
一
章
 

「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
問
い
万
」
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
を
受
け
つ
つ
、
 

ニ
 ヒ
リ
ズ
 

ム
が
 西
洋
の
歴
史
の
必
 
鋲
 で
あ
っ
て
、
こ
の
歴
史
の
而
れ
が
と
り
 

わ
け
 二
 

十
世
紀
に
な
っ
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
進
行
さ
せ
て
い
る
、
と
の
根
本
 
主
張
が
 

提
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
進
行
」
と
は
、
単
に
程
度
の
問
題
で
は
 
力
く
よ
、
 

質
の
上
の
、
あ
る
い
は
構
造
上
の
新
た
な
段
階
の
発
生
を
意
味
す
 
る
 。
 こ
 

れ
を
著
者
は
「
進
行
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
よ
び
、
そ
の
内
実
が
 
本
書
 全
 

体
を
通
じ
て
様
々
に
 
問
明
 さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
第
二
章
「
 西谷
 啓
 

治
の
空
の
立
場
」
は
 
、
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
自
ら
の
哲
学
形
成
の
出
発
 

点
 に
据
 

え
た
西
谷
宮
治
が
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
同
様
、
「
 ニ
ヒ
リ
 

ズ
ム
の
超
克
」
を
目
指
し
、
ま
た
哲
学
的
に
こ
れ
を
達
成
し
た
と
 
さ
れ
る
 

西
谷
の
「
空
の
立
場
」
に
、
著
者
は
し
か
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
 
超
 人
 」
 思
 

著
者
の
問
題
設
定
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
の
思
想
の
核
 
心
 に
踏
 

み
 込
ん
で
言
わ
ば
渡
り
合
う
も
の
で
あ
っ
て
 、 彼
ら
の
思
想
の
「
 
研
究
」
 

で
は
 な
い
。
 
-
 
そ
れ
故
に
ま
た
、
各
経
典
や
思
想
家
に
対
す
る
、
 

い
さ
さ
 

か
 断
定
的
に
響
く
著
者
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
異
論
の
出
る
余
地
 
も
あ
ろ
 

ぅ
 ご
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
な
ほ
ど
に
、
著
者
は
こ
れ
ら
の
 哲
 学
者
を
 

読
み
込
ん
で
い
る
。
対
し
て
評
者
は
、
論
及
さ
れ
る
素
材
に
つ
い
 
て
ご
く
 

浅
薄
な
知
識
し
か
も
た
ず
、
本
書
の
入
念
な
議
論
を
正
当
に
評
価
 
す
る
こ
 

と
は
到
底
で
き
な
い
。
以
下
は
 

、
 与
え
ら
れ
た
機
会
を
奇
貨
と
し
 て 著
者
 

の
 思
索
の
高
み
と
深
み
と
を
望
み
見
る
べ
く
、
非
力
を
省
み
ず
に
 
よ
小
重
目
 

の
 

内
容
に
立
ち
入
ろ
う
と
し
た
、
一
応
の
報
上
ロ
メ
モ
の
如
き
も
の
で
 

あ
る
。
 

こ
の
評
者
の
「
無
能
の
上
口
 白
 」
は
本
書
評
の
大
前
提
で
あ
る
。
 

想
 に
対
す
る
の
と
同
様
の
言
葉
単
な
る
批
判
で
は
な
い
 

を
 投
げ
 

つ
け
る
。
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
克
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
 

ニ
  
 

 
 

ム
を
 追
い
越
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
う
す
る
こ
と
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
 
勝
利
の
 

凱
歌
を
挙
げ
て
、
そ
の
凱
歌
を
は
る
か
な
高
山
の
頂
で
一
人
 
楽
し
 む
 孤
高
 

%
 超
人
と
な
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
 

-
 
中
略
 -
 だ
が
、
我
々
の
 
一
 
 
 

彼
ら
に
よ
っ
て
追
い
越
さ
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
彼
ら
に
よ
 
っ
て
 置
 

き
 去
り
に
さ
れ
た
現
実
の
人
間
達
が
い
て
、
ま
た
追
い
越
さ
れ
た
 ニ
ヒ
リ
 

ズ
ム
 
の
中
に
い
る
我
々
自
身
が
、
最
初
か
ら
既
に
置
き
去
り
に
さ
 
 
 

間
遠
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
追
い
越
さ
れ
た
 ニ
  
 

ム
は
 、
そ
れ
自
身
を
広
く
深
く
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
置
 い
て
き
 

ぼ
り
に
さ
れ
た
こ
と
に
復
讐
す
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
は
 
、
そ
 の
 進
行
 

を
 阻
止
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
超
克
さ
れ
 
る
べ
き
 

も
の
と
い
う
相
を
も
つ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
超
克
さ
れ
る
こ
と
に
お
 
 
 

決
着
の
つ
い
た
問
題
と
し
て
そ
れ
以
降
忘
れ
去
ら
れ
る
。
進
行
と
 
忘
却
が
 

手
を
携
え
て
、
我
々
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
静
か
に
密
か
に
重
く
す
る
 
。
」
 -
 
七
 

八
頁
。
傍
点
原
文
。
以
下
同
様
。
 
-
 こ
の
一
節
 は
 、
著
者
が
 
ニ
ヒ
  
 

 
 

ム
を
 問
題
に
す
る
と
き
の
視
点
を
典
型
的
に
語
っ
て
い
る
。
こ
の
 
立
場
、
 

境
位
 
に
あ
る
者
を
著
者
は
、
卑
下
す
る
如
く
に
「
惰
弱
な
思
索
 %@
 
」
 一
セ
 

四
頁
）
等
と
呼
ぶ
が
、
し
か
し
こ
れ
が
著
者
の
、
あ
る
い
は
本
室
 

日
の
提
出
 

す
る
 強
列
 な
自
己
主
張
で
あ
り
、
問
題
提
起
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
 
は
 
「
 
如
 

何
な
る
人
間
の
能
力
に
関
わ
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
 
人
間
 存
 

在
 の
 境
 位
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
」
 
-
 
七
五
頁
 一
 

 
 

そ
こ
で
著
者
は
次
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
向
か
う
 -
 
第
三
章
「
 
ハ
 
 
 

ッ
ガ
 
ー
の
始
源
へ
の
遡
行
 
し
 。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
 
 
 

わ
け
歴
史
性
に
 
拾
 い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
存
在
歴
史
的
」
に
思
索
し
 

た
か
ら
 



で
あ
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
歴
史
的
超
克
で
は
な
く
、
一
二
 

ヒ
リ
  
 

い
う
窮
境
の
衝
迫
に
付
き
従
い
、
そ
の
窮
境
が
我
々
を
ど
こ
か
へ
 

と
 置
き
 

移
す
の
を
忠
実
に
待
つ
こ
と
」
一
九
頁
 

一
 を
自
ら
の
為
す
べ
き
こ
  
 

た
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
こ
の
態
度
に
共
感
す
る
が
、
し
か
し
 ハ  
 

ガ
 ー
が
そ
の
到
来
を
待
つ
「
別
の
始
源
」
の
内
容
が
、
ギ
リ
シ
ア
 
的
伝
統
 

に
た
つ
西
欧
人
の
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
、
著
者
は
こ
れ
を
そ
の
ま
 
ま
 受
け
 

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
著
者
は
、
第
二
部
一
始
源
的
な
 
思
索
に
 

向
け
て
」
に
お
い
て
、
自
ら
に
よ
り
近
し
い
伝
統
と
し
て
の
仏
教
 に
 目
を
 

向
け
る
。
こ
の
伝
統
を
遡
る
こ
と
で
、
「
我
々
」
が
「
問
い
 

索
め
 る
 」
 べ
 

き
 別
の
始
源
の
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
 -
 
但
し
こ
れ
 は
 
「
 西
 

洋
 に
代
わ
る
東
洋
 

-
 
日
本
 こ
 
と
い
っ
た
発
想
に
乗
る
も
の
で
は
 
 
 

具
体
的
に
は
、
第
二
部
第
一
章
、
第
二
章
に
お
い
て
、
大
乗
経
由
 

 
 

史
学
的
に
は
釈
尊
の
直
読
で
は
あ
り
え
が
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
 
仏
 説
 と
し
 

て
 形
成
さ
れ
た
 

0
 期
三
亜
 
@
 

論
や
ガ
ダ
マ
１
 
の
解
釈
学
と
対
比
し
つ
っ
検
討
さ
れ
る
。
詳
し
い
 

 
 

出
来
な
い
が
、
第
二
部
第
一
章
「
大
乗
経
典
制
作
と
解
釈
学
」
で
 
 
 

乗
 経
典
の
言
葉
が
そ
の
言
葉
自
体
の
否
定
を
求
め
る
言
葉
で
あ
 り
 、
「
 自
 

己
 否
定
に
よ
っ
て
成
就
す
る
運
動
」
 

-
 
八
五
頁
）
で
あ
る
こ
と
、
 

そ
し
て
 

仏
教
経
典
は
予
め
解
釈
の
次
元
を
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
た
め
 
、
原
典
 

と
そ
の
解
釈
は
必
ず
し
も
分
離
さ
れ
ず
、
新
た
な
原
典
 -
 経
巴
 
を
 産
出
 

す
る
と
い
う
仕
方
で
の
解
釈
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
仏
説
」
 

と
し
て
 

の
 大
乗
経
典
を
生
ん
だ
、
と
の
テ
ー
ゼ
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
 た
 第
二
 

章
 
「
伝
統
を
創
出
す
る
視
点
」
で
は
、
大
乗
経
典
の
制
作
者
た
ち
 

が
 自
ら
 

と
 釈
尊
の
境
位
を
同
一
視
で
き
、
釈
尊
も
ま
た
自
ら
の
教
え
を
 
紐
 
 
 

存
続
す
る
「
古
道
」
と
同
定
し
て
い
る
事
態
を
「
伝
統
の
創
出
」
 

 
 

言
葉
で
王
悪
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
 

 
 

 
 

と
し
て
、
そ
こ
で
見
出
さ
れ
る
宗
教
的
真
理
が
「
私
」
の
個
人
性
 
と
は
 血
 

Ⅳ
 

縁
の
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
「
私
」
と
い
う
自
己
を
捨
て
 
た
と
こ
 

 
 
 
 

ろ
で
こ
そ
把
握
さ
れ
る
宗
教
の
普
遍
的
真
理
は
つ
ね
に
「
我
々
」
 

が
 見
出
 

す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
真
理
に
 

於
 い
て
「
私
」
は
 
「
我
々
」
 

と
な
る
」
 

三
 

一
五
頁
一
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
い
ず
れ
の
こ
 

 
 

も
 、
現
代
の
「
進
行
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
中
で
は
、
も
は
や
 
不
 可
能
で
 

は
な
い
か
、
と
著
者
は
舌
口
 ぅ
 。
自
ら
の
理
解
を
釈
尊
の
そ
れ
と
 同
 
一
 視
す
 

る
こ
と
、
自
ら
の
理
解
を
一
挙
に
普
遍
的
真
理
と
み
な
す
こ
と
は
 
、
現
代
 

で
は
「
 据
傲
 」
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
進
行
し
た
 ニ
  
 

ム
 
の
中
で
成
立
可
能
な
「
我
々
」
は
、
「
真
理
を
把
握
す
る
「
 
我
 々

」
で
 

ほ
 な
く
、
真
理
を
憧
 惧
 す
る
「
我
々
」
で
あ
る
」
 

-
 一
二
七
頁
 一
 。
 こ
の
 @
 
日
 

い
 万
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
け
を
持
っ
も
の
で
は
な
い
 
 
 

は
 
「
究
極
的
真
理
把
握
の
で
き
な
い
愚
者
の
共
同
体
」
 

二
 
二
九
 直
一
で
 

は
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
こ
に
「
愚
者
の
伝
統
を
創
出
す
る
可
能
性
 
が
 存
す
 

る
 。
真
理
把
握
に
お
い
て
 

一
 我
々
を
し
古
人
と
同
定
す
る
の
で
は
 
 
 

真
理
把
握
の
不
可
能
性
の
覚
 仙
 に
お
い
て
古
人
と
同
定
す
る
道
が
 

、
そ
こ
 

に
 残
さ
れ
て
い
る
。
」
 

-
 
同
所
。
 
-
U
 

内
は
評
者
。
以
下
同
様
。
 
一
 

続
く
第
三
章
「
死
後
の
他
界
の
観
念
」
で
は
、
こ
の
観
念
が
 
、
物
 理
的
 

空
間
に
お
け
る
意
味
で
は
な
い
「
方
向
」
と
し
て
思
考
可
能
で
  
 

か
 、
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
方
向
」
は
 、
第
 一
二
早
 め
 

「
我
々
」
と
と
も
に
、
「
自
己
の
内
に
あ
っ
て
自
己
な
ら
ざ
る
も
 

の
 」
で
 

あ
り
、
「
同
時
に
、
ま
さ
し
く
こ
れ
こ
そ
「
自
己
」
で
あ
る
」
 -
 一
五
五
 

頁
 ㍉
か
く
て
、
続
く
第
三
部
「
自
己
の
思
索
に
向
け
て
」
で
 
は
 、
「
 自
 

己
 」
の
始
源
が
問
い
 
崇
 め
ら
れ
る
べ
き
手
順
と
な
る
。
 



胡
介
 

 
 

書
評
 第

三
部
第
一
章
「
近
代
の
自
己
の
変
容
」
で
は
、
西
欧
近
代
の
 ぃ  
 

る
 
「
近
代
的
自
己
」
の
存
立
状
況
、
そ
し
て
そ
れ
が
一
二
ヒ
リ
ズ
 

ム
 の
 進
 

行
 」
に
と
も
な
っ
て
解
体
さ
れ
て
い
く
事
情
が
 、キ
ェ
ル
ケ
ゴ
｜
 
 
 

ロ
イ
ト
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
目
 
リ
ク
ー
ル
ら
の
所
論
を
検
討
し
つ
つ
 

 
 

る
 。
こ
れ
は
、
 
著
 考
の
言
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
進
行
の
過
程
に
他
 な
 ら
ず
、
 

そ
の
行
き
着
い
た
先
が
、
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
、
つ
ま
り
は
  
 

「
深
み
」
の
完
全
な
喪
失
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
 

世
 弄
 は
 、
 

無
機
的
宇
宙
に
お
け
る
神
の
不
在
ス
ス
カ
ル
の
 
察
 如
し
た
科
学
 的
 世
界
 

像
の
帰
結
 -
 と
 、
内
面
的
自
己
に
お
け
る
神
の
隠
れ
 -
 キ
エ
 ル
 ケ
  
 

の
 内
面
陸
に
お
け
る
 
神
 希
求
の
帰
着
 占
 じ
と
い
う
、
二
重
の
神
 喪
 矢
 を
背
 

負
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
 

-
 一
八
四
頁
 -
 。
そ
う
し
た
世
界
は
 
、
そ
 -
 -
 で
 絶
対
 

他
者
に
出
会
え
る
ほ
ど
に
「
充
分
深
い
の
か
」
二
九
三
頁
 -
 、
 と
 著
者
は
 

否
定
的
に
問
う
。
こ
の
事
態
が
、
第
二
章
「
世
界
像
と
リ
ア
リ
テ
 
ィ
 」
で
 

は
 、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
語
を
軸
に
更
に
論
究
さ
れ
る
。
こ
の
 
車
  
 

ず
 、
著
者
の
論
述
の
含
意
や
論
理
を
評
者
が
ど
れ
だ
け
的
確
に
 
捉
 え
 得
て
 

い
る
か
は
な
は
だ
心
許
な
い
の
だ
が
、
そ
し
て
そ
の
行
論
の
徴
 
密
 を
こ
こ
 

に
 紹
介
し
得
な
い
の
は
誠
に
遺
憾
な
の
だ
が
、
敢
え
て
整
理
す
れ
 
ば
 こ
 う
 

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
に
拠
れ
ば
、
近
代
の
歴
史
の
進
展
 
は
ニ
ヒ
 

リ
ズ
ム
の
進
行
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
   

る
 」
べ
く
提
出
さ
れ
た
試
み
が
次
々
と
 失
肋
 し
て
い
く
。
世
界
か
 
 
 

面
か
ら
も
「
 
神
 」
が
不
在
に
な
っ
た
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
「
神
の
 
 
 

リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
「
 
強
別
 に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
 

三
 0
 三
頁
  
 

か
し
こ
の
神
の
・
不
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
「
持
ち
こ
た
え
る
」
こ
と
 

、
 -
 
し
 

「
持
ち
こ
た
え
」
は
 、
 「
そ
れ
白
身
の
中
に
自
ら
を
果
て
し
な
く
 

折
り
畳
 

ん
で
い
く
と
い
う
 悪
 無
限
的
構
造
」
の
も
の
で
あ
る
の
 え
 、
容
易
 な
こ
と
   
  

種 

    
  



中
で
最
も
激
し
い
も
の
が
あ
る
。
 

で
は
、
こ
の
窮
境
に
出
口
は
な
い
の
か
。
著
者
は
こ
こ
で
、
「
 
世
 界
の
 

 
 

深
さ
は
ど
う
や
っ
て
開
示
さ
れ
得
る
か
」
を
問
う
。
「
こ
の
開
示
 
は
 深
さ
 

 
 

0
 回
復
と
し
て
 
憧
慢
 さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
我
々
の
 
始
 源
 的
な
 

も
の
へ
の
願
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。
」
か
く
て
我
々
は
、
世
界
の
 
深
さ
を
 

自
己
の
方
か
ら
開
発
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
「
世
界
の
深
さ
 
が
 世
界
 

の
方
か
ら
回
復
さ
れ
る
の
を
待
ち
」
、
「
深
さ
の
開
示
を
受
け
取
る
 

こ
と
だ
 

け
 」
 二
 一
一
一
頁
 -
 は
で
き
る
と
著
者
は
考
え
る
よ
う
で
あ
る
。
 

そ
う
し
 

た
 
「
深
さ
を
受
け
取
り
得
る
「
自
己
」
」
の
あ
り
き
 

ま
 を
、
著
者
 は
つ
い
 

に
 終
章
「
布
施
と
供
犠
」
に
到
っ
て
示
唆
す
る
。
こ
の
章
は
あ
る
 
意
味
で
 

本
書
の
核
心
で
あ
り
、
本
書
の
な
す
冒
険
で
あ
る
。
 

思
索
の
素
材
は
 、
 再
び
仏
教
の
伝
統
か
ら
、
「
ヴ
ェ
ッ
サ
ン
タ
ラ
 

太
子
 

本
生
譚
」
に
お
け
る
、
太
子
と
そ
の
妻
 マ
 ソ
デ
ィ
ー
の
な
す
「
 
布
 施
 」
 の
 

行
為
が
着
目
さ
れ
る
。
こ
の
仏
教
的
行
為
の
最
深
の
構
造
が
 、
 「
 贈
且
 ，
」
 

こ
れ
は
、
与
え
ら
れ
る
相
手
に
何
ら
か
の
負
い
目
を
負
わ
せ
 
ざ
る
を
 

得
 ず
、
 

。
 
従
っ
て
「
（
 お
 ）
返
し
」
を
常
に
要
請
す
る
。
著
者
は
 

モ
｜
 ス
 か
ら
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
デ
リ
ダ
に
ま
で
言
及
し
て
 、
こ
れ
 

が
 、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
神
・
 

人
 、
人
・
 
大
 関
係
を
思
 者
 を
支
 

配
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
と
の
対
比
・
対
質
の
下
に
詰
り
 

出
さ
れ
 

る
 。
そ
こ
か
ら
、
「
布
施
す
る
自
己
」
と
い
う
主
体
の
か
た
ち
が
 

一
 
狂
的
 

な
一
 「
凡
夫
の
聖
性
」
と
し
て
宣
揚
さ
れ
る
。
論
 

占
 
を
ま
と
め
る
 と
、
ま
 

ず
 布
施
は
、
そ
こ
で
利
益
を
得
る
の
が
 受
施
者
と
授
施
者
 望
ロ
 行
 の
 果
報
 

と
し
て
 -
0
 
双
方
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
互
酬
性
も
も
た
な
   

陀
の
知
恵
の
獲
得
」
と
い
う
仏
教
の
目
的
は
、
布
施
と
い
う
行
為
 
自
体
の
 

中
に
、
「
全
き
宗
教
性
を
開
き
出
さ
せ
る
」
二
三
六
頁
㍉
し
か
 し
授
施
 

者
は
、
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
自
ら
が
益
を
得
る
と
い
う
、
ま
た
 
自
分
が
 

 
 

他
者
の
不
幸
と
引
き
替
え
に
ヴ
ェ
ッ
サ
ン
タ
ラ
の
布
施
 

は
自
 分
の
妻
Ⅳ
 

子
を
布
施
す
る
と
い
う
狂
的
な
ま
で
に
過
激
な
も
の
だ
っ
た
 

こ
の
 自
 

 
 
 
 

利
を
求
め
る
者
で
あ
る
と
い
う
「
負
い
目
」
を
 、 常
に
担
い
続
け
 る 。
 し
 

か
し
布
施
は
元
来
、
所
有
と
い
う
こ
と
の
全
否
定
で
あ
る
か
ら
、
 

ど
こ
ま
 

で
 行
っ
て
も
完
結
せ
ず
、
且
つ
こ
の
布
施
に
伴
う
負
い
目
は
 
、
原
 理
 的
に
 

は
あ
ら
ゆ
る
他
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
布
施
す
る
 
自
 己
は
、
 

布
施
に
よ
っ
て
自
分
が
不
幸
に
し
た
 -
 
あ
ら
ゆ
る
 -
 他
者
に
端
的
 に
 向
き
 

合
い
続
け
る
自
己
た
ら
ざ
る
を
え
ず
、
内
面
性
と
し
て
孤
立
し
た
 正体
で
 

は
な
い
。
つ
ま
り
「
自
己
性
」
は
布
施
に
よ
っ
て
は
超
克
さ
れ
ず
 
、
む
し
 

ろ
 
つ
ね
に
負
い
目
を
負
い
つ
づ
け
る
新
た
な
自
己
が
成
立
す
る
。
 

し
か
る
 

に
 、
こ
の
狂
的
布
施
行
為
は
 
、
 自
ら
が
布
施
物
と
な
る
こ
と
を
「
 あ
な
た
 

の
息
の
ま
ま
で
す
」
と
言
っ
て
受
け
入
れ
た
 

妻
マ
 ソ
デ
ィ
ー
の
 態
 度
 に
よ
 

っ
て
「
聖
化
」
さ
れ
る
。
彼
女
が
自
ら
の
苦
し
み
を
厭
わ
ず
夫
の
 

布
施
を
 

む
し
ろ
励
ま
す
共
同
布
施
者
と
な
る
こ
と
で
、
「
受
け
身
で
あ
っ
 

た
 彼
女
 

の
 苦
悩
は
、
こ
こ
で
彼
女
を
毅
然
と
し
て
苦
悩
す
る
三
体
と
し
て
 
立
ち
上
 

が
ら
せ
る
 ご
 
「
こ
の
 マ
 ソ
デ
ィ
ー
の
輝
き
を
受
け
て
初
め
て
、
 

ヴ
 
ェ
ッ
サ
 

ン
タ
ラ
が
輝
く
。
こ
の
順
序
は
逆
で
は
な
い
。
」
二
三
四
 
｜
 二
三
 
五
頁
 -
 

こ
こ
に
於
て
、
布
施
す
る
三
体
 
は
 、
原
理
的
に
は
、
夫
婦
と
、
 

同
 じ
く
 布
 

施
さ
れ
る
子
供
達
と
、
ま
た
ヴ
ェ
ッ
サ
ン
タ
ラ
の
国
民
も
 
含
め
た
 

「
我
々
」
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
布
施
は
、
仏
陀
の
行
為
で
は
な
い
 

か
ら
、
 

「
完
全
な
る
智
慧
の
位
相
に
跳
躍
し
な
い
」
「
迷
 

い
 0
 行
為
」
で
 あ
る
。
 

し
か
し
そ
れ
は
、
本
質
的
に
共
同
行
為
で
あ
る
か
ら
、
布
施
す
る
 「
 
@
 」
 

は
 
「
我
々
」
に
先
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
私
」
は
、
「
 

究
 極
 的
な
 

と
こ
ろ
に
至
り
得
な
い
も
の
と
し
て
回
れ
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
 「
い
わ
 



よ
 、
同
一
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
 0
 い
わ
ゆ
る
末
法
史
観
に
お
け
 
る
 歴
史
 

。
は
互
い
に
背
を
押
し
合
い
な
が
ら
他
者
と
共
に
お
ず
お
ず
と
 
立
 ち
 出
る
 

 
 

は
 、
年
表
上
の
歴
史
で
ほ
な
い
は
ず
だ
か
ら
。
こ
の
二
つ
の
差
異
 
 
 

「
私
」
、
し
か
し
一
つ
の
新
し
い
聖
な
る
「
私
」
」
二
三
七
頁
 

-
 で
 あ
る
。
 

か
し
本
書
で
は
重
な
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
著
者
の
論
は
 
 
 

そ
し
て
こ
う
し
た
共
同
行
為
で
あ
る
布
施
は
ま
た
、
前
述
の
狂
的
 
な
軸
際
 

ば
 ポ
レ
ミ
ッ
ク
な
印
象
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
 
 
 

限
性
 も
も
つ
か
ら
、
超
人
的
個
人
の
超
越
を
め
ざ
す
宗
教
よ
り
も
 
現
実
社
 

ま
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
「
進
行
」
理
解
が
依
然
と
し
て
、
近
代
的
進
 
歩
 
・
 進
 

会
 に
対
し
て
危
険
で
あ
り
、
つ
ま
り
有
効
な
変
革
 
カ
 と
な
る
可
能
 性
き
え
 

展
 史
観
（
ま
た
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
 頽
 啓
史
観
一
の
影
を
曳
く
   

あ
る
。
著
者
は
布
施
を
、
こ
の
よ
う
な
射
程
を
も
つ
も
の
と
し
て
 
論
じ
て
 

な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

ゆ
く
。
こ
こ
に
は
、
多
く
の
重
要
な
指
摘
と
発
見
が
満
ち
て
い
 る
 だ
 る
 

う
 。
こ
の
方
向
の
思
索
が
さ
ら
に
十
全
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
 期
待
す
 

る
 。
 

紙
数
が
な
い
の
で
、
本
書
の
主
張
に
共
感
し
納
得
し
つ
つ
も
な
お
 
感
じ
 

た
 違
和
感
な
い
し
疑
問
を
 ニ
 、
三
、
未
整
理
の
ま
ま
最
後
に
並
べ
 

て
お
き
 

た
い
。
「
真
理
を
 
-
 把
握
で
は
な
く
 -
 憧
惧
 す
る
我
々
」
に
お
い
 て
、
真
 

理
 は
あ
る
仕
方
で
現
成
し
て
い
る
、
と
考
え
て
も
よ
い
か
。
布
施
 
払
珊
に
即
 

し
て
言
え
ば
、
布
施
の
成
立
に
は
、
仏
法
一
の
真
理
 
-
 へ
の
或
る
 種
 の
 信
 

が
 先
行
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
信
の
存
立
に
「
進
行
し
 たニ
ヒ
 

リ
ズ
ム
」
は
い
か
に
関
与
す
る
の
か
。
総
じ
て
著
者
は
ニ
ヒ
リ
ズ
 
ム
を
、
 

超
克
不
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
依
然
と
し
て
「
超
克
」
し
た
い
 
何
  
 

て
、
 少
な
く
と
も
「
超
克
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
 
と
 思
わ
 

れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
理
解
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
 
 
 

ま
た
、
著
者
は
「
超
克
不
能
」
者
た
る
我
々
に
と
っ
て
の
 ニ
ヒ
  
 

を
 、
「
歴
史
的
に
進
行
し
た
」
そ
れ
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
 

し
 か
し
 本
 

書
 で
別
 映
 さ
れ
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
「
進
行
」
の
内
実
は
、
い
わ
ゆ
る
 
歴
史
 年
 

表
的
 時
間
の
進
行
と
は
、
事
柄
上
、
本
質
上
、
別
次
元
 
の
こ
と
で
あ
ろ
 

 
 

ぅ
 。
「
超
克
」
の
可
能
、
不
可
能
の
差
異
は
 

、
 例
え
ば
西
暦
 十
 九
 百
年
と
 

 
 

で
は
な
い
に
せ
 

  



玄
 

青
山
 

著
者
は
、
本
文
の
前
に
 、
 註
も
入
れ
る
と
 
一
 0
 頁
に
達
す
る
序
文
 
を
置
 

い
て
、
研
究
意
図
と
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
詳
述
し
て
お
り
、
 

そ
  
 

で
よ
く
 肪
 ま
つ
 た
 新
刊
紹
介
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
序
文
の
初
め
 
 
 

研
究
 百
 Ⅱ
と
関
連
し
て
、
著
者
の
任
 目
 に
値
す
 石
 新
し
い
額
白
 
が
 論
述
さ
 

れ
て
お
り
、
本
書
全
体
の
結
論
は
既
に
こ
こ
に
明
れ
て
い
る
と
 
思
  
 

