
 
 

す
る
問
 い
が
 中
心
で
あ
っ
た
の
が
、
今
日
こ
れ
ら
に
 相
 当
 す
る
問
い
は
、
宗
教
や
宗
教
の
本
性
・
機
能
・
実
用
 的
な
価
値
な
ど
に
関
す
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る
 問
い
に
代
替
さ
れ
、
神
は
学
問
研
究
の
た
め
に
は
、
 宗
教
と
い
う
一
層
大
き
な
主
題
の
も
と
に
含
ま
れ
る
 
サ
 ブ
 ・
ト
ピ
ッ
ク
で
し
か
 

な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
カ
ン
ト
の
在
世
当
時
は
 
、
「
創
造
主
神
と
被
造
物
人
間
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
 神
学
的
図
式
が
支
配
的
 

で
、
超
自
然
的
な
存
在
と
し
て
の
神
に
対
す
る
人
間
の
 側
か
ら
の
応
答
と
し
て
、
宗
教
が
 神
 概
念
に
基
づ
い
て
 定
義
さ
れ
て
い
た
の
に
 

対
し
て
、
現
代
で
は
逆
に
、
宗
教
が
神
を
自
ら
が
取
り
 組
む
数
多
く
の
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
定
義
で
き
る
よ
 
う
に
な
っ
て
い
る
 0
 こ
 

こ
で
は
神
は
人
間
が
そ
の
歴
史
を
遡
る
こ
と
も
、
分
析
 す
る
こ
と
も
、
ま
た
修
正
を
加
え
る
こ
と
さ
え
も
で
き
 
る
 一
つ
の
観
念
で
あ
っ
 

て
 、
聖
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
間
が
敬
虔
な
気
持
 
ち
で
膝
を
屈
め
て
礼
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
 
人
格
神
で
は
な
い
。
 こ
 

ぅ
 し
た
「
 神
 」
に
対
す
る
宗
教
の
優
位
は
、
宗
教
を
人
 間
 文
化
の
一
側
面
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
 J
.
 ヒ
ッ
ク
は
見
る
。
 

科
学
的
な
知
識
と
成
果
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
科
学
 
主
義
的
ま
た
は
実
証
主
義
的
な
現
代
の
思
考
 
法
は
、
 「
 
神
 」
よ
り
も
宗
教
を
科
 

学
的
探
究
の
方
法
に
適
し
た
現
象
で
あ
る
と
見
な
す
。
 
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
論
じ
ら
れ
る
「
 神
 」
は
 、
宗
教
に
自
ら
の
優
位
 

性
を
譲
り
渡
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
 
「
 
神
 」
の
被
造
物
で
あ
っ
た
人
間
は
、
「
 神
 」
の
裁
き
 と
 憐
れ
み
の
前
で
自
分
 

の
 生
活
を
む
き
出
し
に
す
る
必
要
も
な
し
に
、
評
価
 
鑑
 定
 人
と
し
て
宗
教
を
論
じ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
つ
 
-
 
え
 
Ⅰ
 
こ
 

本
稿
は
 、
 神
と
人
間
の
無
限
の
質
的
差
異
を
強
調
し
、
 神
は
人
間
理
性
に
ほ
認
識
不
可
能
な
超
越
的
存
在
者
で
 
あ
る
と
い
う
伝
統
的
 

な
形
而
上
学
的
 神
 概
念
に
依
拠
す
る
カ
ン
ト
の
超
越
 
ヨ
 
柵
的
 神
学
と
、
宗
教
体
験
や
宗
教
感
情
、
宗
教
意
識
に
 
重
点
を
置
き
な
が
ら
、
 

「
 
神
 」
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
現
代
の
宗
 教
 研
究
の
問
題
意
識
と
を
対
比
さ
せ
る
。
こ
の
対
比
を
 
通
し
て
「
人
間
の
知
性
 

に
 依
存
せ
ず
、
 神
 な
り
 神
 的
な
も
の
が
そ
れ
自
体
と
し
 て
 存
在
す
る
」
と
い
う
形
而
上
学
的
 神
 概
念
が
、
現
代
 の
 宗
教
研
究
の
射
程
 内
 

で
 今
も
有
用
な
意
味
と
意
義
を
持
ち
 ぅ
 る
か
を
吟
味
す
 る
 。
伝
統
的
な
神
学
的
な
神
論
が
 
、
 神
の
存
在
を
確
 証
さ
せ
、
「
 神
 」
を
信
じ
 

る
，
 
」
と
に
あ
る
種
の
強
制
力
な
い
し
は
拘
束
力
を
も
っ
 て
い
た
の
に
対
し
て
、
現
代
の
宗
教
研
究
は
 、
 主
に
「
 宗
教
が
人
間
生
活
に
お
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神
 論
と
宗
教
学
的
 神
 論
の
間
に
あ
る
種
の
線
引
き
が
な
 さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
現
代
の
宗
教
哲
学
的
有
神
論
 と
 哲
学
的
有
神
論
の
間
 

論的神 

を
 、
第
二
章
で
、
同
神
学
が
現
代
の
宗
教
研
究
の
射
程
 
に
 留
ま
り
得
な
い
事
情
を
明
確
に
し
て
い
く
。
こ
の
 
探
 究
 に
よ
っ
て
、
神
学
的
 

学 の 億 

 
 

 
 

る
 超
越
論
的
神
学
が
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
射
程
 
に
 留
ま
り
得
な
い
事
情
 

      置 づけ 

な 
  

信仰 

１ @@ @@ % 
人 
副 官 に ぽ 

の 

自 

発 
的 
な決 

断 
と 

平中 

か 
ら 

の 

呼 
び 
か 
  
の 
双 
万 
が 
  
致 
し 

て 

始 
め 

て成 

""" Ⅰ ム 

す 
る 

神 「 
の 

業   

で 
も 

あ 
る 

か 
ら 

け
る
ど
の
よ
う
な
目
的
に
仕
え
る
も
の
と
な
り
う
る
か
 、
も
し
そ
う
な
ら
ば
 

を
 生
む
も
の
と
な
り
つ
る
の
か
」
を
問
い
、
そ
こ
で
は
 
、
 神
の
存
在
証
明
は
 

く
 、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 ガ
 が
舌
口
う
と
こ
ろ
の
「
合
理
的
受
 
容
 可
能
性
」
を
持
つ
 

学
的
 神
 論
の
間
に
あ
る
種
の
線
引
き
が
な
さ
れ
な
け
れ
 
。
は
な
ら
な
い
 
0
 な
 。
 
ぜ
 

ょ
 り
、
あ
る
特
定
の
信
念
を
受
け
容
れ
る
こ
と
で
あ
る
 」
と
、
ヒ
ッ
ク
が
 パ
 

う
 に
、
こ
こ
で
は
「
神
が
存
在
す
る
か
否
か
」
の
判
断
 は
 、
各
個
人
の
意
志
 

-
 
Ⅰ
 
L
-
 

さ
れ
得
る
が
、
後
者
で
は
、
神
が
啓
示
と
い
う
手
段
に
 
よ
り
被
造
物
で
あ
る
 い

ず
れ
の
方
向
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
最
も
大
き
な
利
益
 
益
 

「
神
を
信
じ
る
」
拘
束
力
と
し
て
論
証
さ
れ
る
の
で
は
な
 
な
 

に
す
ぎ
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
宗
教
学
的
 神
 論
と
神
 
中
卒
 

な
ら
、
前
者
は
宗
教
的
信
仰
を
「
慎
重
な
意
志
の
行
為
に
 巾
 
@
 し
 

ス
カ
ル
や
 
W
.
 
ジ
ェ
ー
ム
ズ
を
持
ち
出
し
て
説
明
す
る
よ
 よ
 

の
 自
由
採
決
に
任
さ
れ
、
信
仰
の
真
理
問
題
は
不
問
に
 
付
 

人
間
に
真
理
の
指
標
を
与
え
る
と
見
な
さ
れ
る
ば
か
り
 
で
 



を
 提
示
す
る
。
「
認
識
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
 い
う
名
の
も
と
で
、
彼
は
「
存
在
し
う
る
も
の
」
と
「
 
思
惟
さ
れ
 ぅ
 る
も
の
」
 

と
が
乖
離
し
て
い
る
の
で
は
な
く
一
致
し
う
る
と
吉
旦
ヨ
 
し
 、
こ
の
一
致
し
う
る
事
態
そ
の
も
の
を
「
真
理
」
と
 
み
な
す
。
カ
ン
ト
研
究
 

者
の
中
に
は
、
こ
の
思
考
法
の
革
命
を
「
認
識
論
的
 
主
 観
 主
義
」
と
呼
び
、
カ
ン
ト
が
論
理
的
飛
躍
に
よ
っ
て
 
混
乱
を
起
こ
し
て
い
る
 

し
か
し
、
「
認
識
の
コ
ペ
ル
ニ
 ク
ス
 約
 転
回
」
は
、
現
象
と
し
て
現
れ
て
く
る
自
然
の
 
背
後
に
物
自
体
の
世
界
 

を
 想
定
す
る
こ
と
を
止
揚
 し
 、
現
象
と
し
て
の
対
象
を
 把
握
す
れ
ば
真
理
を
把
握
で
き
る
と
見
な
す
こ
と
で
、
 
一
方
で
、
デ
カ
ル
ト
 や
 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
大
陸
合
理
論
的
な
「
 理
 性
的
認
識
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
有
限
性
を
 
越
え
て
無
限
者
的
立
場
 

に
 至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
必
然
性
が
な
く
 
な
り
、
他
方
で
、
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
 
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
的
な
 

「
物
自
体
を
把
握
で
き
な
い
有
限
な
人
間
に
は
真
理
を
 把
握
で
き
な
い
」
と
い
う
懐
疑
論
的
帰
結
を
避
け
る
こ
 
と
が
で
き
る
。
要
す
る
 

に
 、
カ
ン
ト
の
意
図
し
た
形
而
上
学
は
、
物
自
体
の
学
 
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
な
自
我
の
意
 誠
な
 、
対
象
と
し
て
 捉
 

え
る
の
で
は
な
く
反
省
的
に
捉
え
、
こ
れ
を
自
己
分
析
 し
 、
認
識
の
主
体
と
し
て
記
述
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
 
す
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
「
認
識
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
を
 神
 学
 の
問
題
に
応
用
す
る
と
、
超
越
論
的
神
学
が
要
請
さ
 
れ
て
く
る
。
カ
ン
ト
 

は
 
「
哲
学
的
宗
教
論
講
義
ヒ
で
、
神
を
最
も
実
在
的
な
 存
在
者
 
す
巳
 Ⅱ
の
 
燵
ロ
の
絡
 

ヨ
日
し
と
定
義
し
、
「
神
は
決
 し
て
他
の
も
の
に
よ
っ
 

て
 規
定
さ
れ
る
よ
う
な
派
生
的
存
在
者
で
は
な
く
、
 
一
 切
の
可
能
的
存
在
者
と
現
存
す
る
存
在
者
と
の
原
因
で
 
あ
る
」
 繍
ぉ
 V
I
I
I
-
1
0
0
0
-
 

と
 見
な
す
。
こ
の
神
の
概
念
に
適
し
た
神
学
を
カ
ン
ト
 は
 
「
超
越
論
的
神
学
」
と
名
づ
け
、
以
下
の
よ
う
に
 特
 徴
 づ
け
る
。
 

超
越
論
的
神
学
に
お
い
て
は
、
私
は
神
を
一
切
の
制
限
 
な
し
に
考
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
神
に
つ
い
て
私
の
概
 
念
を
最
高
度
に
ま
で
 

拡
張
し
、
か
く
し
て
私
は
神
を
私
か
ら
無
限
に
隔
た
っ
 
て
い
る
存
在
者
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
超
越
論
 
的
 神
学
の
や
り
方
に
よ
 

っ
て
 、
 私
は
神
に
つ
い
て
 
ハ
 
何
か
を
 ロ
 少
し
で
も
知
る
 よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
理
神
論
 者
の
神
の
概
念
は
 、
も
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し
も
私
が
そ
の
よ
う
な
神
の
概
念
し
か
想
定
し
な
い
 場
 ム
ロ
 
に
は
、
全
く
無
用
で
役
に
た
た
ず
、
更
に
は
私
に
い
 
か
な
る
感
銘
も
与
え
な
 

い
 。
し
か
し
、
も
し
も
超
越
論
的
神
学
が
他
の
二
つ
の
 神
学
ハ
自
然
神
学
と
道
徳
神
学
り
の
た
め
の
予
備
 
学
ま
 た
は
入
門
と
し
て
用
い
 

ら
れ
る
な
ら
ば
、
超
越
論
的
神
学
は
極
め
て
有
益
で
あ
 り
 、
か
つ
そ
の
有
用
性
は
全
く
卓
越
し
て
い
る
。
な
ぜ
 
な
ら
、
超
越
論
的
神
学
 

に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
神
を
全
く
純
粋
に
考
え
る
の
 
で
あ
る
が
、
そ
 う
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
論
的
 
神
 学
は
他
の
二
つ
の
神
学
 

ハ
自
然
神
学
と
道
徳
神
学
し
の
中
に
擬
人
観
が
忍
び
込
む
 の
を
防
止
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
超
越
 %
 
調
的
 神
学
は
、
そ
れ
が
 

わ
れ
わ
れ
を
誤
謬
か
ら
安
全
に
保
っ
と
い
う
点
で
、
 消
 極
 的
で
は
あ
る
が
最
大
の
効
用
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
 
-
 
Ⅹ
 メ
 セ
二
）
 
-
P
o
o
 

じ
 

一
般
的
に
言
っ
て
 、
 「
あ
る
学
が
他
の
学
の
予
備
 学
 に
な
 る
 」
と
は
、
あ
る
学
が
他
の
学
の
出
発
点
と
な
る
か
 
、
 他
の
学
を
何
ら
か
 

 
 
 
 

が
の
形
で
体
系
付
け
る
可
能
性
を
持
っ
と
い
う
こ
と
 
を
 、
そ
の
意
味
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
故
、
「
 超
 戯
論
 的
 神
学
が
自
然
神
学
と
 

位
ゆ
 道
徳
神
学
の
予
備
 学
 と
な
る
」
と
は
、
超
越
論
的
 神
学
が
す
べ
て
の
神
学
的
な
問
 
い
の
 出
発
点
で
あ
り
、
 何
ら
か
の
仕
方
で
合
理
的
 神
 

榊
 
学
を
体
系
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
 
を
 持
つ
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
ま
ず
超
越
 
払
 
珊
的
 神
学
を
、
「
神
を
単
に
 概
 

払
 
"
@
 
丑
 

ヰ
 

ぬ
 
念
か
ら
の
み
考
察
す
る
」
存
在
神
学
と
同
一
視
す
 

 
 

学
と
 ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
 証
 

 
 

 
 

も
の
と
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
 
フ
 に
よ
っ
て
 発
展
さ
せ
ら
れ
た
「
神
の
存
 

尼
 
在
の
宇
宙
論
的
証
明
」
を
そ
の
中
間
に
置
き
、
 宇
 雷
神
学
に
両
者
を
媒
介
す
る
役
割
を
担
わ
せ
る
。
そ
の
 
結
果
、
宇
宙
神
学
を
媒
介
に
 

 
 

枕
し
て
存
在
神
学
・
宇
宙
神
学
・
自
然
神
学
と
い
う
 伝統
的
な
三
つ
の
神
の
存
在
証
明
が
 、
 一
つ
の
統
一
原
 理
の
下
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
 

程
 

礒
 
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
神
学
は
そ
 
れ
 自
体
で
は
神
に
つ
い
て
積
極
的
に
は
何
も
主
張
し
え
 
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
神
学
 

宗
 
翫
と
 道
徳
神
学
を
誤
謬
か
ら
安
全
に
保
つ
と
い
う
吉
 一
で
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
最
大
の
効
用
を
有
す
る
。
 

 
 

神
学
は
総
括
さ
れ
て
合
理
的
神
学
と
名
づ
け
ら
れ
、
 
各
 々
は
神
の
意
志
を
「
存
在
論
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的
 述
語
」
・
「
心
理
学
的
述
語
」
・
「
道
徳
学
的
述
語
」
と
 

し
て
把
握
で
き
る
 
綜
ヨ
 ニ
目
 

1
0
 

「
 
0
-
 
、
と
カ
ン
ト
は
 考
 え
る
。
こ
の
把
握
態
度
 

そ
の
も
の
が
、
ま
た
「
神
学
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
 」
と
し
て
の
理
性
宗
教
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
宗
教
 
と
は
、
神
学
的
に
定
義
 

す
る
な
ら
ば
、
人
間
と
神
と
人
格
的
関
係
に
お
い
て
、
 
神
の
人
間
へ
の
関
係
が
第
一
次
的
関
係
で
あ
っ
て
 
、
人
 間
の
神
へ
の
関
係
は
こ
 

の
 関
係
に
対
す
る
人
間
の
応
答
と
し
て
第
二
次
的
関
係
 
で
あ
る
。
こ
れ
を
 M
.
 

ブ
ー
バ
ー
の
言
葉
を
借
り
て
 

表
 現
す
れ
ば
、
神
と
人
間
 

と
の
関
係
は
「
 我
 1
 枚
 l
 関
係
」
と
い
う
人
格
の
関
係
で
 あ
り
、
こ
の
関
係
の
内
で
、
「
神
は
な
に
か
」
と
い
う
 問
い
が
啓
示
と
応
答
と
 

い
う
神
と
人
の
協
働
作
業
を
通
じ
て
答
え
ら
れ
て
い
く
 。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
の
理
性
宗
教
に
お
い
て
は
、
神
の
 
人
間
へ
の
第
一
次
的
関
 

係
を
示
す
啓
示
が
省
略
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
神
 
へ
 の
 第
二
次
的
関
係
の
み
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
言
い
 
換
え
る
な
ら
ば
、
カ
ン
 

ト
 に
お
い
て
は
「
神
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
 答
 え
は
、
啓
示
と
い
う
神
の
人
間
へ
の
第
一
次
的
関
係
が
 
欠
落
す
る
と
い
う
欠
点
 

を
 背
負
い
込
む
反
面
、
神
か
ら
の
語
り
か
け
を
待
っ
と
 
い
う
受
動
的
要
因
を
排
除
す
る
こ
と
で
人
間
の
側
に
誤
 
謬
が
 紛
れ
込
む
と
い
う
 

可
能
性
が
除
去
さ
れ
、
神
を
思
弁
的
理
性
に
と
っ
て
 
不
 可
 欠
な
仮
定
と
し
て
ぬ
出
定
で
き
る
と
い
う
長
所
を
獲
得
 す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
 存
 

在
的
 述
語
」
が
結
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
主
語
で
あ
る
 
根
 源
的
 存
在
者
ま
た
は
最
も
実
在
的
な
存
在
者
（
の
 吊
 
（
 
の
い
 
打
の
～
ヨ
ロ
 

ヨ
 ）
は
「
 田
甲
 

な
る
概
念
」
で
あ
っ
て
 、
押
 そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
 
（
，
 

9
-
.
 