程
 重
要
な
記
述
が
多
い
。
 
そ
 -
-
 
で
ま
ず
、
こ
の
序
文
の
初
め
の
部
 
 
 

今
 に
 キ
 く
の
紙
面
を
割
き
、
そ
の
上
で
本
書
の
内
容
を
少
し
平
易
 
 
 

紹
介
し
、
多
少
の
書
評
を
加
え
て
み
た
 

著
者
は
、
「
本
研
究
の
意
図
は
、
明
治
期
日
古
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
 
宣
教
 

と
 受
容
を
め
ぐ
る
諸
問
題
 去
 、
 畏
 文
化
接
触
・
女
流
の
一
事
例
と
 

し
て
、
 

日
本
と
西
洋
の
相
互
方
向
か
ら
 

田
柾
 的
に
検
討
す
る
 
-
 
」
と
に
あ
る
 」
と
 串
 
主
日
 

き
、
こ
の
検
討
の
目
的
と
し
て
次
の
二
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
 

1
 
「
日
本
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
近
代
化
の
意
味
を
問
 

い
 直
す
こ
 レ
こ
 
」
 

2
 
「
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の
問
題
を
よ
り
広
い
比
較
文
化
史
的
視
角
 

」
 ヵ
 

ら
 検
討
し
、
「
西
洋
と
東
ア
ジ
ア
の
 

両
 文
明
の
接
触
と
相
互
認
識
  
 

過
程
と
し
て
も
考
案
す
る
よ
う
努
め
」
る
こ
と
 

中
村
博
 武
著
 

「
ゐ
日
 
藪
と
 受
容
 

｜
 明治
期
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
的
研
究
 

思
文
閣
 出
版
 
二
 0
0
0
 年
 二
月
二
 0
 日
刊
 

X
 十
四
三
三
斗
一
五
三
頁
一
二
 
0
0
0
 円
 

 
 

衝
突
」
 

 
 

に
お
い
て
、
冷
戦
後
の
世
界
で
は
」
非
西
洋
世
界
で
「
西
洋
文
明
 
の
 正
日
下
 

避
 

主
義
に
対
す
る
壊
乱
 
と
度
止
 が
強
ま
る
と
と
も
に
、
民
族
主
義
と
 

め
 
示
教
へ
 

 
 

0
 回
帰
が
進
み
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
重
要
性
を
増
し
 
 
 

 
 

述
べ
、
 

日
本
の
近
代
化
の
背
後
に
ひ
そ
む
同
棟
の
Ⅲ
 
堰
ゼ
拉
討
 
ナ
る
Ⅱ
 叩
 で
も
、
 

「
西
洋
文
明
の
基
盤
を
構
成
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
と
受
 

恭
宜
 
を
め
 

ぐ
る
諸
問
題
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
な
お
合
目
的
意
義
を
持
っ
 
ト
 缶
 い
わ
れ
 

る
 」
 -
i
 貞
一
と
書
い
て
い
る
。
 

著
者
は
さ
ら
に
、
「
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
「
オ
リ
エ
ン
タ
 
 
 

ム
 」
に
お
い
て
、
西
洋
の
オ
リ
エ
ン
ト
 -
 中
東
世
界
一
に
対
す
る
 思
考
様
 

式
 、
言
説
を
分
析
し
、
そ
こ
に
 

西
 沖
山
オ
リ
エ
ン
ト
へ
の
五
冊
用
 止
 が
抜
 

き
が
た
く
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
 
関
 す
る
あ
 

ら
ゆ
る
陳
述
を
一
貫
し
て
支
配
し
て
い
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
 
と
 い
，
つ
 
田
山
 

考
 様
式
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
個
々
人
の
現
実
を
捨
象
し
た
虚
像
 
だ
  
 

す
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
西
洋
の
規
準
で
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
一
方
的
に
 
 
 

た
 井
井
理
性
、
停
滞
性
、
劣
等
性
 一
 
堕
落
し
て
い
る
一
、
幼
稚
性
 
、
異
常
 

性
 等
を
特
質
と
し
た
言
説
の
知
的
系
譜
が
一
貫
し
た
 範 型
を
持
ち
  
 

言
説
世
界
が
支
配
 
｜
 従
属
関
係
を
内
蔵
し
た
も
の
と
し
て
再
生
産
 さ
れ
る
 

仕
組
み
を
問
題
と
す
る
。
た
だ
、
こ
の
構
造
は
 オリ
ェ
 ン
タ
リ
ズ
  
 

ら
ず
、
二
項
対
立
的
把
握
に
と
も
な
い
が
ち
な
 陥
 罪
で
あ
ろ
う
  
 

ば
 、
男
女
を
二
項
対
立
的
に
把
握
し
、
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
 
男
女
 像
 

を
 強
調
す
れ
ば
、
男
女
の
社
会
的
関
係
が
、
肝
心
な
人
間
と
し
て
 
0
%
 日
一
遍
 

 
 

れ
る
 構
 

造
と
 類
似
す
る
」
 
-
i
 ｜
 Ⅱ
貞
一
と
述
べ
て
い
る
。
 



綺
そ
 

と
 

る
 

評
 

重
目
 
と
 以

上
の
記
述
か
ら
、
著
者
が
ど
う
い
う
観
点
か
ら
明
治
期
日
本
に
 
お
け
 

る
 キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
と
受
容
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
扱
お
う
と
 
 
 

る
か
が
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
こ
の
後
、
 

明
治
期
 

0
 日
本
に
目
を
転
じ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

明
治
期
の
英
字
新
聞
や
欧
米
の
宣
教
師
の
書
簡
に
は
「
日
本
人
は
 
不
 

誠
実
で
信
頼
で
き
ず
、
そ
の
精
神
に
は
野
蛮
さ
が
の
こ
ろ
」
と
の
  
 

本
人
 評
 が
頻
発
す
る
。
こ
の
舌
口
説
に
は
サ
イ
ー
ド
の
指
摘
す
る
「
 

西
 

洋
の
文
明
、
非
西
洋
の
野
蛮
」
と
い
う
二
項
対
立
的
固
定
観
念
が
 
認
 

め
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
日
本
で
長
期
間
活
動
し
た
 
官
 教
師
 や
 

英
字
新
聞
編
集
者
に
も
上
述
の
指
摘
が
少
な
く
な
 い
 こ
と
を
 思
  
 

と
 、
こ
の
言
説
の
本
質
的
根
拠
は
、
彼
我
の
物
質
文
明
の
進
度
の
 
格
 

差
 で
は
な
く
、
自
我
の
あ
り
か
た
や
行
動
様
式
の
構
造
的
違
い
に
 
求
 

め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
 
h
 頁
 ）
 

引
用
文
に
あ
る
英
字
新
聞
や
欧
米
の
宣
教
師
の
書
簡
は
、
カ
ト
リ
 
 
 

フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
も
の
を
考
慮
外
に
お
い
て
い
る
と
思
わ
れ
 
る
が
、
 

著
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
に
つ
い
て
も
、
「
ゲ
ル
マ
ン
社
会
 
を
 キ
リ
 

ス
ト
教
の
世
界
観
で
再
編
 
し
 、
原
罪
に
基
づ
く
個
人
の
罪
意
識
を
 喚起
し
 

て
 、
個
人
を
単
位
と
す
る
西
洋
社
会
の
枠
組
み
と
な
っ
て
い
つ
た
 
と
さ
れ
 

る
 」
告
解
の
手
引
書
な
ど
を
手
段
と
し
、
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
 
 
 

と
で
の
 無
 際
限
な
自
己
吟
味
と
告
白
を
通
し
て
、
西
洋
的
自
我
」
 

な
 形
成
 

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
点
な
ど
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
 
神
 を
 前
に
 

し
た
厳
格
な
自
己
吟
味
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
さ
ら
に
徹
底
化
 
 
 

の
た
め
西
洋
人
の
目
に
は
、
日
本
人
は
迷
信
的
世
界
に
住
み
、
 

真
 0
 字
 
車
 

知
ら
ず
、
倫
理
の
内
在
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
映
っ
た
の
で
あ
 
る
 」
 

も
 述
べ
て
い
る
。
明
治
期
の
日
本
宣
教
の
 一
 性
格
を
こ
の
よ
う
に
 
ま
と
 

め
た
上
で
、
著
者
は
次
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

い
つ
ま
で
も
な
く
、
 
罪
 意
識
を
媒
介
と
し
た
自
我
の
確
立
、
す
な
   

ち
 宗
教
倫
理
に
照
ら
し
て
自
己
吟
味
し
、
人
格
神
と
の
内
面
的
関
 
 
 

に
 基
づ
い
て
自
我
を
形
成
す
る
道
筋
は
日
本
で
は
認
め
ら
れ
な
い
 
 
 

日
本
に
は
集
団
を
越
え
た
価
値
や
権
威
が
希
薄
で
、
所
属
集
団
に
 
 
 

け
る
「
 人
 と
人
と
の
間
柄
」
が
個
我
意
識
に
優
越
す
る
傾
向
が
 弓
虫
 

い
 。
し
か
る
に
、
わ
が
国
が
明
治
以
降
摂
取
し
た
西
洋
の
制
度
は
 
 
 

こ
の
自
我
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
 
 
 

は
 間
柄
に
基
づ
く
人
間
関
係
が
優
越
す
る
た
め
、
自
我
の
一
貫
性
 
 
 

保
持
し
ょ
う
と
す
れ
ば
葛
藤
状
態
に
陥
り
、
他
方
で
は
個
人
の
責
 
任
 

所
在
の
暖
 昧
 此
等
の
弊
害
を
ま
め
が
れ
な
い
。
 

缶
 真
一
 

著
者
は
序
文
の
中
程
に
、
明
治
期
に
導
入
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
用
 
五
町
 
に
 

は
在
華
 宣
教
師
の
著
作
か
ら
 
借
 m
 
さ
れ
た
語
彙
も
多
い
が
、
西
洋
 語
 の
 歴
 

史
的
重
層
性
を
抜
き
に
し
た
翻
訳
語
に
は
、
意
味
内
容
に
ず
れ
が
 
生
じ
た
 

り
 、
恐
竜
 的
 使
用
に
堕
す
る
危
険
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
、
 

こ
 0
 間
 題
 

は
 、
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容
に
お
い
て
は
よ
り
尖
鋭
に
あ
ら
 
わ
れ
る
 

と
 述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
 

例
え
ば
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
概
念
 

一
 神
の
愛
」
 
一
罪
  
 

「
罪
の
賄
い
」
な
ど
の
翻
訳
語
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
と
き
、
 

そ
れ
が
日
本
人
の
生
活
体
験
を
と
も
な
れ
ず
、
空
疎
な
概
念
の
操
 
 
 

に
 終
わ
っ
て
い
る
と
の
疑
念
が
強
い
。
 

-
 汁
貞
 -
 

こ
れ
ら
の
疑
問
に
加
え
て
、
日
本
人
の
宗
教
的
メ
ン
タ
 
り
 テ
ィ
 
 
 

 
 
 
 

も
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
は
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
と
こ
ろ
が
 

 
 

る
 。
心
情
の
純
化
や
体
験
に
宗
教
的
価
値
を
置
く
日
本
人
に
は
、
 

キ
 

W
 

 
 

リ
ス
ト
教
の
、
聖
典
に
基
づ
く
 

精
紋
 な
教
理
や
神
と
人
と
の
契
約
 概
 



序
 第

一
篇
明
治
初
期
キ
リ
ス
ト
教
教
典
の
成
立
夫
 

第
一
章
 

冨
 三
教
初
学
要
理
」
と
「
聖
教
日
課
」
の
成
立
 

史
と
典
 拠
 

第
二
章
「
 捕
 傲
岸
 祀
式
 」
の
典
拠
 

第
三
章
阿
部
貫
道
 著
 
星
白
解
式
」
の
典
拠
と
編
集
意
図
 

補
講
阿
部
員
遺
著
「
コ
ン
チ
リ
サ
ン
 
之
 大
意
 詳
 日
の
典
拠
 

第
四
章
明
治
初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
新
約
聖
書
翻
訳
経
緯
 

横
浜
翻
訳
委
員
会
試
「
新
約
聖
書
尾
大
 博
ヒ
の
 成
立
と
 

奥
野
呂
綱
の
改
訂
草
稿
を
中
心
に
し
て
 

第
二
億
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
と
受
容
の
根
本
問
題
 

第
一
章
浦
上
四
番
崩
れ
に
お
け
る
宣
教
師
の
論
理
と
信
徒
の
信
 仰
 構
造
 

第
二
章
浦
上
四
番
崩
れ
に
対
す
る
外
国
人
居
留
地
の
反
応
 

英
字
新
聞
と
 
C
M
S
 

宣
教
師
の
見
解
を
中
心
に
 

第
三
章
天
津
教
案
に
対
す
る
外
国
人
居
留
地
の
反
応
 

第
四
章
内
村
鑑
三
「
 萬 朗
報
英
文
繍
」
と
英
字
新
聞
と
の
キ
リ
 ス
ト
 教
 

論
争
 

｜
 南朝
 報
 英
文
繍
時
代
に
お
け
る
内
村
鑑
三
の
キ
リ
ス
 

ト
 教
理
解
の
視
 占
 

資
料
篇
 

念
は
、
作
為
的
な
も
の
と
感
得
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
了
解
し
難
い
。
 

 
 

@
 
頁
 -
 

な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
 任
目
 に
値
す
る
鋭
い
指
摘
で
あ
 
る
 。
 著
 

者
は
続
い
て
、
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
が
、
次
に
 
そ
れ
と
 

重
複
し
な
い
よ
う
に
し
て
、
本
書
の
内
容
を
略
述
し
て
み
よ
う
。
 

ま
ず
、
目
次
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 

本
文
の
各
章
は
、
最
初
に
「
は
じ
め
に
」
、
「
先
攻
研
究
」
、
「
研
究
 
0
 目
 

的
 」
な
ど
と
い
う
小
見
出
し
が
あ
り
、
最
後
に
「
む
す
び
」
、
「
 

結
 論
 」
 な
 

ど
の
小
見
出
し
を
つ
け
た
ま
と
め
の
 文
 と
豊
富
な
註
が
続
い
て
い
 

る
こ
と
 

が
 多
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
独
立
し
た
論
文
に
な
っ
て
 い
 る
と
 -
@
 

ロ
 

っ
て
よ
い
。
著
者
も
「
あ
と
が
き
」
に
、
本
書
に
収
録
し
た
論
文
 
 
 

ほ
 つ
い
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
史
学
」
、
「
宗
教
研
究
 
L
 、
「
内
村
鑑
三
一
 
研
究
」
 

な
ど
の
詩
名
を
あ
げ
て
説
明
し
、
初
出
の
論
文
を
「
い
ず
れ
も
 
大
 幅
 に
書
 

き
 改
め
た
」
 
一
 
あ
と
が
き
 
3
 頁
 -
 と
 述
べ
て
い
る
。
 

プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
 
版
と
 呼
ば
れ
る
明
治
初
期
刊
行
の
カ
ト
リ
ッ
ク
 教 妻
書
 

敬
白
の
う
ち
、
第
一
篇
の
第
一
章
と
第
二
章
で
は
 三
 占
を
選
ん
で
 
、
潜
伏
 

キ
リ
シ
タ
ン
の
伝
統
的
 
m
 語
を
か
な
り
の
程
度
継
承
し
つ
つ
、
 

こ
 ね
か
ら
 

0
 日
本
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
用
語
の
創
出
に
苦
慮
し
た
、
プ
テ
ィ
 
ジ
 ヤ
ン
 版
 

成
立
経
緯
に
つ
い
て
詳
細
に
論
述
し
て
い
る
が
、
急
速
な
近
代
化
 
 
 

の
中
で
過
渡
的
存
在
と
化
し
、
埋
も
れ
て
い
っ
た
プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
 
版
 に
つ
 

い
て
の
こ
れ
 程
 綿
密
な
研
究
は
高
い
評
価
に
値
す
る
。
横
浜
の
 ん
 ニ
ク
ウ
 

が
 撰
文
教
義
書
を
直
訳
し
た
よ
う
な
「
聖
教
要
理
問
答
」
二
八
 -
 
八
て
Ⅱ
 
年
 

資
料
 @
 
 

パ
ジ
ェ
ス
 版
 
「
コ
リ
ヤ
ー
ド
 俄
悔
 録
し
へ
の
フ
ラ
ン
ス
 
五
山
室
 
日
き
 

8
 

 
 

 
 

入
れ
 

資
料
Ⅱ
神
原
文
庫
所
蔵
、
奥
野
呂
綱
手
沢
本
「
馬
人
 
博
 福
音
書
 目
 @
n
 
り
改
 

 
 
 
 

訂
書
き
入
れ
草
稿
 

資
料
Ⅲ
長
崎
関
係
 CM
S
 

資
料
 @
 解
説
と
 
エ
 ン
ソ
ー
書
簡
の
翻
刻
 
 
 

資
料
・
参
考
文
献
Ⅱ
鉄
 

索
引
一
人
名
 
ノ
 ヰ
名
・
書
簡
Ⅰ
事
項
 -
 

あ
と
が
き
 



 
  

 評
 書

が
 

横
浜
利
 -
 を
長
崎
の
復
活
信
徒
た
ち
に
与
え
る
な
ら
、
彼
ら
は
 
先
 祖
 伝
来
 

の
 キ
リ
シ
タ
ン
用
語
と
の
異
質
性
に
戸
惑
い
、
宣
教
師
か
ら
離
反
 
す
る
 恐
 

れ
も
あ
る
と
心
配
し
た
プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
が
、
唐
通
事
 
附
 書
役
の
経
 歴
 を
持
 

ち
 、
漢
籍
に
通
じ
日
本
語
に
も
習
熟
し
て
い
た
阿
部
員
造
を
協
力
 
者
に
し
 

て
 発
行
し
た
プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
版
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
正
・
昭
和
 
期
 に
も
 

様
々
の
断
片
的
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
れ
ら
数
多
 
 
 

行
 研
究
を
参
照
し
た
上
で
、
漢
籍
 書
は
 つ
い
て
も
キ
リ
シ
タ
ン
の
 
伝
統
に
 

つ
い
て
も
、
一
層
幅
を
広
げ
歴
史
を
遡
っ
て
総
合
的
に
典
拠
の
研
 
究
 を
な
 

し
て
い
る
。
通
読
し
て
ふ
と
目
に
つ
い
て
小
さ
な
こ
と
だ
が
、
 

一
 
 
 

年
代
以
降
の
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
書
に
は
「
オ
ラ
シ
ョ
」
と
 
な
っ
て
 

い
る
表
記
を
、
著
者
は
い
っ
も
「
オ
ラ
シ
ョ
」
と
表
記
し
て
い
る
 
。
評
者
 

が
 散
田
 北
 耕
地
氏
か
ら
聞
い
た
所
で
は
、
姉
崎
正
治
博
士
は
 、ポ
  
 

ル
語
の
発
音
に
近
い
「
オ
ラ
シ
ョ
」
に
す
べ
き
だ
と
教
え
て
お
ら
 
れ
た
そ
 

う
だ
が
、
著
者
も
同
様
の
配
慮
か
ら
、
一
般
の
流
れ
に
抗
し
て
 
表
 記
 を
変
 

え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
細
か
い
心
づ
か
い
に
感
謝
し
た
 
い
  
 

続
く
第
三
章
と
そ
の
神
論
で
は
、
阿
部
員
造
の
著
書
二
点
の
典
拠
 
並
び
 

に
 編
集
意
図
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
扱
っ
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
 
 
 

プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
司
教
の
秘
書
 兼
 伝
道
士
と
し
て
重
く
用
い
ら
れ
て
   

部
は
 、
一
八
七
二
年
二
月
に
棄
教
し
て
、
太
政
官
弁
事
に
今
後
は
 
神
道
 国
 

教
 政
策
に
奉
仕
し
た
い
出
の
建
白
書
を
提
出
し
、
教
部
省
に
よ
り
 
教
導
職
 

に
 採
用
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
こ
に
と
り
上
げ
て
い
る
三
白
 
は
 、
棄
教
 

し
た
そ
の
年
に
教
部
省
に
提
出
し
た
も
の
で
、
典
拠
か
ら
み
れ
ば
 
著
者
も
 

い
う
よ
う
に
「
正
確
に
は
プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
版
で
は
な
い
が
 
」
、
「
プ
テ
ィ
 ジ
 

ン
 版
に
類
す
る
も
の
」
と
称
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
こ
の
 一一
白
 

い
ず
れ
も
罪
の
意
識
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
阿
部
の
棄
教
 
 
 

関
係
が
深
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
よ
う
で
、
阿
部
謹
也
 
著
 
「
 西
洋
中
 

世
の
罪
と
罰
」
か
ら
引
用
し
な
が
ら
、
阿
部
員
造
の
編
集
意
図
を
 
払
珊
 じ
よ
 

う
と
し
て
い
る
が
、
読
者
を
納
得
さ
せ
る
程
の
も
の
に
は
な
っ
 て
い
な
 

い
 。
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
意
識
は
心
と
関
係
し
て
い
て
、
理
性
で
説
 
明
 で
き
 

る
よ
う
な
合
理
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
阿
部
 
謹
 也
 氏
の
 

「
罪
の
意
識
を
媒
介
に
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
個
人
と
共
 

同
体
の
 

間
 に
一
線
が
ひ
か
れ
、
個
人
は
社
会
と
結
合
さ
れ
、
云
々
」
 

-
 一
 二
四
頁
 

の
 引
用
 -
 な
ど
の
言
葉
そ
の
他
に
も
疑
問
が
多
い
。
 

評
者
は
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
し
て
、
一
九
六
 
0
 年
代
の
西
欧
留
学
 中
に
 

イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
数
年
間
 
働
き
、
 

日
曜
日
毎
に
数
多
く
の
告
解
を
聴
い
て
来
た
が
、
罪
を
頻
繁
に
生
 

日
日
す
る
 

信
徒
は
、
告
白
し
な
い
信
徒
よ
り
も
共
同
体
意
識
が
強
い
の
を
 
体
 験
し
て
 

お
り
、
評
者
自
身
も
数
十
年
問
罪
の
告
白
を
頻
繁
に
な
し
て
い
て
 
、
共
同
 

休
意
識
 は
 他
の
人
々
に
劣
る
と
は
少
し
も
感
じ
て
い
な
い
か
ら
で
 
あ
る
。
 

問
題
は
も
っ
と
違
う
次
元
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

壱
 な
き
 
一
般
 民
 

衆
の
現
場
に
降
り
立
っ
て
生
活
し
て
み
な
い
と
、
信
仰
問
題
に
つ
 
 
 

分
か
ら
な
い
こ
と
も
多
い
こ
と
を
、
心
に
銘
記
し
て
欲
し
 

第
一
篇
第
四
章
は
、
明
治
初
期
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
横
浜
翻
訳
 
委
 @
 
貝
ム
ム
 

内
部
の
様
々
な
動
き
を
綿
密
に
検
討
し
て
、
当
時
の
「
尾
大
 博
 」
「
 約
翰
 

博
 」
が
「
優
雅
な
和
語
」
に
な
っ
て
い
る
功
績
を
日
本
人
訳
者
の
 
優
れ
た
 

努
力
に
帰
し
て
来
た
従
来
の
見
解
を
覆
し
、
そ
れ
は
漢
訳
聖
書
の
 
漢
語
と
 

 
 

欽
定
訳
聖
書
を
へ
ボ
ン
 
編
 
「
和
英
語
林
集
成
 L
 で
訳
出
し
た
 
へ
ボ
 ン
 
・
 ブ
 

 
 

ラ
ウ
ン
訳
の
和
語
と
を
、
機
械
的
に
結
合
さ
せ
た
結
果
で
あ
る
こ
 
と
を
 立
 

 
 

 
 

証
す
る
な
ど
、
注
目
に
値
す
る
研
究
を
幾
つ
か
集
め
て
い
る
。
 

 
 

明
治
初
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
日
本
語
教
典
 
成
 立
夫
 



の
 解
明
を
中
心
と
し
た
第
一
篇
に
対
し
て
、
第
二
篇
で
は
、
浦
上
 
四
番
 崩
 

れ
 
二
八
六
七
 ｜
セ
一
 こ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
宣
教
師
の
論
理
 と
 浦
上
 

信
徒
の
信
仰
構
造
、
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
在
日
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 
を
 中
心
 

と
す
る
外
国
人
居
留
地
の
反
応
、
西
洋
人
二
 

0
 人
を
惨
殺
し
た
 
天
 津
 教
案
 

二
八
七
 0
 一
に
対
す
る
中
国
の
外
国
人
居
留
地
の
反
応
、
及
 
び
 内
村
鑑
 

三
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
素
材
と
し
て
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
 
教
 と
受
 

容
 を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
紙
幅
に
制
約
が
あ
る
た
 
め
、
数
 

多
く
の
史
料
文
献
を
駆
使
し
な
が
ら
論
述
し
て
い
る
 
各
托
の
 ・
 
ほ
 Ⅱ
 に
 値
す
 

6
 者
 擦
 は
こ
こ
で
紹
介
で
き
な
い
が
、
総
じ
て
ま
だ
多
く
の
西
洋
 
人
 が
自
 

分
た
ち
の
文
化
を
キ
リ
ス
ト
教
的
と
し
て
自
負
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
 
 
 

を
 自
分
た
ち
の
尺
度
で
批
判
し
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
化
し
よ
う
と
 
 
 

た
 明
治
期
の
宣
教
と
受
容
の
問
題
を
、
こ
れ
ま
で
の
ど
の
研
究
 
ょ
  
 

広
く
総
合
的
に
、
し
か
も
手
堅
く
論
及
し
て
い
る
、
高
い
評
価
に
 
値
す
る
 

著
作
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
本
文
で
用
い
た
新
出
資
料
を
翻
刻
 
し
、
解
 

説
を
付
し
た
資
料
篇
も
貴
重
な
労
作
で
あ
り
、
邦
文
・
欧
文
・
 

漢
 籍
 に
分
 

け
て
紹
介
し
て
い
る
数
多
の
一
次
資
料
、
並
び
に
邦
文
・
欧
文
の
 
参
考
 文
 

献
も
 、
こ
の
分
野
の
研
究
者
に
は
真
に
嬉
し
い
資
料
文
献
一
覧
で
 
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
及
に
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
く
、
そ
こ
 
 
 

ま
だ
扱
わ
れ
て
い
な
い
問
題
も
あ
る
こ
と
を
二
つ
ほ
ど
指
摘
し
て
 
置
き
た
 

例
え
ば
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
は
、
十
八
世
 
組
中
葉
 

に
教
皇
が
宣
教
師
た
ち
の
典
礼
論
争
を
厳
禁
 
し
 、
そ
れ
ま
で
 
イ
エ
 ズ
ス
ム
 %
 

員
 が
中
国
で
儒
学
者
風
の
服
装
で
宣
教
 し
 、
儒
教
風
の
聖
堂
で
 
，
 .
 サ
を
捧
 

げ
て
い
た
よ
う
な
こ
と
は
、
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
異
教
化
と
し
 
て
 退
け
 

ら
れ
、
 
一
セ
 四
二
年
に
中
国
向
け
に
、
一
七
四
四
年
に
イ
ン
ド
 
向
 け
に
 発
 

せ
ら
れ
た
教
皇
の
大
勅
書
が
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
に
廃
止
さ
れ
 
る
ま
で
 

は
 、
十
九
世
紀
に
来
日
し
た
宣
教
師
た
ち
も
こ
の
規
定
の
順
守
を
 
神
に
 誓
 

っ
て
ア
ジ
ア
に
出
発
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
十
七
世
紀
の
迫
 

吉
時
代
 

に
 広
ま
っ
た
偽
装
の
伝
統
を
一
層
発
展
さ
せ
大
切
に
し
て
い
た
 
キ
   

 
 
 
 

ン
 た
ち
に
、
プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
 
も
 が
そ
れ
ら
を
焼
き
捨
て
る
よ
う
ム
町
  
 

は
当
状
 で
あ
っ
た
し
、
先
祖
以
来
の
秘
蔵
の
遺
物
や
伝
統
を
捨
て
 
切
れ
。
 す
 

に
 、
な
お
多
く
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
隠
れ
の
ま
ま
留
ま
っ
た
の
も
、
 

理
解
し
 

て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
他
地
方
で
は
こ
の
よ
う
な
 
問
題
は
 

な
か
っ
た
が
、
そ
こ
で
も
第
一
ヴ
ァ
チ
カ
ン
公
会
き
俄
の
精
神
に
従
 

っ
て
 、
 

一
八
九
三
年
に
新
た
な
西
洋
化
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
時
に
は
、
 

様
 々

の
 悲
 

劇
 が
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
西
洋
化
は
間
も
な
く
二
十
世
紀
初
頭
 
に
 緩
和
 

さ
れ
た
が
、
著
者
は
、
西
欧
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
動
き
と
日
本
官
 
敦
 と
の
 

こ
の
よ
う
な
関
係
に
つ
い
て
は
、
全
く
扱
っ
て
お
ら
ず
、
そ
う
い
 
ぅ
 隠
れ
 

た
 問
題
の
存
在
に
は
、
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
 
ろ
 れ
る
。
 

も
う
 
一
 占
を
指
摘
す
る
な
ら
、
著
者
が
こ
こ
で
王
と
し
て
扱
っ
て
 いる
 

の
は
、
舌
口
わ
ば
宗
教
文
化
の
次
元
に
お
け
る
宣
教
と
受
容
の
問
題
 

で
あ
っ
 

て
、
 真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
次
元
に
お
け
る
宣
教
と
受
容
の
間
 
題
 で
は
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
明
史
学
者
ト
イ
ン
ビ
ー
の
鋭
吉
 

と
 も
 共
通
 

し
て
い
る
よ
う
な
次
元
で
、
宣
教
と
受
容
の
問
題
を
論
じ
て
も
、
 

人
間
の
 

生
み
出
す
文
明
文
化
の
内
債
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
多
面
的
で
、
歴
史
 
 
 

と
 共
に
絶
え
ず
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
つ
ま
で
か
か
っ
て
も
 
安
定
し
 

た
 ム
ロ
 
理
的
 結
論
に
到
達
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
 リス
 ト
が
全
 

世
界
に
広
め
よ
う
と
し
た
神
の
国
信
仰
は
、
そ
の
 
ょ
 う
な
次
元
の
 
も
の
で
 

は
な
か
っ
た
。
パ
ス
カ
ル
の
よ
う
に
異
常
な
神
体
験
の
恵
み
に
は
 
浴
さ
な
 

く
て
も
、
心
の
う
ち
に
日
々
神
の
働
き
を
生
き
生
き
と
痛
感
し
 
、
 感
謝
の
 

う
ち
に
神
の
恵
み
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
 
者
た
ち
 



書評と紹介 

と
 生
活
を
共
に
し
て
 

な
く
、
人
間
理
性
で
 

な
も
の
で
あ
る
こ
と
 

色
は
、
文
明
文
化
の
 

ら
し
く
多
様
で
あ
る
 

な
い
。
青
 
い
火
 、
赤
 

れ
た
も
の
が
黄
色
い
 

る
。
要
は
、
そ
の
火
 

で
あ
る
。
火
の
色
の
 

よ
う
な
理
知
的
知
識
 

体
 組
織
の
こ
の
世
的
 

も
同
様
で
あ
る
。
薯
 

も
あ
げ
て
い
る
が
、
 

は
枚
挙
に
暇
が
な
れ
 

組
織
の
伝
統
が
大
き
 

｜
 バ
ル
 化
 時
代
に
ま
 

容
に
つ
い
て
考
究
す
 

十
九
世
紀
後
半
の
 

頭
に
 つ
い
て
の
、
 本
 

堅
 若
手
研
究
者
た
ち
 

-
 
み
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
 
信
 

疫
 説
明
不
可
能
の
よ
う
に
 

-
 
が
、
次
第
に
分
か
る
に
 
至
 

-
 
違
い
や
そ
の
人
の
素
質
 吐
 

-
 
が
 、
そ
れ
は
 

豪
 活動
に
 

-
 
い
 火
で
あ
っ
て
も
古
人
 す
 

炎
を
発
し
て
燃
え
上
が
っ
 

一
 
が
神
の
働
き
に
よ
っ
て
 
真
 

違
い
に
 蹟
 く
の
は
、
不
干
 

入
 だ
け
で
は
な
く
、
地
縁
 

-
 
伝
統
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
る
 

@
 
は
、
第
二
篇
の
中
に
そ
 

近
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
布
教
 

程
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
 

く
軟
化
し
変
貌
し
つ
つ
あ
 

で
視
野
を
広
げ
て
、
キ
リ
 

る
 研
究
が
必
要
な
の
で
は
 

日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
 

書
 の
よ
う
な
広
範
な
研
究
 

の
 尚
一
層
の
新
た
な
研
究
 仰

は
合
理
的
な
も
の
で
は
 

見
え
る
神
秘
な
火
の
よ
う
 

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
火
の
 

格
の
違
い
に
よ
っ
て
 
、
恐
 

と
っ
て
そ
れ
 
種
 問
題
で
は
 

る
こ
と
が
で
き
、
点
火
さ
 

て
も
構
わ
な
い
か
ら
で
あ
 

に
燃
え
て
い
る
こ
と
だ
け
 

ハ
ビ
ア
ン
や
阿
部
員
 
造
の
 

・
血
縁
共
同
体
や
宗
教
団
 

民
衆
と
そ
の
指
導
者
た
ち
 

の
よ
う
な
具
体
例
を
幾
つ
 

史
に
も
、
同
様
の
具
体
例
 

ら
の
各
種
共
同
体
や
団
体
 

る
 現
代
に
は
、
こ
の
グ
ロ
 

ス
ト
 教
 信
仰
の
宣
教
と
受
 

な
か
ろ
う
か
。
 

教
宣
教
に
ま
つ
わ
る
詰
問
 

に
 深
謝
す
る
と
共
に
 
、
中
 

に
 期
待
し
た
い
。
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す
る
も
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
そ
の
議
論
は
キ
リ
ス
ト
教
的
石
神
 
 
 

統
を
受
け
継
ぐ
膨
大
な
神
学
的
知
識
も
が
要
さ
れ
る
，
」
と
と
な
る
 

 
 

し
な
が
ら
、
大
陸
系
と
英
米
系
と
に
二
分
さ
れ
、
相
互
に
共
 
約
不
 能
な
語
 

彙
を
展
開
さ
せ
て
き
た
今
日
の
哲
学
界
で
は
、
両
者
の
越
境
は
容
 
易
 な
こ
 

と
と
は
舌
口
え
ま
い
。
伝
統
的
な
神
学
的
立
場
か
ら
は
、
高
度
に
専
 

 
 

た
 分
析
語
彙
を
駆
使
す
る
英
米
圏
の
議
論
は
な
じ
み
が
薄
い
。
 

ま
  
 

学
 哲
学
と
の
印
象
も
強
い
英
米
国
哲
学
の
環
境
の
中
で
も
、
伝
統
 
的
な
 キ
 

リ
ス
ト
敬
神
字
の
問
題
設
定
を
反
映
す
る
宗
教
哲
学
は
、
あ
る
 
意
 味
 、
独
 

持
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
外
部
の
者
に
畏
怖
の
念
を
抱
か
せ
る
 
よ
う
な
 

専
門
的
精
微
さ
を
求
め
る
そ
の
議
論
は
、
と
も
す
れ
ば
神
学
の
「
 
新
た
な
 

る
 装
い
」
に
堕
す
る
危
険
も
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
ま
い
。
特
に
 
日
本
で
 

は
 、
こ
う
し
た
相
異
な
る
所
伝
統
共
に
通
ず
る
機
会
 は 限
ら
れ
て
  
 

こ
れ
ま
で
十
分
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
 
希
少
な
 

可
能
性
を
具
現
化
せ
し
め
て
い
る
点
に
お
い
て
、
本
書
は
こ
の
分
 
野
 に
お
 

け
る
貴
重
な
入
門
書
と
な
っ
て
い
る
。
 

本
書
で
扱
わ
れ
る
諸
議
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
い
う
字
間
 
伝
 統
 る
 

受
け
継
ぐ
も
の
ゆ
え
、
確
か
に
 煩
 項
の
極
み
と
い
う
印
象
が
あ
る
 
 
 

も
 現
代
英
米
圏
の
哲
学
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
、
温
か
み
に
欠
け
る
 
論
理
式
 

の
 羅
列
が
想
起
さ
れ
、
こ
れ
ま
た
門
外
漢
に
と
っ
て
は
と
っ
つ
き
 
や
す
い
 

と
壁
 -
 
ロ
 え
ま
い
。
そ
も
そ
も
そ
れ
が
、
い
か
な
る
形
で
宗
教
と
関
 
 
 

か
を
想
像
す
る
こ
と
自
体
が
容
易
で
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
 こ
う
 

し
た
課
題
に
際
し
て
著
者
は
、
確
か
な
中
世
神
字
の
知
識
を
も
っ
 
て
、
英
 

水
 圏
に
お
け
る
最
新
の
動
向
を
も
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
の
核
を
描
  
 

く
 。
ま
た
、
欧
米
の
宗
教
哲
学
で
は
不
可
分
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
 
胸
背
景
 

に
 疎
い
日
本
人
読
者
に
配
慮
し
っ
 

っ
 、
有
神
論
，
無
神
論
の
ど
ち
 

ら
か
 
一
 

方
 に
偏
る
こ
と
な
く
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
も
っ
た
紹
介
が
な
さ
 
 
 

 
 

く
 。
論
理
的
命
題
形
式
に
よ
っ
て
伝
統
的
諸
議
論
を
整
理
し
て
い
 
1
8
 

筆
致
は
明
快
で
あ
り
、
専
門
的
知
識
を
前
提
と
し
な
く
て
も
抵
抗
 
感
 な
く
 

 
 

読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
形
式
的
に
も
本
書
は
 
大
学
の
 

教
養
科
目
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
も
意
図
さ
れ
て
お
り
、
各
章
の
終
 
 
 

は
 
「
復
習
問
題
」
と
「
発
展
問
題
」
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
 

も
、
著
 

者
の
細
や
か
な
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
よ
 う
 。
 

内
容
構
成
と
し
て
は
、
第
一
部
「
宗
教
的
議
論
の
意
味
」
、
 第
 二
部
 

「
悪
の
間
 題
 」
、
第
三
部
「
仲
の
存
在
証
明
」
、
第
四
部
「
信
仰
 

と
 理
性
」
 

の
 四
部
と
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
各
部
が
数
章
か
ら
成
っ
て
い
る
 
。
ま
ず
 

第
一
部
「
宗
教
的
議
論
の
意
味
」
で
は
、
自
然
科
学
的
論
理
や
心
 
理
学
に
 

よ
る
宗
教
批
判
が
 
姐
 上
に
あ
げ
ら
れ
る
。
 
第
 l
 章
で
は
、
科
学
士
 
義
 の
 典
 

型
 と
し
て
論
理
実
証
主
義
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
有
意
味
で
あ
る
 
こ
と
の
 

基
準
を
検
証
可
能
性
に
求
め
る
検
証
原
理
の
問
題
を
指
摘
し
つ
つ
 
、
結
局
 

の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
現
実
の
と
ら
え
方
に
関
す
る
一
つ
の
「
提
案
 
 
 

の
も
の
で
は
な
い
と
、
そ
の
「
身
分
」
は
結
論
さ
れ
る
。
本
章
で
 
の
議
弘
謂
 

は
 今
日
で
は
常
識
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
な
お
仮
想
 
敵
 と
し
 て
 持
ち
 

出
さ
れ
る
論
理
化
 証
 正
義
に
は
多
少
の
同
情
を
も
 
が
ほ
 え
て
し
ま
  
 

第
 n
2
l
 

章
で
は
主
に
フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
論
に
即
し
て
進
め
ら
れ
る
。
 

 
 

で
 検
討
さ
れ
る
の
は
、
「
宗
教
と
は
、
結
局
、
人
間
の
心
が
作
り
 
出
し
た
 

も
の
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
「
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
 
は
 意
味
 

が
な
い
」
と
い
う
「
宗
教
の
心
理
学
的
解
釈
」
で
あ
る
。
著
者
は
 
こ
う
し
 

た
 宗
教
の
心
理
的
機
能
へ
の
還
元
に
、
「
信
念
の
原
因
」
と
「
 
信
 念
 の
 正
 

当
住
」
と
の
混
同
を
見
て
取
る
。
す
な
 ね
 ち
、
原
因
の
説
明
は
そ
 
の
 正
当
 

化
と
は
本
質
的
に
異
質
で
あ
っ
て
、
あ
る
信
念
が
生
じ
る
原
因
を
 
説
明
す
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来
、
弁
神
論
 
-
 
神
 義
ぬ
 巴
 
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
問
題
、
す
な
 
ね
 ち
、
 

な
ぜ
、
こ
の
世
に
こ
れ
ほ
ど
の
悪
が
必
要
な
の
か
、
と
い
う
問
い
 
と
 不
可
 

方
 で
あ
る
。
著
者
は
、
有
神
論
・
無
神
論
両
者
の
議
論
を
論
理
的
 
に
検
 討
 
-
 

し
て
い
く
が
、
し
か
し
そ
の
結
論
で
は
、
こ
の
問
題
は
論
理
的
中
 
培
 の
 射
 

程
を
超
え
る
基
礎
的
信
念
の
在
り
方
の
問
題
へ
と
 
逢
 若
し
て
い
く
 と
も
さ
 

 
 

続
く
第
 5
 章
「
自
由
と
責
任
」
で
は
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
悪
の
 
問
題
 

が
 、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 
ガ
 
の
可
能
世
界
論
を
は
じ
め
と
す
る
現
代
 
英
 山
ナ
 

少
の
占
 
ホ
 

教
 哲
学
者
に
よ
っ
て
い
か
に
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
か
が
、
特
に
 
全
知
 や
 

全
能
の
論
理
的
意
味
を
軸
に
紹
介
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
結
論
に
 お
い
て
 

は
 、
や
は
り
、
単
に
個
々
人
の
意
識
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
 、
 「
そ
の
 

個
人
が
属
す
る
環
境
一
般
」
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
 い
 か
ざ
る
を
 
え
な
 

と
い
う
認
識
へ
と
到
達
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
 

宗
教
 哲
 

学
 と
い
う
営
為
か
ら
あ
ふ
れ
る
射
程
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
 
解
さ
れ
 

 
 

第
三
部
で
は
、
代
表
的
な
「
神
の
存
在
証
明
」
に
関
す
る
議
論
が
 
 
 

扱
わ
れ
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
に
付
随
す
る
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
 
さ
せ
ず
 

に
は
い
な
い
神
の
存
在
証
明
と
い
う
三
題
 

は
 、
こ
こ
で
は
論
理
 
ム
叩
 
題
 と
し
 

て
 整
理
さ
れ
、
新
鮮
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
詰
ら
れ
て
い
く
 
。
ま
ず
 

第
 6
 章
で
扱
わ
れ
る
宇
宙
論
的
論
証
と
は
、
「
こ
の
世
界
全
体
を
 
支
え
る
 

何
か
大
き
な
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
感
覚
に
依
る
も
の
で
、
 

「
 
包
 一
 
m
@
 
」
 

 
 

と
い
う
概
念
や
「
因
果
系
列
の
果
て
に
あ
る
第
一
原
因
」
と
い
っ
 

た
 伝
統
 

 
 

内
議
論
が
検
討
さ
れ
て
 
い
 く
。
著
者
が
達
す
る
結
論
と
は
、
こ
 

う
 し
た
 姿
改
 

論
は
 
「
そ
れ
以
上
遡
行
が
不
可
能
な
第
一
原
因
」
が
人
格
的
存
在
 

で
あ
る
㏄
 

 
 

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
宇
宙
論
的
証
明
は
 
西
洋
的
 



有
神
論
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
神
の
存
在
証
明
」
で
は
あ
り
え
な
い
 
と
さ
れ
 

る
 。
 

続
く
第
 7
 章
で
は
、
自
然
界
に
見
ら
れ
る
整
合
性
、
合
理
性
の
中
 こ
申
 

@
 手
 

の
計
画
や
目
的
を
見
て
 
い
 く
「
目
的
論
的
論
証
」
が
主
題
と
さ
れ
 る
 。
 特
 

に
 進
化
論
が
 姐
 上
に
あ
げ
ら
れ
、
進
化
論
は
必
ず
し
も
目
的
論
的
 
論
証
 と
 

対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
支
え
る
も
の
と
し
て
 
0
 位
置
 

つ
け
ら
れ
る
と
す
る
。
 

そ
し
て
第
 8
 章
で
は
、
か
の
「
そ
れ
以
上
に
大
き
い
も
の
が
な
い
 

も
の
」
 

と
し
て
の
神
と
い
う
舌
口
 業
 を
め
ぐ
る
「
存
在
論
的
証
明
」
が
論
じ
 

ら
れ
る
。
 

現
代
な
お
、
こ
う
し
た
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
さ
え
 
驚
か
れ
 

る
 人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
ま
つ
わ
 
る
 現
代
 

的
 展
開
を
読
み
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
論
理
的
可
能
性
を
め
ぐ
る
 
珪
謂
払
輔
と
 

し
て
は
、
あ
る
意
味
、
も
っ
と
も
相
応
し
い
も
の
と
も
思
え
て
く
 
る
 。
 

た
だ
、
こ
の
部
全
般
に
お
い
て
語
ら
れ
る
神
の
存
在
証
明
と
い
う
 
プ
ロ
 

ジ
ェ
ク
ト
自
体
、
筆
者
の
筆
致
が
平
易
か
つ
明
快
で
あ
る
だ
け
に
 
、
 読
み
 

手
に
は
戸
惑
い
が
隠
せ
な
い
。
著
者
自
身
が
述
べ
る
よ
 
う
 に
 、
こ
 う
し
た
 

西
洋
的
有
神
論
の
営
為
は
、
「
知
解
を
求
め
る
信
仰
」
と
い
う
、
「
 

信
念
は
 

少
な
く
と
も
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
最
終
的
に
ほ
知
識
に
 
む
か
う
 

べ
き
だ
ろ
う
」
と
い
う
前
提
に
そ
も
そ
も
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
 

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
信
念
は
そ
も
そ
も
正
当
化
を
必
要
と
す
る
 
 
 

の
か
 ?
 」
と
い
う
問
い
も
ま
た
有
効
で
あ
る
。
「
 

神
 」
の
イ
メ
ー
 
ジ
 自
体
 

か
な
か
な
か
 焦
 占
を
結
ぶ
こ
と
の
な
い
現
代
に
お
い
て
、
こ
 う
し
 た
 形
式
 

に
お
い
て
「
 神
 」
に
つ
い
て
語
る
行
間
か
ら
は
、
逆
説
的
に
 、そ
 う
し
た
 

諸
前
提
へ
の
違
和
感
が
際
立
っ
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
 

第
四
部
「
信
仰
と
理
性
」
は
、
第
 9
 章
「
信
仰
の
倫
理
」
と
 第
 Ⅳ
 章
 

「
ム
ロ
理
性
の
行
方
」
の
二
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
 

証
  
 

い
こ
と
を
信
じ
て
も
よ
い
の
か
 
?
 」
と
い
う
、
信
仰
と
い
う
も
の
 
0
 本
質
 

囲
 

に
 関
わ
る
問
い
が
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
第
 
9
 章
で
は
「
下
士
 公
 な
証
 

 
 
 
 

拠
 に
基
づ
い
て
何
か
を
信
じ
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
す
る
 
 
 

オ
ー
ド
 と
 、
か
の
有
名
な
パ
ス
カ
ル
の
賭
け
と
が
対
比
さ
れ
る
 。
五
ハ
 に
 

「
信
仰
に
際
し
て
、
理
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
つ
 つ
も
、
 

「
理
性
的
」
で
あ
る
と
は
「
十
分
な
証
拠
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
 

」
こ
と
 

だ
と
す
る
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
に
対
し
て
、
パ
ス
カ
ル
は
、
行
動
の
結
 
果
 に
対
 

す
る
冷
静
な
判
断
を
も
っ
て
理
性
的
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
 
対
照
を
 

通
じ
て
、
「
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
も
必
ず
し
も
一
義
的
 
で
は
な
 

い
 こ
と
が
示
さ
れ
る
。
 

最
終
章
で
は
、
さ
ら
に
「
理
性
的
」
で
あ
る
こ
と
の
必
要
性
に
ま
 
で
遡
 

り
 、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
批
判
が
 
紹
介
さ
 

れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
「
信
仰
す
る
か
し
な
い
 

か
は
、
 

人
生
に
お
け
る
本
物
の
選
択
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
物
の
選
択
が
 
理
性
的
 

に
 決
定
で
き
な
い
と
き
に
は
、
感
情
に
基
づ
い
て
そ
の
選
択
を
行
 
う
べ
き
 

で
あ
る
」
と
し
て
、
「
信
じ
る
」
こ
と
に
お
け
る
感
情
と
い
う
 

要
 因
 の
ま
 忌
 

義
 に
光
を
当
て
て
い
く
。
し
か
し
著
者
は
、
何
が
「
本
物
の
問
題
 
」
と
す
 

る
か
は
個
々
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
反
論
も
普
遍
 
 
 

な
 い
 こ
と
を
も
あ
れ
せ
て
指
摘
す
る
。
 

こ
の
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
議
論
は
、
合
理
性
や
基
礎
付
け
と
い
 
 
 

の
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
今
日
、
様
々
 
な
 領
域
 

で
 多
様
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
課
題
に
際
し
て
著
者
が
 
探
っ
て
 

い
く
途
は
 、
 新
た
な
る
合
理
性
の
規
準
を
求
め
る
「
改
革
派
認
識
 払面
 
」
山
り
 

方
途
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
あ
る
信
念
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
 

そ
の
 信
 



 
 

重
日
 

 
 

 
 

念
が
 、
信
頼
で
き
る
認
知
プ
ロ
セ
ス
が
正
し
く
働
い
た
結
果
生
じ
 てい
る
 

場
合
に
限
る
」
と
い
う
信
頼
性
理
論
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

そ
の
 見
 

地
か
ら
は
、
信
念
を
正
当
化
す
る
条
件
は
認
識
者
本
人
の
直
感
だ
 
け
で
は
 

不
十
分
と
し
て
、
古
典
的
な
基
礎
付
け
主
義
は
斥
け
ら
れ
る
が
、
 

基
礎
付
 

け
と
い
う
理
念
自
体
は
保
持
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
新
た
な
ム
ロ
 

理
 性
 の
 基
 

準
か
ら
見
る
と
き
、
「
神
が
存
在
す
る
」
こ
と
に
根
拠
が
な
く
と
 
も
、
そ
 

う
 信
じ
る
こ
と
自
体
は
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
。
 

本
書
の
結
び
に
お
い
て
、
以
上
の
問
い
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
 
人
 間
に
 

本
当
に
神
を
感
じ
る
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
 
問
題
に
 

収
 叙
す
る
と
さ
れ
る
。
「
神
を
感
じ
る
能
力
」
と
、
そ
の
他
の
「
 
感
覚
 能
 

力
 」
「
推
論
応
力
」
と
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
大
き
な
違
い
が
 
存
 在
す
る
 

す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
著
者
自
身
は
「
こ
の
違
い
の
正
体
を
 
明
ら
か
 

に
す
る
こ
と
で
、
認
識
能
力
が
正
し
く
働
く
と
い
う
信
頼
性
理
論
 
 
 

部
分
を
、
よ
り
洗
練
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
 
」
と
 結
 

ん
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
ほ
「
正
し
い
認
識
」
「
確
実
な
 
基
盤
」
 

を
 求
め
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
に
も
再
考
を
迫
る
も
の
で
 
あ
り
、
 

単
に
「
宗
教
哲
学
」
に
と
ど
ま
ら
ぬ
 視
占
 を
も
求
め
て
い
こ
う
。
 

著
者
は
「
基
礎
付
け
」
を
め
ぐ
る
多
様
な
立
場
の
存
在
を
示
唆
し
 つ
つ
 

も
 、
「
 反
 基
礎
付
け
主
義
」
な
ど
、
こ
の
背
後
に
存
す
る
問
題
に
 主
題
的
 

に
は
触
れ
な
い
。
こ
れ
は
入
門
書
と
し
て
の
「
制
限
」
で
あ
る
と
 
い
う
よ
 

り
も
、
む
し
ろ
宗
教
哲
学
一
般
に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
と
も
 思
わ
れ
 

る
 。
現
在
英
米
の
哲
学
界
に
お
い
て
は
周
知
の
よ
う
に
、
知
の
確
 
実
性
を
 

巡
る
問
題
は
哲
学
と
い
う
 営
 み
の
自
己
措
定
へ
の
問
い
と
 

も
 不
可
分
で
あ
 

ソ
 、
そ
れ
ゆ
え
ム
コ
日
で
は
一
大
問
題
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
に
も
 

か
か
わ
 

ソ
ず
 、
従
来
、
狭
義
の
宗
教
哲
学
と
い
う
学
問
領
域
に
お
い
て
は
 
、
 -
 
し
 

問
い
が
あ
ま
り
に
看
過
さ
れ
て
き
た
の
で
は
と
の
疑
念
も
つ
き
ま
 
と
う
 "
 

と
も
す
れ
ば
、
「
科
学
の
不
確
実
性
Ⅱ
宗
教
の
復
権
」
と
い
っ
た
 
よ
う
な
 

安
易
な
図
式
で
語
ら
れ
る
き
ら
い
も
あ
っ
た
。
基
礎
付
け
主
義
を
 
巡
る
議
 

論
は
 、
「
宗
教
」
哲
学
と
の
限
定
を
受
け
た
分
野
に
お
い
て
も
や
 
 
 

流
 」
に
附
随
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
不
可
欠
と
は
舌
口
え
ま
い
。
 

し
 

自
己
の
言
説
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
だ
け
に
、
避
け
て
 

な
く
と
も
「
得
策
」
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

が
わ
し
さ
」
と
い
う
二
重
の
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と
う
。
ど
ち
ら
 

尚
さ
 」
と
「
あ
や
し
さ
」
、
「
 近
 づ
き
が
た
さ
」
と
一
体
と
な
っ
た
 

す
い
宗
教
哲
学
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
問
い
掛
け
を
捨
象
す
る
こ
 

と
も
す
れ
ば
「
論
点
先
取
」
的
で
独
善
的
と
の
懐
疑
の
眼
差
し
を
 

ぬ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
英
米
に
お
け
る
哲
学
 

今
日
、
「
哲
学
」
と
「
宗
教
」
の
ど
ち
ら
の
言
葉
に
も
、
と
も
に
 

受
け
や
 

は
 通
れ
 

 
 

と
も
に
 

と
は
 少
 

の
 
「
 主
 

 
 

「
 
一
 
@
 
向
 

「
啓
示
的
」
 
な
 絶
対
性
や
正
し
さ
を
掲
げ
る
と
い
う
共
通
点
が
挙
 
 
 

よ
う
が
、
 
現
ム
 「
の
形
勢
を
鑑
み
る
に
、
そ
う
し
た
も
の
に
向
け
 

ち
 れ
る
 不
 

信
 感
、
「
そ
も
そ
も
一
体
な
ん
の
役
に
立
つ
の
か
 

?
 」
と
い
う
、
 
そ
れ
な
 

り
に
深
刻
な
問
い
か
け
に
対
し
て
正
面
か
ら
 
対
 時
し
て
い
く
こ
と
 
は
 不
可
 

欠
 で
あ
ろ
う
。
特
に
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
「
 
宗
教
 哲
 

学
 」
は
、
そ
の
極
み
に
位
置
す
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
確
か
に
 
、
知
識
 

に
 裏
打
ち
さ
れ
、
配
慮
の
行
き
届
い
た
本
書
の
筆
致
は
、
「
英
米
 
圏
 に
お
 

け
る
宗
教
の
哲
学
を
一
般
の
読
者
に
向
け
て
紹
介
し
て
い
く
」
と
 
い
う
 著
 

 
 

者
の
意
図
を
実
現
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ス
コ
ラ
哲
学
を
 
想
起
さ
 

 
 

せ
る
、
献
身
的
と
も
形
容
で
き
よ
う
そ
の
学
問
的
執
意
 と
 繊
密
 さ
は
ま
 

た
、
 「
こ
う
し
た
問
い
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
か
 

?
 」
と
 い
う
 

問
蹄
 

 
 

い
を
喚
起
す
る
点
に
お
い
て
も
、
そ
の
姿
を
重
ね
て
い
く
の
も
 
事
 実
で
あ
 



ろ
う
。
現
在
の
学
問
を
め
ぐ
る
環
境
に
お
い
て
は
、
あ
る
意
味
、
 

自
己
 自
 

評
さ
れ
る
「
入
門
書
」
に
こ
そ
望
ま
れ
よ
 う衿
 持
と
も
思
わ
れ
る
 
。
各
章
 

身
に
対
す
る
反
省
の
眼
差
し
さ
え
も
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
 持
 に
 意
識
の
最
後
に
付
さ
れ
て
い
る
「
発
展
問
題
」
に
お
 いて
、
そ
れ
ま
で
の
問
い
 

琳
 

刀
 自
体
が
問
い
直
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
著
者
は
い
か
に
答
え
て
 
 
 

・
拙
意
識
的
を
問
わ
ず
、
有
神
論
的
伝
統
が
紛
れ
込
ん
で
 ぃ
 る
の
で
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
神
と
は
 