Ⅹ
Ⅹ
 

づ
ヨ
 -
 ）
 
0
 
下
の
日
・
 

-
 
、
誤
謬
の
可
能
性
は
矛
盾
律
を
 介
し
て
論
理
的
に
排
除
 

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
一
つ
の
分
析
が
必
要
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
理
性
 宗
教
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
汝
の
経
験
や
、
あ
る
 
い
は
 ヒ
ッ
ク
が
説
く
 

と
こ
ろ
の
「
超
越
的
な
神
的
実
在
に
対
す
る
認
知
的
 応
 答
 」
と
し
て
の
宗
教
的
経
験
を
許
容
す
る
場
所
が
あ
る
 
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
 

は
お
そ
ら
く
 N
o
 

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
超
越
論
的
 

神
学
が
神
と
し
て
想
定
す
る
の
 コ
 の
お
告
の
の
 
ま
巳
ヨ
は
単
 な
る
概
念
で
あ
っ
て
 汝
 

と
 呼
べ
る
べ
き
人
格
を
有
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
 
あ
る
。
し
か
も
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
神
学
が
コ
ペ
ル
 
ニ
ク
ス
約
転
回
を
契
機
   



現代宗教論の 射程内における   ト 超越論的神学の 位置づけ 

ら
す
る
と
、
答
え
は
 N
o
 

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
 

ヵ
 ン
ト
 は
「
道
徳
か
ら
神
学
を
導
出
す
る
」
 
綜
お
せ
 
）
Ⅰ
～
・
 

お
 色
道
徳
的
有
神
論
に
 

「
道
徳
的
述
語
」
を
与
え
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
か
 ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
カ
ン
ト
が
構
想
す
る
道
徳
 
神
 学
は
 、
自
己
原
因
・
 自
 

己
 規
定
と
い
う
自
律
的
自
己
関
係
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
 ず
 、
啓
示
や
西
田
が
強
調
す
る
個
人
的
宗
教
体
験
と
い
 
っ
た
 他
律
的
要
因
は
 ニ
 

次
 的
な
も
の
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
宗
教
の
場
面
で
働
 
く
 自
由
概
念
と
し
て
自
己
自
律
日
の
曲
目
（
 0
 コ
 白
藍
 0
 ）
 と
い
う
概
念
を
掲
げ
、
 

自
律
 
ぢ
耳
 0
 コ
ミ
巨
の
）
と
い
う
実
践
哲
学
の
根
拠
づ
け
 と
 区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
 
2
 で
、
宗
教
 意
識
と
読
み
取
れ
る
 
可
 

能
 性
の
あ
る
自
己
自
律
が
い
か
に
し
て
成
立
し
、
い
か
 
な
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
か
を
探
究
し
て
い
く
。
続
く
 
3
 で
は
、
カ
ン
ト
に
お
 

い
て
は
宗
教
が
道
徳
の
補
助
機
関
と
し
て
の
意
味
し
か
 な
い
と
い
う
西
田
の
批
判
を
念
頭
に
置
い
て
、
カ
ン
ト
 
の
道
徳
神
学
が
宗
教
 意
 

誠
 に
基
づ
い
た
 神
 概
念
を
包
含
し
て
い
る
か
否
か
を
 検
 記
 す
る
。
 

2
 
 宗
教
意
識
と
し
て
の
自
己
自
律
 

語
源
的
に
見
る
と
、
 卸
ま
 0
 コ
 0
 ヨ
冠
に
付
加
さ
れ
て
で
き
 た
 造
語
で
あ
る
「
二
の
き
（
 
0
 コ
 0
 日
げ
 」
の
接
頭
辞
 叫
 ?
 は
 、
主
観
が
自
由
の
 

  

 
 

越
論
的
 神
学
を
自
然
神
学
と
道
徳
神
学
の
予
備
 
学
 と
見
 な
す
カ
ン
ト
の
立
場
か
 

と
す
る
超
越
的
哲
学
の
枠
組
み
の
内
で
成
立
す
る
と
す
 る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
経
験
」
と
は
、
感
覚
デ
ー
タ
 
が
 悟
性
に
 ょ
 

さ
れ
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
的
な
意
味
概
念
で
は
 な
く
、
主
観
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
と
し
て
 
諸
対
 象
の
経
験
の
 

初
め
て
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
も
し
も
汝
の
 
経
験
や
ヒ
ッ
ク
的
な
宗
教
的
経
験
が
自
我
の
あ
ら
ゆ
る
 
自
己
確
信
 お
 

一
 
6
 一
 

の
 一
切
の
知
に
優
位
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
れ
 ぼ
、
 神
へ
の
応
答
と
い
う
受
動
的
な
要
素
を
主
観
の
思
 
惟
 作
用
に
よ
 

も
う
一
度
「
経
験
の
可
能
性
」
の
枠
組
み
で
吟
味
し
て
 
い
こ
う
と
す
る
超
越
的
哲
学
の
主
張
と
は
相
容
れ
な
い
 
で
あ
ろ
う
か
 

と
こ
ろ
で
、
神
を
概
念
と
し
て
捉
え
る
カ
ン
ト
の
神
学
 論
は
 、
西
田
幾
多
郎
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
宗
教
的
意
 
識
 を
欠
 い
 つ

て
合
成
 

可
能
性
を
 

よ
び
自
我
 

っ
て
更
に
 

ら
 。
 

た
、
 単
な
 



崩
 し
、
両
者
を
以
下
の
よ
う
に
区
別
す
る
。
 

自
律
は
（
自
然
の
理
論
的
法
則
に
関
す
る
悟
性
の
自
律
 
で
あ
れ
、
自
由
の
実
践
的
法
則
に
お
け
る
理
性
の
自
律
 
で
あ
れ
）
物
を
介
す
 

る
か
可
能
的
行
為
を
介
す
る
の
で
客
観
的
で
あ
る
。
 自
 己
 自
律
は
感
情
に
基
づ
く
判
断
で
あ
る
か
ら
主
観
的
で
 
し
か
な
い
が
、
そ
れ
が
 

な
に
か
普
遍
妥
当
性
を
要
求
で
き
る
場
合
に
は
 

諸
原
 理
 に
基
づ
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
 

根
 源
を
立
証
す
る
綜
が
 

ド
 
㏄
 
り
 
-
 
。
 

こ
の
引
用
か
ら
我
々
は
最
低
で
も
三
つ
の
事
柄
を
理
解
  

 

（
 
1
 ）
自
己
自
律
の
主
観
は
自
己
の
外
部
に
あ
る
い
か
な
 
る
 根
拠
や
目
標
も
必
要
と
せ
ず
自
己
自
身
に
対
し
て
 
反
省
的
に
の
み
か
か
わ
 

る
 全
く
の
主
観
的
な
も
の
綜
が
 
2
2
5
 

一
 
、
つ
ま
り
、
 自
 己
 自
律
と
し
て
の
主
観
は
、
認
識
の
対
象
に
関
わ
る
 
悟
 性
の
自
発
性
と
行
為
の
 

選
択
に
関
わ
る
実
践
理
性
の
自
律
の
要
請
か
ら
自
ら
を
 解
き
放
ち
、
純
粋
に
自
己
自
身
に
対
し
て
反
省
的
に
か
 
か
わ
る
こ
と
を
志
向
 す
 

-
 
ユ
 
U
-
 

る
 、
一
種
の
自
己
解
放
を
意
味
し
て
い
る
。
 

（
 
2
 ）
カ
ン
ト
は
自
己
自
律
と
い
う
概
念
を
、
可
能
的
経
 強
一
般
の
対
象
と
し
て
悟
性
に
よ
っ
て
概
念
的
に
 
規
 定
 さ
れ
た
自
然
一
般
 で
 

は
な
く
、
有
機
体
的
な
自
由
に
は
た
ら
く
自
然
に
適
用
 す
る
。
こ
の
自
由
に
は
た
ら
く
自
然
と
い
う
概
念
は
 
、
 生
け
る
も
の
に
お
い
て
 

「
あ
た
か
も
す
 仔
 。
 
巳
 」
自
然
と
そ
の
内
的
合
目
的
性
 
の
 全
体
、
自
立
お
よ
び
自
由
が
表
出
さ
れ
て
い
る
「
 
か
く
の
ご
と
き
」
生
け
 

る
も
の
を
判
定
せ
よ
、
と
い
う
格
率
を
立
て
る
よ
う
に
 理
性
に
要
求
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
規
定
 
的
 判
断
力
が
働
い
て
 ぃ
 

る
の
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断
力
の
作
用
で
個
々
の
 
主
 観
の
判
断
が
「
あ
た
か
も
」
自
然
の
総
体
性
を
表
出
す
 
る
 
「
か
の
よ
う
に
」
 経
 

管
 的
に
か
か
わ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
は
 
自
 己
 自
律
の
概
念
を
、
「
判
断
力
批
判
へ
の
第
一
手
引
き
 」
に
お
い
て
初
め
て
 
使
晦
 

 
 
 
 

担
い
手
と
し
て
、
具
体
的
に
「
こ
の
も
の
」
や
「
あ
の
 
も
の
」
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
態
を
超
越
し
、
「
 自
己
自
身
に
対
し
て
 反
 

8
 



験
を
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
カ
テ
ゴ
リ
 

｜
に
 基
づ
く
悟
性
の
判
断
が
直
観
の
所
与
と
し
て
の
 客観
の
真
理
（
 毛
い
印
 ・
 

ゴ
住
 
し
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
 
自
 由
 に
は
た
ら
く
自
然
に
関
す
る
理
性
の
判
断
は
、
真
理
 
問
題
で
は
な
く
、
個
々
 

の
 主
観
に
よ
っ
て
の
み
「
 真
 l
 と
 。
 
兄
 な
す
田
ミ
・
ミ
 リ
 
印
 臼
田
打
じ
」
立
場
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
「
 
真
 l
 と
 1
 具
な
す
」
立
場
 

を
 カ
ン
ト
は
更
に
、
私
見
（
 ま
 ①
ぎ
の
 
し
と
 知
識
（
 毛
 -
 
拐
の
し
と
信
仰
あ
村
 目
ヴ
 
0
%
 
 

と
に
区
別
し
（
 

つ
 
め
 
-
.
 
い
の
 
か
の
 

1
 の
の
 

9
 一
 
、
信
仰
が
道
徳
 

的
 使
用
に
制
限
さ
れ
な
い
行
為
（
 
ョ
 0
 「
 
巴
 。
お
 
珪
 （
（
 

田
 ・
 
目
 ㏄
む
年
ミ
 

コ
 ⑧
と
い
う
意
味
で
の
「
実
践
的
理
性
」
の
事
 態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
 

 
 

@
 カ
 リ
 て
な
く
、
 

-
9
-
 
信
仰
は
真
理
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
 
く
 、
「
 真
 l
 と
 。
 
見
 な
す
」
主
観
の
態
度
で
あ
る
こ
と
を
 一
 
小
 唆
す
る
。
 

ギ
ム
 
Ⅰ
 

（
 
3
 ）
美
学
的
意
識
と
し
て
の
自
己
自
律
は
、
感
覚
し
感
 愛
 す
る
主
観
の
体
験
が
一
つ
の
主
観
か
ら
別
の
主
観
 
へ
と
伝
達
さ
れ
る
と
 ぃ
 

 
 
 
 輝

う
 「
普
遍
的
伝
達
可
能
性
」
を
自
ら
の
内
に
有
し
 

 
 

念
の
持
つ
普
遍
的
伝
達
の
よ
 

 
 

そ
れ
が
抽
象
的
記
号
に
よ
っ
て
取
り
替
え
ら
れ
る
 
よ
う
 な
も
の
で
は
な
く
、
自
我
が
 

櫛
 
自
ら
を
自
己
自
律
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 各
々
の
自
我
が
同
類
的
で
あ
る
と
要
求
で
き
る
と
，
 」
ろ
に
依
拠
す
る
。
例
え
ば
 美
 

弘
 
-
@
 
甘
 

Ⅰ
 

ぬ
的
 態
度
の
う
ち
で
判
断
者
は
、
対
象
に
寄
せ
る
 満
 足
 感
に
関
し
て
全
く
自
由
で
あ
る
と
感
じ
る
が
故
に
 
、
 彼
は
い
か
な
る
私
的
条
件
を
 

 
 

も
 自
ら
の
主
観
が
依
拠
す
る
満
足
感
の
根
拠
と
考
 
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
す
べ
て
の
人
が
類
似
の
満
 
足
 感
を
持
つ
と
信
じ
る
以
外
 

牡
 
に
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
 ぼ
 、
自
分
の
個
別
性
 
か
ら
自
己
を
解
き
放
ち
、
普
遍
的
な
世
界
感
情
お
よ
び
 生
命
感
情
を
獲
得
す
る
こ
と
 

 
 

糠
 
に
よ
っ
て
、
個
人
の
感
動
は
、
こ
れ
を
純
粋
に
 把
 握
 で
き
る
す
べ
て
の
者
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
 
で
あ
る
。
要
す
る
に
自
己
 自
 

礒
 
律
の
自
由
は
、
個
別
的
個
体
と
し
て
の
個
人
の
内
 
に
成
立
す
る
「
私
」
の
意
識
で
あ
り
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
が
 主
 張
 す
る
よ
う
な
主
観
的
意
志
 

 
 

は
な
い
 
 
 

 
 

も
の
と
自
由
概
念
が
実
践
的
に
含
ん
で
い
る
も
の
と
の
 統
一
を
説
明
す
る
た
め
に
 考
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案
 さ
れ
た
自
己
自
律
の
概
念
は
、
哲
学
的
で
は
あ
る
が
 

ホ
教
 的
 信
仰
の
記
述
と
し
て
は
容
認
さ
れ
得
る
か
 も
し
れ
な
い
が
 

神
学
的
信
仰
を
記
述
す
る
概
念
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
 
、
こ
の
概
念
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
知
性
に
対
 
し
て
明
証
的
で
な
い
 対
 

象
 全
て
で
あ
っ
て
 、
 神
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
 あ
る
。
こ
れ
を
 P
.
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
表
現
を
借
り
て
ミ
一
 

甘
い
直
す
と
、
よ
 
り
ン
ト
 は
 

自
己
自
律
の
概
念
に
よ
っ
て
「
究
極
的
に
か
か
わ
る
 
態
 度
 」
を
論
じ
た
が
、
「
究
極
的
に
か
か
わ
る
態
度
で
の
 ぞ
む
対
象
」
を
神
と
し
 

て
 特
定
し
な
か
っ
た
。
仮
に
自
己
自
律
が
究
極
的
に
か
 
か
わ
る
態
度
と
し
て
神
的
な
対
象
に
の
み
向
か
う
宗
教
 
的
 意
識
と
し
て
も
、
 そ
 

れ
は
人
間
知
性
の
問
題
で
あ
っ
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
 考
 え
て
い
る
よ
う
な
無
制
約
な
も
の
の
体
験
に
お
け
る
 
主
 観
｜
 客
観
の
区
別
の
消
 

滅
 で
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
超
越
論
的
神
学
 

に
お
い
て
カ
ン
ト
が
容
認
す
る
神
は
「
世
界
と
は
 異
 な
る
存
在
者
 
ず
吊
 ㏄
 

ヨ
由
 
コ
 %
0
 

口
才
 

印
き
日
 ）
」
交
お
 
く
 H
 
口
 
H
.
 
）
 
o
A
 

）
）
で
あ
り
「
 

世
 界
の
外
の
存
在
者
 
ず
コ
 
の
の
 
メ
ヰ
 
ド
ヨ
 
娃
 二
色
 
ゅ
 コ
口
 
邑
 」
 綜
 Ⅹ
 弓
 Ⅰ
（
Ⅰ
 

"
1
0
4
2
f
.
 

）
で
あ
る
 w
 
爪
 
リ
 

で
、
 神
 ほ
人
間
存
在
に
と
っ
て
は
全
く
の
他
者
で
あ
り
 無
限
に
超
越
し
て
お
り
、
神
と
人
間
と
は
極
端
に
分
離
 
し
て
い
る
の
で
信
仰
は
 

知
性
の
自
律
的
な
機
能
と
し
て
作
用
し
う
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
要
す
る
に
、
超
越
論
的
神
学
に
は
主
観
 ｜
 客
観
の
 分
裂
を
取
り
除
く
こ
と
 

一
 
㎎
 一
 

を
目
指
す
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
が
考
え
る
よ
う
な
、
人
間
 存
在
の
根
拠
と
し
て
の
神
と
の
同
一
性
が
な
い
と
言
え
 
よ
う
。
こ
れ
は
、
カ
ン
 

-
 
Ⅱ
 -
 

ト
が
 哲
学
者
で
あ
っ
て
神
学
者
で
な
い
こ
と
の
線
引
き
 
の
 一
つ
に
な
る
。
 

3
 
 道
徳
有
神
論
と
し
て
の
道
徳
神
学
 

「
実
践
理
性
批
判
」
で
要
請
さ
れ
る
神
の
存
在
は
 、
道
 徳
と
 幸
福
と
の
必
然
的
結
合
を
保
証
す
る
だ
け
で
あ
っ
 
て
 、
道
徳
か
ら
宗
教
 

へ
の
移
行
に
積
極
的
な
貢
献
は
し
な
い
。
「
道
徳
性
は
そ
 れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
（
客
観
的
に
意
欲
 
に
 関
し
て
も
、
ま
た
 主
 

観
 的
に
可
能
的
能
力
に
関
し
て
も
）
決
し
て
宗
教
を
必
 要
 と
せ
ず
、
純
粋
実
践
理
性
に
よ
っ
て
自
分
自
身
で
充
 
足
し
て
い
る
」
 篭
と
 ど
 

と
 表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
徳
性
は
人
間
を
超
え
 
た
 他
の
存
在
者
の
理
念
を
必
要
と
し
な
い
し
、
ま
た
そ
 
の
 義
務
を
遵
守
す
る
た
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こ ば を な 済 剣 客 も る 彼 慰 連 ら 間 神 る め   
で な 全   う と に 背 く 的 安 意 任 務 ら い 法 以外 体の中きなく 則 い 。さ 存 この 彼 に、 考える 従事す 後に道 して道 の国に らぎと 隷 して 方で否 の全体 導出す 誤るこ 

と 

な で と 制 よ い 為   
@ し 

な は 人 6 目 と 

い       
つ れ と も も の 内 な め 、   
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ン
ト
 が
自
ら
の
宗
教
哲
学
を
確
立
さ
せ
る
 場
 ム
ロ
に
困
難
 な
 方
法
論
的
問
題
を
生
む
。
例
え
ば
「
根
本
悪
」
、
 キ
 リ
ス
ト
の
人
格
性
の
教
 

と
こ
ろ
で
、
宗
教
を
 、
 特
に
理
性
宗
教
を
純
粋
な
倫
理
 学
の
中
へ
と
解
消
さ
せ
、
そ
れ
に
独
立
し
た
形
象
を
認
 