?
 」
「
宗
教
と
は
 ?
 」
「
宗
教
哲
学
と
 
は
ヮ
こ
 

は
 、
と
の
疑
念
が
外
部
か
ら
挟
ま
れ
る
宗
教
哲
学
に
と
っ
て
 
、
自
 己
 充
足
 

と
い
っ
た
、
も
っ
と
も
「
基
本
的
」
 

な
 問
い
か
け
へ
に
対
し
て
、
 
果
し
て
 

的
な
枠
内
に
充
足
す
る
こ
と
は
、
そ
の
説
得
力
、
存
在
意
義
を
確
 
た
る
も
 

の
に
し
て
い
く
た
め
に
も
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
宗
教
 
哲
学
と
 

著
者
は
い
か
な
る
方
向
に
我
々
を
誘
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
 
、
興
味
 

 
 

い
 う
 営
為
自
体
の
可
能
性
と
限
界
と
を
踏
ま
え
た
議
論
が
要
さ
れ
 るゆ
え
 

ん
で
あ
る
。
 

著
者
は
安
易
な
「
隠
れ
神
学
」
に
陥
ら
ぬ
よ
う
賛
否
両
論
を
扱
い
 
、
さ
 

ら
に
各
章
の
終
わ
り
に
は
、
考
察
射
程
の
輪
郭
も
し
く
は
限
界
 
き
 -
 
え
も
 誠
 

実
に
も
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
宗
教
哲
学
と
い
う
 
宮
 み
 自
体
 

の
 
「
足
元
」
、
す
な
 
む
 ち
 、
 「
こ
の
言
説
は
い
か
な
る
位
置
に
あ
り
 
;
 

し
 

な
る
意
味
を
有
す
る
の
か
 
?
 」
と
い
う
最
も
基
本
的
と
い
え
る
 問
 題
 に
対
 

し
て
十
分
な
議
論
が
 
尺
 、
く
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
木
室
 
目
 に
紹
介
 

さ
れ
て
い
る
原
理
問
題
は
 
ビ
 れ
も
、
知
的
好
奇
心
を
呼
び
起
こ
す
 に 十
分
 

た
る
も
の
で
は
あ
る
。
そ
し
て
、
「
原
理
」
を
超
え
る
「
事
実
」
 

問
題
は
 、
 

狭
義
の
宗
教
哲
学
の
射
程
を
超
え
る
も
の
と
舌
口
っ
て
し
ま
え
ば
そ
 

 
 

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
哲
学
と
い
う
 
営
 み
自
体
を
分
析
 
対
象
と
 

し
 、
自
己
を
か
た
ど
る
枠
組
み
自
体
を
見
つ
め
て
い
く
視
線
こ
そ
 
が
 、
今
 

後
の
宗
教
哲
学
の
発
展
の
た
め
に
求
め
ら
れ
よ
 
う
 。
確
か
に
「
 
入
 門
 」
と
 

付
さ
れ
て
い
る
本
書
に
、
こ
う
し
た
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
は
 
筋
 -
 
娃
 い
と
 

も
 舌
口
え
よ
う
。
そ
れ
に
、
こ
れ
は
宗
教
哲
学
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
 

ト
が
全
 

体
 と
し
て
抱
え
る
問
題
で
あ
り
、
著
者
だ
け
に
そ
の
責
を
負
わ
せ
 るこ
と
 

は
で
き
ま
い
。
し
か
し
、
あ
る
科
学
史
家
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
 、
「
外
部
 

へ
の
接
点
」
を
な
し
つ
つ
も
「
ジ
ャ
ー
 

ゴ
ン
 
の
再
生
産
へ
の
軌
道
 
」
と
も
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書評と紹 ガ 

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
、
㈲
「
自
己
変
革
型
の
宗
教
間
 
対
 話
 」
と
 

い
 う
 
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
…
：
そ
れ
ゆ
え
、
本
書
は
宗
教
間
対
話
 
 
 

て
知
り
、
ま
た
学
び
た
い
と
い
う
人
々
に
対
し
て
か
な
り
の
意
義
 
を
も
っ
 

て
い
る
と
信
じ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
文
字
ど
お
り
に
 
そ
う
で
 

あ
る
。
 

宗
教
間
対
話
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
貢
献
で
き
る
。
 

㈲
平
和
や
難
民
の
救
済
と
い
う
人
類
共
通
の
課
題
に
対
し
て
、
 

諸
 田
本
坊
利
休
 

が
 

一
致
し
て
協
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
 

る
 。
 

㈲
諸
宗
教
ほ
こ
れ
ま
で
人
問
の
も
の
の
見
方
や
考
え
万
に
大
き
な
 
影
響
を
 

与
え
て
き
た
が
、
あ
る
宗
教
の
信
者
は
異
質
な
宗
教
を
知
る
こ
と
 
で
、
 

自
ら
の
宗
教
を
新
た
な
 観
 占
か
ら
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
 は
自
 

分
の
宗
教
を
さ
ら
に
深
く
理
解
し
、
ま
す
ま
す
そ
れ
を
 
豊
鈍
 に
す
 る
こ
 

と
に
繋
が
る
。
 

㈹
他
宗
教
と
の
対
話
を
と
お
し
て
、
自
分
の
宗
教
を
時
代
に
あ
っ
 
 
 

に
 生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
宗
教
に
は
自
ら
の
手
で
 
自
ら
 

を
刷
新
し
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
で
あ
る
。
 

㈲
多
種
多
様
な
宗
教
が
対
話
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
人
類
は
こ
れ
 
ま
で
と
 

は
 異
な
っ
た
、
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
「
宗
教
」
を
生
み
出
 
す
こ
 

 
 

本
書
が
も
っ
と
も
重
要
視
し
て
い
る
の
は
、
な
か
で
も
特
に
㈲
で
 
あ
る
 

一
五
頁
 -
 。
 

宗
教
間
対
話
は
 
、
 溶
け
て
流
れ
て
一
つ
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
 

他
宗
 

教
 と
出
会
い
、
対
話
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
理
解
を
深
め
、
 自
己
を
 

「
よ
り
ま
し
な
自
己
」
へ
と
変
革
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
 

で
は
、
 

こ
の
よ
う
な
狙
い
を
真
摯
に
受
け
と
め
る
宗
教
と
ほ
ど
の
よ
う
  
 

第
 l 
章
 

I
 

2
 

3
 

第
 2 
章
 

 
 

 
 

3
 

4
 

第
 3 
章
 

 
 

2
 

3
 

4
 

 
 

6
 

宗
教
の
衝
突
 

イ
ス
ラ
ム
教
の
復
興
 

宗
教
は
戦
争
の
原
因
か
 

宗
教
と
暴
力
 

宗
教
と
寛
容
 

「
寛
容
」
と
い
う
概
念
 

イ
ス
ラ
ム
教
に
み
る
寛
容
と
不
寛
容
 

キ
リ
ス
ト
教
に
み
る
寛
容
と
不
寛
容
 

寛
容
理
論
の
構
築
に
む
け
て
 

宗
教
間
対
話
の
歴
史
 

宗
教
間
対
話
と
は
何
か
 

キ
リ
ス
ト
教
の
「
対
話
」
の
歴
史
 

宣
教
の
時
代
 

宣
教
形
態
の
変
化
 

キ
リ
ス
ト
教
と
西
欧
文
明
 

「
対
話
」
の
時
代
へ
 

か
 。
本
書
は
そ
れ
を
、
次
の
よ
う
に
明
示
的
に
い
う
。
「
宗
教
と
 
 
 

人
生
に
究
極
的
な
意
味
づ
け
を
す
る
、
㈲
秩
序
だ
っ
た
意
味
の
体
 
系
 
-
 コ
 

ス
モ
ス
）
で
あ
り
、
㈹
人
間
が
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
示
す
 
解
  
 

ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
」
 
-
 一
五
頁
㍉
 

本
書
の
プ
ロ
ロ
 
、
グ
 

な
ぜ
、
 
い
 ま
「
宗
教
間
対
話
」
な
の
か
 
 
 

お
い
て
、
「
宗
教
」
の
理
解
を
以
上
の
よ
う
に
明
記
し
、
さ
ら
に
 

若
干
の
 

補
足
説
明
を
加
え
た
つ
え
で
、
主
た
る
議
論
を
 、 次
の
よ
う
に
 
展
 聞
 し
て
 

 
 

  



各
章
に
展
開
さ
れ
る
議
論
に
沿
い
つ
つ
、
そ
こ
に
た
だ
さ
れ
る
べ
 
き
疑
 

義
を
い
く
つ
か
提
示
し
た
い
。
 

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
教
が
「
秩
序
だ
っ
 た 土
日
 

@
 

味
の
体
系
一
コ
ス
モ
ス
 -
 
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
教
間
の
対
立
や
 闘
争
は
 

「
聖
な
る
秩
序
」
「
聖
な
る
コ
ス
モ
ス
」
同
士
の
衝
突
と
し
て
 

捉
 え
ら
れ
 

る
 。
あ
る
宗
教
が
別
の
宗
教
を
自
分
の
意
味
世
界
の
な
か
に
抱
接
 でき
な
 

け
れ
ば
、
こ
れ
を
「
無
秩
序
」
な
も
の
と
み
な
し
て
排
斥
す
る
。
 

時
と
し
 

第
 4
 章
宗
教
多
元
主
義
 

@
 
 排
他
主
義
 

2
 
K
.
 

ラ
ー
ナ
ー
の
包
括
正
義
 

J
.
 

ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
 

第
 5
 章
宗
教
多
元
主
義
の
検
討
 

@
 
 「
対
話
理
論
」
と
し
て
の
多
元
主
義
 

2
 
 多
元
主
義
的
「
理
解
」
の
諸
問
題
 

3
 
 多
元
主
義
の
諸
宗
教
「
理
解
」
 

4
 
 究
極
的
実
在
 

5
 
 他
宗
教
「
理
解
」
の
構
造
 

第
 6
 章
二
一
世
紀
の
宗
教
間
対
話
 

1
 
 宗
教
の
真
理
 

2
 
 真
理
と
対
話
 

3
 
 宗
教
間
対
話
の
た
め
の
共
通
の
地
盤
 

4
 
 「
自
己
変
革
型
」
の
宗
教
間
対
話
 

エ
 ピ
ロ
ー
グ
 

あ
と
が
き
 

て
 宗
教
の
衝
突
に
よ
っ
て
人
命
が
奪
わ
れ
る
の
は
こ
の
理
由
に
よ
 
る
 O
 ま
 

た
 、
そ
の
衝
突
は
宗
教
間
対
話
の
成
立
を
妨
げ
る
要
因
の
一
 つ
 
 
 

る
 。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
他
宗
教
に
対
し
て
「
寛
容
」
 

で
あ
る
 

 
 
 
 

こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
一
四
五
頁
Ⅱ
 

本
書
で
は
、
メ
ン
シ
ン
グ
 
著
 
「
宗
教
に
お
け
る
寛
容
と
真
理
し
の
 
議
論
 

が
 -
 寛
容
理
論
の
構
築
に
む
け
て
、
そ
の
理
論
の
基
盤
を
問
う
 

る
 場
合
を
宗
教
間
対
話
の
成
り
立
っ
場
合
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
教
 

ス
ト
教
を
検
証
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
次
に
 

-
 こ
こ
が
重
要
な
の
 

に
 依
拠
し
つ
つ
、
「
内
容
的
に
寛
容
」
か
つ
「
対
外
的
に
も
寛
容
 ど

う
 

」
で
あ
 

 
 で

あ
る
 

し
た
ら
他
宗
教
に
対
し
て
寛
容
に
な
れ
る
か
。
こ
れ
に
答
え
て
 、
「
寛
容
 

で
あ
る
こ
と
の
基
盤
を
、
人
間
の
真
理
認
識
能
力
の
限
界
の
自
覚
 
に
 求
め
 

た
い
」
 
-
 
八
六
頁
 一
 と
し
て
い
る
の
は
、
卓
見
で
あ
る
。
 

真
理
に
対
し
て
真
摯
な
態
度
を
と
る
者
は
、
自
ら
の
真
理
を
絶
対
 
規
 す
 

る
こ
と
な
く
、
他
者
の
真
理
の
王
 

張
 に
も
虚
心
に
耳
を
傾
け
る
。
 

こ
こ
に
 

宗
教
間
対
話
の
要
請
が
生
じ
て
く
る
。
そ
の
対
話
は
（
不
寛
容
な
 
一
信
仰
 

告
白
で
は
な
く
、
 
一
 寛
容
な
一
真
理
探
究
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
の
 強
い
 示
 

唆
 が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
「
真
理
」
と
は
何
の
こ
と
か
 
 
 

し
な
い
。
こ
の
「
対
話
」
は
「
必
ず
し
も
ひ
と
つ
の
真
理
に
達
す
 
る
た
め
 

に
お
こ
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
」
 

-
 
九
セ
 貞
 -
 と
い
う
が
、
ひ
と
 
つ
の
 
真
 

埋
 
-
 究
極
な
る
も
の
一
に
向
か
う
途
上
に
あ
る
と
い
う
信
念
が
あ
 るか
ら
 

こ
そ
、
そ
の
途
上
の
も
の
と
し
て
、
自
ら
の
真
理
を
絶
対
視
し
な
 
 
 

ぅ
 こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
の
か
。
 

宗
教
の
真
理
は
 
、
 確
か
に
特
定
の
宗
教
内
に
お
け
る
事
柄
に
尽
き
 る
も
 

の
で
は
な
い
。
そ
れ
一
宗
教
の
真
理
一
は
、
む
し
ろ
「
宗
教
間
 
対
 話
 の
な
 

か
で
育
ま
れ
、
ほ
か
の
宗
教
と
の
対
話
を
通
じ
て
さ
ら
に
深
め
ら
 
れ
る
」
 



書評と紹介 

二
六
一
頁
㍉
だ
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
「
育
ま
れ
、
深
め
ら
 
れ
る
」
 

真
理
の
実
体
は
何
な
の
か
、
や
は
り
判
然
と
し
な
い
。
 

ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
正
義
は
こ
こ
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
 
-
 、
 宗
教
 

を
 
「
宗
教
的
に
」
理
解
す
る
た
め
の
解
釈
理
論
で
あ
る
。
そ
の
 

解
 釈
 に
よ
 

れ
ば
、
宗
教
の
真
理
の
実
体
は
明
確
に
「
実
在
者
」
で
あ
り
、
 

総
 じ
 て
と
 
不
 

教
 と
は
、
そ
の
「
実
在
者
に
対
す
る
人
間
の
応
答
」
で
あ
る
。
 

実
 往
者
は
 

さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
宗
教
伝
統
の
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
 
仕
方
で
 

作
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
作
用
に
応
ず
る
人
間
の
応
答
も
 
さ
ま
ざ
 

ま
に
異
な
る
。
そ
こ
で
宗
教
多
元
三
 義
 と
は
、
「
偉
大
な
世
界
 
宗
 数
 は
ど
 

ね
ら
 
（
実
在
者
）
な
り
、
（
究
極
者
）
な
り
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
 

な
 覚
知
 

と
 観
念
、
ま
た
そ
れ
に
応
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
応
答
の
仕
方
を
具
体
 
 
 

加
え
て
、
そ
の
各
々
の
伝
統
内
に
お
い
て
（
自
我
中
心
か
ら
実
在
 
中
心
へ
 

0
 人
間
存
在
の
変
革
）
が
明
確
に
生
じ
つ
つ
あ
る
と
み
な
す
見
解
 のこ
と
 

で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ
る
の
だ
二
二
八
 
｜
 
一
二
九
頁
Ⅰ
こ
 う
 し
た
 解
 

釈
 理
論
を
 、
 実
は
、
本
書
は
一
対
話
理
論
」
と
し
て
新
た
に
捉
え
 なお
そ
 

う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
視
点
と
論
点
が
 
あ
る
。
 

こ
の
 視
 占
か
ら
、
本
書
は
、
ヒ
ッ
ク
の
多
元
三
 義
的
 宗
教
「
理
解
 」
 @
 
こ
 

三
つ
の
「
大
き
な
誤
り
」
「
難
点
」
が
あ
る
と
断
じ
二
四
 0
 ｜
 
一
四
一
 

貞
一
、
次
に
こ
れ
ら
を
克
服
す
る
試
み
が
大
胆
に
 

宰
ル
 削
り
に
）
 
お
こ
 な
 

わ
れ
る
。
そ
れ
が
第
 
5
 章
の
 3
 、
 4
 、
 5
 
%
 
き
の
目
次
紹
介
部
 
分
 を
参
 

損
 さ
れ
た
い
 -
 に
当
て
ら
れ
た
果
敢
な
議
論
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 
-
 と
私
は
重
大
な
疑
義
を
提
示
し
た
い
 -
 本
当
に
 
ヒ
ッ
  
 

多
元
主
義
的
宗
教
理
解
は
「
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
」
「
 
難
 占
 が
あ
 

る
 」
と
断
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ヒ
ッ
ク
の
宗
教
理
解
 
は
、
本
 

当
に
 、
本
書
で
い
わ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
第
一
に
、
唯
一
の
「
 
究
 極
 的
実
 

可   
  



一
 
は
じ
め
に
 

本
書
は
、
京
都
大
学
お
よ
び
愛
知
学
院
大
学
に
お
い
て
長
年
に
わ
 
 
 

宗
教
哲
学
の
研
究
に
従
事
し
、
多
大
の
業
績
を
あ
げ
て
い
る
京
都
 
大
学
名
 

誉
 教
授
武
内
義
範
氏
の
既
発
表
の
単
行
本
並
び
に
論
文
お
よ
び
 
随
 想
 を
集
 

め
た
も
の
で
あ
り
、
卑
近
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ひ
と
ま
ず
武
内
 
宗
教
 哲
 

学
の
集
大
成
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
全
五
巻
か
 
ら
な
る
 

本
 著
作
集
は
、
著
者
の
薫
陶
を
受
け
た
前
記
五
名
の
編
集
委
員
が
 
各
巻
の
 

編
集
お
よ
び
後
記
 -
 並
び
に
第
五
巻
の
著
者
略
歴
と
主
要
著
作
 目
 録
 -
 を
 

担
当
す
る
と
い
う
体
裁
を
採
り
、
 

各
春
 に
は
後
述
の
よ
う
な
標
題
 
 
 

て
い
て
、
そ
れ
が
著
者
の
研
究
分
野
を
端
的
に
示
す
よ
 
す
 が
 と
な
 つ
て
い
 

る
 。
全
巻
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
編
集
委
員
の
「
刊
行
の
辞
 
」
 よ
 
4
 
@
@
 

、
 

著
者
が
「
宗
教
哲
学
、
宗
教
現
象
学
、
浄
土
教
、
原
始
仏
教
な
ど
 
の
 研
究
 

分
野
に
お
い
て
未
踏
の
領
域
へ
思
索
を
す
す
め
、
新
し
い
知
見
を
 
 
 

い
て
来
ら
れ
た
」
と
そ
の
業
績
を
称
揚
 
し
、
 次
い
で
著
者
の
専
門
 
 
 

題
 領
域
お
よ
び
そ
の
研
究
の
姿
勢
並
び
に
思
索
の
特
徴
に
言
及
し
 
、
最
後
 

華
園
聴
麿
 

全
 5
 巻
法
蔵
 館
 

一
九
九
九
年
一
一
月
一
五
日
刊
 

A
5
 判
 

第
一
巻
 二
 一
九
二
頁
、
第
二
巻
三
八
四
頁
、
第
三
巻
三
四
四
頁
 

第
四
巻
三
八
八
頁
、
第
五
巻
四
九
六
頁
セ
ッ
ト
定
価
五
九
 0
0
 
 
 

武
内
義
範
善
 
-
 
石
田
慶
和
・
薗
田
 坦
 ・
長
谷
 工
嘗
 ・
藤
田
正
 勝
 ・
 

菊
多
雅
子
編
集
 -
 

「
武
内
義
範
著
作
集
」
 

三
舎
巻
の
主
題
と
考
察
 

本
 著
作
集
第
一
巻
 

-
 長
谷
正
宮
担
当
）
に
は
「
教
行
信
証
の
哲
学
 」
と
 

い
う
標
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
著
者
の
名
前
 
を
 
一
躍
 

高
か
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
長
い
間
名
著
の
名
を
ほ
し
い
ま
ま
に
 
し
て
き
 

た
、
 言
わ
ば
出
世
作
の
書
名
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

本
春
 に
は
 

、
こ
れ
 

に
 
「
混
迷
せ
る
現
代
に
お
い
て
、
（
略
）
新
た
な
思
想
の
起
点
と
 

な
る
」
 

 
  

 

こ
と
を
本
書
の
刊
行
の
意
義
と
し
て
い
る
。
 

 
 

右
の
よ
う
に
 
本
 著
作
集
を
著
者
の
宗
教
哲
学
の
集
大
成
と
見
な
す
 と

す
 

 
 

れ
ば
、
こ
の
書
評
も
ま
た
何
ら
か
の
統
一
的
な
視
点
を
構
え
て
、
 

そ
こ
か
 

ら
 系
統
的
に
あ
る
い
 
は
 体
系
的
に
個
別
の
研
究
成
果
を
評
価
し
、
 

最
後
に
 

そ
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
 

第
五
巻
 

の
 末
尾
に
付
さ
れ
た
「
主
要
著
作
目
録
」
は
、
著
者
の
研
究
の
編
 
年
 史
と
 

言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
研
究
は
、
一
本
 
 
 

延
長
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
は
な
く
、
 

幾
筋
 も
の
 糸
  
 

合
い
、
最
初
の
糸
が
最
新
の
糸
と
結
び
つ
く
、
と
い
っ
た
様
相
を
 
ロ
王
 
L
 し
て
 

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
要
す
る
に
、
一
見
あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
 
見
ら
れ
 

る
よ
う
な
複
数
の
問
題
 
圏
が
 、
著
者
の
独
自
の
問
題
意
識
に
よ
っ
 

て
 組
み
 

合
わ
さ
れ
、
独
創
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
一
つ
の
根
本
問
題
へ
と
 
手
 繰
り
寄
 

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
著
者
の
宗
教
哲
学
 を
体
系
 

的
 ・
組
織
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
不
可
避
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
 

も
の
で
 

あ
る
が
、
こ
の
書
評
で
ほ
こ
れ
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
は
 で
き
な
 

 
 

内
容
を
 

紹
介
し
、
筆
者
が
関
心
を
唆
ら
れ
た
占
を
摘
記
し
て
務
め
を
果
た
 
す
こ
と
 

 
 



妻 評と 

@ 一 

  

  を
 初
め
と
し
て
、
 
八
 篇
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

「
教
行
信
証
の
哲
学
目
の
改
訂
版
を
出
版
す
る
に
あ
た
り
、
著
者
 
は
自
 

ら
の
二
十
五
年
の
歳
月
を
振
り
返
っ
て
、
「
私
は
信
仰
の
 

ヒ
 で
も
 

思
想
上
 

の
 問
題
で
も
、
（
 略
 -
 劇
的
な
転
換
と
い
う
も
の
を
少
し
も
経
験
   

っ
た
 」
と
述
懐
し
、
カ
ナ
遣
い
を
改
め
、
多
少
の
加
筆
を
し
、
 

補
 圧
 を
付
 

け
 足
す
だ
け
で
、
旧
著
を
「
若
い
時
代
の
肖
像
」
と
し
て
残
す
こ
 
 
 

た
と
述
べ
て
い
る
二
二
頁
）
。
し
か
し
著
者
は
続
け
て
、
「
敢
行
信
 

訪
ヒ
 
の
 

哲
学
的
研
究
は
私
の
生
涯
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
も
言
 い 、
 来
し
 

万
行
く
末
を
思
い
な
が
ら
、
著
者
は
本
書
の
意
義
と
価
値
を
改
め
 
て
 噛
み
 

し
め
て
い
る
。
 

「
 
序
 」
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
本
は
、
親
鳥
 の
 
「
教
行
信
証
口
を
 ア
ゥ
  
 

チ
ヌ
ス
 の
三
位
一
体
 読
 に
も
比
肩
す
べ
き
宗
教
哲
学
の
書
と
し
て
 

激
賞
し
 

た
 、
著
者
が
「
わ
が
 
師
 」
と
仰
ぐ
 
田
逼
元
 に
勧
め
ら
れ
て
始
め
た
 
研
究
の
 

成
果
で
あ
る
。
宗
学
的
環
境
の
中
で
理
解
し
て
き
た
信
仰
の
書
を
 
、
哲
学
 

と
い
う
新
し
い
光
の
も
と
で
照
ら
し
直
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
 

著
 者
に
と
 

っ
て
「
 薦
曙
俊
巡
 」
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 

読
 み
 進
む
 

う
ち
に
、
「
私
は
私
な
り
に
、
こ
の
書
の
奥
か
ら
呼
び
か
け
て
く
 
る
あ
る
 

声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
」
 

@
 
貞
一
と
い
う
。
こ
の
「
 声
 」
 が
 何
で
あ
 

り
、
い
 か
な
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
 
と
が
、
 

た
ぶ
ん
著
者
が
取
り
組
ん
で
き
た
宗
教
哲
学
の
根
本
問
題
を
究
明
 
す
る
こ
 

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

同
じ
「
 序
 」
に
は
研
究
動
機
に
関
す
る
、
短
い
な
が
ら
も
、
見
過
 ご
す
 

-
 と
の
で
き
な
い
叙
述
が
あ
る
。
「
日
本
一
宗
教
 

一
 精
神
史
の
 
一
 つ
の
 
最
 

向
峰
 で
あ
る
こ
の
「
教
行
信
証
」
を
、
東
西
面
思
想
の
綜
合
を
意
 
図
す
る
 

口
木
哲
学
の
現
段
階
か
ら
、
そ
の
重
大
な
使
命
と
固
く
結
び
つ
け
 

ら
れ
た
 

ょ は と 頁 ル閑「開明 そ 見る た た検を を も に な追究 あ 仕 

えい 文   
  



裏
 相
即
し
相
互
に
映
じ
合
っ
て
初
め
て
深
い
意
義
を
発
露
す
る
 
@
 
」
と
が
で
 

き
る
」
 -
 
同
 -
 と
し
、
そ
の
こ
と
を
化
身
上
巻
の
構
造
か
ら
の
み
な
 
ら
ず
、
 

親
鸞
が
「
方
便
と
真
実
と
を
結
合
す
る
時
に
用
い
た
深
遠
で
し
か
 
も
 簡
潔
 

な
ス
 三
の
概
念
か
ら
も
」
（
 同
 -
 理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
 る
 O
 こ
 

こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
「
 
今
 」
の
概
念
は
 
、
 実
は
単
に
「
 数
 行
信
 訪
日
 の
 

研
究
に
お
け
る
 
鍵
 概
念
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
著
者
の
終
生
に
 わ
た
る
 

研
究
、
と
り
わ
け
宗
教
的
実
存
が
自
ら
を
成
就
す
る
場
な
い
し
「
 
開
け
」
 

と
し
て
の
「
現
在
」
に
関
す
る
時
間
論
的
考
察
の
も
っ
と
も
重
要
 
な
 概
念
 

の
 一
つ
と
も
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

右
の
よ
う
な
枠
組
と
見
通
し
の
も
と
に
始
め
ら
れ
た
「
教
行
信
証
 
し
の
 

研
究
は
、
本
書
で
は
王
と
し
て
二
瀬
転
入
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
 
れ
て
い
 

る
 。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
そ
の
思
想
的
契
機
は
親
 甘
の
 
「
罪
障
」
の
 自
覚
で
 

あ
り
、
そ
れ
は
「
自
己
を
仏
の
無
限
性
へ
嵩
め
る
こ
と
を
拒
む
も
 
 
 

て
は
、
自
己
の
有
限
性
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
自
覚
 
は
ま
た
 

暗
い
無
限
の
罪
の
深
淵
へ
と
自
己
を
沈
 冷
 さ
せ
て
い
く
」
二
三
 真
 一
。
 

親
鸞
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
た
こ
の
罪
障
の
自
覚
も
、
正
像
末
史
観
 によ
 

っ
て
触
発
さ
れ
、
深
刻
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
「
有
限
者
の
苦
悩
 

の
 底
に
 

そ
の
根
拠
と
し
て
無
明
を
教
え
た
原
始
仏
教
」
 

ご
 一
四
頁
 -
 に
 淵
 源
 す
る
。
 

著
者
が
親
簗
の
思
想
を
原
始
仏
教
に
関
連
さ
せ
る
の
は
、
罪
の
自
 
覚
 に
お
 

け
る
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
特
殊
的
関
係
に
注
目
す
 
る
か
ら
 

で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
罪
の
根
拠
の
克
服
を
も
示
す
と
捉
え
る
 の
で
あ
 

る
 。
著
者
に
よ
れ
ば
、
「
罪
障
の
自
覚
は
 

-
 
昭
 -
 、
一
切
の
罪
の
根
 拠
 で
あ
 

る
 根
源
悪
の
深
淵
 へ
 
@
 
底
の
深
淵
へ
）
、
墜
落
し
続
け
る
こ
と
 

」
 二
 二
一
二
 

貞
 -
 で
あ
り
、
し
か
も
「
選
択
す
る
自
由
を
も
つ
意
志
に
対
し
て
 
は
、
深
 

淵
に
 墜
ち
る
こ
と
は
可
能
性
の
一
つ
で
あ
る
」
（
 

同
 -
 に
も
か
か
わ
 ら
ず
、
 

「
可
能
性
と
し
て
開
か
れ
た
深
淵
は
必
 
殊
 的
な
牽
引
の
 
カ
 と
し
て
 た
ち
ま
 

ち
に
現
実
性
と
な
る
」
一
同
）
と
い
う
絶
望
的
状
況
に
導
い
て
い
く
 
 
 

し
こ
の
 ょ
う
 な
「
絶
望
的
な
罪
の
自
覚
を
通
じ
て
の
み
救
済
が
可
 
能
 と
な
 

 
 
 
 

る
 」
三
四
頁
 -
 こ
と
を
親
鸞
は
「
 
浄
邦
 練
熟
」
と
捉
え
、
「
罪
障
 
お
も
し
 

と
な
げ
か
 ざ
 ね
 」
と
呼
び
か
け
た
と
著
者
は
捉
え
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
 

す
で
に
原
始
仏
教
研
究
の
た
め
の
一
つ
の
問
題
が
予
示
さ
れ
て
 
ぃ
 る
 。
 

親
鸞
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
正
像
末
史
観
か
ら
著
者
が
読
み
取
 る
も
 

う
 
一
つ
の
重
要
な
占
は
、
人
間
の
側
の
「
現
在
か
ら
未
来
へ
」
の
 

道
が
、
 

仏
の
側
か
ら
の
「
未
来
か
ら
現
在
へ
」
将
来
す
る
道
と
道
交
感
応
 
す
る
と
 

こ
ろ
に
救
済
が
成
立
す
る
と
い
う
浄
土
教
的
救
済
額
で
あ
る
。
 

著
 者
は
そ
 

れ
を
「
未
来
か
ら
将
来
す
る
も
の
、
廻
向
す
る
も
の
と
し
て
の
 
教
 に
、
時
 

機
 に
お
い
て
罪
障
を
自
覚
し
た
現
一
存
 

-
 在
が
、
全
存
在
を
賭
け
 て
 遭
遇
 

し
 、
自
己
を
こ
の
教
に
委
託
し
尽
す
と
こ
ろ
に
」
三
五
頁
 -
 救
 済
 が
成
 

枕
 す
る
、
と
理
解
す
る
。
こ
の
浄
土
教
的
救
済
観
は
や
が
て
著
者
 
に
よ
る
 

「
行
為
的
直
観
」
の
哲
学
的
解
明
に
お
い
て
、
「
将
来
す
る
現
在
 

」
と
い
 

う
 概
念
の
も
と
に
再
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

右
に
ま
と
め
た
第
一
章
に
続
く
第
二
章
は
、
三
顧
転
入
に
関
す
る
 
伝
統
 

的
な
宗
学
的
理
解
を
批
判
的
に
検
討
し
て
、
そ
の
難
点
を
指
摘
し
 そ
れ
 

を
 克
服
す
る
た
め
の
道
筋
を
提
示
す
る
。
著
者
は
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
が
 精
神
の
 

自
覚
的
展
開
を
直
接
性
か
ら
歴
史
性
へ
の
そ
れ
と
見
た
こ
と
と
 
結
 び
つ
 け
 

て
 、
親
鸞
の
 
ゐ
 
下
散
 的
 精
神
に
お
い
て
も
こ
の
三
 顧
 転
入
が
、
「
 正
 像
末
の
 

歴
史
の
世
界
に
お
い
て
、
 
現
 （
 
存
 -
 在
が
、
自
己
の
中
に
こ
の
歴
史
 を
 繰
り
 

返
し
想
起
し
内
化
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
」
 

二
 二
五
頁
、
 
圏
占
 
省
略
 -
 

と
 見
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
り
著
者
は
、
親
鸞
の
宗
教
的
精
神
が
 へ
  
 

的
な
意
味
で
の
精
神
の
普
遍
性
の
段
階
に
到
達
し
た
と
評
価
し
、
 

そ
の
古
本
 



卍
た
 m
 

書
さ
わ
 

 
 

教
を
 
「
歴
史
的
超
越
的
宗
教
の
段
階
」
二
三
頁
 一
 と
呼
び
、
 
そ
 れ
に
 至
 

る
 道
程
と
し
て
 

一
 
倫
理
的
観
想
的
宗
教
」
と
「
内
在
的
宗
教
」
の
 二
段
階
 

を
 置
き
、
こ
の
三
段
階
に
第
十
九
 願
 、
第
二
十
願
お
よ
び
第
十
八
 顔
 を
充
 

当
 す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
第
十
九
 願
と
 第
二
十
願
の
解
釈
に
お
 
 
 

著
者
は
宗
教
的
実
存
の
自
覚
的
深
化
の
考
察
に
重
点
を
移
し
、
 

さ
 ら
に
 第
 

二
十
願
か
ら
第
十
八
願
へ
の
転
入
を
一
方
向
的
な
も
の
と
は
見
ず
 
に
、
第
 

十
八
願
へ
の
帰
天
が
再
び
第
二
十
願
の
体
験
を
反
省
せ
し
め
、
 

自
  
 

執
着
を
繊
 悔
 せ
し
め
る
反
転
往
復
の
運
動
と
し
て
捉
え
、
そ
の
上
 で
 
「
 
信
 

楽
の
論
理
」
の
考
察
を
 、
へ
｜
 
ゲ
ル
論
理
学
の
新
し
い
解
釈
に
委
 
 
 

で
 構
想
し
て
い
る
 

-
 
補
任
 -
3
-
 
に
よ
る
 -
 
。
 

第
三
章
は
第
十
九
願
の
本
格
的
な
解
明
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
 

著
 者
の
 

意
図
は
、
こ
の
願
の
「
 修
 諸
功
徳
」
 

釜
 敬二
妻
と
す
る
親
鸞
の
 
解
釈
を
 

踏
ま
え
て
、
そ
れ
が
「
至
心
発
願
」
に
裏
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
め
 

下
散
的
意
 

味
を
獲
得
す
る
と
の
見
方
に
立
ち
、
臨
終
来
迎
を
願
う
こ
の
発
願
 の
 根
底
 

に
 
「
死
へ
の
不
安
」
を
読
み
取
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
に
臨
終
 

0
%
 上
口
舌
世
心
 

を
 往
生
極
楽
の
成
否
に
結
び
つ
け
な
か
っ
た
親
鸞
に
お
い
て
は
 、
「
不
住
 

生
へ
の
不
安
」
よ
り
も
、
無
常
感
と
し
て
実
感
さ
れ
た
「
死
へ
の
 
不
安
」
 

が
 思
索
の
動
機
で
あ
り
、
そ
れ
が
至
心
・
発
願
・
 

欲
 生
の
三
心
の
 
独
特
の
 

理
解
を
生
み
出
し
た
、
と
著
者
は
見
る
。
ま
こ
と
に
独
創
的
な
解
 
駅
 で
あ
 

り
 、
と
り
わ
け
一
 
%
 常
感
は
 
「
強
健
有
力
の
時
」
に
死
を
先
駆
 
す
 る
と
こ
 

ろ
に
成
立
す
る
」
（
五
六
頁
 
-
 と
い
う
実
存
的
認
識
は
重
要
で
あ
 る
 。
 著
 

者
は
 そ
こ
に
一
生
」
の
「
硬
い
弾
み
あ
る
問
 い
の
力
 」
一
同
）
を
 
見
 る
と
と
 

 
 

：
 一
 
、
こ
の
間
い
が
人
生
の
老
病
死
苦
に
促
さ
れ
た
釈
尊
の
問
い
 と
な
っ
 

一
 
か
な
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
名
を
あ
げ
て
現
代
の
哲
学
に
も
 
反
復
 

一
 
て
い
る
と
い
う
。
親
鸞
の
実
際
の
信
仰
に
お
い
て
「
不
往
生
へ
 

 
 

安
 」
が
全
く
生
じ
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
、
改
め
て
問
題
に
さ
れ
 て
よ
い
 

と
 思
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
著
者
の
実
存
的
理
解
が
そ
の
 
宗
教
 哲
 

学
の
脊
梁
を
な
し
て
い
く
点
に
任
目
し
て
お
き
た
 い 。
 

第
十
九
願
を
巡
る
論
議
と
し
て
著
者
は
、
宗
学
の
争
 
占
 
の
一
つ
を
 
な
し
 

て
き
た
「
顕
彰
隠
密
」
の
解
釈
を
取
り
上
げ
る
。
「
観
無
量
寿
経
 
」
に
 説
 

か
れ
た
観
想
お
よ
び
至
誠
心
・
深
心
・
廻
向
発
願
心
の
三
心
を
巡
 
る
煩
墳
 

な
 議
論
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
宗
教
的
真
理
の
顕
現
な
い
し
了
解
 
と
 伝
達
 

の
 問
題
で
あ
り
、
著
者
は
こ
の
考
察
を
「
宗
教
的
精
神
の
現
象
 堂
，
 
」
二
八
 

三
頁
 一
 と
名
づ
け
て
い
る
。
詳
細
な
論
述
を
通
し
て
著
者
は
、
 

観
 想
と
道
 

徳
の
立
場
が
い
か
に
し
て
宗
教
的
自
覚
に
到
達
す
る
か
、
つ
ま
り
 
第
二
十
 

願
 へ
と
転
入
す
る
の
か
、
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

第
四
章
「
第
二
十
願
の
解
明
」
は
、
「
罪
障
の
自
覚
」
、
「
念
仏
宇
 

さ
ん
 

と
 思
ひ
立
つ
心
」
お
よ
び
「
 信
 不
具
足
 
-
 第
十
八
願
へ
の
韓
人
 -
 」
の
 三
 

節
か
ら
な
る
。
見
ら
れ
る
通
り
、
こ
れ
ら
の
節
は
宗
教
的
主
体
の
 
あ
り
方
 

を
 問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
「
宗
教
的
決
断
」
 

と
し
て
 

捉
え
、
温
顔
転
入
を
そ
の
深
化
、
も
っ
と
言
え
ば
「
宗
教
化
」
と
 
児
 な
そ
 

う
と
し
て
い
る
。
ま
ず
第
十
九
願
か
ら
は
「
死
の
不
安
と
罪
の
 自
覚
」
、
 

「
罪
の
自
覚
と
良
心
」
お
よ
び
「
罪
の
自
覚
 

と
犠
海
 」
と
い
う
あ
 
り
 方
を
 

導
き
出
し
、
「
 6
 本
 数
的
 決
断
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
罪
障
 の
 自
覚
 

が
 罪
障
の
犠
 悔
 と
な
る
ご
と
き
決
断
で
あ
る
」
一
九
三
頁
、
固
有
 

省
略
 -
 

と
 結
論
づ
け
る
。
こ
れ
を
足
場
と
し
て
起
こ
る
本
来
の
宗
教
的
 
決
 断
 を
著
 

者
は
親
鸞
の
言
葉
「
念
仏
申
さ
ん
と
思
ひ
立
つ
心
」
に
よ
っ
て
 
表
 し
、
そ
 

 
 
 
 

の
 契
機
と
し
て
「
遭
遇
」
、
「
決
断
」
お
よ
び
「
他
力
」
を
あ
げ
る
 

。
注
目
 

側
 

す
べ
き
は
「
遭
遇
」
の
考
察
に
お
い
て
、
衆
生
の
無
明
の
無
限
性
 
L
9
3
 

陀
仏
の
真
如
の
無
限
性
と
の
間
に
呼
応
関
係
を
見
よ
う
と
し
て
い
 る
こ
と
 



で
あ
る
。
こ
こ
で
も
著
者
は
そ
の
呼
応
の
場
と
し
て
「
現
在
」
を
 
念
頭
に
 

置
い
て
い
る
の
で
あ
る
 
二
 
0
 
四
頁
Ⅰ
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
「
 決
断
」
 

の
 考
察
に
お
い
て
も
扱
わ
れ
 
二
 
0
 
五
頁
以
下
 -
 、
宗
教
的
実
存
   

に
お
い
て
関
わ
る
の
が
「
将
来
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
真
の
意
 
妻
 の
 超
 

戯
者
」
も
ま
た
「
時
間
的
性
格
」
を
も
ち
、
「
将
来
」
で
あ
る
と
 
 
 

で
そ
の
呼
応
関
係
が
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
著
者
に
と
っ
て
時
間
論
 
が
 不
可
 

避
 と
な
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
こ
れ
は
 

即
得
 往
生
と
心
得
往
生
の
相
 即
 関
係
 

と
し
て
「
他
力
」
の
本
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
、
 

と
 著
者
は
 

考
え
て
い
る
（
一
一
 
セ
頁
 ）
。
た
だ
し
他
力
は
本
願
 
力
 と
し
て
 阿
  
 

の
 救
済
の
論
理
と
相
関
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
著
者
は
そ
の
考
察
、
 

即
ち
 第
 

十
八
願
の
考
察
を
他
日
に
譲
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
 
両
 往
生
の
境
 位
 を
奈
 

教
 的
実
存
の
立
場
か
ら
、
過
去
の
迷
い
を
断
ち
切
り
な
が
ら
、
 

末
 だ
 証
を
 

得
て
い
な
い
一
生
補
処
の
弥
勒
菩
薩
の
境
 位
 と
見
る
に
と
ど
ま
 っ
て
 い
 

る
 。
 

著
者
に
よ
れ
ば
、
第
二
十
 願
 に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
宗
教
的
 

決
断
 

と
は
、
「
宗
教
的
実
存
が
名
号
と
の
 

遊
逼
 遭
遇
に
お
い
て
、
こ
の
 実
存
の
 

全
存
在
を
名
号
に
帰
投
 し
 、
委
託
す
る
こ
と
」
 

二
 
二
一
頁
 -
 で
 あ
る
。
 

こ
の
決
断
が
い
か
な
る
結
果
 

ど
 な
る
か
、
を
考
察
し
た
の
が
第
三
 

筋
 で
あ
 

り
 、
「
執
持
名
号
」
、
「
信
心
証
 失
 」
お
よ
び
「
第
二
十
願
の
三
心
 」
を
 扱
 

っ
て
い
る
。
第
一
 
は
 念
仏
の
相
続
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
は
信
心
 を
 獲
得
 

し
た
と
い
う
踊
躍
歓
喜
が
 
、
 実
は
信
心
獲
得
に
一
歩
、
し
か
し
 毎
 限
 に
及
 

ば
な
い
と
い
う
絶
望
の
問
題
で
あ
り
、
第
三
は
第
二
十
 願
 の
 至
 心
 ・
 廻
 

向
 ・
 欲
 生
の
三
心
が
自
力
的
で
あ
り
、
し
か
し
そ
の
十
分
な
る
 
自
 覚
 を
も
 

つ
 め
 
下
散
 的
 精
神
は
す
で
に
第
十
八
願
に
転
入
し
て
い
る
と
い
う
 阿  
 

の
 側
か
ら
開
か
れ
る
「
信
楽
の
論
理
」
の
問
題
で
あ
る
。
 

本
 著
作
集
の
こ
の
他
の
諸
論
文
は
い
ず
れ
も
、
右
の
「
教
行
信
証
 
の
哲
 

 
 

学
 」
か
ら
展
開
し
た
問
題
を
扱
 う
か
 、
そ
れ
を
補
足
す
る
目
的
で
 書
か
れ
㎎
 

て
い
る
。
「
教
行
信
証
に
お
け
る
教
の
概
念
」
は
、
「
宗
教
的
精
神
 

の
 量
 @
p
 

 
 
 
 

の
 立
場
、
宗
教
的
意
識
の
最
後
の
真
実
態
で
あ
る
第
十
八
願
の
 精
神
と
 

は
 、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
二
四
五
頁
 -
 と
 
い
う
 問
 

い
の
追
究
で
あ
り
、
「
教
行
信
証
の
論
理
」
の
解
明
で
も
あ
る
。
 

こ
の
 間
 

い
の
妥
当
性
に
関
し
て
著
者
は
ま
ず
、
「
信
仰
の
論
理
」
と
「
 

愚
 者
の
自
 

覚
 」
と
は
対
立
し
な
い
こ
と
を
弁
明
す
る
。
仏
教
に
お
け
る
 愚
 者
 と
は
 

「
戒
定
慧
の
三
学
に
お
け
る
、
人
間
の
全
体
的
な
有
限
性
」
を
 

自
 覚
し
た
 

人
を
言
い
、
そ
れ
は
一
つ
の
「
 知
 」
の
立
場
で
あ
る
と
す
る
。
 

，
 
 
 

実
存
 範
 濤
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
苦
諦
 
や
 集
諦
も
 

そ
の
類
の
も
の
と
著
者
は
考
え
る
二
五
 
0
 真
一
。
こ
の
よ
う
に
 
し
て
 著
 

者
は
ま
ず
「
実
存
の
論
理
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
 の
 論
理
 

字
 の
う
ち
に
そ
の
契
機
を
見
出
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
そ
の
 
範
 型
 を
求
 

め
 、
そ
う
し
て
「
教
行
信
証
」
も
ま
た
こ
の
論
理
に
貫
か
れ
て
い
 
る
と
す
 

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
三
顧
転
入
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
 で
あ
る
 

が
 、
そ
の
枠
組
は
 
、
へ
｜
 ゲ
ル
論
理
学
の
推
論
式
を
借
り
て
、
 

西
 洋
 哲
学
 

史
を
反
省
し
、
三
顧
転
入
に
ま
で
至
る
中
国
・
日
本
仏
教
の
展
開
 
と
も
ど
 

も
 
「
綜
合
」
し
よ
う
と
い
う
著
者
の
遠
大
な
計
画
に
あ
る
。
た
だ
 

し
こ
の
 

論
文
で
は
、
試
験
的
に
空
・
 

阪
 
，
中
の
三
諦
の
考
察
が
試
み
ら
れ
 

た
に
と
 

ど
ま
り
、
計
画
そ
の
も
の
も
 
本
 著
作
集
で
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
  
 

「
教
行
信
証
の
論
理
１
１
序
論
」
は
、
「
教
行
信
証
」
を
「
哲
学
の
 

核
心
 

0
 間
 題
 に
触
れ
る
も
の
」
 
二
 一
一
九
頁
 
-
 と
 判
断
し
て
、
そ
の
 研
 究
 の
 視
 

点
 並
び
に
問
題
お
よ
び
方
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
宗
学
・
 

神
 学
と
哲
 

学
 
・
実
存
哲
学
と
の
関
連
を
中
心
的
に
論
じ
て
い
る
。
 



書評と紹介 

音 一 家 @ 
「
教
行
信
証
 私
釈
 」
は
、
同
志
の
会
で
各
自
が
「
教
行
信
証
」
に
 よ
っ
 

て
得
た
も
の
を
持
ち
寄
り
、
「
批
判
と
否
定
と
止
揚
」
 

二
 二
二
三
頁
 -
 を
通
 

じ
て
心
の
通
い
合
い
を
図
ろ
う
と
し
た
成
果
で
あ
る
。
著
者
は
「
 
総
序
 」
 

の
私
釈
 の
た
め
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
反
復
の
概
念
や
超
越
者
 
と
 相
対
 

者
と
の
遭
遇
の
諸
相
の
比
倫
 的
 表
現
お
よ
び
妙
好
人
の
慈
悲
 心
を
 引
き
合
 

い
に
出
し
て
い
る
。
 

「
真
宗
教
化
の
問
題
」
は
、
著
者
の
故
郷
の
 

一
 老
農
夫
と
の
出
会
  
 

妙
好
人
に
も
比
す
べ
き
そ
の
信
仰
を
想
起
し
っ
 つ
 、
激
変
す
る
時
 代
 に
お
 

け
る
「
真
宗
の
大
地
性
」
二
五
六
頁
一
の
再
生
を
論
じ
て
い
る
 。
著
者
 

0
 玉
 帳
は
 、
「
真
宗
の
教
義
の
本
質
は
 
、
 法
の
高
さ
が
、
現
実
の
 機
 の
 広
 

さ
を
摂
取
し
、
普
遍
と
個
別
と
が
、
機
法
一
体
と
な
り
う
る
具
体
 
的
 晋
一
遍
 

の
 立
場
に
あ
る
」
三
一
五
九
頁
 
-
 と
い
う
信
仰
の
論
理
と
、
「
絶
対
 
者
 よ
り
 

の
 廻
向
的
な
論
理
を
愛
の
論
理
と
し
て
、
廻
向
的
な
倫
理
を
自
然
 
法
爾
の
 

立
場
と
し
て
、
自
覚
せ
し
め
ら
れ
て
自
覚
す
る
」
三
五
八
頁
 一
  
 

救
済
の
論
理
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

「
行
信
の
諸
問
題
」
は
 
、
親
は
 思
想
お
よ
び
真
宗
学
の
根
本
問
題
 に
関
 

す
る
著
者
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
論
述
の
端
緒
 
を
 
「
 
大
 

行
 」
の
解
釈
に
置
き
、
そ
れ
を
ま
ず
「
全
存
在
を
あ
げ
て
の
 行
 ゐ
 」
一
一
一
 

六
八
頁
 -
 と
 規
定
し
、
宗
教
的
決
断
と
そ
の
持
続
と
反
復
と
理
解
 する
。
 

次
い
で
「
教
行
信
証
 ヒ
の
 
「
 
無
 隠
元
如
来
の
み
な
を
称
す
る
な
り
 」
と
い
 

う
 周
知
の
定
義
に
触
れ
た
後
 憶
 
「
諸
仏
称
名
・
諸
仏
 
脊
瑳
 」
 -
 第
十
 セ
 

願
 一
の
 待
 と
す
る
 親
 鳶
の
解
釈
に
着
目
し
、
こ
れ
を
親
鸞
の
 
一
 如
来
の
 

ご
と
結
び
つ
け
て
、
「
如
来
と
の
生
の
共
同
」
三
八
二
基
 

@
 
」
 そ
が
 

こ
と
領
解
す
る
ま
で
は
あ
と
一
歩
で
あ
る
。
 

大
行
」
の
実
践
で
あ
る
と
す
る
。
著
者
が
念
仏
を
 一
 コ
ー
ラ
ス
 と
 宇
宙
 

次
の
論
文
「
教
行
信
証
に
お
け
る
信
の
構
造
」
は
、
ま
さ
し
く
 
第
 十
七
 

願
の
考
察
を
通
じ
て
右
の
こ
と
を
一
層
具
体
的
に
展
開
し
て
い
る
 
。
著
者
 

が
 追
究
す
る
信
仰
の
世
界
は
「
将
来
す
る
浄
土
」
 

三
 二
一
頁
 -
 

「
教
行
信
証
に
お
け
る
信
の
間
 
題
 」
は
、
以
上
の
よ
う
な
論
議
を
 

で
あ
り
、
 

真
宗
 

そ
れ
は
「
一
如
よ
り
束
生
す
る
如
来
と
い
う
意
味
で
等
流
し
て
く
 
る
よ
う
 

な
 現
在
」
三
三
 0
 貞
 -
 に
お
い
て
現
成
す
る
。
こ
れ
も
哲
学
的
 時
間
論
 

に
 繋
が
っ
て
い
く
。
 

の
 教
義
の
要
占
を
示
す
形
で
要
約
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
 

最
後
の
「
親
鸞
思
想
の
根
本
問
題
」
は
最
新
の
論
文
で
あ
る
が
、
 

@
 
Ⅰ
 @
 
し
 

で
は
 唯
 仏
寺
仏
の
世
界
を
街
 佛
 と
さ
せ
る
「
コ
ー
ラ
ス
と
宇
宙
 昔
 」
が
 明
 

確
に
王
 題
 化
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
「
如
実
修
行
相
応
」
 

宇
 我
一
 
心
 」
）
 ヶ
 
@
 -
 

行
信
論
の
根
幹
に
据
え
て
い
る
こ
と
に
任
意
し
て
お
き
た
い
。
 

著
 者
の
親
 

鸞
 理
解
の
体
系
的
全
体
像
を
理
解
す
る
最
良
の
論
文
と
言
っ
て
よ
 
く
、
本
 

巻
を
締
め
括
る
の
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
 
 
 

第
二
巻
「
 親
 宙
の
思
想
と
生
涯
」
一
石
田
慶
和
担
当
 
-
 に
は
、
「
 親
 ぼ
と
 

現
代
」
を
初
め
、
 
八
 篇
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

「
親
松
と
現
代
」
は
、
「
人
格
と
人
格
と
の
関
係
を
失
っ
て
い
く
 

現
 代
文
 

明
の
世
俗
化
の
問
題
と
、
そ
れ
に
対
決
し
よ
う
と
す
る
西
欧
の
実
 
存
 哲
学
 

や
 神
学
と
、
 

親
 冊
の
思
想
と
の
関
係
を
論
じ
た
」
 

-
 
四
頁
 -
 と
著
 者
は
執
 

筆
の
動
機
を
語
っ
て
い
る
。
著
者
は
第
一
章
で
親
鴬
の
生
涯
を
概
 
説
し
、
 

第
二
章
で
そ
の
主
著
「
教
行
信
証
目
の
現
代
的
意
義
を
西
洋
の
現
 
代
 思
想
 

 
 

と
の
対
比
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
す
る
。
焦
点
は
世
俗
化
が
進
む
 
こ
と
に
 

 
 

よ
っ
て
、
宗
教
や
宗
教
的
信
仰
の
存
立
基
盤
が
激
し
く
蝕
ま
れ
て
 

 
 

と
へ
の
憂
慮
と
そ
の
克
服
へ
の
努
力
で
あ
る
。
 

神
 、
超
越
、
彼
岸
 
 
 

関
す
る
現
代
の
神
学
や
哲
学
の
思
索
を
省
み
な
が
ら
、
著
者
は
宗
 
教
 的
実
 



存
を
挺
に
し
て
、
自
然
と
歴
史
に
も
新
し
い
意
味
を
与
え
る
よ
う
 
な
 
「
 
将
 

来
す
る
浄
土
」
を
目
指
し
つ
つ
、
親
鸞
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
 

行
信
論
を
取
り
上
げ
た
第
三
章
は
、
「
人
間
が
自
己
自
身
を
考
え
 る
と
 

い
う
こ
と
は
（
昭
一
、
無
限
に
自
己
自
身
を
深
め
て
い
く
自
同
 
官
廷
 
の
コ
 

（
 
@
 
（
ち
と
い
う
こ
と
で
あ
り
」
、
そ
の
「
根
底
に
は
、
そ
の
根
源
   

。
は
垂
直
的
に
そ
れ
を
切
っ
て
い
る
よ
う
な
超
越
性
の
次
元
が
あ
る
 

。
一
路
 一
 

超
越
の
問
題
は
 
、
 上
の
方
向
か
ら
下
の
方
向
へ
、
下
へ
の
方
向
か
 ら 廻
向
 

へ
と
、
人
間
の
悲
惨
と
神
の
栄
光
の
逆
対
応
と
し
て
の
自
己
同
一
 

性
 へ
と
 

開
か
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
 

宍
 八
頁
 一
 と
い
う
 基
  
 

解
釈
枠
に
基
づ
い
て
、
「
教
行
信
証
 

ヒ
 0
 行
巻
を
読
解
し
て
い
く
 。
第
四
 

章
は
仏
教
一
般
の
罪
業
論
に
充
ら
れ
、
 

苦
観
と
 業
報
 観
 お
よ
び
 輪
 姻
親
 が
 

考
察
さ
れ
る
。
 
本
 著
作
集
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
に
お
い
 て
 詳
細
 

に
 考
究
さ
れ
た
結
果
が
、
現
代
批
判
の
文
脈
の
中
で
新
た
な
意
義
 
を
 与
え
 

ら
れ
て
い
る
。
第
五
章
「
親
鸞
の
罪
業
観
」
は
、
「
歎
異
抄
」
 

や
 親
鸞
の
 

書
簡
を
手
が
か
り
に
し
て
親
鸞
と
唯
円
の
理
解
の
相
違
を
述
べ
、
 

親
鸞
は
 

「
罪
に
お
い
て
開
明
さ
れ
る
、
自
己
と
世
界
と
を
包
む
根
源
的
 

時
 間
性
 ル
 
」
 

二
 0
 五
頁
）
を
問
題
に
し
た
と
い
う
。
次
に
親
鸞
お
よ
び
唯
円
 の 
「
 踊
 

躍
 歓
喜
の
心
」
に
つ
い
て
、
両
者
と
も
そ
の
体
験
を
律
な
が
ら
、
 

同
時
に
 

そ
れ
が
「
を
ろ
そ
か
」
で
あ
る
こ
と
に
絶
望
し
、
信
仰
の
「
 孤
 独
と
寂
 

蓼
 」
を
も
共
有
し
て
い
る
と
す
る
二
一
 
0
 真
 -
 。
 

第
六
章
「
将
来
す
る
浄
土
」
は
、
浄
土
の
超
越
性
と
現
実
性
に
関
 
す
る
 

著
者
の
思
想
を
表
す
も
の
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
ツ
ー
ク
ン
 
フ
  
 

概
念
に
示
唆
を
得
て
、
「
歴
史
的
伝
統
の
中
で
自
分
自
身
が
 
汝
と
  
 