め
な
い
こ
と
は
、
 
カ
 

以
上
の
理
由
で
、
道
徳
か
ら
神
学
が
導
出
さ
れ
る
。
 
持
 徴
 的
な
の
は
、
道
徳
有
神
論
に
お
け
る
神
は
、
ス
ピ
 
ノ
 ザ
 的
な
無
限
実
体
と
 

一
帖
 
一
 

し
て
の
創
造
者
で
も
な
け
れ
ば
、
自
然
と
精
神
の
根
底
 
に
 想
定
さ
れ
る
 へ
｜
 ゲ
ル
的
な
絶
対
者
で
も
な
く
、
 我
 々
が
そ
の
下
で
道
徳
的
 

課
題
と
そ
れ
の
経
験
的
充
足
を
考
え
る
場
合
に
、
星
白
日
 善
 と
し
て
の
「
幸
福
」
を
我
々
に
保
証
す
る
た
め
に
 要
 請
 さ
れ
る
の
に
す
ぎ
な
 

ぃ
 。
こ
れ
と
類
比
的
な
意
義
が
、
不
死
性
の
理
念
に
も
 
当
て
は
 ま
 ろ
。
意
志
が
道
徳
的
法
則
に
完
全
に
適
合
す
 
る
こ
と
は
一
つ
の
完
全
 

性
で
あ
る
が
、
感
性
界
の
理
性
的
存
在
者
は
そ
の
現
存
 
在
 の
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
こ
の
完
全
性
を
達
 
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
 

い
 。
こ
の
、
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
立
て
ら
れ
た
 
課
 題
 が
完
結
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
、
自
己
の
使
 
命
は
無
限
で
あ
る
と
の
 

思
想
に
転
化
し
、
持
続
性
と
永
遠
性
と
い
う
時
間
形
式
 
の
 衣
に
包
ま
れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
の
が
、
魂
の
不
死
 
の
 理
念
で
あ
る
。
こ
の
 

理
念
は
他
方
で
、
理
性
的
存
在
者
に
道
徳
的
主
観
の
無
 
限
な
発
展
の
可
能
性
を
確
立
す
る
と
い
う
利
点
を
あ
た
 
え
る
。
自
己
の
使
命
は
 

無
限
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
契
機
に
な
っ
て
 
、
 彼
は
現
 状
 に
留
ま
る
こ
と
を
自
ら
に
許
さ
ず
、
絶
え
ず
自
ら
を
 発
展
へ
と
駆
り
立
て
、
 

彼
の
生
命
を
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
 
硬
直
性
か
ら
解
放
し
、
こ
れ
を
決
意
と
行
為
で
も
っ
て
 
常
に
新
た
に
創
造
し
て
 

-
 
巧
 -
 

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
 、
道
徳
有
神
論
に
支
え
ら
れ
た
実
践
的
理
性
信
仰
は
 
、
 神
の
概
念
で
あ
れ
魂
の
 

不
死
の
理
念
で
あ
れ
、
徹
頭
徹
尾
、
自
己
原
因
的
・
 自
 己
 規
定
的
で
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 
自
 己
 規
定
性
に
支
え
ら
れ
 

て
 、
理
性
的
存
在
者
は
直
接
的
に
自
ら
の
行
為
か
ら
 
出
 発
し
つ
つ
、
再
び
行
為
の
領
域
へ
と
食
い
入
り
、
そ
の
 
方
向
を
規
定
す
る
こ
と
 

が
で
き
る
実
践
的
理
性
信
仰
は
 、
 他
の
ど
ん
な
論
理
的
 演
緯
 が
な
し
う
る
以
上
に
、
よ
り
確
実
に
理
性
的
存
在
 者
を
神
の
意
志
へ
と
 導
 

く
 、
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
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射
 

 
 

 
 
 
 

 
 

み
な
す
実
存
主
義
に
と
っ
て
、
創
造
者
と
し
て
の
神
 

は
も
は
や
「
自
己
に
よ
る
 

存
 

3
 
 
 

射
 
往
者
」
で
は
な
く
、
「
自
己
脱
出
し
て
い
く
人
間
 

存
在
」
そ
の
も
の
が
自
己
原
因
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

人
 間
は
単
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
 

弗
 
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
更
に
は
ま
た
、
 
ニ
ー
チ
ェ
に
続
く
サ
ル
ト
ル
は
、
「
実
存
は
本
質
に
生
 ユ
つ
 」
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
 

 
 

カント超越論 

一 一 1 
  
チ 神 
ェ の 

が 存 
袖 柱 
の 証 

死 明 
な な 
rfy  =A. 

旦 日 且弓 

言 駁 
し す 
て る 
以 カ 

  
我 の 
々 首 （ 
は 意 
ム 
日 

申 子 

が 

「 自 

分 
自 

身 
@ 
よ 
  

て実 

在 
す 
る 

最 
も 

完全 

な存 

在 
者   

え 。 甲 @ 
と 

垂口 @ 口 

る 

的 神学の位置づ 

    
で 
も 

ま 

一 一 六 @ " 

  

  
の 者 

  
の線 え田 

る 引 

  
め れ 
神 る 

概   ム 
， 已 @ 

  

義
 、
原
罪
義
認
の
思
想
、
神
の
国
と
い
っ
た
概
念
に
対
 
す
る
カ
ン
ト
の
理
解
は
、
 E
.
 カ
ッ
シ
ラ
ー
が
明
示
す
 る
よ
う
に
、
自
由
概
念
 

の
 特
殊
な
契
機
と
そ
の
解
釈
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
 
て
い
て
、
批
判
哲
学
全
体
に
お
い
て
宗
教
に
自
立
的
な
 場
所
を
与
え
る
こ
と
は
 

困
難
を
伴
う
。
自
由
及
び
「
他
律
」
と
「
自
律
」
の
 
対
 立
 、
感
性
界
と
英
知
界
の
対
立
は
、
倫
理
学
の
問
題
で
 
あ
る
と
同
時
に
 、
 全
て
 

の
 根
本
的
な
宗
教
学
説
が
隠
さ
れ
た
形
式
お
よ
び
象
徴
 
的
形
式
に
お
い
て
指
摘
す
る
根
源
的
事
実
で
も
あ
る
。
 
宗
教
も
倫
理
も
そ
れ
ぞ
 

れ
の
言
葉
で
こ
の
関
連
を
表
現
す
る
が
、
自
由
の
内
実
 が
 一
に
し
て
同
一
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
限
り
、
こ
れ
 8
 双
方
を
分
離
す
る
 方
 

 
 

法
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
要
す
る
に
、
カ
ン
ト
に
 
お
い
て
は
宗
教
が
道
徳
の
補
助
機
関
で
し
か
な
い
と
い
 う
 西
田
の
批
判
は
き
と
 

を
 得
て
お
り
、
宗
教
意
識
と
読
み
取
れ
る
自
己
自
律
も
 
神
学
者
や
宗
教
学
者
が
期
待
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
 
信
 仰
 意
識
で
は
な
い
。
 こ
 



-
 
㎎
 一
 

こ
し
た
。
 

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
自
己
原
因
の
意
味
の
転
回
に
慣
 
れ
た
現
代
人
に
、
「
神
は
存
在
す
る
」
と
い
う
問
い
は
 軸
 生
見
味
な
も
の
に
な
 

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 R
.
 

ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
 

ン
は
 、
有
神
論
の
立
場
か
ら
大
胆
に
も
次
の
よ
う
に
 
発
 冒
 す
る
。
完
全
な
自
由
 

を
 有
す
る
神
は
、
自
殺
す
る
自
由
も
あ
る
の
に
、
な
ぜ
 存
在
し
続
け
る
こ
と
を
選
択
す
る
か
と
言
え
ば
、
神
に
 
は
 自
殺
し
な
い
よ
う
に
 

す
る
た
め
の
も
っ
と
も
な
理
由
、
す
な
 ね
 ち
、
神
は
自
 ら
の
作
っ
た
自
然
法
則
を
維
持
す
る
為
に
自
殺
を
と
ど
 
ま
る
と
い
う
論
理
的
 必
 

 
 

包
括
的
な
デ
ー
タ
の
範
囲
を
生
物
学
的
進
化
の
も
っ
 
目
 約
論
的
特
性
だ
け
で
な
 

く
 、
人
間
の
宗
教
的
、
道
徳
的
、
美
的
、
認
知
的
な
経
 
験
 を
も
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
神
は
存
在
し
な
い
と
す
る
 よ
り
も
、
存
在
す
る
と
 

 
 

し
た
ほ
う
が
累
積
的
に
確
か
ら
し
い
と
言
え
る
か
ら
で
 
も
あ
る
。
 

こ
れ
と
似
た
論
証
を
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 ガ
 も
遂
行
す
る
。
 神
 が
確
か
に
存
在
す
る
と
か
、
ま
た
存
在
す
る
こ
と
が
 
極
め
て
確
か
ら
し
い
 

と
か
を
議
論
す
る
よ
り
も
、
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
 と
が
幻
想
で
な
 い
 信
頼
で
き
る
信
念
で
あ
る
か
ど
う
か
 を
 議
論
す
る
。
実
証
 主
 

義
者
が
文
の
意
味
と
は
そ
の
検
証
方
法
で
あ
る
と
主
張
 
し
て
以
来
、
「
 神
 」
と
い
う
語
（
神
学
と
形
而
上
学
で
 
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
 う
 

な
形
而
上
学
的
な
偶
然
的
な
事
物
す
べ
て
の
原
因
を
表
 わ
す
 語
 、
そ
れ
も
完
全
に
超
越
的
な
原
因
を
表
わ
す
 語
 ）
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
 

解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
例
え
ば
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
 の
 言
語
㎞
と
実
証
主
義
者
の
言
語
め
の
間
に
通
約
 
不
 可
能
性
が
生
じ
る
と
 想
 

 
 

の
 宗
教
学
の
状
況
で
、
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 ガ
 は
神
の
存
在
 論
 的
論
証
の
た
め
に
、
 

い 末 の 
ぅ だ で 

徴 あ あ 
表 ら る 

が め よ 

、 被 う 

大 方 な 
間 へ 事 
が 何 物 
自 か 存 
由 っ 在 
で て と 

あ 、 は 
る 現 異 
こ に な 

あるとを り 、 
証 も 彼 

明 の が 
す か み 
る る ず 
と 自 か 
同 己 ら 

時 脱 つ 
に 出 く 

、 し る   
統 イ千 こ 

的 か ろ 
な れ の 
ネ中 ひま も 

の以 概念 なら 

で な 外 
あ い の 
つ 。 イ可 

た こ も 

自 の の 

己 原由 「で は 

因 己 な 

、 の意味 常 脱出し く 
め て に 
乾 い 自 

固 く 己 
を 存 の 
引 在 外 
き 」 @ 
起 と " 

  

  



現代宗教論の 射程内に 

挫 大 い に 

折 間 の よ 

す の で っ 

る 認 あ て 
  言宵臆 る イ 千テ 

阪 能 」 な   
に 出   惟 

  
  
と る を る 
す 裏 判 手 
る 未 断 段 
な は す も 

ら こ る 全 
ば と こ く     
存 く 、 な 
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おけるカント 超越論的神学の 位置づけ 

つ し を 百 司 

    
な ら 

る ば、 の と い 象 で テ 
に 識 口     と と 性 に 



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
面
目
Ⅹ
さ
と
い
う
有
名
 な
 文
言
が
示
す
よ
う
な
 場
ム
ロ
 
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。
 知
と
 信
仰
を
区
別
す
る
 

す
べ
を
心
得
て
い
て
、
し
か
も
無
制
約
者
に
対
応
す
る
 
「
 
知
 」
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
 い
 批
判
的
洞
察
を
駆
使
 で
き
る
有
神
論
者
の
み
 

が
 、
カ
ン
ト
の
考
え
で
 は
 、
通
常
の
非
宗
教
的
な
経
験
 と
 並
ん
で
宗
教
的
な
経
験
を
記
述
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
 
る
 。
な
ぜ
な
ら
、
 知
と
 

信
仰
を
区
別
し
、
無
制
約
者
に
対
応
す
る
「
 知
 」
を
 断
 念
 せ
ざ
る
を
え
な
 い
 批
判
的
洞
察
が
、
超
越
論
的
哲
学
 を
 単
な
る
形
而
上
学
の
 

身
分
に
止
め
ず
、
「
 学
 」
に
ま
で
高
め
て
い
く
こ
と
が
 で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
超
越
論
的
神
学
が
、
信
仰
 
よ
 り
 も
 
「
純
粋
理
性
能
力
 そ
 

の
も
の
の
批
判
」
 田
 き
と
い
う
超
越
論
的
哲
学
に
課
 せ
ら
れ
た
「
 知
 」
の
問
題
を
よ
り
重
視
す
る
な
ら
 
ぼ
、
 「
純
粋
理
性
批
判
し
の
 

「
弁
証
論
」
で
扱
わ
れ
る
 神
 概
念
は
、
無
制
約
者
と
規
 定
 さ
れ
る
の
み
で
、
こ
の
無
制
約
者
が
ど
の
よ
う
な
 属
 性
を
備
え
て
い
る
か
と
 

い
っ
た
具
体
的
な
議
論
は
不
問
に
付
さ
れ
ざ
る
を
得
な
 
い
 。
こ
の
点
で
、
超
越
論
的
神
学
は
 
、
 例
え
ば
「
神
は
 正
義
で
あ
る
」
「
神
は
 

愛
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
明
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
 
神
 学
 に
比
べ
る
と
、
神
の
性
質
も
し
く
は
思
惑
を
信
仰
的
 
に
 経
験
し
よ
う
と
志
向
 

す
る
際
に
 、
 我
々
を
一
歩
た
り
と
も
前
進
さ
せ
る
こ
と
 
は
し
な
い
。
こ
れ
が
、
超
越
論
的
神
学
が
理
神
論
で
 
あ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
 

り
 、
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
や
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
 ガ
 の
よ
う
に
 有
神
論
者
の
立
場
か
ら
神
の
存
在
を
整
合
な
仕
方
で
人
 
間
 理
性
に
積
極
的
に
訴
 

え
か
け
る
論
証
と
は
異
な
り
、
自
然
神
学
と
道
徳
神
学
 
の
 予
備
 学
 と
し
て
の
消
極
的
神
学
に
留
ま
る
意
味
で
も
 あ
る
。
 

2
 
 哲
学
的
神
学
は
仮
象
で
あ
る
の
か
 ?
 

現
代
の
イ
ギ
リ
ス
分
析
哲
学
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
 
P
.
 ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
「
弁
証
論
 」
で
論
述
さ
れ
る
 神
 

学
的
議
論
を
「
哲
学
的
神
学
の
仮
象
」
と
呼
ぶ
。
な
ぜ
 
な
ら
、
理
性
の
仮
象
の
深
ま
り
を
更
に
追
求
す
る
た
め
 
に
 、
カ
ン
ト
は
諸
々
の
 

偶
然
的
現
存
在
の
非
偶
然
的
根
拠
が
存
在
す
る
と
い
う
 
仮
説
を
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
我
々
に
 
求
め
て
い
な
が
ら
、
 あ
 

  

在
は
神
概
念
が
措
定
さ
れ
る
仕
方
に
含
ま
れ
る
と
言
わ
 
れ
る
。
例
え
ば
、
「
私
は
信
仰
の
た
め
に
場
所
を
得
る
 た
め
に
、
知
識
を
廃
棄
 

 
 

 
 



現代宗教論の 射程内におけるカント 超越論的神学の 位置づけ 

う の 用 だ 単 よ 性 起 " も 

理 と所神にけなうに 越う 、 ス もうい 、 してゆ も 
，性 こ ま 学 基 を る に 

る 

子 と い 」 道 絡 も   

して成立という 

る 

  
で " ，性 " 。 こ 

し百冊 れ的 Ⅹ 提 」とを バルト な 

あ と   
る 学 」   

ト ヲ戸 

か 的 で 次 
つ 居、 

認 に て 惟 を 
へ 区 

カ @  五ヲⅡ さ 見 の 
ゲ し せ れ 本 
ノン   ろ は ，性 
派 神       @ 
0 字 い 性 懐 合 は い 理 う ち 身 と こ つ 
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本
稿
は
、
自
然
神
学
と
道
徳
神
学
の
予
備
 学
 で
あ
る
 カ
 ン
ト
 の
超
越
論
的
神
学
の
特
徴
を
五
つ
の
視
点
か
ら
 考
 察
し
て
き
た
。
神
学
 

的
神
 論
と
宗
教
学
的
 神
 論
の
間
に
あ
る
種
の
線
引
き
が
 な
さ
れ
る
は
 
り
で
な
く
。
 

ヵ
 
、
 
。
 
-
9
-
2
 
 

、
 現
代
の
宗
教
哲
学
的
 有
神
 論
と
 カ
ン
ト
的
哲
学
的
 

ヰ吻亜 ヨ三。 口口 い     
  

か 
も 

イ 

  

  

    、 分 に け ト 

本 卦 
、 な か 問 

な た に       
な し る 力 道 す あ る あ 掌 る 

い て が ン 、 る る こ ろ で を 

こ く 故 ト す 。 う と い る 得 なく なとを れ @ こ、 消 の なわ こう そう 要 を はま るこ 

  

神
学
者
ビ
ー
デ
ル
マ
ン
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
学
説
 
を
 統
一
あ
る
矛
盾
な
き
、
換
言
す
れ
は
理
性
に
よ
っ
て
 
自
明
的
に
認
識
さ
れ
 得
 

 
 

 
 



論
宗
鱗
は
 

、
形
而
上
学
に
支
え
ら
れ
た
主
観
 

l
 
客
観
 1
 
関
係
 に
よ
る
理
論
的
構
築
を
残
す
こ
と
で
、
「
哲
学
は
そ
の
 

徹
底
し
た
自
己
自
身
へ
と
 

立
 

 
 

牡
 
て
ら
れ
た
問
い
に
 
於
 い
て
原
理
的
に
無
・
 

神
論
 的
す
 ・
（
 

ァ
 
②
の
（
～
お
 

こ
 で
な
け
れ
 
ば
 な
ら
な
い
」
と
主
張
 
で
き
、
神
学
の
論
及
す
る
 

範
 

19 (e 

枕
 
主
観
の
意
識
構
造
で
あ
る
自
己
自
律
は
、
自
然
神
 

学
と
 道
徳
神
学
が
誤
謬
に
陥
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
 

理
 性
の
限
界
内
で
自
ら
の
課
題
 

礒
を
遂
行
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

程
 

要
す
 る
に
、
 

Y
e
s
 

と
 N
o
 

の
両
方
の
答
え
を
可
能
に
す
 

る
 カ
ン
ト
の
超
越
論
的
神
学
 

  

おけるカント 超越論的神字の 位置づけ 有神 王義二三ロるこって 性が は実 言及 「 り こつ Ⅰ のめ 示 伝統 与え 

を プ り を 突 い 教 的 る 論 
と が諸を肯うロ 、 五 ロ が 欠極て 学な準の 
出 京 も 宗 ス 少 い 的 。 の 形 欄 間 にもあ 教はそ来る。 越えた するた に作用 たし ょ、 。 ている に関わ 神及び 射程内 面上半 が完了 

更 れ 究 め し 次 。 る 神 で 的 し る 

に ぞ 極 の て い そ 態 の 今 仲 た 種   
た 相 在 的 代 e に と に 用 に 負 引 

、 異 者 枠 の s    し っ な 依 す き す ま 宗教組み宗教を超と人 つ セ こ この ての て し 、 意味 拠す る。 カ た 

の 越 間 と 研 い 押 目 積 と る 「 入 さ れ 

殊、 , , , 
性 

@ 

る つ こ 

場 い と 

「 共 す ち ッ 論     



      
        

  でか 意の 略号 / 王 メポ おくコ 七） ポ メ 七） く づ 用は 力 一 ン 
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ポく 甲り （     七文 

年賦 
の か 

Ⅰ 学第 

      
まへ毬 さ 乙未 す Ⅱら wS 
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￥さ下   を、 

ささ   
ラビ 荘 ㊤   

  
手 貢 ぎ 仇 G ら は   雨い 数 キ ト 

  冨一が ら教 を一 

小 
て え一人 

の切 れ、 す 。 

純 「 
粋 
理 
性 
批   判   

む Ⅰ - か 
- い す する買 断が神 以来、 方向の   

    の二 埋個 
業 つ の々 １ 目 0 

囲
と
 哲
学
の
そ
れ
を
分
離
し
よ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
｜
 か
ら
も
線
引
き
さ
れ
る
。
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無
関
係
な
べ
 
べ
ズ
 の
定
理
に
基
づ
く
確
か
ら
し
さ
を
批
判
し
て
い
 

る
 
-
 
づ
 肚
 ・
 ナ
ヨ
 p
n
 
寸
 @
 
の
 -
 わ
茎
ぬ
寒
 
～
 
S
 。
 む
注
 
い
お
ふ
の
ま
・
 

C
 Ⅹ
 め
 
0
 「
 
山
二
 
Ⅰ
の
㏄
が
 
オ
 ・
の
 
毒
ぎ
 

オ
 ㌍
「
 
コ
の
，
 
H
 き
め
め
お
み
 

ヰ
い
 

s
n
 

ぬ
叉
 
へ
リ
 
o
Q
-
 
つ
口
 
・
 
N
 の
の
 
1
 ㏄
の
 
0
 ）
。
 

-
 
刀
）
参
照
、
 
H
.
 

パ
ッ
ト
ナ
ム
「
実
在
と
理
性
日
勤
草
書
房
、
 
一
九
八
三
年
、
三
二
五
 
｜
 二
三
 セ
頁
 。
 

@
 
一
 
A
.
 

プ
ラ
ン
テ
イ
ン
ガ
 

ョ
 
神
と
自
由
と
悪
と
し
 
勒
 草
書
房
 

一
九
九
五
年
、
一
八
 
0
1
 

一
八
一
頁
。
 

（
㌍
）
 つ
 ・
 
q
.
 
の
 宙
り
 韻
の
 
0
 且
コ
ミ
雨
 ㏄
。
 
ま
 3
%
 晃
め
雨
 s
 尽
 Ⅰ
。
 
コ
宙
 
0
 コ
 ド
コ
宙
 
ラ
ム
の
 

毛
レ
卜
 
o
 （
 F
.
 

）
の
ひ
の
・
 

っ
 ㏄
 い
 の
 下
 

-
 別
）
バ
ル
ト
は
神
学
的
思
惟
を
、
ま
ず
、
神
に
呼
び
か
け
ら
れ
 た
 者
が
自
分
自
身
の
思
惟
を
 メ
 っ
て
第
三
者
の
傍
観
者
の
立
場
 

に
 立
つ
こ
と
な
く
答
え
て
 

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
存
的
 思
准
 で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 
し
、
 次
い
で
、
一
つ
の
主
張
か
ら
反
対
の
王
 張
 へ
と
不
断
に
推
 移
す
る
事
の
中
で
営
 

ま
れ
る
弁
証
法
的
思
惟
と
特
徴
づ
け
る
。
最
終
的
に
彼
は
 
、
 神
の
 舌
口
葉
を
人
間
学
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
神
学
的
 

思
惟
を
人
間
的
制
約
 

全
体
の
中
の
ど
の
見
地
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
教
理
学
と
見
な
す
 -
 参
照
、
萱
門
 吉
 
「
神
学
に
お
け
る
弁
証
法
の
意
義
」
 

-
 岩
崎
武
 雄
編
口
弁
証
法
 ヒ
社
 

食
思
想
研
究
会
出
版
、
一
九
五
三
年
Ⅰ
一
四
五
 ｜
 
一
四
九
頁
、
 ミ
 ・
 パ
 り
の
口
の
 

q
 。
 し
め
ぺ
 Q
0
 

～
～
 

お
 寮
の
薫
 窯
 -
 ヨ
 p
@
 
コ
 N
.
 
）
 ゆ
の
 
0
-
 
。
 哲
 学
 と
神
学
、
そ
し
て
 

神
学
と
宗
教
学
を
厳
密
に
区
別
す
る
バ
ル
ト
神
学
は
、
あ
る
意
味
 
で
ヵ
ン
ト
 が
超
越
論
的
神
学
と
い
う
名
の
下
で
目
指
す
方
向
で
 ある
と
 @
=
 

ロ
 え
る
か
も
 

知
れ
な
い
。
 

元
 ）
 
E
.
 ブ
ル
ナ
ー
は
、
神
学
が
哲
学
か
ら
独
立
の
学
で
あ
る
 こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ビ
ー
デ
ル
マ
ン
の
例
を
採
り
上
げ
 
る
 。
参
照
前
掲
 
書
 、
一
 

三
八
頁
。
 

（
 
乃
 ）
 
巾
 ・
 
q
.
 
ぽ
 （
 ゅ
 毛
の
 
0
 戸
ゴ
き
 め
ぎ
 ミ
 さ
 涛
隈
鯉
 s
 蒸
 ，
 戸
い
 ㏄
 の
 

茄
 -
 
本
稿
は
、
カ
ン
ト
が
思
惟
と
存
在
と
の
区
別
を
絶
対
的
な
 も
の
と
考
え
、
神
の
概
念
の
場
合
に
も
こ
の
区
別
は
止
揚
さ
れ
 
な
い
と
へ
ン
リ
ッ
ヒ
解
釈
 

一
 
前
掲
喜
一
九
七
頁
 -
 と
、
 異
な
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
 明
確
に
し
て
お
く
。
時
間
・
空
間
の
形
式
に
与
え
ら
れ
も
の
に
 
関
 し
て
は
ア
プ
リ
 
オ
 

リ
な
 綜
合
命
題
と
い
う
名
の
下
で
、
思
惟
と
存
在
が
一
致
し
て
「
 
真
理
」
概
念
が
適
用
さ
れ
る
が
、
現
象
の
形
式
に
与
え
ら
れ
も
 のは
思
惟
と
存
在
が
 

乖
離
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
神
に
関
す
る
言
明
は
消
極
 
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
子
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
 
 
 

（
 色
 
0
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
「
道
標
」
創
立
社
、
一
九
八
五
年
、
七
六
 

頁
 。
「
哲
学
は
原
則
的
に
無
神
論
的
で
あ
る
」
 

-
 ナ
ト
ル
プ
報
告
 、
け
ぎ
 ③
で
あ
る
と
 考
 

え
る
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
現
象
学
的
な
神
学
が
自
己
矛
盾
で
あ
る
 

こ
と
を
強
調
す
る
。
 

 
 

@
-
 

参
照
、
本
稿
三
頁
及
び
 注
 -
3
 ）
。
 

 
 

-
 
㏄
 -
 
ヨ
 ・
エ
山
口
の
㏄
内
の
 

コ
 呵
す
 
曲
わ
 
0
 づ
 
（
 0
 目
 0
-
0
 

㎏
 抜
い
オ
 
の
Ⅰ
 
コ
 侍
の
Ⅰ
で
Ⅰ
の
 

侍
 
㏄
 侍
 
@
0
 
つ
い
 二
 %
 ヱ
音
 0
 ヰ
 
⑪
 ピ
の
，
ぎ
一
 
Q
 あ
む
き
 ぎ
琴
心
さ
ひ
心
の
 

ト
 。
が
）
の
㍉
・
 
ま
 た
、
 彼
は
「
現
象
学
と
神
 

健
 

学
 」
で
、
神
学
は
哲
学
と
は
異
な
る
一
種
の
「
実
証
的
な
知
」
で
 
あ
る
と
想
定
し
、
神
学
が
キ
リ
ス
ト
教
精
神
そ
れ
自
身
に
関
し
 
て
 哲
学
か
ら
期
待
す
 

o
J
2
 

べ
き
も
の
は
何
も
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
 



一
本
稿
の
主
題
・
資
料
・
方
法
・
仮
説
 

Ⅲ
主
題
本
稿
で
筆
者
が
扱
 う
 主
題
は
、
「
紀
元
前
二
 

一
 
0
0
 年
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
に
至
る
ま
で
の
 
ゾ
ロ
 ア

ス
タ
ー
 教
 -
 
以
下
 ゾ
 

教
 @
 
 

で
あ
る
。
こ
の
主
題
 

の
 意
義
は
 、
ゾ
教
 研
究
史
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
瞭
に
 

理
解
さ
れ
る
。
即
ち
 
、
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八
 論
文
要
旨
 V
 
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
け
る
聖
典
「
ア
ヴ
ェ
 

ス
 タ

ー
」
は
、
ペ
ル
シ
ア
古
来
の
神
々
へ
の
「
讃
歌
」
と
し
て
、
 

紀
元
前
一
二
 
0
0
 

年
頃
 

か
ら
紀
元
後
七
世
紀
ま
で
、
「
神
官
階
級
」
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
 

て
き
た
。
こ
の
点
で
、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
 

聖
典
観
念
に
近
い
存
 

左
 だ
っ
た
。
 

し
か
し
、
七
世
紀
に
 
ぺ
 ル
シ
ア
が
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
 

征
服
さ
れ
て
か
ら
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
聖
典
観
も
次
第
 に
 イ
ス
ラ
ー
ム
に
 

影
響
さ
れ
て
変
容
し
て
き
た
。
即
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
聖
血
 

@
 
は
 唯
一
な
る
神
か
ら
の
「
啓
示
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
受
け
取
る
 

者
は
「
預
言
者
」
 
な
 

の
で
あ
る
。
こ
の
 
為
 、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
は
「
讃
歌
」
か
ら
「
 

啓
示
」
へ
と
移
行
し
、
教
祖
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 も
「
神
官
」
 
か
 ら
 
「
預
言
者
」
へ
と
 

姿
を
変
え
た
。
 

結
局
、
そ
の
実
質
を
伴
わ
な
い
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
は
、
「
啓
示
 

」
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
 盤
く
 、
一
七
世
紀
段
階
で
は
、
 

ゾ
 ロ
 ア
ス
タ
ー
 教
 

内
部
で
も
権
威
の
座
を
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
に
譲
る
こ
と
に
な
っ
た
 
 
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
 
q
 ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 
L
 、
イ
 ス

ラ
ー
ム
、
聖
典
、
啓
典
の
民
 

青
木
 

健
 

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
け
る
聖
典
の
変
 容
 

「
啓
典
の
民
」
へ
の
移
行
と
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 

」
の
空
洞
化
 



従
っ
て
、
本
稿
の
主
題
は
二
つ
の
点
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
 
イ
ー
を
有
す
る
。
第
一
に
、
「
聖
典
観
の
変
容
」
と
 言
 ぅ
 視
点
か
ら
 ゾ
 敦
史
 

全
般
を
通
観
す
る
試
み
に
前
例
が
な
い
点
。
こ
の
背
景
 
に
は
、
イ
ラ
ン
言
語
学
上
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
の
解
釈
 
が
 
一
致
し
て
い
な
い
と
 

い
う
 事
情
が
あ
る
。
第
二
に
 、
ゾ
教
 研
究
に
「
イ
ス
ラ
 １
ム
時
代
以
降
の
変
容
」
を
含
め
る
 点
 。
こ
れ
は
、
 
ィ
 ス
ラ
ー
ム
時
代
以
降
の
 

ゾ
 教
が
 ぺ
 ル
シ
ア
の
国
家
宗
教
か
ら
二
 
%
 教
 コ
ミ
ュ
ニ
 

時
代
で
も
、
内
容
的
に
は
サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
時
代
の
 ゾ
 教
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
そ
 

テ
ィ
ー
に
転
落
し
た
事
実
を
勘
案
す
る
と
、
 柳
か
 前
後
 し

て
、
第
三
に
、
一
四
 

の
 バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
 

選
択
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
 

ゾ
教
 研
究
の
対
象
と
し
て
 は
 国
家
宗
教
も
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
宗
教
も
同
等
の
意
 
義
を
有
す
る
と
判
断
し
 

@
 
キ
 
@
 
・
 
Ⅰ
。
 
ハ
 

㈲
資
料
 
ゾ
教
 研
究
に
活
用
で
き
る
イ
ラ
ン
語
の
一
次
 資
料
は
甚
だ
限
ら
れ
て
お
り
、
時
代
的
に
は
大
き
く
一
一
 

一
 つ
に
 分
け
ら
れ
る
。
 

 
 

-
4
-
 

第
一
に
、
紀
元
前
一
二
 0
0
 年
頃
に
教
祖
ザ
ラ
ス
シ
ュ
 ト
ラ
・
ス
ピ
タ
ー
マ
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
、
紀
元
前
三
世
 
紀
 頃
ま
で
断
続
的
に
編
 

集
 さ
れ
た
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
 
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
は
長
ら
く
口
承
に
よ
っ
て
伝
え
る
 ね
 、
文
字
化
は
紀
元
後
 

 
 

世
 ペ
ル
シ
ア
語
の
文
献
で
あ
る
。
但
し
、
編
纂
さ
れ
た
 
の
は
 ア
ッ
バ
ー
ス
王
朝
 

世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
掛
け
て
、
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
 

ゾ
教
 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
散
発
的
に
著
し
た
近
世
ペ
ル
 
シ
ア
語
の
書
簡
や
思
想
 

 
 
 
 

わ
な
か
っ
た
結
果
、
 

ゾ
教
 宗
教
研
究
は
必
ず
し
も
充
分
 な
 注
目
を
集
め
た
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
イ
ラ
ン
 
言
 語
学
は
イ
ス
ラ
ー
ム
 時
 

代
 以
前
を
扱
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
 為
 、
イ
ラ
ン
ミ
口
語
 学
者
が
想
定
す
る
 ゾ
教
 研
究
に
は
、
普
通
は
イ
ス
ラ
ー
 ム
 時
代
以
降
が
含
ま
れ
 

な
い
。
 

丁
 -
 

物 過 
と 去 
し - 
て 世 
0 組 
色 に 
彩 及 
が ぶ 

強 攻 
か 米 

のゾ 
  教 

こ 所 
の 究 
イ @ ま ラ 
: ノ， イ     " 一 ヨ " フ 

語 ン 弗 """ 

子。Ⅰ一口話町 ヰリ 

文 学 
献 の 
学 派 
と 生 
し 分 
て 野 
発 と 

達 し 

し て 位 
居、 置 
弁 づ 
的 け 
な ら 

居、 相、 ，り、 れ イ 
壱 乃 。 う 
教 ン 

言語 研究 

に 学 
は 者 
余 の 
り 研 
興 究 
味 の 
を 副 
私 産 
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(1) 
サ 
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に ン 

  
代に 「 ァヴ 

ェ お 
ス け 

  
"""  門 

アヴ の 内 
容 エ 

ス 

  
一 

我 
々 

ま @@ 

イ 
ス 

ラ 

  
ム 

以   
目 lj 

K 
お 
け 
る   
教 
の 

聖 
典 
観 
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書
 で
あ
る
。
 

㈲
方
法
以
上
の
よ
う
に
時
代
的
な
懸
隔
の
甚
だ
し
い
 
ゾ
教
 資
料
を
、
「
聖
典
 
観
 」
と
言
う
主
題
に
即
し
て
 読
 み
 解
き
、
 
ゾ
教
 思
想
 

の
 展
開
の
跡
を
通
史
的
に
辿
る
の
が
、
本
稿
の
方
法
で
 
あ
る
。
即
ち
 、
 殆
ど
三
 0
0
0
 
年
に
及
ぶ
ス
パ
ン
の
 資
 料
 る
、
 僅
か
に
読
み
取
 

れ
る
内
容
に
応
じ
て
相
互
に
繋
ぎ
、
仮
説
的
に
 ゾ
教
思
 想
 史
を
描
き
出
す
作
業
と
な
る
。
実
証
的
な
批
判
に
耐
 
え
る
か
ど
う
か
判
ら
な
 

い
が
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
ら
な
い
限
り
 ゾ
 教
の
通
史
的
展
開
を
主
題
と
出
来
な
い
こ
と
は
確
実
 
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
そ
 

の
 意
味
で
、
従
来
の
研
究
の
限
界
を
超
え
る
方
法
で
あ
 
る
と
思
う
。
 

㈲
仮
説
筆
者
の
仮
説
で
は
、
 
ゾ
 教
の
聖
典
 親
 は
 、
ィ
 ス
ラ
ー
ム
以
前
と
以
後
で
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
 イ
 ス
ラ
ー
ム
以
前
 

具
体
的
に
は
サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
時
代
三
三
 ハ
｜
 六
五
一
 

は
、
 「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
は
「
神
官
が
朗
唱
す
 る
 神
へ
の
讃
歌
」
と
し
 

て
 、
姉
妹
宗
教
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
「
ヴ
ェ
ー
ダ
 
」
に
近
い
扱
い
 な
 受
け
て
い
た
。
こ
の
指
摘
は
 、
サ
｜
 サ
ー
ン
王
朝
時
代
に
お
 

け
る
三
種
類
の
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
活
用
の
実
態
を
検
 
証
す
る
こ
と
で
、
証
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
「
ク
ル
ア
ー
ン
ヒ
を
中
心
と
す
る
「
 啓
典
の
民
」
の
形
態
を
と
る
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
 
教
 徒
に
征
服
さ
れ
て
 以
 

容
 

峻
 

峰
 、
 ゾ
 教
は
「
啓
典
の
民
」
タ
イ
プ
の
宗
教
へ
 移
 行
 せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
 0
 こ
の
指
摘
は
 、
セ
ち
一
 
0
 世
紀
の
祓
画
面
教
の
接
触
 

興
 

期
を
経
て
 、
一
セ
 世
紀
ま
で
に
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 口

が
 
「
唯
一
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
受
け
止
め
ら
 れ
た
実
態
を
検
証
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

教
と
 イ
ス
ラ
ー
ム
の
習
合
現
象
（
 祓
回
 習
合
）
を
軸
に
 構
成
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 
 
 