善
き
人
に
出
会
っ
て
 、
 （
略
）
信
仰
の
命
を
相
続
し
て
く
る
と
い
 

う
 関
係
 

を
こ
れ
を
後
向
き
に
考
え
た
ら
、
歴
史
的
伝
承
の
関
係
で
あ
 
 
 

と 万 
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 評

 
 
 分

里
緒
 

  べ
て
い
る
。
「
歎
異
抄
 ロ
の
 第
二
条
を
パ
ス
カ
ル
の
賭
け
の
論
理
  
 

し
た
「
教
行
信
証
の
哲
学
」
の
理
解
が
一
段
と
深
ま
っ
た
と
著
者
 
が
 自
認
 

し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
二
八
二
頁
Ⅰ
 

「
宗
教
的
決
断
の
自
覚
構
造
 

｜
 念仏
申
さ
ん
と
思
ひ
た
つ
 心
 」
  
 

「
無
毒
の
 義
 」
を
 堂
僧
 時
代
の
親
鸞
を
「
春
雷
」
の
ご
と
く
に
 震  
 

め
た
法
然
の
、
最
初
の
出
会
い
に
お
け
る
一
声
で
は
な
か
っ
た
か
 
、
と
 

う
 大
胆
な
仮
説
に
始
ま
り
、
改
め
て
バ
ス
カ
ル
の
賭
け
を
引
き
 
ム
 
 
 

し
な
が
ら
、
宗
教
的
決
断
の
実
存
分
析
と
業
の
実
存
論
的
分
析
を
 
進
め
て
 

 
 「

往
相
と
還
相
」
は
道
の
往
還
と
い
う
身
近
な
現
象
を
、
宗
教
 
規
 象
へ
 

と
 意
味
転
換
し
て
、
「
如
来
」
、
「
古
仏
の
道
」
の
意
味
を
求
め
、
 

 
 

と
の
道
心
の
あ
り
方
に
ま
で
説
き
及
ん
で
い
る
。
 

「
私
と
 汝
 ・
「
 
行
巻
 」
を
め
ぐ
っ
て
」
も
往
相
と
還
相
を
論
  
 

も
の
で
、
こ
こ
で
は
「
 出
 遇
い
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
場
を
 開く
」
 

二
三
五
頁
 -
 も
の
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
「
如
来
 
 
 

ら
 開
か
れ
た
往
還
」
三
三
六
頁
一
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
 る
 絶
対
 

と
 相
対
と
の
関
係
を
、
著
者
が
西
田
幾
多
郎
や
田
還
元
と
は
 違
 っ
て
 、
 

「
将
来
す
る
永
遠
」
と
し
て
考
え
た
い
と
し
て
い
る
占
が
注
目
 さ
れ
る
 

二
 一
四
一
頁
㍉
後
半
は
名
号
論
で
あ
り
、
と
り
わ
け
名
号
の
超
 越
性
と
 

象
徴
性
を
祐
じ
た
 
冊
升
が
 、
宗
教
学
か
ら
見
る
と
興
味
深
い
。
 

次
 の
 論
文
 

「
親
鸞
の
如
来
観
と
神
の
人
格
性
」
は
、
比
較
宗
教
の
試
み
で
、
 

 
 

 
 

仏
 と
名
 

つ
 と
の
関
係
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
の
舌
口
」
お
よ
び
三
位
一
体
 

論
 と
突
 

@
J
 

合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
 

「
若
 い
 親
鸞
」
は
、
親
鸞
が
法
然
に
遭
遇
し
て
、
浄
土
真
宗
に
 帰
  
 

る
ま
で
の
人
生
を
詳
細
に
辿
っ
た
も
の
で
、
哲
学
者
の
著
者
が
歴
 
支
文
献
 

を
ど
の
よ
う
に
読
み
こ
な
す
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
も
一
読
に
値
 
す
る
。
 

中
で
も
比
叡
山
の
常
行
三
昧
堂
に
お
け
る
生
憎
の
 
生
括
 並
び
に
 親
 鸞
 の
 運
 

命
を
決
定
し
た
六
角
堂
で
の
夢
上
口
の
状
況
を
 
、
 白
ら
日
野
の
法
界
 奇
 に
赴
 

い
て
追
体
験
し
て
い
る
こ
と
三
一
 
0
 貞
 -
 、
親
鸞
の
夢
想
 記
を
  
 

げ
て
、
正
治
二
年
十
二
月
晦
日
に
無
動
音
大
乗
院
で
見
た
夢
 
告
を
 、
慈
円
 

と
の
関
係
か
ら
捉
え
、
慈
円
の
思
想
や
芸
術
、
と
り
わ
け
正
像
末
 
史
観
が
 

親
鸞
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
が
ま
た
 親
管
 が
法
然
を
訪
れ
た
 
際
 に
 重
要
 

な
 意
義
を
も
つ
に
至
っ
た
と
い
う
独
自
の
見
解
を
提
示
し
て
い
 
る
こ
と
 

圭
三
一
、
三
四
五
頁
Ⅰ
が
任
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

最
後
の
「
現
世
聖
人
の
晩
年
の
思
想
往
生
の
問
題
を
中
心
 と
し
 

て
 」
は
、
京
都
大
学
に
お
け
る
著
者
の
親
鸞
研
究
を
取
り
巻
く
学
 
問
的
環
 

境
を
先
師
の
業
抽
を
中
小
に
述
べ
、
さ
ら
に
現
代
に
お
け
る
 
親
甘
  
 

意
義
を
西
欧
の
廿
宇
の
動
向
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
、
最
後
に
二
河
 
白
道
の
 

解
釈
に
晩
年
の
親
牡
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

第
三
巻
「
原
始
仏
教
研
究
」
 

-
 
気
 多
 雅
子
担
当
 -
 に
は
「
仏
陀
の
 
山
道
」
 

を
 初
め
、
十
一
篇
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
展
開
さ
 
 
 

る
 テ
ー
マ
は
、
釈
迦
の
出
家
の
意
義
の
理
解
、
縁
起
思
想
の
宗
教
 
哲
学
的
 

研
究
お
よ
び
禅
定
に
着
目
し
た
原
始
仏
教
の
実
践
の
考
察
、
に
 
要
  
 

こ
と
が
で
き
る
。
 

「
仏
陀
の
出
 道
 」
は
、
「
原
始
仏
教
の
教
理
を
理
解
し
ょ
う
と
す
 る
人
 

は
 、
ま
ず
こ
の
仏
陀
の
問
題
を
自
ら
の
問
題
と
し
な
け
れ
は
な
ら
 
 
 

 
 
 
 

（
四
頁
 一
 と
い
う
要
請
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
「
こ
の
問
題
」
と
 

 
 

陀
の
苦
悩
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
要
請
は
単
に
仏
伝
の
理
 

 
 

み
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
著
者
の
原
始
仏
教
の
研
究
は
、
 

徹
頭
 徹
尾
 、
 



「
宗
教
的
実
存
」
を
 
鍵
 概
念
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
 と
 @
-
 

ロ
え
 

ば
 、
宗
教
的
実
存
の
自
己
理
解
の
試
み
が
、
他
の
ど
れ
に
も
ま
し
 
て
 末
巻
 

に
お
い
て
際
立
っ
て
い
る
。
 

「
原
始
仏
教
の
教
理
」
を
著
者
は
ま
ず
五
 

%
.
 六
人
に
見
る
。
「
 原
 始
仏
 

教
は
 全
存
在
を
指
示
す
る
の
に
、
そ
れ
を
五
組
と
か
六
人
と
か
と
 
定
義
す
 

る
 」
 -
 一
六
頁
㍉
こ
う
し
て
初
め
て
、
崩
れ
落
ち
る
椿
の
花
を
見
 て
 無
常
 

を
 感
じ
る
の
は
、
私
が
無
常
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
時
間
的
 
有
 根
性
 の
 

次
元
が
切
り
開
か
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
無
常
吉
 が 単
な
る
心
理
 
的
 苦
痛
 

を
 越
え
て
、
「
実
存
的
形
而
上
学
的
苦
悩
に
質
的
に
変
化
し
、
 

存
 在
 論
的
 

に
 深
ま
り
つ
つ
普
遍
化
す
る
」
三
一
 
0
 頁
 ）
。
こ
の
深
ま
り
と
普
遍
 
化
 を
追
 

究
 す
る
の
が
著
者
の
も
つ
と
も
根
本
的
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
 

そ
こ
に
は
、
「
現
代
の
実
存
哲
学
の
主
体
性
を
、
絶
対
無
の
深
み
 
に
ま
で
 

掘
り
下
げ
て
い
く
一
つ
の
安
道
を
見
出
す
」
 

二
 二
頁
）
契
機
と
 な
り
、
 

わ
が
国
の
絶
対
曲
の
哲
学
が
「
無
常
感
の
顕
わ
に
す
る
よ
う
な
 
無
 の
 諸
相
 

と
 力
用
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
」
二
三
頁
 -
 間
隙
を
埋
め
 る
 可
能
 

性
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
差
し
当
り
、
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
  
 

は
 、
仏
陀
の
味
・
 
患
 
・
離
の
精
神
で
あ
る
。
 

次
の
「
釈
迦
」
で
著
者
は
「
私
の
見
た
仏
陀
を
思
い
切
っ
て
第
一
 

人
称
 

で
 語
ら
せ
て
み
た
」
一
四
二
頁
 
-
 と
述
べ
て
、
「
胸
中
の
仏
陀
」
を
 
描
こ
う
 

と
し
て
い
る
。
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
の
が
い
か
に
も
惜
し
ま
れ
 
る
 。
 

「
求
道
時
代
の
仏
陀
」
も
未
完
の
論
文
で
あ
る
が
、
仏
伝
研
究
に
 
関
す
 

る
 著
者
の
方
法
論
を
知
る
に
は
好
個
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
に
 
ょ
 れ
ば
 

「
胸
中
の
仏
陀
」
に
迫
る
こ
と
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
宗
教
的
 

真
 理
 に
迫
 

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
仏
陀
の
問
い
を
問
い
直
し
」
圭
三
 頁
 -
 て
 

い
く
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
献
的
研
究
が
「
宗
教
的
真
理
 を
 
（
昭
 -
 

自
己
理
解
に
よ
っ
て
 
顕
 わ
に
し
よ
う
と
す
る
宗
教
的
実
存
論
的
 
考
 察
 と
い
 

8
 9

 

つ
も
媒
介
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
 

@
0
 

頁
 -
 と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
 

 
 

そ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
著
者
は
内
外
の
学
者
に
よ
る
 
原
 始
 経
典
 

 
 
 
 

研
究
を
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。
 

末
巻
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
の
は
縁
起
思
想
の
研
究
で
あ
る
 。
「
 肛
体
 

起
説
 に
お
け
る
そ
の
思
索
の
根
本
動
機
」
の
冒
頭
で
著
者
は
、
 

さ
 ま
ざ
ま
 

が
 縁
起
思
想
と
し
て
提
示
し
た
も
の
を
、
「
は
げ
し
い
真
理
へ
の
 

な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
れ
は
原
始
経
典
を
論
理
の
立
場
で
研
究
し
 

う
と
き
の
驚
き
に
満
ち
た
感
動
の
響
き
」
（
八
九
頁
）
を
感
じ
な
 

な
 縁
起
 説
 に
共
通
す
る
事
実
と
し
て
、
縁
起
支
の
最
初
の
項
が
 

老
 

し
て
き
た
従
来
の
研
究
者
に
対
す
る
疑
問
と
批
判
に
他
な
ら
な
い
 

る
こ
と
を
指
摘
し
、
研
究
者
は
そ
こ
に
「
人
生
の
何
処
か
ら
何
処
 

実
存
的
 

 
 

 
 よ

う
と
 

宛
 で
あ
 

へ
を
問
 

パ
ト
ス
」
か
ら
発
せ
ら
れ
た
宗
教
的
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
 
捉
え
 直
 

そ
う
と
す
る
の
が
著
者
の
研
究
動
機
を
な
し
て
い
る
 -
 九
二
頁
 -
 。
本
論
 

文
 で
は
老
死
 ｜
生
 １
百
と
い
う
縁
起
 
支
 の
み
が
扱
わ
れ
る
が
、
 
こ
 の
 考
察
 

を
 通
じ
て
す
で
に
、
「
こ
の
展
開
に
ほ
限
界
 

況
位
 に
お
い
て
虚
無
 
に
 触
れ
 

た
 存
在
の
、
か
え
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
位
勢
を
嵩
め
た
、
 

新
し
い
 

生
の
自
己
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
」
一
九
五
頁
 

-
 こ
と
、
言
 
い
換
 ぇ
 れ
ば
、
 

「
縁
起
 説
 と
は
ま
さ
し
く
こ
の
問
い
を
問
い
き
わ
め
て
、
そ
れ
を
 
答
え
に
 

翻
す
道
で
あ
る
」
 
-
 
同
一
こ
と
、
三
度
舌
ロ
 

い
 直
せ
ば
、
根
拠
を
問
  
 

し
 、
究
極
の
根
拠
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
 
否
 （
 
疋
 的
に
 

克
服
し
、
宗
教
的
実
存
を
転
成
せ
し
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
根
拠
と
 
根
拠
の
 

翻
り
の
関
係
を
究
明
す
る
こ
と
、
が
縁
起
の
研
究
の
眼
目
と
な
る
 
こ
と
が
 

予
示
さ
れ
て
い
る
。
 

「
縁
起
訴
に
お
け
る
相
伝
 
性
 の
問
題
」
と
い
う
論
文
が
右
の
点
を
 考
察
 



と
紹
介
 

評
 九
 
ア
 
l
,
 
 

重
目
 

し
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
従
来
の
解
釈
を
取
り
上
げ
、
そ
の
う
ち
 
宇
井
 伯
 

寿
と
 和
辻
哲
郎
の
そ
れ
を
批
判
す
る
。
要
す
る
に
前
者
は
、
「
 
縁
 起
説
と
 

は
 人
間
の
苦
悩
が
い
か
に
し
て
生
ず
る
か
を
客
観
的
に
説
明
す
る
 
 
 

し
て
理
解
し
て
い
た
」
 
二
 0
 
三
頁
、
 圏
 自
省
略
）
だ
け
で
、
「
 宗
 教
 的
自
 

覚
の
表
現
と
し
て
玉
体
的
に
 肥
 え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
（
 
同
 -
 と
す
 

る
 。
こ
れ
に
対
し
て
和
辻
は
、
「
縁
起
を
時
間
的
生
起
の
問
題
と
 
し
て
で
 

は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
論
理
的
な
条
件
・
帰
結
の
関
係
と
し
て
 
見
 直
し
て
 

い
こ
う
と
す
る
」
 
二
 
0
 
五
頁
）
と
著
者
は
見
な
し
、
十
二
支
 縁
 起
説
に
 

お
い
て
は
実
際
に
舌
口
わ
れ
る
よ
う
な
 
相
 佐
相
関
性
が
成
立
し
て
い
 

な
い
こ
 

と
を
指
摘
す
る
 

-
 一
 0 七
頁
 -
 。
著
者
の
見
解
は
こ
れ
ら
二
説
を
 綜
合
 す
 

る
 形
で
提
示
さ
れ
る
。
即
ち
「
そ
れ
は
一
義
的
な
条
件
付
け
で
あ
 ると
と
 

も
に
、
ま
た
同
時
に
相
互
的
な
依
存
関
係
で
も
あ
る
」
三
一
 0
 頁
 -
 と
 

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
著
者
は
、
十
二
支
あ
る
い
は
十
文
 
の
 縁
起
 

に
お
い
て
、
 識
 と
名
色
と
の
関
係
だ
け
が
相
互
縁
の
形
を
と
っ
て
 いて
、
 

他
の
縁
起
支
は
一
義
的
な
条
件
付
け
に
な
っ
て
い
る
点
を
あ
げ
て
 
、
そ
れ
 

が
 本
来
の
形
だ
と
判
断
し
て
い
る
（
 
同
 -
 。
こ
れ
を
示
す
経
典
の
中
 で
 著
者
 

が
も
っ
と
も
重
要
視
し
、
し
ば
し
 ぼ
 引
き
合
い
に
出
す
の
が
「
 萱
 

と
い
う
著
者
の
鋭
い
洞
察
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 

東
経
」
 

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
 
識
 と
名
色
に
 喰
 え
ら
れ
た
「
二
つ
の
 
盧
束
 の
相
依
 

っ
て
立
つ
と
い
う
 
貰
 束
の
存
在
成
立
の
根
拠
が
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
 の
 崩
落
 

の
 根
拠
で
も
あ
る
」
 
三
 
一
一
頁
 -
 と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
 る
、
と
 

著
者
は
読
み
取
る
。
こ
こ
か
ら
、
そ
れ
が
四
諦
説
の
核
心
に
触
れ
 
る
の
み
 

よ
ら
ず
、
さ
ら
に
は
 
識
 と
名
色
と
の
、
一
見
認
識
論
ま
が
い
の
 

関
 係
 並
び
 

し
 古
来
難
問
と
さ
れ
て
き
た
無
明
と
何
と
の
関
係
の
真
の
解
明
を
 
も
 促
し
 

右
の
釈
迦
の
出
道
の
意
義
お
よ
び
縁
起
思
想
の
研
究
に
対
す
る
 
著
 者
の
 

問
題
意
識
と
研
究
視
点
を
要
約
し
た
と
見
ら
れ
る
「
仏
陀
の
祈
り
 
」
と
い
 

ぅ
 短
文
を
挟
ん
で
、
次
の
「
縁
起
思
想
」
の
論
文
が
先
の
縁
起
 
解
 釈
 を
一
 

唐
組
織
的
な
形
で
、
引
き
継
い
で
い
る
。
著
者
は
ま
ず
縁
起
思
想
 
が
 仏
教
 

史
 全
体
に
関
わ
る
根
本
思
想
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
 

仏
 教
 の
 将
 

来
 性
を
問
題
に
す
る
視
点
か
ら
、
仏
陀
の
思
想
を
常
識
的
な
道
徳
 
論
 的
解
 

釈
か
ら
解
放
し
て
、
世
界
宗
教
の
教
祖
の
そ
れ
と
し
て
時
代
を
越
 
え
る
 妥
 

当
住
を
も
っ
 
@
i
 

，
 の
と
見
な
し
、
後
代
の
宗
教
思
想
家
の
実
存
的
な
 
問
い
に
 

答
え
続
け
て
き
た
こ
と
を
強
調
す
る
二
五
二
頁
 
-
 。
 @
 
」
の
よ
う
 な
 意
図
 

と
 観
点
か
ら
縁
起
思
想
を
考
察
す
る
た
め
に
、
著
者
は
和
辻
批
判
 
を
 通
じ
 

て
 現
代
の
西
欧
哲
学
に
目
を
向
け
、
フ
ッ
サ
ー
ル
 

や
 ハ
 イ
 デ
ッ
ガ
 １
 0
 哲
 

学
 と
の
問
題
連
関
を
辿
り
、
と
く
に
後
者
の
最
晩
年
の
思
索
に
縁
 
起
説
と
 

の
 親
近
性
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
 -
 一
六
三
頁
㍉
 

問
題
の
本
格
的
な
考
察
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
 「
 縁
 

起
 説
の
実
存
的
解
明
へ
の
序
奏
」
 

-
 第
三
量
は
、
そ
の
展
開
部
 
と
コ
｜
 

ダ
を
 十
分
に
は
見
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
そ
れ
ま
 
で
し
ば
 

し
ば
触
れ
て
き
た
仏
陀
の
出
通
誼
の
う
ち
の
 い
 わ
ゆ
る
三
宮
殿
の
 
栄
華
を
 

手
が
か
り
に
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
孝
法
・
 

病
法
 
・
死
法
」
 が
 生
理
 

現
象
と
し
て
の
老
病
死
で
は
な
く
、
若
さ
と
無
病
と
健
康
の
た
だ
 
中
に
あ
 

っ
た
 仏
陀
の
「
 法
 」
の
直
観
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
二
九
五
 
真
 -
 。
 

著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
直
観
は
血
官
威
の
う
ち
で
な
さ
れ
 
 
 

で
、
同
じ
直
観
は
六
官
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
に
関
す
る
認
識
論
 
内
省
察
 

 
 

一
六
人
税
一
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
二
九
七
頁
 -
 。
そ
こ
に
は
 ヨ
 ー
ガ
 

 
 

の
 体
験
か
ら
く
る
イ
ン
ド
的
な
感
覚
の
捉
え
方
が
あ
っ
て
、
原
始
 
仏
教
で
 

は
そ
れ
が
感
官
の
防
御
と
か
正
念
正
智
の
立
場
を
な
し
、
あ
た
か
 

 
 

バ
ス
に
描
く
手
と
一
体
に
な
っ
て
独
特
の
働
き
を
す
る
画
家
の
目
 
付
き
の
 



よ
う
な
も
の
だ
、
と
著
者
は
舌
ロ
 
千
 
二
九
八
頁
）
 0
 そ
し
て
 ブ
 ラ
 ウ
ヴ
ァ
 

ル
ナ
ー
の
所
説
に
よ
っ
て
、
そ
の
働
き
を
禅
定
お
よ
び
そ
の
究
極
 
の
境
位
 

で
あ
る
解
脱
へ
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
著
者
を
次
 の
 論
文
 

「
原
始
仏
教
に
お
け
る
禅
定
の
問
題
」
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
 

こ
の
論
文
 は
 原
始
仏
教
の
実
践
の
問
題
を
 、
 主
と
し
て
「
沙
門
 
果
 経
ヒ
 

を
 中
心
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
着
眼
は
フ
ラ
ウ
 
ヴ
ァ
  
 

の
 研
究
に
負
 う
 と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
ま
 
ず
 
。
 宇
井
 

伯
寿
 に
な
ら
っ
て
、
そ
こ
に
「
八
聖
道
に
は
見
ら
れ
な
い
い
っ
そ
 
う
 具
体
 

的
な
、
い
わ
ば
宗
教
的
経
験
の
デ
イ
テ
ー
ル
に
わ
た
っ
た
叙
述
 
キ
 -
 
見
出
す
 

こ
と
が
で
き
る
」
二
三
一
頁
 -
 と
い
う
特
徴
を
認
め
、
そ
れ
を
 九
 の
 感
 

官
の
防
御
 
と
 正
智
正
念
お
よ
び
こ
れ
を
準
備
と
し
て
初
め
て
可
能
 に
な
る
 

四
禅
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
著
者
が
「
禅
定
の
内
面
の
構
造
 
」
と
し
 

て
 捉
え
る
「
超
越
の
構
造
」
は
 、
 離
の
歓
喜
 
-
 切
祥
一
か
ら
 内
 な
る
 楽
 

T
 一
樽
 
一
 へ
、
そ
し
て
歓
喜
の
捨
の
悦
楽
二
王
祥
 

-
 か
ら
 捨
念
清
 洋
 
一
四
 

禅
 -
 へ
の
展
開
・
深
化
で
あ
る
二
二
三
八
頁
以
下
一
。
こ
れ
ら
の
 

感
官
の
 

防
御
や
正
實
正
念
に
関
す
る
著
者
の
関
心
が
、
筆
者
に
は
、
著
者
 
の
 山
ホ
 

利
休
 

皓
 

哲
学
の
哲
学
的
根
本
問
題
の
一
つ
と
目
さ
れ
る
「
行
為
的
直
観
」
 

へ
と
 連
 

結
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

「
仏
教
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
原
始
仏
教
の
受
と
想
の
概
念
を
め
ぐ
 

っ
て
 

」
は
、
仏
教
の
諸
法
 蛆
 我
の
立
場
が
現
代
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
 問
 題
 と
ど
 

の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
発
想
の
も
と
で
 
 
 

わ
れ
の
日
常
的
な
概
念
的
把
握
に
潜
む
虚
構
性
と
無
常
性
と
い
っ
 

 
 

を
 鋭
く
到
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

「
原
始
仏
教
に
お
け
る
禅
定
と
慈
悲
」
に
お
い
て
著
者
は
、
お
そ
 
 
 

先
の
四
禅
 説
 と
四
無
量
心
と
の
関
係
を
取
り
上
げ
る
予
定
で
あ
っ
 

た
と
 思
 

わ
れ
る
が
、
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
 

最
後
の
二
篇
の
論
文
「
仏
教
の
心
の
平
和
」
と
「
仏
陀
の
沈
黙
」
 

 
 

も
に
外
国
語
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
 

本
 巻
の
編
集
担
当
者
に
よ
 る
 翻
訳
 

 
 

で
あ
る
。
著
者
の
仏
教
観
が
比
較
的
平
易
に
語
ら
れ
て
い
る
。
 

著
者
の
原
始
仏
教
の
研
究
、
と
く
に
縁
起
思
想
の
研
究
に
お
け
る
 
問
題
 

意
識
や
方
法
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
周
知
の
和
辻
哲
郎
 
と
木
 村
泰
賢
 

と
の
職
別
な
論
争
を
思
い
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
は
論
理
 
正
義
 と
 

心
理
主
義
を
実
存
幸
義
へ
と
止
揚
し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
 

 
 

第
四
巻
「
宗
教
哲
学
・
宗
教
現
象
学
」
 

-
 
薗
田
 坦
 担
当
 -
 に
は
、
「
 宗
教
 

哲
学
」
、
「
 
生
 と
死
」
、
「
道
徳
と
宗
教
」
、
「
実
存
哲
学
と
仏
教
」
、
「
 
宗
教
的
 

作
用
の
四
類
型
」
、
「
行
為
的
直
観
を
め
ぐ
っ
て
」
、
「
清
貧
」
、
「
 回
、
心
」
、
 

「
罪
業
」
、
「
教
祖
の
宗
教
と
教
団
の
宗
教
」
、
「
 
神
 」
、
「
愛
に
つ
い
 て
 」
 お
 

よ
び
 
「
永
遠
・
救
済
・
宗
教
現
象
学
」
の
十
三
篇
が
収
め
ら
れ
て
 

 
 

著
者
が
定
位
す
る
宗
教
哲
学
の
学
間
論
的
考
察
と
言
う
べ
き
も
の
 
が
 
目
下
 

教
 哲
学
」
お
よ
び
「
宗
教
的
作
用
の
四
類
型
」
で
あ
る
。
前
者
は
 
宗
教
 哲
 

学
の
体
系
化
の
試
み
で
あ
り
、
そ
の
骨
格
を
宗
教
的
作
 
m
 の
類
型
 論
 に
置
 

き
、
全
体
像
を
描
い
て
い
る
。
後
者
は
そ
の
詳
論
と
し
て
着
手
 さ
れ
た
 

が
 、
残
念
な
こ
と
に
ど
ち
ら
も
完
成
を
見
て
い
な
い
。
宗
教
的
作
 
用
 を
非
 

日
常
的
事
件
と
日
常
的
 
生
 、
宗
教
的
不
安
、
世
界
超
越
の
作
用
 お
  
 

り
、
に
 分
類
し
て
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
「
 内
 ・
 ハ
 ・
否
定
・
肯
定
 」
と
い
 

ぅ
 運
動
 枠
 の
も
と
で
、
宗
教
的
実
存
お
よ
び
超
越
者
の
そ
れ
ぞ
れ
 
の
 運
動
 

と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
 

末
巻
の
中
で
、
著
者
の
「
教
行
信
証
」
の
研
究
に
お
い
て
提
示
さ
 
ね
 た
 

「
将
来
す
る
浄
土
」
と
い
う
概
念
お
よ
び
原
始
仏
教
の
研
究
に
お
 

い
て
 注
 

目
さ
れ
た
 味
 
・
 患
 ・
 離
 並
び
に
孝
法
・
 
病
法
 
・
死
法
お
よ
び
四
禅
 
定
 の
 考
 



書評と紹介 

察
 と
密
接
に
関
連
す
る
の
が
「
行
為
的
直
観
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
 
ぅ
 末
巻
 

で
も
っ
と
も
長
編
の
論
文
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
玉
韻
に
取
り
組
 
む
ま
臼
 
@
 
図
 

ほ
 つ
い
て
著
者
が
、
「
原
始
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
語
っ
て
い
る
眼
中
 

の
 鱗
が
 

落
ち
る
と
い
う
見
方
」
が
「
成
立
す
る
よ
う
な
見
る
の
有
り
方
を
 
 
 

勝
手
に
行
為
的
直
観
の
一
課
題
と
考
え
」
、
こ
れ
を
「
実
存
的
な
 
精
神
 現
 

宋
学
の
重
要
な
中
心
の
一
課
題
と
呼
び
た
い
と
思
う
」
 二
 
0
 八
 貞
一
 と
 

述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
行
為
的
直
観
」
が
、
西
田
幾
年
 
郎
お
 ょ
び
高
 

小
岩
男
の
そ
れ
と
は
違
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
点
に
ま
ず
注
目
 
し
て
お
 

き
た
い
 
二
 0
 
九
頁
㍉
と
り
わ
け
高
山
が
そ
れ
を
「
包
の
場
所
 」
と
 見
 

る
の
に
対
し
て
、
著
者
は
「
丑
の
場
所
」
に
包
ま
れ
る
歴
史
的
地
 
平
の
時
 

間
 の
う
ち
に
見
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
か
ら
主
と
し
て
 

べ
 ル
ク
ソ
ン
 お
よ
び
 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
寄
せ
て
、
哲
学
的
時
間
論
が
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
 