教
 



を
 検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
上
述
の
よ
う
に
六
世
 
紀
 に
文
字
化
し
た
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
上
は
、
直
後
の
 
セ
 世
紀
の
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
 

ラ
ー
ム
教
徒
の
ぺ
ル
シ
ア
征
服
に
よ
っ
て
サ
ー
サ
ー
ン
 王
朝
が
崩
壊
し
た
 為
 、
四
分
の
一
し
か
現
代
に
伝
わ
っ
 て
い
な
い
。
ま
た
、
 
ア
 

ヴ
エ
 ス
タ
ー
語
は
早
く
か
ら
死
語
と
な
っ
た
 為
 、
六
世
 紀
 頃
に
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
訳
の
「
ザ
ン
ド
」
を
作
成
 
し
た
も
の
の
、
「
ア
ヴ
ェ
 

-
7
-
 

ス
タ
上
の
内
容
自
体
は
暖
 味
 な
ま
ま
だ
っ
た
。
 

そ
ん
な
訳
で
、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
の
全
容
に
関
し
て
 は
 、
 
一
 0
 世
紀
の
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
文
献
「
デ
ー
 
ン
ヵ
 ル
ド
」
第
八
巻
に
 記
 

載
 さ
れ
た
「
ザ
ン
ド
」
の
内
容
要
約
か
ら
窺
う
こ
と
が
 
出
来
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
ア
ヴ
ェ
 ス
 タ
ー
」
は
全
部
で
二
十
 

-
 
女
 
u
 
一
 

一
巻
か
ら
構
成
さ
れ
、
内
容
別
に
三
 つ
に
 分
類
さ
れ
る
 。
即
ち
 、
 ①
 ガ
 ー
サ
ー
及
び
注
釈
関
係
あ
 ゅ
 の
 ゆ
コ
 
1
 
色
 
七
巻
、
②
マ
ン
ス
ラ
 友
 

び
 儀
式
関
係
 
田
 が
年
お
。
日
ゅ
 

コ
 の
 a
r
i
 

し
セ
巻
、
 
③
法
律
 関
係
 
白
弾
 ～
 里
セ
巻
 、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
 
現
代
ま
で
保
存
さ
れ
て
 

い
る
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
 上
 と
し
て
は
、
①
「
ガ
ー
サ
ー
 注
釈
関
係
」
の
中
で
は
「
 セ
 ス
ナ
二
八
 ｜
 三
四
、
興
一
 一
｜
 五
四
、
五
六
章
」
、
 

②
「
マ
ン
ス
ラ
儀
式
関
係
」
の
中
で
は
「
ガ
ー
フ
」
 、
 ③
「
法
律
関
係
」
の
中
で
は
「
ウ
ィ
ー
デ
ー
ウ
ダ
ー
ド
 
」
全
巻
が
あ
る
。
我
々
 

は
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
お
け
る
残
存
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
 
｜
 」
を
参
照
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
役
割
 
を
 果
た
し
て
い
た
の
か
 

を
 、
以
下
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
 

㈲
サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
時
代
に
お
け
る
神
官
階
級
こ
こ
 で、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
の
活
用
に
言
及
す
る
前
に
 、
 。
 
ソ
 放
神
官
階
級
 モ
｜
 

ベ
ド
 た
ち
の
性
格
に
も
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
 
い
 。
ギ
リ
シ
ア
系
の
観
察
者
に
よ
る
と
、
彼
ら
は
、
 
イ
 ラ
ン
東
北
部
で
活
躍
し
 

た
 ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 と
は
全
く
関
係
が
な
く
、
元
来
は
 メ
デ
ィ
ア
地
方
に
居
住
し
た
ア
ー
リ
ア
系
六
部
族
の
 
一
 っ
て
ゴ
ス
 
に
端
を
発
し
 

て
い
る
。
し
か
し
、
紀
元
前
一
 0
 世
紀
か
ら
前
五
世
紀
 頃
に
か
け
て
 ゾ
 教
が
 西
進
 す
る
に
つ
れ
、
い
つ
の
間
に
 か
こ
の
 
マ
 ゴ
ス
部
族
は
 

一
 
9
-
 

ゾ
 教
の
神
官
階
級
に
納
ま
っ
た
。
こ
の
間
の
経
緯
は
不
 
明
 だ
が
、
以
後
、
こ
の
神
官
階
級
が
 ぺ
 ル
シ
ア
社
会
で
 部
族
制
か
ら
転
用
さ
れ
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ソ ロアスター   教 におけ   る 聖典の変容 

た
 排
他
的
な
社
会
組
織
を
構
成
し
、
 ゾ
 教
の
担
い
手
と
 し
て
絶
大
な
影
響
力
を
振
る
う
よ
う
に
な
っ
た
。
 

彼
ら
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
世
襲
で
神
官
職
を
独
占
し
 
て
 、
王
族
や
騎
士
階
級
、
農
民
階
級
と
も
 通
 婚
せ
ず
、
 
自
ら
の
階
級
の
独
自
 

 
 

ン
 た
ち
に
酷
似
し
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
「
 ア
ヴ
 
エ
 ス
タ
ー
ロ
を
活
用
す
 

る
 現
実
的
基
盤
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
強
固
な
団
結
を
 誇
る
神
官
階
級
の
存
在
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
 

㈹
「
ガ
ー
サ
ー
注
釈
関
係
」
の
活
用
 

ゾ
 教
に
は
、
 
主
 要
 な
も
の
だ
け
で
 一
 0
 種
類
以
上
、
数
え
方
に
よ
っ
て
 は
二
 0
 種
類
以
上
の
 

一
昭
一
 

一
は
一
 

祭
式
儀
礼
が
存
在
し
て
 b
 
Ⅰ
 一
 
る
 
l
-
1
 

O
 

、
 聖
な
る
火
を
前
に
し
て
 ハ
オ
マ
 を
捧
げ
る
 セ
 ス
ナ
 祭
 式
 で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

二
名
の
高
位
の
神
官
が
、
聖
別
さ
れ
た
水
で
洗
浄
し
た
 
ハ
オ
 マ
 を
乳
鉢
で
播
り
潰
し
て
 ハ
オ
マ
 液
を
抽
出
し
、
 
そ
れ
を
聖
な
る
牛
の
尾
 

の
 毛
で
編
ん
だ
濾
過
器
で
濾
し
て
聖
火
に
捧
げ
る
一
連
 
の
 作
業
を
指
す
。
こ
の
間
に
 、
 「
ガ
ー
サ
ー
」
を
中
心
 と
す
る
 会
セ
 十
二
章
の
 

「
 
セ
 ス
ナ
」
を
朗
唱
し
て
、
一
定
の
所
作
を
行
 う
 の
が
、
 ゾ
 敬
神
官
最
大
の
「
責
務
 
オ
急
腎
 a
r
 

）
」
で
あ
る
。
 

し
か
し
て
、
こ
の
一
連
の
所
作
と
、
そ
の
間
に
朗
唱
さ
 
れ
る
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
上
の
意
味
内
容
の
間
に
は
、
 

概
 ね
 何
の
関
連
も
認
め
 

 
 

に
人
間
の
側
か
ら
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
へ
の
信
仰
告
白
 
の
 メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
 
 
 

「
唯
一
な
る
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
被
造
物
た
る
人
間
に
 伝
達
す
る
」
と
言
う
「
ク
ル
ア
ー
ン
ヒ
と
は
正
反
対
の
 
方
向
性
を
持
っ
て
 
い
 

る
 。
更
に
、
こ
の
間
、
拝
大
神
殿
の
中
で
一
対
の
神
官
 
が
 交
互
に
合
い
の
手
を
入
れ
な
が
ら
聖
火
に
向
か
っ
て
 
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
上
を
 

-
 
㎎
 -
 

暗
喝
 す
る
形
式
を
と
る
 為
 、
こ
の
 ヤ
ス
ナ
 祭
式
は
一
般
 信
徒
と
か
な
り
断
絶
し
た
祭
式
儀
礼
に
な
っ
て
い
る
。
 
も
と
も
と
厳
密
な
身
分
 

制
度
の
上
に
成
立
し
て
い
た
中
世
ペ
ル
シ
ア
社
会
で
は
 
、
神
官
階
級
以
外
は
重
要
な
祭
式
儀
礼
の
場
か
ら
排
除
 
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
 

の
で
あ
る
。
 

即
ち
、
こ
の
 セ
 ス
ナ
祭
式
に
見
ら
れ
る
「
ガ
ー
サ
ー
 注
 釈
 関
係
」
の
活
用
を
 、
 後
に
強
力
な
敵
対
勢
力
と
な
っ
 て
ゾ
 教
を
圧
倒
し
 去
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っ
た
 イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
ク
ル
ア
ー
ン
ヒ
活
用
と
比
較
し
 て
 、
筆
者
は
そ
の
差
異
を
以
下
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
 

①
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
上
の
中
核
た
る
「
ガ
ー
サ
ー
」
は
 、
神
官
（
教
祖
か
ら
し
て
神
官
で
あ
っ
た
）
が
聖
火
 
を
 媒
介
と
し
て
 ア
フ
 

ラ
 ・
マ
ズ
ダ
ー
 
へ
 発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
り
、
一
般
 信
徒
た
ち
へ
の
具
体
的
な
権
威
と
し
て
機
能
す
る
も
の
 
で
は
な
い
。
交
流
は
 、
 

「
神
官
し
（
聖
火
）
 
丁
 ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
」
の
方
向
 で
 完
結
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
フ
ル
ア
ー
ン
」
が
「
 
ア
 ッ
 ラ
ー
 !
 ソ
公
 預
言
 ロ
 ヤ
ヤ
 
こ
 

丁
 全
人
類
」
の
方
向
の
指
令
と
し
て
絶
対
的
な
権
威
を
 
有
し
、
社
会
の
隅
々
ま
で
律
す
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
 
 
 

②
「
ガ
ー
サ
ー
」
の
意
味
内
容
は
当
の
神
官
た
ち
に
さ
 
え
暖
昧
 で
あ
り
、
ま
た
、
た
と
え
了
解
可
能
な
内
容
だ
 
っ
た
 に
せ
よ
梓
人
 神
 

殿
の
内
部
で
朗
唱
さ
れ
て
門
外
不
出
で
あ
る
 為
 、
一
般
 信
徒
に
具
体
的
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
持
た
な
い
。
 
こ
の
点
、
古
典
ア
ラ
ビ
 

7
 話
さ
え
了
解
で
き
れ
ば
、
ウ
ラ
マ
ー
に
限
ら
ず
「
 
ク
 ル
ア
ー
ン
」
解
釈
に
参
加
で
き
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
対
照
 的
で
あ
る
。
 

㈲
「
マ
ン
ス
ラ
儀
式
関
係
」
の
活
用
 

ゾ
 教
で
は
一
日
 を
 五
分
割
し
、
各
時
間
帯
に
そ
れ
ぞ
れ
の
守
護
神
を
相
 ゅ
 定
し
て
、
彼
ら
に
 向
 

け
ら
れ
た
讃
歌
と
し
て
「
ガ
ー
フ
 

荷
 卸
し
」
を
持
っ
。
 
こ
の
「
ガ
ー
フ
」
が
現
存
し
、
し
か
も
「
デ
ー
ン
カ
 
ル
ド
ロ
第
八
巻
に
 於
い
 

て
は
「
マ
ン
ス
ラ
儀
式
関
係
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
 
で
、
我
々
は
こ
こ
で
こ
の
「
ガ
ー
フ
」
を
取
り
上
げ
て
 
み
よ
う
。
 

一
リ
 
-
 

こ
の
「
ガ
ー
フ
」
は
、
機
能
 別
 分
類
に
従
え
 ぼ
 
「
ホ
ル
 ダ
 
・
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
に
属
す
。
 

ヤ
ス
ナ
 祭
式
そ
の
他
 の
 祭
式
儀
礼
か
ら
 疎
 

外
さ
れ
て
い
た
神
官
階
級
以
外
の
諸
階
級
に
と
っ
て
は
 
幸
い
な
こ
と
に
、
こ
れ
は
、
彼
ら
が
随
時
朗
唱
す
る
こ
 
と
を
許
さ
れ
た
「
 ア
ヴ
 

エ
 ス
タ
ー
ヒ
の
一
部
の
意
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
 
一
 般
 信
徒
が
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
本
文
に
触
れ
、
こ
れ
を
 
自
ら
唱
え
る
機
会
は
 、
 

一
帖
 
-
 

こ
の
「
ホ
ル
ダ
・
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
を
措
い
て
他
に
な
 
い
 。
し
か
し
て
、
こ
の
「
ガ
ー
フ
」
の
実
際
の
活
用
状
 
祝
 は
、
特
殊
な
場
合
を
 

-
N
-
 

除
け
ば
一
般
信
徒
個
人
が
随
意
に
割
り
当
て
ら
れ
た
 
時
 間
 帯
に
唱
え
る
の
み
で
、
特
定
の
導
師
も
礼
拝
対
象
も
 
持
た
な
い
。
一
日
五
回
 

の
 
「
ガ
ー
フ
」
礼
拝
は
、
社
会
的
に
は
殆
ど
 ゾ
 教
の
求
 心
力
を
高
め
な
い
の
で
あ
る
。
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孝 法 憲 
く 律 義 
伝 達 が 
わ 用 あ 
り め る 
  場   

大 で 
半 は 
は ど   
敬 う 

逸 だ 
し っ 

て た   
る で あ 
唯 ろ 
  つ @ 

現代 力 
ま 残 

な 伝 念 で 
ね こ 

つ と 

て に   
る 法 
の 律 
が 運 

用 
フ に 

ア 関 
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ロ る 
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但
し
 、
ゾ
 教
に
「
祈
り
の
場
」
と
し
て
信
徒
の
一
体
性
 を
 確
保
す
る
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
な
い
訳
で
は
な
い
。
 
即
ち
、
サ
ー
サ
ー
ン
 

王
朝
初
期
の
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
偶
像
破
壊
運
動
 

ざ
注
 

 
 

に
一
律
に
祀
ら
れ
る
こ
 

と
に
な
っ
た
「
聖
火
」
が
 、
 そ
れ
に
該
当
す
る
。
 

垂
 
し
か
 し
な
が
ら
、
こ
の
公
式
の
「
祈
り
の
場
」
で
は
、
 
却
 っ
て
一
般
信
徒
に
よ
り
 

「
ガ
ー
フ
」
が
朗
話
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
 、
定
 め
ら
れ
た
家
付
き
神
官
に
委
託
し
て
、
各
時
間
帯
に
聖
 
火
 に
香
木
を
く
べ
る
 際
 

に
 代
理
朗
唱
し
て
貰
う
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
全
員
参
加
型
で
 
一
日
五
回
の
集
団
礼
拝
を
励
行
し
て
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
 を
 積
極
的
に
活
用
し
 

て
い
る
。
こ
の
「
マ
ン
ス
ラ
儀
式
関
係
」
の
活
用
を
見
 
て
も
、
聖
典
の
一
般
信
徒
に
対
す
る
 赫
 画
面
教
の
求
心
 力
の
差
は
 、
 明
ら
か
で
 

あ
る
。
 

㈲
「
法
律
関
係
」
の
活
用
サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
は
 、ぺ
 ル
シ
ア
史
上
確
実
に
 ゾ
 教
を
国
教
と
し
た
唯
一
の
国
家
 で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

「
デ
ー
ン
カ
ル
ド
 ヒ
 の
規
定
に
 

裁
判
官
 
宙
釧
住
毛
い
こ
 
は
 、
 「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 と
 ザ
ン
ド
 
（
 
レ
ヴ
 
の
の
 
鼠
幅
巨
 Ⅱ
 ゅ
巨
こ
 に
よ
っ
て
 、
 又
は
「
 善
な
 る
老
 
丁
 ゾ
 教
徒
）
 

の
 総
意
 
宮
が
 
2
%
 ゆ
 宙
の
降
 
ぎ
ぎ
ム
 毛
の
ず
 
曲
巳
 」
に
よ
っ
て
 裁
決
せ
ね
ま
な
ら
な
い
。
 

、
 

@
 
-
2
-
2
 

 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
帝
国
内
で
は
 
ゾ
 教
に
則
っ
た
 法
 律
を
施
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
 
と
も
理
念
上
の
法
源
は
 

「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 と
 ザ
ン
ド
 ヒ
 プ
ラ
ス
「
 ゾ
 教
徒
の
総
意
 」
で
あ
っ
た
し
、
そ
こ
に
「
法
律
関
係
」
の
「
 
ア
ヴ
 エ
 ス
タ
ー
ヒ
が
存
在
し
 



で
あ
る
。
司
書
は
家
族
法
に
特
化
し
た
法
律
 書
 で
、
 デ
 ｜
タ
 と
し
て
用
い
る
に
は
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
 
が
、
 他
に
資
料
が
存
在
 

し
な
い
以
上
、
こ
れ
を
参
照
す
る
し
か
な
い
。
 

か
な
り
 浩
趙
 な
同
書
に
 於
 い
て
、
実
際
に
「
ア
ヴ
ェ
 ス
 タ
ー
」
を
 引
 m
 し
て
判
決
に
活
用
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
 、
 S
.
 

ブ
ル
サ
ー
チ
 

一
あ
 
一
 

一
 
%
 一
 

１
 0
 翻
訳
に
従
え
ば
僅
か
に
四
節
、
 M
.
 

マ
ツ
 

ッ
ホ
 の
 翻
訳
に
従
え
ば
一
層
少
な
く
二
節
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
 
も
 、
実
際
に
は
「
 ロ
 ㏄
の
。
 

の
プ
ハ
 

弾
が
」
と
か
「
で
 
簿
紐
任
 
い
の
 
プ
住
庄
 
」
と
か
の
 離
 方
土
日
が
 

ア
 ヴ
エ
 ス
タ
ー
文
字
に
て
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
文
中
に
記
さ
 
れ
て
い
る
だ
け
で
、
 そ
 

の
語
の
意
味
内
容
は
判
然
と
し
な
い
。
引
用
箇
所
の
少
 
な
さ
と
実
際
の
活
用
の
不
明
瞭
さ
か
ら
判
断
す
る
に
、
 
実
地
の
法
律
運
用
に
 於
 

い
て
は
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
は
殆
ど
有
効
に
機
能
し
て
 
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

即
ち
、
筆
者
の
結
論
と
し
て
は
、
 ゾ
 教
法
学
 は
 理
念
上
 に
拾
 い
て
だ
け
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
を
法
源
と
し
た
も
 
の
の
、
現
実
に
は
 解
 

読
 不
能
の
聖
典
が
社
会
的
に
機
能
す
る
機
会
は
限
ら
れ
 
て
お
り
、
「
 ゾ
 教
徒
の
総
意
」
（
多
分
、
ペ
ル
シ
ア
土
着
 の
 慣
習
法
を
含
意
す
る
 

の
で
あ
ろ
う
）
に
よ
っ
て
法
律
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
 
と
 考
え
ら
れ
る
。
「
法
律
関
係
」
は
、
そ
の
名
に
反
し
 て
 実
際
の
法
律
に
は
 全
 

く
 反
映
さ
れ
ず
、
 ゾ
 教
の
権
威
は
各
モ
 ー
ベ
ド
 の
法
律
 運
用
の
際
の
個
人
的
手
腕
に
よ
っ
て
し
か
、
社
会
に
浸
 
遷
 し
て
い
な
か
っ
た
の
 

で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
「
ク
ル
ア
ー
ン
ヒ
を
第
一
の
 法
源
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
と
比
較
し
て
、
 
ゾ
 教
法
 学
 に
お
け
る
聖
典
活
用
 

は
 名
目
的
で
し
か
な
か
っ
た
と
舌
口
え
る
。
 

㈲
サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
時
代
に
お
け
る
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 
」
以
上
、
筆
者
は
、
 
ゾ
 教
の
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
 と
 イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
 ク
 

ル
ア
ー
ン
」
を
対
比
し
つ
つ
、
同
じ
く
文
字
化
さ
れ
た
 
「
聖
典
」
と
は
舌
ロ
い
な
が
ら
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
 
信
 徒
 社
会
の
中
で
果
た
す
 

役
割
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 
サ
｜
 サ
ー
ン
王
朝
時
代
の
 ゾ
 教
は
 、
 「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
土
の
 内
容
・
活
用
の
両
面
か
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質
的
な
 麻
 回
向
教
の
接
触
 期
 で
あ
り
、
 ゾ
 教
に
聖
典
 観
 の
 ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
変
容
 

 
 

鮒
 
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
こ
の
頃
で
あ
る
。
以
下
、
 筆
 者
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
聖
典
観
の
変
容
を
 
、
 ①
 教
 祖
の
捉
え
方
、
②
メ
ッ
セ
 ｜
 

呑
 

酸
 
リ
 ム
社
会
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

一
 
㏄
 一
 

た
ゾ
 教
に
と
っ
て
は
、
閉
鎖
的
な
農
村
部
の
方
が
一
般
 
信
徒
の
支
持
を
得
や
す
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
し
 か
し
、
 
一
 0
 世
紀
を
過
 

ぎ
た
頃
、
 
ゾ
 教
徒
共
同
体
の
最
後
の
砦
と
な
っ
て
い
た
 
フ
ァ
ー
ル
ス
地
方
も
ほ
 ほ
 イ
ス
ラ
ー
ム
化
を
完
了
し
、
 

ペ
ル
シ
ア
全
土
は
 ム
ス
 

各 一 し 啓 ら 

し Ⅲ 地に 蕨 しか 般倍 て 、 赤 めホ て 

リ セ 結 サ   
な に な 玉 ネ 触 

職 権 て 滅 ト   
を の は 亡 リ サ の カ   
文 教 の ァ 我家の る   

ム 

れ は 。 つ ニ   た 
空 中 
典 せ 
よ ぺ 級 
り か   
も シ 度 ぺ l 

ア が か ん 。 ヤ T 
ぺ の 消 シ の ろ 

ル 農 滅 ア 出   
シ 村 し 国 現 ン 

ア 部 、 内 攻   
土 で そ の 前   
着 意 l 地 か   

教 
の外 習に べ盤ら ド を 、 @@ し 

慣 健 た 大 文 近 闘 ち き 字 レコ 

察 し は く ィヒ 
  

  宗 教会 侵さ れ 
ホ鵬似 

だ 
的 さ た   

永一 心 O 求 れ 重 た 
力 也 心 て 典 と 

力 ぃ を 
  

ゥこ 糸己 
        

し ま だ た 擁 え 

て で け 。 す る 

い は で そ る 
  



三
草
で
あ
る
か
、
マ
ン
ス
ラ
を
朗
唱
す
る
「
マ
ン
ス
 

ラ
 執
行
者
 
ま
 当
も
㌫
 し
 」
 -
 
ャ
ス
ナ
 五
日
こ
で
あ
る
。
 
ま
た
、
「
ガ
ー
サ
ー
」
 

以
外
の
後
期
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
で
の
教
祖
の
名
称
も
 
「
祭
式
を
司
る
者
ず
も
 a
u
r
u
 

仁
ゅ
じ
 」
で
あ
る
。
こ
れ
 に
 対
し
、
一
三
世
紀
に
 

 
 

著
さ
れ
た
近
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
教
祖
 伝
 
「
 
ザ
 ル
ド
シ
 
ュ
 
・
ナ
ー
 メ
 」
で
は
、
教
祖
は
 バ
 フ
マ
ン
天
使
に
連
れ
 ら
れ
て
 神
 （
 
ぺ
 a
 宍
寸
こ
 

一
 
㌍
 -
 

と
 直
接
面
会
す
る
「
預
言
者
 
宅
笘
の
 す
が
 
ヨ
ヴ
簿
 
「
）
」
に
 な
り
変
わ
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
、
イ
ス
ラ
ー
ム
 
の
 影
響
下
に
 ゾ
 教
の
教
 

祖
像
 が
著
し
く
変
容
し
た
結
果
と
見
る
。
 

こ
の
教
祖
像
の
具
体
的
転
換
点
を
い
つ
の
時
点
と
想
定
 す
る
か
に
関
し
て
ほ
、
議
論
は
錯
綜
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
お
そ
ら
く
、
「
神
官
」
 

と
し
て
の
教
祖
の
実
像
は
、
ア
ル
シ
ャ
ク
王
朝
時
代
 

-
 
前
 二
四
セ
 ー
 俊
二
二
上
八
）
成
立
の
「
ウ
ィ
ー
デ
ー
ウ
ダ
ー
 
ド
 」
の
記
述
の
あ
た
り
 

か
ら
崩
壊
し
始
め
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
本
書
の
 大
部
分
の
章
は
「
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 は
ア
フ
ラ
・
 
マ
ズ
ダ
ー
に
問
 う
た
 

（
で
の
（
 

0
 の
 
り
い
 
N
p
 

（
曲
も
仁
孝
 

q
0
 
 

㏄
 甘
 窪
む
 日
ヨ
 p
N
 
串
 夕
日
）
」
の
 フ
 オ
 ー
ミ
ュ
ラ
で
始
ま
り
、
次
節
の
冒
頭
を
「
そ
こ
で
 
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
は
 

複
雑
で
あ
る
。
即
ち
 、
 「
ウ
ィ
ー
デ
ー
ウ
ダ
ー
ド
」
 

空
 

仰
 っ
た
 
綺
注
ョ
 Ⅰ
㏄
。
 

い
 ㏄
ゴ
口
 

q
O
 
 

ョ
 p
N
 
缶
と
 」
の
フ
ォ
ー
 万

来
 マ
 ゴ
ス
部
族
の
慣
習
だ
っ
た
も
の
を
強
引
に
 
ゾ
教
 

 
 

に
 当
て
嵌
め
よ
う
と
し
 

讃
歌
を
捧
げ
る
「
 ガ
｜
 

サ
ー
」
的
発
想
で
は
な
い
。
こ
の
変
化
は
 、
 ア
ヴ
ェ
 
ス
 タ
｜
 語
の
文
法
が
崩
壊
し
始
め
る
時
期
と
一
致
し
て
い
 
る
の
で
（
例
え
ば
、
 
上
 

述
の
動
詞
 口
の
 
r
u
s
a
 

は
 は
過
去
形
だ
か
ら
、
当
然
 
a
u
 
的
 日
 の
 三
が
必
要
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
欠
落
し
て
い
る
）
 
、
 こ
の
頃
か
ら
「
ガ
ー
 サ
 

｜
 」
の
内
容
が
掴
め
な
く
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
 か
 キ
リ
ス
 ト
 教
の
「
預
言
者
」
観
が
流
入
し
て
い
る
の
で
は
な
い
 
か
と
推
測
さ
れ
る
。
 

た
だ
、
こ
れ
だ
け
な
ら
ア
ル
シ
ャ
ク
王
朝
時
代
に
教
祖
 
の
 
「
預
言
者
」
化
が
完
了
し
た
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
 、
実
態
は
も
う
少
し
 

た
 文
献
で
、
文
中
至
る
所
に
何
の
脈
絡
も
な
く
ザ
ラ
ス
 
シ
ュ
ト
 
ラ
 の
名
称
が
頻
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
 か
 ら
 盲
目
的
に
教
祖
の
名
 

一
 
㏄
 -
 

前
を
挿
入
し
た
こ
の
現
象
を
 、
ゾ
 教
学
者
は
「
ア
ヴ
ェ
 ス
タ
ー
」
の
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
 化
 
㊥
 o
q
o
a
 

の
（
（
 

5
%
 ひ
 
の
 （
 
@
0
 
し
と
呼
ぶ
。
結
果
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ゾロアスター 教におけ     

こ
こ
で
は
、
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 

ラ
は
 「
神
官
」
 

兼
 「
マ
ン
 
ス
ラ
執
行
者
」
の
自
称
を
完
全
に
失
っ
て
、
「
預
言
者
 

」
 兼
 「
使
徒
」
と
 

呼
 

称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

蝸
と
 キ
曲
が
 

訳
出
し
た
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
目
が
Ⅹ
 
筆
者
は
、
こ
の
教
祖
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
 

w
 

 
 

 
 

変
 

 
 

と
 解
せ
る
し
、
「
使
徒
」
と
訳
出
し
た
中
世
ペ
ル
シ
ア
 

妾
 
m
w
m
 

（
の
的
は
、
そ
の
ま
ま
「
使
い
の
者
」
の
意
で
あ
る
 

。
そ
れ
ぞ
れ
、
正
確
に
 

ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
預
言
者
 

ぎ
リ
ヴ
 

Ⅱ
）
」
と
「
使
徒
（
（
が
の
 

邑
 」
に
対
応
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
 

一
 
0
 世
紀
頃
 
に
は
ゾ
 
教
の
教
祖
 
像
は
 

完
全
に
転
換
し
、
一
三
世
紀
以
降
の
近
世
ペ
ル
シ
ア
 

壬
 
明
文
献
で
は
そ
れ
が
再
生
産
さ
れ
て
行
っ
た
と
結
論
 

付
 け
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
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-
 
㏄
 一
 

0
 年
ョ
 然
巳
 
あ
り
。
」
と
宣
喜
田
さ
れ
た
。
 

と
し
て
、
統
一
的
な
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
像
を
狙
っ
て
の
 
「
ウ
ィ
ー
デ
ー
ウ
ダ
ー
ド
」
改
変
と
は
見
え
ず
、
こ
の
 段
階
で
は
様
々
な
教
祖
 

像
 が
入
り
乱
れ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
実
態
に
近
い
。
 

-
 
㎝
 -
 

し
か
し
て
、
時
代
が
も
う
少
し
下
っ
て
、
 
一
 0
 世
紀
の
 
「
デ
ー
ン
カ
ル
ド
 ヒ
 第
七
巻
の
教
祖
 伝
 に
な
る
と
、
 か
 な
り
整
合
性
の
あ
る
 

 
 

即
ち
、
同
室
日
の
中
で
は
、
教
祖
は
三
 
0
 歳
に
し
て
 オ
 フ
ル
マ
ズ
 ド
 
（
Ⅱ
 
ア
フ
 

ラ
 ・
マ
ズ
ダ
ー
の
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
 彰
 
に
召
さ
れ
て
 対
話
を
果
た
し
、
以
後
一
 0
 年
間
に
 セ
回
 彼
と
面
接
し
 て
 神
託
を
受
け
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
回
の
対
面
を
解
説
し
て
同
書
 は
 次
の
よ
 よ
ノ
 
に
 舌
 
ロ
ス
ノ
 

口
 

最
初
の
対
話
か
ら
戻
る
と
、
そ
の
時
彼
は
 
、
 主
に
し
て
 創
造
者
の
オ
フ
ル
マ
ズ
 ド
 の
最
初
の
命
令
に
よ
り
、
 -
 中
略
…
 -
 「
彼
に
 

マ
ズ
ダ
 ｜
 崇
拝
者
の
デ
ー
 ン
 の
預
言
者
性
 
ヲ
 p
x
w
 
毛
 a
r
 
け
ア
 
。
 
ロ
 
。
 
ゆ
固
ミ
リ
注
鰹
 し
と
オ
フ
ル
マ
ズ
 ド
 の
 使
 徒
性
す
 w
 
（
 
a
g
i
 

ゴ
 ・
 
ロ
 



と
 記
さ
れ
、
教
祖
が
直
接
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
に
会
っ
 

で
 ゾ
 教
を
意
味
す
る
「
デ
ー
ン
 己
 e
 
し
 」
の
 話
 自
体
、
 

て
 語
り
掛
け
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
章
句
で
あ
る
。
 
元
 来
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
 

ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
語
の
「
見
る
こ
と
 
6
%
 コ
巴
 」
か
ら
 発
展
し
 、
 「
 
ダ
 イ
 ジ
ョ
 

㈲
「
神
へ
の
讃
歌
」
か
ら
「
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
 
へ
 
第
二
の
変
容
が
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
方
向
性
の
問
題
 
で
あ
る
。
 
一
 0
 世
紀
 

以
降
、
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 が
「
預
言
者
 
%
 安
㎎
甘
が
 
日
ヴ
 簿
し
 」
の
イ
メ
ー
ジ
を
纏
っ
て
再
登
場
し
た
の
だ
か
ら
 
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
常
識
 

に
 従
え
 ぼ
、
 彼
は
 ぺ
 ル
シ
ア
人
に
対
す
る
唯
一
神
の
 
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
臼
の
ぜ
 幅
す
卸
芭
 」
を
携
え
て
い
な
く
て
 
は
な
ら
な
い
 0
 し
か
し
 

て
、
 幸
い
に
も
 ゾ
 教
徒
は
文
字
化
さ
れ
た
聖
典
と
し
て
 
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
上
を
所
持
し
て
い
た
。
 
ゾ
教
 神
官
 団
は
 、
次
第
に
同
書
を
 

「
神
の
言
葉
」
と
理
解
す
る
傾
向
を
示
す
の
で
あ
る
。
 事
 実
 、
「
 ザ
 ル
ド
シ
ュ
ト
・
ナ
ー
 メ
 」
で
は
、
ザ
ラ
ス
 シ
ュ
ト
 ラ
 が
オ
フ
ル
マ
 

ズ
ド
と
 対
面
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
話
が
展
開
し
て
い
 
る
 。
 

汝
は
、
 
彼
か
ら
世
界
の
凡
ゆ
る
事
日
銭
 辛
 の
が
コ
年
 

a
r
 

屯
す
卸
し
を
目
撃
す
る
だ
ろ
う
 

そ
れ
か
ら
、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 と
 ザ
ン
ド
（
卜
 せ
 の
の
 
厨
ヰ
 如
い
㏄
二
色
 
ヒ
を
 教
え
る
 

一
 
㌍
 一
 

高
貴
な
創
造
者
（
 寄
乙
 の
 温
 Ⅰ
の
 サ
 。
正
二
色
が
、
ザ
ル
 
ド
 シ
ュ
ト
に
 

明
ら
か
に
、
こ
の
 
二
 二
世
紀
段
階
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
方
 向
は
逆
転
し
、
オ
フ
ル
マ
ズ
 ド
 が
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 に
 神
託
を
下
し
た
こ
と
 

に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
転
換
も
 、
最
 終
 的
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
影
響
さ
れ
た
為
と
判
断
す
る
 
 
 

で
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
 ゾ
 教
の
内
在
的
プ
ロ
セ
ス
 は
 如
何
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
内
在
 
的
 発
展
が
あ
っ
た
 と
 

す
れ
ば
、
そ
の
基
礎
と
し
て
最
大
限
に
遡
れ
る
の
は
「
 
ガ
 ー
サ
ー
」
の
一
節
 
-
 
セ
 ス
ナ
第
四
三
章
第
五
 ｜
 六
節
 -
 に
  
 

「
私
は
汝
を
聖
な
る
者
と
認
め
ま
す
、
お
 お
 、
ア
フ
ラ
 ・
マ
ズ
ダ
ー
 よ
 
（
の
 
で
 。
 ま
 。
日
足
も
 

u
u
 

リ
 ヨ
が
い
ヰ
岡
 
ヨ
ひ
コ
 
㎎
 す
ロ
㏄
 
す
仁
 
Ⅱ
 ゆ
 ）
 

-
 
㏄
 一
 

私
が
生
命
の
創
造
に
際
し
て
汝
を
見
た
時
に
宮
 
笘
 ㏄
 れ
も
 口
ロ
 
ゆ
曲
ぬ
プ
叫
仁
鰍
ぃ
 

が
も
 
簗
宙
 ㏄
Ⅱ
 
0
 の
の
 
ヨ
 つ
口
 
0
 け
 ㍉
窪
目
Ⅰ
 

ヨ
 ）
」
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る
 。
 

容
 

 
 

教
祖
 伝
 に
な
る
と
、
前
述
の
よ
う
に
明
ら
か
に
創
造
者
 が
 ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 に
「
 ア
 

ぬ
、
邸
 
ヴ
ェ
ス
タ
上
を
口
述
し
て
い
る
。
筆
者
が
考
え
 る

に
、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
が
「
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
 ｜
 ジ
 」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
 

 
 

 
 

そ
し
て
、
そ
れ
が
明
確
に
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 
ラ
 へ
の
神
託
 の
形
を
と
っ
て
人
類
へ
伝
達
 

 
 

 
 
 
 

轍
 

さ
れ
た
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、
 
一
 0
 世
紀
 か
 ら
 
一
三
世
紀
の
間
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
あ
ろ
う
。
 丁
 度
 、
教
祖
像
の
転
換
に
少
し
 

 
 

窩
 

遅
れ
て
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
方
向
性
も
転
換
し
た
、
 と
 筆
者
は
判
断
す
る
。
 

れ
 

㈲
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
「
啓
典
の
星
化
 
以
上
の
二
つ
の
聖
典
観
の
変
容
は
 、
 大
き
く
見
れ
ば
、
 
ゾ
教
 神
官
た
ち
が
「
ア
ヴ
ェ
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階 ど と 

-
 
如
 -
 

ま
 @
 
目
ぃ
由
 

Ⅱ
㎎
 
宙
 ㏄
 パ
 w
 
㏄
的
 ア
 曲
の
（
で
が
 

隼
 ゆ
目
 
@
 
け
Ⅱ
 
年
 ・
 
H
 い
ゆ
 
Ⅱ
 
づ
 
。
Ⅹ
 
仮
 
古
曲
 
N
 
O
 

プ
 （
目
口
㏄
 

ぃ
缶
レ
 

の
 趣
旨
の
記
述
が
散
見
さ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
中
世
 
ぺ
 ル
シ
ア
語
の
教
祖
伝
を
読
む
限
り
、
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 
ラ
 は
い
っ
・
何
処
で
・
 

-
 
Ⅱ
 -
 

の
よ
う
に
し
て
オ
フ
ル
マ
ズ
 ド
 か
ら
「
 ア
ヴ
エ
 ス
タ
ー
 し
を
授
か
っ
た
の
か
に
関
す
る
具
体
的
舌
口
 
及
 は
な
い
。
 一
 0
 世
紀
ま
で
の
 段
 

で
は
、
教
祖
が
神
を
「
見
た
」
こ
と
と
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
 