、
そ
れ
 

ら
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
過
去
か
ら
未
来
へ
の
一
方
向
的
な
系
列
 
 
 

見
て
れ
な
い
と
の
結
論
が
導
か
れ
、
「
将
来
か
ら
現
在
へ
、
現
在
 
か
ら
 過
 

去
 へ
と
い
う
、
逆
の
時
流
の
純
熟
を
考
え
て
み
た
い
」
二
三
 0
 貞
一
 と
 

い
う
著
者
の
研
究
方
向
が
切
り
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 こ
 こ
こ
ま
 

@
 も
 

「
現
在
の
開
け
」
二
三
七
頁
 -
 と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
そ
れ
 が
 
「
 将
 

来
す
る
現
在
に
支
え
ら
れ
て
い
る
」
（
同
）
と
い
う
、
一
種
の
「
 

場
 が
 」
 論
 

も
 芽
生
え
て
い
て
、
限
り
な
く
興
味
を
唆
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 

こ
の
 種
 

め
て
重
要
な
論
文
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
扱
え
な
い
の
は
ま
こ
と
に
 
残
念
で
 

あ
る
。
 

こ
こ
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
諸
論
文
も
そ
れ
ぞ
れ
に
 
著
者
 

の
 強
靭
な
思
索
に
貫
か
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
懐
の
深
さ
を
 
も
 余
す
 

と
こ
ろ
な
く
示
し
て
い
る
。
 

最
後
の
第
五
巻
「
日
本
の
哲
学
と
仏
教
・
随
想
」
 

-
 藤
田
正
勝
 担
 圭
一
 

三
 

お
わ
り
に
 

「
東
西
に
わ
た
ろ
広
い
学
識
に
裏
付
け
ら
れ
、
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
 

を
も
 

っ
て
展
開
さ
れ
た
」
 
宇
 刊
行
の
辞
 ヒ
 
著
者
長
年
の
研
究
成
果
に
 
 
 

こ
の
書
評
は
著
し
く
均
衡
を
欠
い
た
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
 
ひ
と
え
 

に
 筆
者
の
狭
い
関
心
と
浅
い
知
識
お
よ
び
低
い
理
解
力
め
せ
い
で
 
 
 

著
者
は
も
と
よ
り
大
方
の
御
海
容
を
願
 う
 ほ
か
は
な
い
。
 

哲
学
と
神
学
 
-
 宗
学
 -
 、
学
問
と
信
仰
が
激
し
く
交
差
す
る
竿
頭
 で
、
 

そ
の
 線
 ム
ロ
・
止
揚
に
果
敢
に
取
り
組
ん
だ
の
が
著
者
の
宗
教
哲
学
 

で
あ
る
 

 
 

と
 筆
者
は
考
え
て
い
る
。
残
さ
れ
た
問
題
は
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
 
対
す
る
 

 
 

著
者
か
ら
の
励
ま
し
の
宿
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
或
る
感
慨
 
を
 抱
き
 

 
  

 

つ
 つ
、
一
首
を
添
え
て
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

若
き
日
に
父
の
書
架
に
て
 
出
 遭
ひ
た
る
名
著
の
書
評
 
今
 老
い
て
 重
目
 
{
 

は
 、
喜
寿
を
迎
え
ら
れ
た
時
の
武
内
義
範
氏
の
写
真
を
巻
頭
に
載
 
せ
、
西
 

田
 哲
学
、
田
 逼
 哲
学
、
日
本
の
哲
学
、
日
本
の
仏
教
に
関
す
る
 
著
 者
の
見
 

解
 並
び
に
著
者
が
出
会
っ
た
内
外
の
人
々
の
思
い
出
や
論
評
、
 

学
 会
見
聞
 

記
 、
現
代
批
判
お
よ
び
断
想
な
ど
四
十
篇
を
収
め
、
巻
末
に
は
 
著
 者
の
略
 

歴
と
著
作
目
録
を
付
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
は
著
者
の
鋭
 い 洞
察
眼
 

と
 慈
愛
に
満
ち
た
温
か
い
眼
差
し
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
お
り
、
 

そ
  
 

な
り
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
注
意
し
て
読
む
 
と
、
著
 

者
の
畑
眼
が
意
外
な
と
こ
ろ
で
光
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
  
 

。
は
、
「
現
代
ま
で
の
百
年
間
に
生
存
し
た
真
宗
学
者
の
う
ち
で
、
 

も
っ
と
 

も
 神
学
一
宗
学
一
的
に
思
索
 力
 を
有
し
て
い
た
」
 

-
 
第
二
巻
、
二
一
 -
 
ハ
頁
）
 

と
 著
者
が
評
価
す
る
曽
我
最
深
 が
 m
 い
 た
「
本
能
」
と
い
う
術
語
 に
、
著
 

者
は
行
為
的
直
観
に
通
じ
る
も
の
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
 @
 
七
 0
 真
 -
 
。
 



会
報
 

0
 第
五
九
回
学
術
大
会
 

日
本
宗
教
学
会
第
五
九
回
学
術
大
会
は
、
九
月
一
三
日
一
水
 

-
@
 
一
 五
 

（
 
金
 -
 に
か
け
て
、
 駒
澤
 大
学
に
お
い
て
以
下
の
口
程
で
開
催
さ
れ
   

四
 0
 人
の
参
加
者
、
二
七
二
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 

・
九
月
一
三
日
 -
 
水
 一
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
二
時
 @
 
一
四
時
 

一
二
時
 @
 
 一
四
時
 

各
種
委
員
会
 

開
会
式
 

一
四
時
 @
 
一
四
時
二
 0
 分
 

公
開
講
演
会
 

一
四
時
二
 0
 分
 @
 
一
六
時
三
 0
 分
 

「
功
徳
の
宅
配
便
 
-
 
廻
旋
 一
と
 酷
熱
 
-
 
廻
向
 -
 

仏
教
の
二
つ
の
宗
教
レ
ヴ
ェ
ル
を
め
ぐ
っ
て
」
 

駒
澤
 大
学
名
誉
教
授
奈
良
康
明
 

「
生
活
仏
教
の
諸
 

理
 
小
数
人
類
学
的
視
点
か
ら
」
 

佐
々
木
 宏
幹
 

駒
澤
 大
学
教
授
 

一
七
時
三
 0
 分
｜
 
一
九
時
三
 0
 分
 

理
事
会
 

九
月
一
四
日
（
 木
 -
 

研
究
発
表
・
特
別
部
会
九
時
 
@
 
一
二
時
 

一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

評
議
員
会
 

研
究
発
表
・
特
別
部
会
一
三
時
三
 
0
 分
 @
 
一
六
時
三
 0
 分
 

一
六
時
四
 0
 分
 @
 
一
セ
 時
田
 0
 分
 

会
 @
 
貝
 総
会
 

懇
親
会
 

一
八
時
 @
 
二
 0
 時
 

・
九
月
一
五
日
一
金
 -
 

五 日 

二
 0
0
0
 
年
度
学
会
賞
選
考
委
員
会
報
告
 

何
 茂
生
氏
一
郡
山
女
子
大
学
短
期
大
学
部
助
教
授
一
の
研
究
業
績
 
こ
つ
 

@
 

い
て
 

審
査
対
象
「
道
元
と
中
国
 禅
 思
想
」
 

-
 
法
蔵
 館
 、
二
 0
0
0
 
年
一
 
月
刊
 -
 

本
研
究
に
お
い
て
、
著
者
 何
 無
主
氏
は
道
元
の
入
宋
経
験
を
重
視
し
、
  
 

「
道
元
の
禅
思
想
に
対
す
る
正
確
な
理
解
も
し
く
ほ
正
当
な
評
価
 

は
、
中
 

国
 の
博
文
献
に
基
づ
い
て
道
元
の
禅
思
想
を
中
国
の
そ
れ
で
暗
射
 
し
、
正
 

確
 な
歴
史
的
視
座
や
思
想
の
脈
絡
の
中
に
お
い
て
考
察
す
る
時
に
 
の
み
 可
 

能
 で
あ
り
、
そ
の
独
自
性
が
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
る
」
と
の
立
場
 
に
 立
っ
 

て
 、
道
元
が
中
国
 禅
 思
想
を
実
際
に
ど
の
よ
う
に
受
容
 し 、
展
開
  
 

0
 日
本
宗
教
学
会
 
甘
 選
考
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
0
 年
 九
月
一
三
日
 
-
 
水
 -
 一
二
時
 @
 
一
四
時
 

場
所
 
駒
澤
 大
学
大
学
会
館
 ニ
 ー
三
会
議
室
 

出
席
者
井
上
順
孝
、
宇
都
宮
輝
夫
、
小
田
淑
子
、
川
崎
信
定
、
 田
島
 

照
久
、
 -
 
書
面
参
加
 -
 古
賀
 和
則
 

議
事
 

一
、
今
年
度
学
会
賞
受
賞
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
業
績
の
審
査
 

そ
の
結
果
、
今
年
度
ほ
 
何
 無
主
著
弓
道
元
と
中
国
 禅
 思
想
」
を
 推
 薦
す
 

る
こ
と
が
決
定
し
た
。
推
薦
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

九
時
 @
 
 一
二
時
 

研
究
発
表
 

「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
一
二
時
 

り
 
一
三
時
三
 0
 分
 

一
 三
時
三
 0
 分
 @
 
一
六
時
五
 0
 分
 

研
究
発
表
 

閉
会
式
 

  



か
を
文
献
と
思
想
の
両
面
か
ら
検
証
し
、
道
元
の
思
想
構
造
を
 分
析
す
 

る
 。
従
来
の
道
元
研
究
は
一
方
に
お
い
て
仏
教
学
的
・
宗
学
的
な
 
教
義
 研
 

究
 お
よ
び
道
元
著
作
の
文
献
学
的
研
究
と
し
て
進
め
ら
れ
、
他
方
 
で
は
 日
 

本
 思
想
史
お
よ
び
哲
学
思
想
的
な
観
点
か
ら
多
く
の
研
究
が
な
さ
 
れ
て
き
 

た
 。
本
研
究
は
中
国
 禅
 思
想
と
の
比
較
を
重
視
し
て
、
歴
史
的
研
 究 と
思
 

想
 的
研
究
と
の
統
合
に
よ
る
道
元
の
思
想
構
造
の
解
明
を
試
み
て
 
い
る
。
 

神
学
 
-
 
宗
学
 -
 的
 研
究
の
枠
を
越
え
て
、
文
献
に
基
づ
く
実
証
的
 
比
較
に
 

よ
っ
て
思
想
を
解
明
す
る
点
に
、
宗
教
学
的
研
究
の
萌
芽
を
見
る
 
こ
と
が
 

で
き
る
。
こ
の
著
者
の
着
眼
は
意
欲
的
か
っ
斬
新
で
あ
り
、
新
し
 
い
 研
究
 

の
方
向
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。
 

本
研
究
は
二
部
構
成
で
、
第
一
部
「
道
元
の
人
と
著
作
」
は
三
章
 
 
 

な
り
、
道
元
の
思
想
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
先
行
研
究
を
手
が
 
 
 

道
元
の
伝
記
上
の
諸
問
題
を
論
じ
、
史
料
の
信
使
 
性
 に
不
明
な
 占
 が
あ
る
 

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
道
元
自
身
の
執
筆
著
作
と
弟
子
の
筆
録
 編
集
 

に
よ
る
著
作
の
双
方
を
検
討
し
、
道
元
の
思
想
解
明
に
と
っ
て
 
文
 駄
面
 で
 

の
 問
題
点
を
指
摘
す
る
。
第
二
部
「
道
元
に
お
け
る
中
国
 禅
思
 想
 の
 埋
 

解
 」
は
七
章
か
ら
な
る
本
書
の
中
核
で
あ
る
。
第
一
・
二
章
で
は
 
道
元
の
 

師
 で
あ
る
天
童
如
浄
の
生
涯
と
著
作
を
論
じ
て
い
る
。
第
三
章
で
 
は
 道
元
 

と
 如
浄
の
修
 
証
 思
想
の
異
同
を
論
じ
、
そ
の
一
例
と
し
て
如
浄
の
 「
、
 

心
塵
 

脱
落
」
と
道
元
の
「
身
心
脱
落
」
を
文
献
面
で
比
較
検
討
す
る
。
 

第
四
章
 

で
は
道
元
に
よ
る
 
宏
智
 正
覚
の
引
 m
 例
を
検
証
し
、
第
五
章
は
道
 九
 の
 仏
 

性
論
を
曹
渓
恵
 能
な
ど
の
思
想
と
比
較
し
つ
っ
、
そ
の
特
徴
を
 解
明
す
 

る
 。
第
六
章
「
道
元
に
お
け
る
心
嵩
 相
滅
論
 批
判
」
と
第
七
章
「
 道
元
に
 

報
 

お
け
る
三
教
一
致
 
説
 批
判
」
で
は
、
著
者
は
道
元
の
批
判
が
叡
山
 の
 二
八
ム
 

ロ
 

全
教
学
に
対
す
る
よ
り
、
中
国
・
日
本
の
禅
僧
の
「
杜
撰
の
 

と
も
が
ら
」
に
 

0
 国
際
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
0
 
年
 九
月
一
三
日
一
水
）
一
二
時
 @
 
一
四
時
 

場
所
 
駒
澤
 大
学
大
学
会
館
 ニ
ー
 
一
会
議
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
 
-
 
艮
 -
 、
木
村
武
史
、
澤
井
義
次
、
 
次
、
 

島
 薗
進
 、
月
末
昭
男
、
土
屋
 博
 、
中
野
 毅
 、
中
村
靖
治
郎
、
 

渡
辺
 学
 

 
 

 
 

 
 

議
事
 

一
 、
荒
木
委
員
長
か
ら
の
南
ア
・
ダ
ー
バ
ン
市
に
お
け
る
第
一
八
 
回
国
際
 

朋
 

宗
教
学
会
学
術
大
会
の
執
行
委
員
会
、
国
際
委
員
会
、
総
会
な
ど
 
 
 

向
け
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
も
旧
説
を
修
正
し
、
 

新
  
 

究
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

全
体
と
し
て
、
問
題
の
設
定
、
論
理
の
運
び
が
明
確
で
展
開
が
分
 
 
 

や
す
く
、
各
章
の
構
成
も
よ
く
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

歴
 史
的
か
 

っ
 思
想
的
な
統
合
的
研
究
と
い
う
意
図
が
本
研
究
に
お
い
て
充
分
 
に
 達
成
 

さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
特
に
道
元
文
献
の
解
明
に
お
い
て
、
 

先
 行
 研
究
 

が
 丹
念
に
跡
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
独
自
な
知
見
を
論
証
 
す
る
に
 

は
 至
っ
て
い
な
い
。
新
し
い
視
点
か
ら
の
思
想
研
究
と
は
い
え
、
 

仏
性
論
 

や
條
 証
 思
想
な
ど
の
重
要
な
思
想
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
の
 
理
 解
 に
お
 

い
て
諸
概
念
の
内
的
連
関
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
 

o
-
 し
 

点
 、
今
後
の
著
者
の
地
道
で
堅
実
な
研
究
と
精
進
に
期
待
す
る
。
 

以
上
、
本
研
究
が
仏
教
思
想
の
宗
教
学
的
解
明
を
目
指
し
て
い
る
 
意
義
 

を
高
く
評
価
し
、
今
後
の
著
者
の
課
題
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
 

本
 選
考
委
 

員
 会
は
本
研
究
を
二
 
0
0
0
 年
度
の
日
本
宗
教
学
会
賞
に
ふ
さ
わ
 し
い
 業
 

績
 と
し
て
推
薦
す
る
も
の
で
あ
る
。
 



定
 事
項
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
て
、
国
際
委
員
会
で
は
、
国
際
 
宗
教
 

学
会
の
執
行
部
に
一
 
0
 月
 中
に
第
一
九
回
大
会
の
開
催
の
時
期
と
 場所
 

ほ
 つ
い
て
大
枠
を
き
め
て
報
告
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
 

理
 事
会
 

に
よ
っ
て
早
急
に
第
一
九
回
国
際
宗
教
学
会
学
術
大
会
一
世
界
大
 
ム
 %
-
 

の
 イ
ン
フ
ラ
を
準
備
す
る
小
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
、
予
備
的
な
 
 
 

組
み
を
す
す
め
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
 
構
 成
員
 

は
 、
宮
家
宰
会
長
、
月
水
昭
男
、
金
井
新
三
、
阿
部
美
哉
、
荒
木
 
実
習
 

雄
 と
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
さ
ら
に
、
第
一
九
回
大
会
は
、
日
本
に
最
初
の
宗
教
学
の
講
 
座
 が
開
 

鼓
 さ
れ
て
 
一
 0
0
 
年
 
一
東
京
大
学
一
、
日
本
宗
教
学
会
の
創
立
 
セ
 五
周
 

年
 と
い
う
記
念
す
べ
き
午
で
あ
り
、
第
一
九
回
大
会
を
東
京
に
招
 
塙
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
宗
教
学
会
の
年
次
大
会
と
国
際
宗
教
学
 
全
人
 

会
 と
を
合
わ
せ
て
同
時
に
開
催
す
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
ダ
ー
バ
ン
大
会
の
国
際
委
員
会
に
お
い
て
、
荒
木
美
智
雄
氏
 
の
 二
期
 

に
わ
た
る
任
期
は
終
了
し
、
代
わ
っ
て
目
木
昭
男
氏
が
執
行
委
員
 
会
所
 

委
員
に
当
選
し
た
の
を
受
け
て
、
こ
れ
か
ら
の
執
行
部
と
の
交
渉
 
空
ゅ
 
口
 

を
 用
木
氏
に
お
願
い
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
、
二
 0
0
 
二
年
日
本
で
開
催
予
定
の
国
際
宗
教
社
会
学
会
の
地
 

医
大
会
 

ほ
 つ
い
て
、
 島
薗
 委
員
か
ら
報
告
が
あ
り
、
こ
の
学
会
が
、
私
的
 な学
 

会
 で
あ
る
け
れ
ど
も
、
従
来
か
ら
の
密
接
な
関
係
か
ら
し
て
も
、
 

積
極
 

的
に
支
援
し
て
行
く
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
代
表
の
日
本
宗
教
学
会
南
山
大
会
へ
 
の
招
跨
 

に
 対
す
る
答
礼
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
へ
の
日
本
代
表
の
 
パ
不
 

か
め
 予
定
に
つ
い
て
渡
辺
委
員
か
ら
提
案
が
な
さ
れ
、
再
検
討
す
 る
こ
 

と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
渡
辺
委
員
が
参
加
し
た
八
月
末
の
国
連
の
 
宗
教
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会 報 

0
 庶
務
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
0
 年
 九
月
一
三
日
（
永
一
一
四
時
 
り
 一
六
時
 

場
所
 
駒
澤
 大
学
大
学
会
館
 ニ
 ー
二
会
議
室
 

出
席
者
宇
都
宮
輝
夫
、
金
井
新
 
三
 一
長
一
、
鈴
木
右
目
、
鈴
木
正
 

崇
 、
 

岩
ホ
 
、
 

場
所
 
駒
澤
 大
学
深
沢
校
舎
大
木
ー
 
ル
 

 
 

0
 

理
事
会
 

 
 

日
時
二
 00
0
 

年
 九
月
一
三
日
 
-
 金
一
一
 
セ
 晴
三
 0
 

分
 @
 

一
九
 時
 二
一
 

 
 

 
 

 
 

 
 

・
来
年
二
一
 0
0
 

一
年
 

-
 四
月
に
向
け
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
 

立
 ち
 上
げ
 

を
 計
画
立
案
す
る
。
 

③
作
業
経
過
 

・
本
年
度
作
業
計
画
分
の
約
三
 0
0
0
 

デ
ー
タ
 

 
 

彗
一
 は
 計
画
通
り
進
行
中
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
と
も
な
い
、
来
春
四
月
以
降
、
入
力
完
成
部
分
 宅
 宗
教
 研
究
 目
 

二
八
四
号
か
ら
三
二
六
号
ま
で
 

-
 の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
公
開
提
供
が
 

可
能
 

と
な
る
 
一
 
F
D
/
C
D
 
を
送
料
実
費
で
希
望
者
に
頒
布
で
き
る
 一
  
 

 
 

当
初
は
学
会
紹
介
と
「
宗
教
研
究
」
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
公
開
を
 
内
容
と
 

す
る
。
 

・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
を
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
と
す
る
。
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
基
本
枠
組
み
の
作
成
を
業
者
に
委
託
、
さ
ら
 
に
 英
文
 

へ
の
翻
訳
作
業
も
必
要
で
あ
る
た
め
、
当
初
必
要
経
費
予
算
を
一
 

 
 

万
円
と
見
積
も
る
。
 

・
立
ち
上
げ
に
関
す
る
「
 
提
 舌
口
」
を
作
成
す
る
た
め
、
年
が
明
け
 
て
か
ら
 

委
員
会
を
開
催
す
る
。
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
立
ち
上
げ
後
、
メ
イ
ン
テ
ナ
ン
ス
 
や
 サ
ポ
ー
ト
 が
 必
要
 

と
な
る
た
め
、
拡
大
委
員
会
を
構
成
す
る
。
構
成
メ
ン
バ
ー
は
 
ホ
  
 

ぺ
 ー
 ジ
の
作
業
に
詳
し
い
若
手
会
員
を
起
用
す
る
。
 

る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

夏
の
 I
A
H
R
 

ダ
ー
バ
ン
大
会
に
つ
き
金
井
委
員
長
か
ら
報
告
 
 
 

 
 

二
 、
将
来
的
プ
ラ
ン
の
検
討
 

二
 0
0
 
五
年
の
 I
A
H
R
 

東
京
大
会
に
関
し
て
、
事
務
員
を
増
 具
 す
る
 

必
要
、
会
員
か
ら
の
募
金
や
賛
助
会
員
を
拡
充
す
べ
き
こ
と
な
ど
 
@
@
 

@
 つ
 

い
て
話
し
合
っ
た
。
ま
た
学
会
七
五
周
年
の
記
念
出
版
物
に
つ
い
 

て
検
 

訂
 し
た
。
 

字
 八
万
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
庶
務
委
員
会
の
報
上
口
等
 
を
 宇
都
 

宮
 、
藤
田
 面
 委
員
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

・
 q
 
め
 
示
教
研
究
」
の
英
文
化
等
に
関
し
て
、
編
集
委
員
会
と
の
 

連
 給
 は
 鈴
 

木
 C
 芭
 、
 関
両
 委
員
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

関
一
敏
、
田
島
照
久
、
棚
大
正
和
、
藤
田
正
勝
、
宮
家
 
準
 

議
事
 

一
、
現
状
報
告
お
よ
び
検
討
 

・
今
大
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
に
あ
た
っ
て
鈴
木
一
正
 

-
 、
棚
大
面
 委
員
が
 

協
力
し
た
こ
と
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。
 

・
今
大
会
か
ら
会
計
報
告
は
田
島
委
員
が
行
 

う
 こ
と
を
確
認
し
た
。
  
 

・
著
作
権
協
会
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
「
 

め
 
ホ
教
研
究
し
に
論
文
等
 
の
コ
ピ
 

｜
は
 つ
い
て
の
要
望
を
掲
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
 

検
 討
す
 



出
席
者
阿
部
美
哉
、
新
井
昭
 廣
 、
 洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
池
 上
泉
 

正
 、
市
川
裕
、
井
上
順
孝
、
宇
都
宮
輝
夫
、
大
村
英
昭
、
岡
 

亮
二
、
小
田
淑
子
、
加
藤
智
見
、
金
井
新
 三
 、
川
崎
信
定
、
 

木
村
清
孝
、
坂
井
信
士
、
櫻
井
治
男
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
 島
 

岩
 、
 島
薗
進
 、
鈴
木
右
目
、
鈴
木
 範
久
 、
鈴
木
正
 崇
 、
関
一
 

敏
 、
芹
川
博
通
、
薗
田
 坦
 、
薗
田
 稔
 、
高
田
信
良
、
田
島
昭
 

久
 、
田
丸
 徳
善
 、
塚
本
啓
 祥
 、
用
木
昭
男
、
土
屋
 
博
 、
鶴
岡
 

賀
雄
 、
中
村
生
 雄
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
西
村
 
恵
信
 、
西
山
茂
、
 

橋
本
武
人
、
花
岡
水
子
、
華
 園
聴
麿
 、
藤
田
正
勝
、
間
瀬
 啓
 

允
 、
宮
家
 準
 、
山
形
孝
夫
、
渡
 違
 賀
陽
、
（
久
留
米
大
学
一
 

大
久
保
雅
行
、
野
村
暢
 清
 

議
事
 

一
 
、
庶
務
報
告
 

金
井
常
務
理
事
よ
り
一
九
九
九
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
さ
れ
、
 

承
 誌
 さ
 

れ
た
。
 -
 
別
記
参
 照
じ
 

一
 
、
会
計
報
告
 

田
島
常
務
理
事
よ
り
一
九
九
九
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
二
 

0
0
 O
 年
 

度
の
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

-
 
別
記
参
照
 
-
 

一
 
、
日
本
ゐ
不
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

小
田
選
考
委
員
長
よ
り
審
査
結
果
の
報
告
が
あ
り
、
報
告
通
り
決
 
ゎ
正
 
し
 

-
@
 

十
八
 
。
 

Ⅰ
新
入
ム
石
 @
 
貝
に
つ
い
て
 

別
記
一
六
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
名
誉
 ム
喜
見
に
 つ
い
て
 

本
年
度
は
松
野
純
孝
、
岡
田
重
 精
 、
伊
原
 照
蓮
 の
 三
 氏
を
名
誉
会
 
具
 に
 

す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
 

一
 、
賛
助
会
員
に
つ
い
て
 

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

福
岡
県
久
留
米
市
の
久
留
米
大
学
に
お
い
て
、
 

二
 0
0
 

一
年
九
月
 中
旬
 

に
 開
催
の
予
定
で
あ
る
こ
と
が
同
大
学
の
野
村
暢
 
清
 評
議
員
よ
り
 
報
告
 

さ
れ
た
。
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
の
交
代
・
追
加
に
つ
い
て
 

任
期
終
了
の
市
川
裕
、
鈴
木
岩
戸
両
氏
に
代
わ
っ
て
小
池
淳
一
尺
 松
 

村
 
一
男
氏
に
委
員
を
委
嘱
し
た
こ
と
、
ま
た
英
文
関
係
と
し
て
 

新
 た
に
 

ポ
ー
ル
・
ス
フ
ン
ソ
ン
氏
に
委
員
を
委
嘱
し
た
こ
と
が
宮
家
会
長
 
 
 

報
告
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
の
委
員
の
交
代
・
名
称
変
更
等
に
っ
 
い
て
 

新
た
に
中
村
生
 
雄
 氏
、
前
田
毅
 
氏
 に
委
員
を
委
嘱
し
た
こ
と
が
 
宮
 衆
会
 

長
 よ
り
報
告
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
続
い
て
間
瀬
委
員
長
よ
り
 
委
 @
 
具
ふ
云
 

0
 名
称
を
「
情
報
化
委
員
会
」
に
変
更
し
た
こ
と
、
今
後
の
作
業
 
計
画
 

等
に
つ
い
て
、
同
日
行
わ
れ
た
委
員
会
の
議
事
が
報
告
さ
れ
た
。
 

-
I
A
H
R
 

に
つ
い
て
 

荒
木
常
務
理
事
よ
り
 
二
 0
0
 
五
年
大
会
の
日
本
開
催
が
正
式
に
決
 
ま
 
っ
 

た
こ
と
、
執
行
委
員
会
の
日
本
代
表
委
員
と
し
て
同
本
理
事
が
選
 
 
 

た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
な
お
大
会
開
催
に
向
け
て
、
同
日
行
わ
 
ね
 た
 

国
際
委
員
会
の
提
案
を
協
議
し
、
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
講
座
間
 
設
一
 

0
0
 
年
 
-
 東
京
大
学
一
と
日
本
宗
教
学
会
設
立
七
五
年
を
記
念
し
 て、
 

I
A
H
R
 

二
 O
0
 
五
年
大
会
と
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
を
開
催
 する
 

こ
と
、
大
会
の
時
期
と
場
所
を
早
急
に
 

I
A
H
R
 

執
行
部
に
提
案
  
 

  



交
渉
を
開
始
す
る
必
要
か
ら
、
国
際
委
員
会
イ
ン
フ
ラ
関
係
小
委
 
@
 
貝
ム
ム
 

（
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
金
井
新
三
、
月
水
昭
男
、
宮
家
準
 