１
ロ
 を
 授
与
さ
れ
た
こ
と
と
の
間
に
有
機
的
関
連
は
 
見
出
せ
な
い
の
で
あ
 

し
か
し
な
が
ら
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
書
中
で
は
頻
繁
に
 

「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
 上
は
 ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 
ラ
 に
よ
っ
て
 オ
 フ
ル
マ
ズ
 ド
 か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
大
い
な
る
奇
跡
で
 
あ
る
一
 ト
す
 
の
の
 
蒜
的
 

が
 ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

ン
 」
 

分
か
 

ヤ
ス
 

教
祖
が
神
を
直
接
「
見
た
 」

こ
と
が
、
か
な
り
重
要
視
さ
れ
て
「
教
え
」
に
直
結
 
し
て
い
た
こ
と
が
 

る
 。
そ
し
て
、
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
教
祖
 伝
 に
な
る
と
 、
 「
ガ
ー
サ
ー
」
に
見
ら
れ
る
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 の
 別
 0
 行
動
（
例
え
ば
、
 

ナ
 第
二
九
章
に
お
け
る
牛
の
魂
と
の
対
話
な
ど
）
は
 
余
 り
 顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、
専
ら
こ
の
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
 
｜
 と
の
接
見
場
面
 



Ⅲ
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
時
代
に
お
け
る
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 」
活
用
の
二
極
分
化
 

一
 三
世
紀
以
降
、
 ゾ
 教
徒
の
「
 ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
 活
 

用
は
、
ゾ
教
 神
官
階
級
の
間
で
二
極
分
化
し
始
め
る
。
 
一
方
の
極
に
は
、
サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
時
代
か
ら
継
承
し
 た
 
「
ガ
ー
サ
ー
注
釈
 関
 

-
 
㌍
 -
 

係
 」
と
「
マ
ン
ス
ラ
儀
式
関
係
」
の
活
用
が
そ
の
ま
ま
 
続
き
、
「
 セ
 ス
ナ
祭
式
」
が
続
行
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
 
は
 、
理
念
上
の
変
容
に
 

も
 拘
ら
ず
、
祭
式
儀
礼
の
持
続
力
が
そ
れ
を
上
回
っ
た
 側
 で
あ
る
。
 

他
方
の
極
に
は
、
理
念
上
の
変
容
に
従
っ
て
 
、
 「
 ア
ヴ
 エ
 ス
タ
上
を
「
唯
一
な
る
神
の
啓
示
」
と
 見
倣
す
動
 き
が
生
じ
て
い
る
。
 

こ
れ
は
、
近
世
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
 ゾ
教
 思
想
文
献
に
 顕
著
で
あ
る
。
即
ち
、
 
一
 0
 世
紀
以
降
、
イ
ス
ラ
ー
 ム
 教
徒
た
ち
は
、
「
 神
か
 

ら
 め
 メ
ッ
セ
ー
ジ
」
た
る
「
ク
ル
ア
ー
ン
ヒ
の
解
釈
を
 軸
 に
し
て
華
々
し
い
思
想
活
動
を
展
開
し
て
い
た
。
 
，
 
」
れ
に
対
し
、
「
啓
典
の
 

民
 」
と
し
て
自
己
認
識
を
始
め
た
 ゾ
 教
徒
た
ち
も
、
 対
 応
 し
た
文
献
を
執
筆
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
 
こ
 0
 タ
イ
プ
の
文
献
を
二
 

つ
 例
に
取
り
な
が
ら
、
後
者
の
動
き
を
検
討
し
て
み
よ
  
 

第
一
に
取
り
上
げ
る
文
献
は
、
一
三
世
紀
に
属
す
る
「
 
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
学
者
た
ち
（
 、
史
 
ぎ
ま
Ⅰ
吏
も
分
封
 

-
3
 

ま
こ
 

4
 一
 
で
あ
る
。
司
書
 は
、
 

四
 
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
時
代
に
お
け
る
「
 ア
ヴ
 エ
 ス
タ
 上
 

ス
タ
ー
ヒ
を
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
に
凝
し
て
理
解
し
始
め
 た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
一
 O
t
 

一
 三
世
 紀
 に
お
け
る
、
 

ゾ
 教
徒
 

 
 

3
 

 
 

の
 
「
啓
典
の
民
」
化
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

で
は
、
理
念
的
に
「
啓
典
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
「
 ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
は
 、
ゾ
 教
徒
共
同
体
の
中
で
実
際
に
 
「
ク
ル
ア
ー
ン
ヒ
に
 

等
し
い
求
心
力
を
発
揮
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
 次
 章
で
は
 、
 
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
上
の
理
念
レ
ベ
ル
で
の
変
容
に
続
 
く
 、
実
際
上
の
活
用
を
 

検
討
し
た
い
。
 



ゾロアスター 教におけ 

ば と 

『 述 

ア べ な を 
ヴ 、 証 信 

ェ 書 興 じ 

ず、 スタ 拠 のと 証 
l 形 萌 波 
一 で 無 た 
に 存 し ち 

我々 は舌口 及 が 在する では潜 

し と ま の 

重目物 亡し よ、 宣旨 ロ され 

で し な を 
が た い 信 
こ ば だ じ 

たし ろうう」かり -5-4 よ、 
と の 。 な 

ら   ま ｜ 

引 聖 
用 具 圭   

教 立 もの 度 え 
場 引   

  
  

に転換し 用 しよう 

教 ） 

源 

そ   
し て汝 「 

ら 

か た ヰ 

す   る 

は 信     

じ と 

二 な   Ⅰ @@ 二 @ 
几 い 
論 な 適 
が ら 切 
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  る 聖典の変容 

で 

@@l @@ ひ 

我 な 
々 い 

は こ と 
我 を 

ら 弓立 ミ 

の 調 

教 し 

え て 
め じ 

敵 る 

対   
者 し 

（ か   イ 
ス 三五 ロ ロ 

う な 
l 次 
ム い 

教 で 徒 ） 

@@@ 

答 
え 

ね 
ま ｜ 

な 
ら 

な 
い 
  

我 
々 

よ @     
  
お 

つ , 。 

我 
々 
が 

汝 
た 
ち 
の 

書物 

一
 三
世
紀
に
ラ
イ
 イ
 に
居
住
し
て
い
た
菓
モ
 ー
ベ
ダ
｜
 ン
 ・
モ
 ー
ベ
ド
 が
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
学
者
た
ち
」
と
 論
争
し
た
際
の
発
舌
口
を
 

収
録
し
た
書
物
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
権
威
に
 ゾ
教
 の
 大
神
官
が
ど
 う
 対
抗
し
た
か
を
検
討
す
る
格
好
の
資
 料
 で
あ
る
。
次
い
で
 取
 

り
 上
げ
る
文
献
は
、
一
七
世
紀
に
属
す
る
「
 四
 庭
園
の
 都
市
（
 め
薄
ぶ
め
 
㌫
 さ
 心
の
ぎ
 薄
 べ
の
 ぎ
ま
 a
n
 
）
 
ヒ
 で
あ
る
 。
こ
れ
は
、
諸
宗
教
の
 

融
合
主
義
が
最
も
顕
著
に
な
っ
た
ム
ガ
ル
帝
国
時
代
の
 
イ
ン
ド
で
執
筆
さ
れ
た
書
物
で
あ
り
、
 ゾ
 敬
神
官
が
 イ
 ス
ラ
ー
ム
の
権
威
を
ど
 

う
 受
容
し
て
行
っ
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
 

㈲
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
学
者
た
ち
し
に
お
け
る
権
威
 

こ
の
文
献
の
中
で
、
某
モ
 ー
ベ
ダ
 ー
ン
・
モ
 ー
ベ
ド
 は
 。
 
ソ
 教
の
成
立
状
況
を
 

イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
学
者
た
ち
に
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
 
い
る
。
 

グ
シ
ュ
タ
ー
ス
プ
・
シ
ャ
Ⅰ
イ
ス
フ
ァ
ン
デ
ィ
ヤ
 ｜
 ル
 と
そ
の
他
の
貴
族
た
ち
は
 
彼
丁
 ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 ）
の
奇
跡
を
見
 

て
、
 神
の
舌
口
薬
を
聞
い
た
。
（
 
@
 中
略
…
）
そ
し
て
、
 オ
 フ
ル
マ
ズ
 ド
 の
教
え
と
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 の
法
を
明
 ら
か
に
し
、
「
 ア
ヴ
 

エ
 ス
タ
ー
 と
 ザ
ン
ド
」
を
 誠
 L
 @
 誠
意
学
ん
だ
の
て
あ
る
 

・
 
、
 

。
 
@
 
-
4
 

4
 一
 
 
 

こ
こ
で
菓
モ
 ー
ベ
ダ
 ー
ン
，
モ
 ー
ベ
ド
 は
 、
ゾ
 教
の
根
 源
が
 
「
神
の
言
葉
」
に
あ
り
、
そ
の
基
礎
は
決
し
て
 イ
 ス
ラ
ー
ム
に
劣
る
 訳
 



一
神
教
に
対
し
て
論
理
的
に
如
何
に
優
位
に
あ
る
か
の
 解
説
に
終
始
し
 、
 「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
二
の
内
容
に
は
 
触
 れ
ず
じ
ま
い
な
の
で
あ
 

る
 。
 

こ
れ
は
、
大
神
官
の
主
張
と
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ヒ
の
 実
 態
と
が
乖
離
し
て
い
る
為
に
起
こ
っ
た
事
態
で
あ
る
。
 

変
容
し
た
 

理
念
と
継
続
し
た
実
態
と
の
分
裂
の
結
果
、
「
ア
ヴ
ェ
 ス
タ
上
が
大
神
官
の
思
う
よ
う
に
「
啓
典
」
と
し
て
 
機
能
し
て
い
な
い
様
子
 

を
 看
取
出
来
る
。
 

㈲
 
茜
 庭
園
の
都
市
」
に
お
け
る
権
威
「
イ
ス
ラ
ー
 
ム
 の
神
学
者
た
ち
 ヒ
 か
ら
時
代
を
下
る
こ
と
 三
 0
0
 午
 以
上
の
後
に
執
筆
さ
 

れ
た
本
書
で
は
、
 ゾ
 敬
神
官
の
立
場
が
か
な
り
 ィ
ス
ラ
 １
ム
 に
 吸
収
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
先
ず
 、
教
祖
の
位
置
づ
け
を
 

論
じ
た
箇
所
を
訳
出
し
て
み
よ
う
。
 

一
部
の
偏
見
を
持
つ
者
た
ち
㊧
 
円
禽
然
日
旨
 p
-
p
 

毬
ぎ
 ゆ
コ
 
Ⅱ
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
吾
一
 
ロ
ラ
 
。
「
も
し
も
 ザ
 

ル
ド
シ
ュ
ト
の
預
言
日
者
桂
ヨ
手
口
 旧
笘
ん
 N
u
 
乙
 o
 紳
 （
 
）
が
古
代
 
ざ
餅
蒜
 し
と
結
び
付
い
て
い
る
な
ら
ば
、
 
栄
光
あ
る
「
ク
ル
 

ア
ー
ン
ヒ
に
彼
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
ろ
う
に
。
」
 

答
え
「
私
 
丁
ゾ
教
 神
官
フ
ァ
ル
ザ
ー
ネ
・
バ
フ
ラ
 １
ム
）
は
舌
口
お
う
。
 汝
 た
ち
に
よ
れ
 ば
 四
一
二
 0
 人
の
預
言
者
た
ち
 

G
 笘
 ㏄
 ぎ
 五
審
㌫
邑
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
 
-
.
.
.
 

中
略
…
）
全
て
の
預
言
者
が
言
及
さ
れ
て
い
る
訳
で
 は
な
い
。
丁
度
、
 

イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
た
ち
が
三
部
の
預
言
者
は
 

隠
さ
れ
て
い
る
㊧
 円
禽
餓
ト
コ
ま
 忌
日
㏄
 ヴ
 （
～
 
ゅ
 コ
 
%
 」
 と
 言
っ
て
い
る
よ
 

う
に
。
（
・
・
・
中
略
・
・
・
 

-
 ま
た
、
「
ク
ル
ア
ー
ン
」
に
も
こ
う
 あ
る
。
「
或
る
使
徒
た
ち
に
つ
い
て
は
、
先
に
私
は
貴
 方
 に
告
げ
た
が
、
 

-
 
蝸
 -
 

ま
だ
貴
方
 に
 告
げ
て
い
な
い
使
徒
も
い
る
。
 タ
ル
ァ
｜
 ン
 第
四
章
第
二
八
四
節
 
ヱ
 」
 

筆
者
は
、
こ
こ
に
、
 
一
 0
 世
紀
以
来
の
 ゾ
教
 神
官
の
教
 義
 転
換
の
集
大
成
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
 
イ
 ス
ラ
ー
ム
教
徒
か
ら
 

(662)  40 



ソロアスター 教に 

と は ス 
が 、 ラ 

出 自 l 
来 ら ん 
る の 教 

。 権 徒 
威 晢 
0 字 
属 者 
上 た 

部 ち 

ほ の         
ル な 
ア の 
l で 
ン あ 
ヒ る を 
持 元 
つ 来 
て イ 
来 ス 
ろ う 

@@ ] 
と ム 
で と 

ヰき @@ 
イ ホ目 

ス 容 
う れ 
l な 
ム い 

に 聖 
妥 典 

  
  教 

習 祖 
台 観 
し な 
て 持 
し っ 

ま て 
つ い 
た た 
と 筈 
見 の 
る ゾ 
こ 教 

41@ (663) 
 
 

均
一
神
教
の
「
預
言
者
」
の
系
譜
に
埋
没
し
、
そ
れ
を
 保
証
す
る
の
は
他
な
ら
ぬ
 イ
 

 
 

 
 

容
 

変
 

者
 ス
フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ー
は
 、
 彼
の
著
作
の
中
で
彼
を
預
 言
者
に
数
え
て
い
る
し
、
ま
た
、
「
光
の
神
殿
注
釈
 ヒ
 
の
中
で
、
我
ら
の
 

 
 

-
 
仰
一
 

且
れ
 

 
 

師
匠
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ダ
ッ
ク
ー
ニ
ー
も
 
そ
 う
 甘
口
っ
て
い
る
。
 

 
 

@  っ ．『 ゾ 

教
の
正
統
性
を
問
題
に
さ
れ
た
 
ゾ
 敬
神
官
が
 、
 ザ
ラ
ス
 シ
ュ
ト
 ラ
 が
「
預
言
者
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
 
し
た
い
ば
か
り
に
、
 

ク
 ル
ア
ー
ン
ヒ
の
記
述
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼
の
主
張
の
方
向
自
体
が
 

イ
ス
 ラ
ー
ム
の
論
理
に
従
 

て
 ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
自
身
の
主
張
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
 

上
に
、
権
威
の
源
泉
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
 

の
 言
葉
や
「
ク
ル
 ア
 

ン
 」
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
 
ゾ
教
 独
自
の
権
威
を
放
棄
 
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
フ
ァ
ル
ザ
ー
ネ
・
バ
フ
ラ
 

１
ム
は
こ
の
後
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
 

ま
た
、
別
に
、
ザ
ル
ド
シ
ュ
ト
の
名
は
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
 

ム
 と
も
言
う
。
別
の
所
で
は
、
イ
プ
ラ
ー
ヒ
ー
 
ム
 の
 正
体
（
日
日
 注
鯨
 

宇
ぷ
ぎ
 邑
は
 ザ
 ル
ド
シ
ュ
ト
だ
っ
た
と
言
う
の
は
、
 
あ
り
そ
う
な
話
で
あ
る
。
尤
も
 
、
 多
く
の
人
は
 、
 「
 
イ
 プ
ラ
ー
ヒ
ー
 ム
 は
 

敬
虔
者
の
中
の
神
の
友
 絆
ァ
凹
 
二
心
 s
0
 
団
は
 
巴
で
あ
 っ
て
、
預
言
者
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
。
し
か
 

し
、
 火
の
事
が
 @
 

及
 さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
ぎ
ギ
蜀
 オ
 
0
%
 翠
 の
 
約
 ㏄
。
 
片
 
（
）
、
イ
プ
ラ
ー
ヒ
ー
 

ム
 の
正
体
は
 ザ
 ル
ド
シ
ュ
ト
だ
 つ
 た
の
で
あ
る
。
 ナ
 

ム
ル
ー
ド
王
が
彼
を
火
の
申
に
投
げ
入
れ
た
と
言
わ
れ
 

て
い
る
が
、
彼
は
ナ
ム
ル
ー
ド
王
に
宣
教
し
た
後
で
 

イ
 ラ
ン
に
来
た
と
 
@
 

う
こ
と
で
あ
る
。
 -
 
…
中
略
 -
 つ
ま
り
、
 彼
 
（
Ⅱ
 
ザ
ラ
 ス
シ
ュ
ト
 ラ
 ）
の
預
言
者
性
 乞
仁
 オ
ロ
旧
が
（
・
の
已
に
 

疑
 い
は
無
い
 0
 殉
教
 



玉
 
@
 

（
 
1
 ）
本
稿
で
の
用
語
の
使
い
方
と
し
て
、
「
聖
典
」
は
或
る
 
宗
 散
で
権
威
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
伝
承
一
般
を
指
し
、
「
啓
典
」
 

は
そ
の
中
で
も
唯
一
神
 

教 ど セ 的 は ド 用 
と " ス に " ウ 筆 

イ 殆 の 著 社 l 者 ても不スター「 ㈲空 アヴ が継 

ス ど 最 し 全 教 は 』 充 ェ 続 洞 
ラ イ 終 く 的 に 本 五 の 分 ス す 化 
l ス 段 変 に 類 稿 空 な タ る し 

洞 も l 一 た   ヴ 
同 区 世 に ム 典 の 
習 別 紀 は 教 観 望 
合 が に   権 往 な 典 エ スタ 点 に達 徐 り 、 外皮 う 「啓典」 

がか、 つは威が保 の 優 持念 観 化を は残っ したの々に「 よ     
か 4 ヒ 

  

ヴ あ セ l 

に の   
い こ ヒ 第 質 連   
た の ず を に の を 

で ぅ 軸 よにの に考 あ フス シ 空洞化 イスラ 聖典 観     
ア フ で て l セ 
で l あ い ム 世 
は ヒ る っ 数 組 

、 @  。 た 徒 ま 紀 ゾ   に で 

め と し そ 征 の 
て 回 て の 服 ゾ   
亘 一 、 結 さ 教 
味 視 こ 呆 れ は 
深 す の " て " 

い る プ 教 か ヒ 

ゾ な 口 義 ら ン   
(664) 42 



ソロアスタ 一 教における聖典の 変容 

か
ら
の
啓
示
を
指
す
こ
と
に
す
る
。
 

（
 
2
@
 
-
 
」
の
主
張
は
、
一
流
の
 
ゾ
 教
学
者
が
全
て
イ
ラ
ン
言
語
学
 者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
と
言
う
事
実
に
よ
っ
て
裏
書
き
さ
れ
 