ふ
 ム
長
 

の
 五
尺
 -
 を
 発
足
す
る
こ
と
、
常
設
の
国
際
委
員
会
と
は
別
に
大
 
金
美
 

行
 委
員
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
 

Ⅰ
 
S
I
S
R
 

に
つ
い
て
 

島
薗
 常
務
理
事
 よ
 り
 二
 0
0
 
二
年
に
国
里
 院
 大
学
を
会
場
と
し
て
 
地
域
 

大
会
を
行
う
こ
と
、
 
二
 0
0
 

一
年
八
月
二
 0
 日
｜
 二
四
日
に
 メ
キ
 
ン
コ
 

の
 ト
ル
 力
 で
第
二
六
回
大
会
を
行
 う
 こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
一
篇
 
 
 
一
一
工
、
 

ノ
 

日
大
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
希
望
の
方
は
、
国
際
委
員
に
お
 
問
 ハ
 ム
ロ
 

わ
せ
下
さ
い
ご
 

一
 、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
へ
の
日
本
代
表
の
パ
ネ
ル
の
予
定
に
つ
 
 
 

渡
辺
国
際
委
員
の
提
案
を
国
際
委
員
会
で
検
討
し
て
い
く
こ
と
、
 

ま
た
 

八
月
末
の
国
連
の
宗
教
者
会
議
の
た
め
の
小
委
員
会
に
つ
い
て
 
渡
 辺
委
 

員
 よ
り
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
が
荒
木
常
務
理
事
か
ら
報
告
さ
れ
た
 
 
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
道
 は
 つ
い
て
 

宮
家
会
長
よ
り
 
研
 連
の
活
動
と
現
状
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
っ
た
 
。
 本
 

学
会
か
ら
の
メ
ン
バ
ー
は
 
島
菌
進
 、
月
水
昭
男
、
土
屋
 博
 、
宮
家
 革
め
 

四
 氏
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
、
国
際
会
議
へ
の
派
遣
等
を
行
っ
 
 
 

る
 。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

金
井
哲
 研
連
 委
員
よ
り
一
二
月
一
二
日
一
人
 
-
 に
行
わ
れ
る
哲
学
研
 
達
士
 

催
の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
、
な
ら
び
に
本
学
会
か
ら
大
正
大
 
学
の
 

星
川
 啓
 慈
氏
に
講
演
を
依
頼
し
た
，
」
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

-
 
別
記
 参
 昭
一
）
 

報
 

O
 総
会
 

日
時
二
 0
0
0
 年
 九
月
一
四
日
（
 木
 -
 一
六
時
四
 0
 分
り
一
七
 持
口
 

O
 分
 

場
所
 
駒
澤
 大
学
記
念
講
堂
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
数
四
八
九
名
、
定
足
数
一
六
三
名
、
出
 席
者
 

  

0
 評
議
員
会
 

日
時
二
 0
0
0
 年
 九
月
一
四
日
 
-
 
本
 -
 一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

場
所
 
駒
澤
 大
学
一
号
館
 四
 0
 
一
 
教
室
 

出
席
者
九
二
名
 

議
事
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 
、
会
計
報
告
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

一
 
、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

一
 
、
賛
助
会
員
に
つ
い
て
 

一
 
、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

一
 、
編
集
委
員
の
交
代
・
追
加
に
つ
い
て
 

一
 、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
の
名
称
変
更
・
委
員
の
交
代
・
作
業
 
計
画
等
 

ほ
 つ
い
て
 

Ⅰ
 
@
A
H
R
 

に
つ
い
て
 

Ⅰ
 
S
I
S
R
 

に
つ
い
て
 

一
 、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
へ
の
日
本
代
表
の
パ
ネ
ル
の
予
定
に
つ
 
 
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
 



0
 
 「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
0
 年
 九
月
一
五
日
（
 
金
 -
 一
二
時
 
@
 
一
 三
時
三
 0
 分
 
分
 

場
所
 
駒
澤
 大
学
大
学
会
館
 ニ
 ー
二
会
議
室
 

出
席
者
声
名
定
道
、
市
Ⅲ
 裕
 、
薄
井
 篤
干
 、
気
 多
 雅
子
、
小
 地
厚
 

敬
一
委
任
状
提
出
者
を
含
む
 -
 二
八
七
名
、
よ
っ
て
総
会
は
 

成
立
し
た
。
 

議
事
 

一
 、
開
会
 

一
 、
議
長
に
田
中
良
昭
評
議
員
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 、
会
計
報
告
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

Ⅰ
名
誉
三
万
買
 は
 つ
い
て
 

一
 、
賛
助
会
員
に
つ
い
て
 

一
 、
編
集
委
員
の
交
代
・
追
加
に
つ
い
て
 

一
、
デ
一
 タ
ベ
ー
ス
委
員
会
の
名
称
変
更
・
委
員
の
交
代
・
作
業
 
計
画
等
 

ほ
 つ
い
て
 

Ⅰ
ー
 A
H
R
 
に
つ
い
て
 

Ⅰ
 
S
l
S
R
 
に
つ
い
て
 

一
 、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
へ
の
日
本
代
表
の
パ
ネ
ル
の
予
定
に
つ
 い
て
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

一
 、
閉
会
 

0
 国
際
委
員
会
イ
ン
フ
ラ
関
係
小
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
0
 年
 九
月
二
四
日
 -
 
日
 -
 一
六
時
 し
 一
八
時
 

場
所
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
ロ
ビ
ー
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
金
井
新
 
三
 、
月
水
昭
男
、
 宮
家
 

準
 

議
事
 

一
 、
常
務
理
事
会
に
提
案
す
る
 l
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
大
会
の
開
 催
 時
期
 

と
 場
所
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
 

一
 、
阪
本
是
丸
、
鈴
木
右
目
、
ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
、
 

関
 

8
 

0
 

一
敏
、
深
澤
 英
隆
 、
星
川
 啓
慈
 、
松
村
一
男
、
宮
家
 準
 

2
 

 
 
 
 

議
事
 

(
6
0
 

一
 、
編
集
方
針
 

・
編
集
主
任
の
交
代
。
 

三
 二
六
号
 
二
 
二
月
刊
行
予
定
 -
 以
降
の
投
稿
論
文
に
対
す
る
 

直
読
者
 

を
 決
定
し
、
書
評
 
本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

書
評
を
英
語
で
載
せ
る
件
は
編
集
委
員
会
に
一
任
さ
れ
た
の
で
 
、
手
始
 

め
に
外
国
語
の
本
の
書
評
を
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
会
員
に
依
 
頼
す
 

る
 場
合
か
ら
英
語
の
書
評
を
掲
載
す
る
方
向
で
国
際
化
に
対
応
し
 
て
い
 

く
，
 」
と
に
し
た
。
な
お
、
宮
家
会
長
よ
り
英
文
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
 

発
行
 

す
る
方
向
で
考
え
て
い
る
と
の
話
が
あ
り
、
小
冊
子
と
す
る
か
、
 

英
文
 

の
 特
別
号
と
す
る
か
等
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
 
@
@
 

@
@
 

ハ
 。
 

査
証
中
の
論
文
の
著
作
権
保
護
に
つ
い
て
、
今
後
予
想
さ
れ
る
 
問
題
を
 

協
諦
し
 、
現
状
の
査
 
読
 方
針
を
確
認
し
た
。
 



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
二
 0
0
0
 年
一
 0
 月
一
四
日
工
 -
 一
六
時
三
 0
 分
 @
 
一
  
 

三
 O
 分
 

場
所
国
里
 院
 大
学
常
磐
 松 三
号
館
神
道
第
一
研
究
室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
金
井
新
 
三
 、
佐
々
木
 宏
幹
 、
田
島
照
久
 
、
田
 

九
徳
 善
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
宮
家
 準
 、
 @
A
H
R
 
理
事
一
月
 

本
 昭
男
 

議
事
 

一
、
 I
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
大
会
の
時
期
と
場
所
に
つ
い
て
 

以
下
を
 

l
A
H
R
 

事
務
局
に
提
案
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
 

時
期
 

二
 0
0
 

正
午
三
月
二
四
日
（
木
）
 

@
 三
 0
 日
 -
 
水
 -
 

場
所
東
京
の
ホ
テ
ル
を
考
え
る
 

ま
た
国
際
会
議
の
実
施
形
態
、
実
行
委
員
会
な
ど
に
つ
い
て
も
 
協
 議
し
 

た
 。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
来
年
四
月
の
常
務
理
事
会
で
あ
ら
た
め
 
て
議
 

諭
 し
、
四
月
の
理
事
会
で
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
、
二
 

0
0
 

一
年
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
の
日
程
に
つ
い
て
 

三
月
二
一
口
一
水
 -
 
普
通
会
員
に
投
票
資
格
（
会
費
納
入
状
況
）
 

に
つ
 

い
て
の
通
知
発
送
 

四
月
一
一
日
一
水
）
維
持
会
員
に
投
票
資
格
三
 %
 費
 納
入
状
況
 -
 -
@
 

@
 つ
 

い
て
の
通
知
発
送
 

六
月
一
五
日
（
金
）
有
権
者
資
格
締
切
 

六
月
二
二
日
一
金
 -
 
有
権
者
資
格
認
定
 

セ
目
二
三
日
一
月
一
投
票
用
紙
発
送
 

 
 
 
 

八
月
一
五
日
一
水
 -
 
投
票
受
付
締
切
 

八
月
一
八
日
 
-
 
土
 @
 
 選
挙
管
理
委
員
会
一
開
票
 -
 

ム
互
 

0
 日
本
学
術
会
議
哲
学
研
究
連
絡
委
員
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
が
 下
記
 

0
 日
程
で
開
催
さ
れ
た
。
 

日
時
二
 0
0
0
 年
 
一
二
月
一
二
日
（
火
）
 一
 三
時
 ｜
 
一
七
時
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

テ
ー
マ
「
自
己
と
他
者
」
 

演
者
と
演
題
 

「
他
者
と
時
間
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
思
考
に
よ
せ
て
」
 

熊
野
純
音
 

一
 
東
京
大
学
助
教
授
一
 

「
物
語
的
自
己
同
一
性
 
は
 つ
い
て
」
 

北
村
清
彦
 

-
 
北
海
道
大
学
教
授
 -
 

「
自
己
と
他
者
 
｜
 現代
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
」
 

水
野
和
久
一
関
西
福
祉
科
学
大
学
教
授
）
 

「
宗
教
間
対
話
に
お
い
て
自
己
と
他
者
が
出
会
う
「
 

場
 」
 

鈴
木
大
拙
の
「
一
真
実
の
世
界
」
を
手
が
か
り
と
し
て
」
 

星
 Ⅲ
 啓
慈
 
一
大
正
大
学
教
授
 -
 

「
己
と
 人
 」
中
嶋
 隆
藏
一
 東
北
大
学
教
授
 -
 

「
イ
ン
ド
思
想
に
お
け
る
自
己
の
探
求
と
他
者
問
題
」
 

今
西
 順
百
 
-
 
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
 -
 

九
月
一
日
三
一
第
一
回
評
議
員
選
考
委
員
会
 

九
月
一
四
日
（
金
）
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
、
 
島
薗
進
 氏
を
選
出
し
た
。
 

  



0
 新
入
会
員
 
-
 九
月
一
三
日
承
認
 分
 -
 

伊
藤
良
久
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
一
丁
一
五
七
 
 
 

七
六
世
田
谷
区
岡
本
三
 
｜
 一
九
 ｜
一
 0
 
 岡
本
グ
ラ
ン
 

ド
ハ
イ
ツ
 
三
 0
 三
一
 

金
子
宗
元
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
一
丁
一
五
八
 
 
 

0
 
一
九
九
九
年
度
庶
務
報
告
 

一
事
業
 

①
学
術
大
会
 

第
五
八
回
学
術
大
会
は
一
九
九
九
年
九
月
一
七
日
よ
り
一
九
日
の
 
三
日
 

間
 、
南
山
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
詳
細
は
「
宗
教
研
究
」
 

一
一
一
一
一
 

二
号
に
掲
載
。
 

②
日
本
宗
教
学
会
賞
は
該
当
な
し
と
決
定
し
た
。
 

一
一
ム
五
ム
 
口
 

総
会
二
回
 -
 、
常
務
理
事
会
三
回
 -
 、
理
事
会
三
回
 -
 
、
評
 議
員
 

会
 
二
回
Ⅰ
選
挙
管
理
委
員
会
 

二
 一
回
）
、
学
会
賞
選
考
委
員
 ム
 
ム
 T
 一
 

画
一
、
「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
三
回
）
、
庶
務
委
員
会
 

二
 
回
 -
 、
 

国
際
委
員
会
二
回
 -
 
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
一
一
回
 一
 
、
委
員
 兵
舎
 

義
二
回
Ⅰ
計
一
九
回
の
会
合
が
開
か
れ
た
。
詳
細
は
「
宗
教
 
研
究
」
 

三
三
 0
 号
 、
三
二
二
号
に
掲
載
。
 

三
会
誌
発
行
状
況
 

「
宗
教
研
究
」
三
三
 0
 号
｜
三
 
二
三
号
が
刊
行
さ
れ
、
論
文
一
一
 

本
、
 

書
評
二
五
本
、
第
五
八
回
学
術
大
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
八
本
、
 

 
 

研
究
発
表
・
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
三
一
五
本
、
既
刊
宗
教
 
研
究
 

総
目
次
・
索
引
が
掲
載
さ
れ
た
。
 

九
四
世
田
谷
区
玉
川
一
 
｜
五
｜
一
セ
 

 
 

神
崎
 
寿
弘
佛
 散
大
学
大
学
院
一
丁
五
七
七
 ｜
 0
0
 

六
一
東
 
2
1
 

 
 
 
 

森
 河
内
西
 
一
｜
 三
四
 ｜
二
 -
 
ハ
 

 
 

 
 

桐
野
知
覚
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
一
丁
三
三
 

-
 
ハ
   

二
七
浦
和
市
沼
杉
 
一
｜
一
 0
 ｜
一
｜
 
一
二
 0
 八
 

小
師
順
子
 
駒
澤
 大
学
大
学
院
一
丁
二
四
三
ー
 0 四
三
一
 

海
 者
名
市
 

上
 今
泉
 六
｜
 五
九
１
元
 

下
室
覚
道
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
一
丁
二
九
二
 
 
 

三
三
木
更
津
市
大
成
三
四
八
 

玉
木
 奈
 々

十
宗
教
情
報
セ
ン
タ
ー
研
究
員
〒
一
九
 0
 ｜
 0
 O
 
 一
二
 

立
川
市
曙
町
 
一
｜
ハ
 ー
ハ
ー
 二
 0
 三
 

西
海
賢
二
東
京
家
政
学
院
大
学
助
教
授
一
丁
二
五
四
 ｜ 0
 0
 
 一
 -
 
ハ
 

平
塚
市
東
八
幡
 
ニ
 ー
ハ
ー
 二
 0
 

原
田
哲
 了
 
熊
谷
大
学
大
学
院
一
丁
 
六
 0
 セ
ー
 八
一
四
二
束
 都
市
 山
 

科
区
 東
野
中
井
 
ノ
 上
町
人
 ｜
セ
一
 

ラ
ピ
ス
ヤ
ン
東
野
 
二
 

O
 
一
 

清
山
俊
英
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
 l 王
事
一
丁
三
一
四
 
｜
 O
O
 
二
 

三
川
崎
市
多
摩
区
 
堰
ニ
ー
 
一
七
ー
 
ニ
 ー
 二
 0
 二
一
 

日
野
慶
 之
 
能
否
大
学
大
学
院
一
丁
六
一
二
 

｜
 八
四
 0
 
三
東
 都
市
 伏
 

見
 区
深
草
 ヲ
 カ
ヤ
 町
 二
九
シ
ャ
ル
ネ
深
草
 
四
 0
 
一
 

平
子
泰
弘
騎
 澤 大
学
大
学
院
一
丁
三
七
九
 ｜
 0
 
一
 0
 
西
安
 牛
 市
下
 

秋
間
一
 

深
尾
 

憲
靖
 
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
大
学
ロ
ン
グ
ビ
ー
チ
 校
 大
学
院
 

十
 五
二
セ
ー
 0
0
0
 

六
八
日
市
市
建
部
日
吉
町
六
六
六
 

松
田
陽
 志
 

曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
一
丁
一
五
四
 
 
 

Kenta
長方形

Kenta
長方形



会 報 

会
員
訃
報
 

日
本
宗
教
学
会
名
誉
会
員
、
広
島
大
字
名
誉
教
授
、
池
田
末
利
先
生
 

先
生
 

二
 0
0
0
 
年
 
一
一
月
九
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
九
 

0
 歳
 。
 こ
  
 

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
 

ご
 冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
 

  

0
 三
世
田
谷
区
野
沢
四
 
｜
一
 0
 ｜
 
一
七
ー
 二
 0
 正
 

宮
地
清
彦
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
一
丁
一
五
四
 
 
 

0
 四
 

世
田
谷
区
大
子
宝
 ニ
 ー
 三
 0
 ｜
五
 

マ
ン
シ
ョ
ン
 

㏄
 

一
 
0
 二
号
室
 

山
口
 

信
枝
 

久
留
米
大
学
比
較
文
化
研
究
所
研
究
員
一
丁
八
一
 

 
 

一
一
四
福
岡
市
城
南
区
金
山
団
地
一
 二
 ー
 三
 0
 二
 

飯
嶋
秀
治
 

 
 

 
 細

田
あ
や
 
子
 

松
本
直
樹
 

寺
尾
寿
 芳
 

星
川
 

啓
慈
 

堀
江
幸
正
 

星
野
靖
 二
 

薗
田
 

稔
 

鶴
岡
 

賀
雄
 

青
山
女
 

飯
田
篤
司
 

間
瀬
 

啓
允
 

華
園
聴
麿
 

九
州
大
学
大
学
院
 

五
教
玄
学
院
短
期
大
学
非
常
勤
講
師
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
 

新
潟
大
学
助
手
 

大
阪
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
 

和
歌
山
信
愛
女
子
短
期
大
学
助
教
授
 

大
正
大
学
教
授
 

聖
心
女
子
大
字
非
常
勤
講
師
 

東
京
大
学
大
学
院
 

京
都
大
学
名
誉
教
授
 

東
京
大
学
助
教
授
 

南
山
大
学
名
誉
教
授
 

工
学
院
大
字
非
常
勤
講
師
 

慶
礁
 義
塾
大
学
教
授
 

放
送
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19 ㏄年度 日本宗教学会 決算報告 

く 収入 ノ く支出 フ 

会費 16.765,760 会話直接刊行賞 7,764,858 

賛助会費   会話発送 費 1,146,135 

会議売上金 38,200 編集諸費 316,242 

第 58 回大会参加費 [,829,260 第 58 回大会費用 2,200,000 

出版助成金 340,000 日本宗教学会賞賞金 0 

岸本・諸 声 ・石津・ 堀 ・ 増谷 学会賞諸費 108,700 

          ・玉城 基金利子 21,209 選挙関係費 374,414 

預金利子 1,916 会合資 504,664 

著作権 使用料 65,000 通信連絡 費 710,951 

前年度繰越金 1,849,53l 事務用品 費 443,298 

印刷費 412,902 

本部首 4,530,855 

関係学会費 119,150 

事務所 費 1.464,993 

総目録与作成準備賢 304,572 

次年度繰越金 1,349,142 

計 21.750.876 計 21.750 ・ 876 

2 ㎝ 0 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く支出 ノ 

会費 16,800,000 会誌 直接刊行賞 6.500,000 

賛助会費 840.000 会議発送 費 1.000,000 

会試売上金 30.000 編集諸費 350,000 

第 59 回大会参加費 l,431,000 第 59 回大会費用 2,200,000 

出版助成金 900,000 日本宗教学会賞賞金 200,000 

岸本，諸 声 ・石津・ 堀 ・ 増谷 学会賞諸費 150,000 

          ・玉城 基金利子             会合 費 700,000 

預金利子   通信連絡 費 650,000 

著作権 使用料 50 『 000 事務用品 費 700.000 

前年度繰越金 1r34g1142 圧 日用Ⅱ 費 450,000 

本部 費 4,500,000 

関係学会費 150,000 

事務所賢 1,500,000 

将来計画 質 2,000,000 

予備費 361,142 

1+ 21,411,142 1 ・ f ・ 21,411,142 

(604)  212 



Culture and Spirituality : 
Dividing Lines in Contemporary Catholic Missiology 

TERAO Kazuyoshi 

The contemporary Catholic Church has been suspicious of the tradi- 

tional expanding policy regarding missions since the Vatican I1 Council 

instituted a radical reconstruction. The Pope has recently summoned a 

Special Assembly for Asia of the Synod of Bishops to seek a new 

missiology for Asia. First, I will describe the contrasting positions 

between the Holy See and Japanese bishops, that is, control versus resis- 

tance. In particular, 1 will pursue a new vision of spirituality accepting the 

multiple identities found among the opinions of Japanese bishops. I will 

pay special attention to Raimon Panikkar who has long played an impor- 

tant role in interreligious dialogue. Additionally, "gentile communion," 

which accepts any anguished person with an existential uneasiness and 

heals them, will be surveyed from a perspective of New Spiritual Move- 

ment (Culture). Spirituality following from such a perspective does not 

seek a rigid subjectivity but rather leads us gently to see and taste our own 

sufferings. Under the circumstance of assimilating subjects to anonymity, 

the quintessence of the Gospel can then spread naturally throughout the 

world. 1 wish to call such a spirituality, which suggests much for a new 

unclosed missiology, the "spirituality of anonymity." 



Glauben und Vorverstandnis - vom Zusammenhang der 
Theologie und Philosophie iin Denken R. Bultmanns - 

MATSUMOTO Naoki  

R. Bultmann hat in die Interpretation v a n  christlichen Glauben die 

,,Existenzialphilosophie" M. Heideggers eingefuhrt, was aber in der 

damaligen theologischen Welt heftige Disputationen hervorgerufen hat. 

Bultmann behauptet, eine solche Einfuhrung sei moglich, denn auch der 

vorglaubige, naturliche Mensch habe das Vorverstandnis vom Glauben 

und die existenzialphilosophischen Begriffe stellen das Selbstverstandnis 

eines solchen Menschen dar. Ich versuche in diesein Aufsatz, die 

RechtmaBigkeit einer solchen Behauptung zu untersuchen und zu zeigen, 

wie es  um den Zusamn~enhang der Theologie und Philosophie im Denken 

Bultmanns steht. 

Das Phanomen Vorverstandnis grundet sich auf dem von Heidegger als 

Seinkonnen aufgeklarten menschlichen Sein, der Existenz. DaB ich ein 

Vorverstandnis von etwas habe, besagt, daB ich das Moglichsein meiner 

selbst verstehe, in dem ich erst ins neue Sein zu ihm eintreten kann. 

Hieraus ist es  zu erklaren, daB und wie das Phanomen Vorverstandnis die 

gegensatzliche Gemeinschaft von Theologie und Philosophie ermoglicht, 

ohne die Neuheit und Eigentumlichkeit des christlichen Glaubens als 

Existenzmoglichkeit aufzulosen. 



Darstellungen der Parabeln Jesu 
in der spatantik-friihchristlichen und mittelalterlichen Kunst 

HOSODA Ayako 

In der kunsthistorischen Literatur ist noch wenig uber die Ikonographie 

von Gleichnissen bzw. Parabeldarstellungen geschrieben worden. Ein 

Grund dafur ist sicherlich die Tatsache, daB sich bloB relativ wenige 

Gleichnisdarstellungen erhalten haben. Nur wenige Artikel in den Stan- 

dardlexika behandeln das Thema in allgemeiner Form, und es gibt immer 

noch keine umfassende Arbeit zu Gleichnisillustrationen. Vor dem 

Hintergrund dieses Forschungsstandes versucht die vorliegende Arbeit, 

anhand traditioneller sowie moderner Methoden die Gleichnisdarstel- 

lungen von Jesus zu analysieren. Dabei sollen die Ikonographie und die 

Bedeutung der Parabeldarstellungen in bezug auf das Verhaltnis zwischen 

Text und Bild betrachtet werden. 

Anhand der bildlichen Wiedergabe der ,,Parabe1 von den klugen und 

torichten Jungfrauen" sowie der ,,Parabe1 von den Arbeitern im Wein- 

berg" sollen die Fragen beantwortet werden, wie ein biblischer Text in 

visuelle Medien umgesetzt wurde, und welche Moglichkeiten der Interpre- 

tation sich aus diesem Ubertragungsproze13 ergeben. Dabei sollen sowohl 

die Darstellungsform als auch die Art und Weise der Erzahlung beruck- 

sichtigt werden. 

Indem die narrativen Elemente und die Erzahlstruktur der Bilder 

betrachtet und systematisch auf Abweichungen vom Bibeltext hin untersu- 

cht werden, konnen aus den Unterschieden zwischen den Medien Wort und 

Bild zusatzliche Erkenntnisse gewonnen werden. 

Weiterhin gibt eine Liste, die aul3erdem auch die in der Fachliteratur zu 

findenden Parabeldarstellungen beinhaltet, einen ~berb l ick  uber die wich- 

tigsten erhaltenen Darstellungen. 



Luther als ,,Begleiter im Suchen" - Zur Bedeutung der 
christlichen Lebenserfahrungen fiir die philosophischen 

Entwicklungen im friihen Heidegger - 

TAKENOUCHI Hirobumi 

In der Vorlesung vom Sommersemester 1923 fasst Heidegger seine 
Freiburger Voriesungen vom 1919/20 bis 1923 zusammen. Dabei benennt 
er einerseits den ,,jungen Luther" als ,,Begleiter im Suchen" und anderer- 
seits Aristoteles als das ,,Vorbild", ,,den jener haate". 

In diesem Aufsatz geht es darum, philosophische Ausarbeitungen 
Heideggers in seiner friihen Freiburger Zeit unter dem Aspekte der 
Rezeption der christlichen Lebenserfahrungen zu erortern. Dafllr finden 
wir einen Anhalt in der heideggerischen Auslegung von Luther. Denn der 
friihe Heidegger selbst interpretiert die christliche Lebenserfahrungen 
unter Anfiihrung des jungen Luthers. 

Heidegger wird aufmerksam auf die Einsichten in das Leben des 
Glaubens, die den jungen Luther selbst zur radikalen Kritik an der 
Scholastik und deren Grundlage, aristotelischer Philosophie, getrieben 
haben. Einerseits nimmt Heidegger den Begriff ,,destruereU bei Luther auf 
und begibt sich an die ,,DestruktionU der aristotelischen Philosophie, 
indem er diesen Terminus zum methodologischen Hauptbegriff der ,,Her- 
meneutik der Faktizitat" entwickelt, die die heideggerische Philosophie in 
friiher Freiburger Zeit im Ganzen charakterisiert. Andererseits unter 
Einflussen Luthers wird er zur Auslegung des paulinischen Briefes gefiihrt. 
Vor allem durch die Interpretation vom ersten Brief an die Thessalonicher 
erlangt Heidegger seinen philosophischen Begriff ,,Zeitlichkeit". 

Durch die Vollziehung dieser beiden Aufgaben, die der friihe Heidegger 
von Luther ubernahm, wurde die ,,Hermeneutik der Faktizitat" ins Leben 
gerufen. 



Some Problems of the Acceptance of Christianity in Japan 

K A W A M A T A  Toshinori  

Is Christianity accepted by Japanese society? In this paper, this ques- 

tion is considered and analyzed in terms of Christian cemeteries and 

funerals. In previous studies on Japanese Christianity, these points have 

so far not been discussed. 

The  attitudes of Christians toward funerals are classified into three 

types: Denial, Approval, and Transformation. Denial is the attitude 

which denies ancestor veneration and allows only the Christian style of 

cemetery and funeral. Approval is the attitude which carries out ancestor 

veneration a s  is. Transformation is the attitude which applies Christian 

meaning to ancestor veneration or changes its style in some ways. 

Many churches assume the attitude of transformation, but there are 

some Christians who assume the attitude of approval. There is some 

demand for church cemeteries and funerals, but many tend to have their 

own family tomb. This occurs because they think of the tomb of the 

family separately from their personal faith. 

Furthermore, it is found that "the succession of the faith," which has 

rarely been discussed among Christians or researchers, is an important 

problem to be examined. 



Rethinking Ritual Theory : 
On Retroactive Formation and its Mode 

IIJIMA Shuji 

The aim of this article is to reconsider the symbol-body relationship in 

ritual based on recent theories of ritual. 

Taking up three theories of symbol for investigation a t  first, we dis- 

cover problems stemming mainly from the idea that the symbol contains 

its own meaning. The three theories are : a)  symbolic effect theory which 

attempts to  overcome the limitation of symbol-meaning theory, although 

it remains within that theoretical frame: b) speech act theory which 

attempts to get rid of the frame ; and, c) practice theory which attempts 

t o  integrate the two theories above and go beyond them at  the same time. 

In this consideration, we clarify the validity and limitations of each 

theory. 

The concept of rule is examined as  a focal point, recognized a s  

significant but not thoroughly examined within the three theories. This 

argument will lead to  our own claim that it is necessary to  rethink the 

concept of rule in ritual action in connection with the bodily dimension on 

the grounds of the experimental, environmental and clinical psychology of 

today. 