る
 。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
 

の
ゾ
教
 研
究
の
中
心
、
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
イ
ラ
ン
 学
 講
座
は
 、
 長
ら
く
中
世
イ
ラ
ン
言
語
学
者
メ
ア
リ
ー
・
ボ
イ
ス
が
担
当
し
、
 近
年
「
 ザ
ム
ヤ
｜
 

ド
 ・
ヤ
シ
ュ
ト
」
の
校
訂
で
知
ら
れ
る
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
語
学
者
 

ア
 

ヒ
ン
ツ
ェ
に
一
文
代
し
た
 "
 

-
3
@
 
 
イ
ン
ド
移
住
後
の
パ
ー
ル
ス
ィ
ー
研
究
に
若
干
の
蓄
積
は
 
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
ら
の
財
閥
形
成
史
を
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
 
お
り
、
宗
教
と
し
て
の
 
ゾ
 

教
 研
究
で
は
な
い
。
香
月
法
子
「
 ム
 
「
日
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
」
 
「
地
域
文
化
学
会
紀
要
ヒ
第
五
号
、
二
 
0
0
 

一
年
、
九
 

0
1
 
一
 
0
 セ
頁
 参
照
。
 

-
4
@
 
 
本
稿
で
の
用
語
の
便
 ぃ
方
 と
し
て
、
「
教
祖
」
は
或
る
 
宗
 教
の
最
初
の
宣
教
者
一
般
を
指
し
、
「
預
言
者
」
は
そ
の
中
で
も
 

唯
一
神
か
ら
の
メ
ッ
セ
 
｜
 

一
 
9
 一
 こ
の
 マ
 ゴ
ス
部
族
の
起
源
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
 

の
 

ジ
を
 受
容
し
た
特
殊
な
形
態
の
教
祖
を
指
す
。
 

@
E
 
の
の
 
口
も
 
の
日
の
の
 
m
@
 
コ
 
p
-
 む
へ
 
S
 悪
ま
鳶
を
ぺ
き
 棺
 ～
 
ぃ
へ
 ま
さ
 
鮨
 瞳
 ぬ
き
 鑓
き
浅
圃
 め
き
 め
 

（
 
5
 一
 教
祖
の
名
称
は
 
、
 ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
語
で
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
 ラ
 、
中
世
・
近
世
ペ
ル
シ
ア
語
で
 ザ
 ル
ド
シ
ュ
ト
、
英
語
で
 
ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
で
あ
る
。
本
稿
 

で
は
、
教
祖
名
は
「
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
」
に
統
一
す
る
。
 

（
 
6
 ）
文
字
化
に
至
る
ま
で
の
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
の
歴
史
は
 、
 イ
ラ
ン
言
語
学
者
た
ち
の
重
大
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
っ
て
き
た
。
 

代
表
的
研
究
と
し
て
、
 

宙
 ・
 
目
 Ⅰ
 援
 a
@
-
e
 

ヂ
い
 o
r
o
a
 

紅
ふ
 a
n
 ㌧
 r
Q
 
鸞
 ぬ
ま
の
 
ぎ
 
～
 
か
 
ぬ
き
 尺
 
n
 き
 の
 め
 
n
 ぎ
心
 
鯨
 %
 め
・
 
0
 蚤
 。
 
乙
 -
 
お
お
 -
 
ロ
口
・
 

ト
 
お
目
・
及
び
 ナ
ホ
 の
 コ
 の
 
巳
，
，
 
く
曲
 

@
 
そ
の
の
（
 

p
-
,
 
め
ギ
 Ⅰ
 
目
 。
 

宅
 ・
 
ま
，
 註
も
参
照
。
 

（
 
7
 ）
「
ザ
ン
ド
 
ヒ
 の
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
訳
は
 
、
ョ
 ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 
」
の
古
層
に
な
る
ほ
ど
誤
訳
が
ひ
ど
く
な
る
。
「
ホ
ー
ム
・
ヤ
シ
 
ュ
ト
 」
を
素
材
に
「
 ア
 

ヴ
エ
 ス
タ
ー
ロ
の
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
「
ザ
ン
ド
」
へ
の
翻
訳
技
術
 
を
 論
じ
た
著
作
と
し
て
、
吉
日
 臼
 
Ⅰ
 
0
 の
の
 
で
肝
 0
 且
パ
鮭
ぬ
力
ぬ
 ⑧
 ぎ
驚
づ
 ）
 
お
醗
ざ
 ～
～
 

Q
 き
 

H
 ぬ
 
へ
い
 
S
 ～
 
玲
 ま
め
 
湧
 
～
～
～
 

浅
 ～
 
運
 ～
 
の
曲
簿
 立
句
 ま
 
ぺ
 %
 ユ
ニ
づ
つ
の
 
p
-
p
.
 

）
 
お
 Ⅱ
参
照
。
 

-
8
-
 ）
・
 
ホ
 0
%
 コ
の
 
。
 
ミ
 ・
 c ～
～
・
及
び
 

申
ミ
 ・
 ミ
 の
海
（
 
宙
し
 。
 
よ
臣
ざ
 ぎ
 
ゴ
ミ
洋
よ
 ミ
 Ⅰ
 
ヌ
 
の
ら
 
さ
連
き
梼
隈
 き
も
上
夢
㌻
・
 r
 の
 
笘
ぎ
ダ
ロ
 の
 
巨
 。
 
お
 6
0
 

参
照
。
 

尚
 、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
の
分
類
様
式
に
は
、
「
デ
ー
ン
カ
ル
ド
 

ヒ
 第
八
巻
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
内
容
別
に
二
十
一
巻
に
分
類
す
る
 
方
法
の
他
に
 
、
祭
 

式
の
際
に
朗
唱
さ
れ
る
順
序
、
機
能
的
区
分
に
従
っ
て
分
類
 す
 る
 方
法
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
現
存
す
る
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ロ
の
 区
分
に
即
し
て
、
 

「
 
ヤ
ス
ナ
 」
、
「
ウ
ィ
ス
プ
ラ
ド
」
、
「
ホ
ル
ダ
・
ア
ヴ
ェ
ス
タ
 
工
、
 
「
ス
ィ
ー
ロ
ー
ザ
」
、
「
ヤ
シ
ュ
ト
」
、
「
ウ
ィ
ー
デ
ー
ウ
ダ
ー
ド
 
」
、
「
そ
の
他
の
逸
 

文
 」
と
分
け
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

慰
愚
ぎ
 n
-
 
オ
 0
 ヨ
ダ
 お
き
参
照
。
 

@
 
）
サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
 下
の
ゾ
教
 
聖
職
者
制
度
と
、
そ
れ
以
降
 の
 制
度
と
の
比
較
考
察
と
し
て
ほ
 、
の
 ・
 
パ
 「
の
 
セ
 の
 
コ
 す
 べ
 
0
 の
 
ヰ
 -
 。
 
円
汀
 

 
 

プ
 
0
0
 
宙
ゅ
 持
の
Ⅰ
 
侍
す
 
。
Ⅱ
㏄
 ニ
 0
 ト
片
 
ゴ
 
の
の
曲
の
 
ぃ
臣
 
@
 
り
コ
巳
 
ヨ
も
 

i
r
e
.
,
 

ド
イ
 
蕊
お
い
 

～
～
 

@
 
一
 
@
@
 

さ
 ～
 木
ふ
ぜ
 

@
 
ぎ
 簿
の
～
）
 

@
@
 

Ⅰ
 
よ
 @
3
%
 

宝
 @
 一 
～
 
@
@
 

ド
げ
さ
や
 

u
 ：
・
 
ト
、
 

0
 （
 
レ
 
<
 
。
 
<
 
Ⅰ
 r
 
ナ
ト
 の
 の
 
7
-
P
@
P
@
@
.
 

）
 
目
 ・
 ト
 
③
参
照
。
 



@
 
）
 
ゾ
 教
の
祭
式
儀
礼
に
関
し
て
は
、
ナ
ナ
 

ヨ
 。
 臼
 。
ご
 て
 わ
ぬ
 ～
 
武
 @
0
 
ま
 ㏄
の
 い
さ
ま
 
。
 毬
罠
 
め
さ
 ミ
 も
 ぎ
ぎ
ま
妬
菜
 
～
キ
心
土
さ
あ
 

ぬ
羽
 。
㏄
。
 
コ
コ
ヴ
 

が
せ
・
Ⅰ
の
㏄
 

り
 -
 
由
の
 
ロ
 ユ
 %
 （
。
  

  
 

N
e
 毛
ぺ
 。
 肪
 ・
 1
 の
～
 
9
 ）
が
最
も
詳
し
い
。
但
し
、
イ
ラ
ン
学
者
が
 よく
引
用
す
る
の
は
、
一
九
三
 

セ
 年
に
出
版
さ
れ
た
本
書
第
二
版
 の
方
で
あ
る
。
 

@
-
 

イ
ン
ド
側
の
ソ
ー
マ
に
相
当
。
し
か
し
、
 

ハ
オ
マ
 の
 花
 体
は
長
ら
く
不
明
で
、
多
く
の
議
論
を
呼
ん
で
き
た
。
最
近
の
 研
究
と
し
て
は
、
 
ヒ
 。
 プ
コ
瑚
 

 
 

氏
 「
 o
e
 
の
 甲
，
の
 o
 ヨ
 a
a
 コ
 江
レ
 ヨ
ド
コ
 
@
 
か
 
㏄
 ン
う
 
目
の
 
c
a
r
@
a
.
,
 

如
の
 
0
 ト
 S
.
 
ぎ
 ・
 
Ⅰ
 ゅ
 「
 1
.
 
ヨ
 ・
 
び
の
 
）
 ム
 総
及
び
、
 
由
 ㏄
 ス
せ
鰍
紐
 ・
 ，
の
 
0
 ョ
が
 （
 銭
隼
目
 ，
 目
 り
め
 
ヘ
 
リ
 
寸
ド
 
9
 
り
ダ
ト
 
の
㏄
 

0
.
 

ヨ
 ・
 
ま
 ・
き
を
参
照
。
 

-
 む
 
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
シ
ュ
ラ
ウ
タ
祭
式
、
ア
グ
ニ
祭
式
に
相
 
当
 す
る
 ゾ
 教
の
祭
式
で
あ
る
。
 

@
@
 
 「
 ヤ
ス
ナ
 」
の
内
容
と
 
ヤ
ス
ナ
 祭
式
の
間
に
は
、
直
接
的
 な
 関
連
が
認
め
ら
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
「
ガ
ー
サ
ー
」
中
に
は
、
 

ザ
 ラ
ス
シ
ュ
ト
 
ラ
 は
犠
牲
 

獣
の
祭
式
を
否
定
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
乃
の
 い
が
の
ぎ
の
「
 

-
 ご
め
 も
 お
 き
 x
Q
x
 も
た
 き
 ま
憶
 ま
隠
ざ
 S
 梯
 ～
 
ふ
 b
S
 
汀
 ま
 ・
Ⅰ
 
0
 コ
口
 
0
 コ
，
 
Ⅰ
の
の
 

拝
 

七
 つ
 ・
蟹
取
・
参
照
。
 

@
@
 
 ガ
 ー
サ
ー
の
翻
訳
は
、
 
英
 独
仏
語
に
限
っ
て
も
相
当
数
が
 存
在
す
る
。
日
本
語
で
は
、
英
訳
か
ら
の
重
訳
で
ほ
あ
る
が
、
 

木
 村
鷹
 太
郎
（
 訳
 -
 「
世
界
 

聖
典
全
集
 

1
 

｜
 波
斯
 教
ア
ヱ
 
ス
タ
経
口
上
下
、
世
界
聖
典
全
集
 

刊
 行
曾
 、
一
九
一
九
年
が
最
も
古
い
。
次
い
で
、
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
 
妾
 由
か
ら
直
接
ガ
ー
 サ
 

１
部
分
を
翻
訳
し
た
伊
藤
義
 教
 -
 
誠
 -
 「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
 -
 
汗
 直
 四
郎
 編
 
「
ヴ
ェ
ー
ダ
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
 年
 -
 が
あ
る
。
 

元
 -
 
勿
論
、
 ヤ
ス
ナ
 祭
式
が
神
殿
奥
深
く
で
執
行
さ
れ
て
い
る
 と
 言
う
事
実
は
、
一
般
 ゾ
 教
徒
の
共
通
理
解
と
し
て
存
在
す
る
。
 

そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
 

は
 、
祭
式
儀
礼
の
存
在
自
体
に
意
味
が
あ
る
。
 

行
 @
 
 佳
 -
8
-
 
参
照
。
 

穣
 -
 
但
し
、
現
代
パ
ー
ル
ス
ィ
ー
は
 、
ヤ
ス
ナ
 
第
一
二
章
の
信
 往
信
仰
告
白
文
を
頻
繁
に
朗
唱
す
る
。
 

う
 @
 
 ソ
ウ
ル
ー
ズ
（
日
本
の
孟
 蘭
 盆
会
に
相
当
す
る
 -
 に
限
 っ
て
、
親
族
全
員
が
集
ま
り
、
家
付
き
神
官
を
招
待
し
て
こ
の
 「
ホ
ル
ダ
・
ア
ヴ
ェ
ス
タ
 

｜
 」
を
合
唱
す
る
。
山
本
由
美
子
「
 ヤ
ズ
ド
 の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
 
徒
 と
新
年
」
 
一
 上
岡
弘
二
編
「
イ
ラ
ン
白
河
田
書
房
新
社
、
一
九
 九
九
年
Ⅰ
一
六
二
 

｜
 
一
六
九
頁
参
照
。
 

@
@
 
@
 」
の
「
偶
像
破
壊
運
動
」
に
関
し
て
は
、
 

紬
ぃ
 「
 
ピ
巾
 。
潟
の
 。
 簗
 Ⅰ
 
り
 0
 コ
 。
 口
 り
の
 
ヨ
 が
 ヨ
 。
 コ
 破
片
二
の
い
。
Ⅱ
。
 

ゅ
 ㏄
 
侍
 
「
 
田
コ
 
9
 二
の
苗
 
ミ
め
 
～
 
ド
寮
ぉ
 

@
 
ぎ
 Ⅰ
 ま
荘
さ
 
@
 
い
や
 

養
さ
お
㌔
も
 ヰ
 
か
心
 
ド
 

の
 さ
 n
o
 
。
 
力
 。
ま
ぬ
 
き
 の
 ミ
涛
 @
 め
ぎ
も
～
あ
 
ち
奏
め
ぃ
 

轟
 き
簿
ぎ
 
@
 さ
 註
 。
ざ
 り
ま
 ～
～
 

か
 -
0
%
.
 

）
・
 
N
e
 目
 ㏄
 
コ
 e
 「
・
 
中
 o
@
p
.
 
Ⅰ
由
良
 
e
 コ
 ・
）
の
Ⅱ
 

5
 。
口
口
・
の
㏄
 

i
 ト
ト
ト
 
七
含
 
暗
 も
 

@
@
 
 こ
の
「
聖
火
」
の
パ
ー
ル
ス
ィ
ー
内
部
で
の
宗
教
的
機
能
 
に
 関
し
て
は
、
 
中
 別
府
温
和
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
け
る
 聖
 な
る
 人
 」
「
哲
学
年
報
」
 

聖
一
、
一
九
八
三
年
、
二
九
 ｜
 五
二
頁
参
照
。
 

-
 
援
 -
 
し
 下
り
 
コ
一
 
@
 
の
ゴ
 
が
す
ま
の
 
オ
 の
「
 
-
@
6
 

オ
 田
 目
ド
 宙
ゅ
コ
 -
n
 
串
 ・
 
-
-
 
コ
ミ
め
 
の
ら
 
ま
 も
や
慰
が
め
ま
い
 
ト
 ～
⑧
 
ぬ
 力
ロ
 
い
 ぎ
ぎ
 む
ぎ
ト
さ
 
Ⅰ
 
巳
 ・
 し
 0
 ヨ
サ
 ㏄
 ぜ
 ・
）
 
巴
 ）
 -
 p
.
 
～
 き
 参
照
。
 

@
-
 

サ
ー
サ
ー
ン
王
朝
の
組
織
に
関
し
て
は
、
の
・
 

ホ
 ・
 
Z
 ぎ
ョ
 ぃ
且
、
 
・
の
㏄
の
㏄
 

三
 当
山
づ
ま
 い
注
ざ
目
，
ヨ
ぎ
 
～
～
 

s
 お
陳
 Q
 
悶
 ・
 鮎
 こ
ま
 さ
養
・
㏄
 
0
 コ
す
 

（
 
い
 せ
 -
 
ニ
 ・
 
隼
 ：
で
 
つ
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目哉 

関して E 組ヨ また、 
9 役使 的の 由 コ 

      
平河 出 一九七 目二目の 

九 日 版 

年 、 昌代 
  

  一九八 一一 ｜ ミリ了 

三 き四 鮎ギ轄 匂 

七 あ 午 
参 照 頁 蓼沼   も ま 。   

ぎ ～ 
ドも     

45  (667) 



-
 鞄
 
「
デ
ー
ン
カ
ル
ド
」
第
七
巻
に
即
し
た
教
祖
の
研
究
と
し
 

て
は
、
 
毛
 日
田
 ヨ
カ
 ・
 し
 ㏄
 
q
1
o
 
ミ
 ・
・
 
-
z
o
l
o
a
 

の
（
の
 

r
a
 ヨ
日
も
 ヨ
 注
の
 廷
一
 ～
 
4
 。
 ヰ
の
 
㏄
。
 臣
 Ⅰ
Ⅰ
 
曲
む
 
-
 
い
コ
 

6
 

 
 

巾
 （
 
0
 つ
ァ
陣
 0
-
0
 
幅
ギ
，
ミ
汁
 ぎ
さ
 
母
わ
隠
鐘
 ぎ
さ
 -
 
づ
 0
-
.
 
ま
 -
 
之
 0
.
 
が
 
ト
 
の
の
 
7
-
 づ
口
 
・
）
 
0
 の
 ，
 ）
 籠
 参
照
。
 

 
 
 
 

-
 笹
 
ロ
ミ
・
三
 %
 
捲
 ・
も
・
 
c
 ～
～
：
や
 
め
 
㏄
の
参
照
。
 

 
 
 
 

-
 
甜
 -
 
い
㏄
 
ユ
 0
 の
 
ゴ
 （
 
，
 
0
%
 リ
 ア
 ハ
リ
 
ヨ
。
の
 
つ
 a
z
 プ
ロ
ゴ
 
，
も
 ・
 
c
 ～
～
：
 

つ
 ・
 
4
0
 参
照
 。
こ
の
文
献
は
マ
ス
 
ナ
 ヴ
ィ
ー
 詩
 な
の
で
、
日
本
語
に
訳
す
と
 

五
 
山
頂
に
若
干
違
和
感
が
出
 

(
 

る
 。
 

-
 雙
 
こ
の
部
分
以
下
の
日
本
語
訳
は
、
前
掲
 注
鴇
 ）
伊
藤
義
 
教
 （
 
訳
 -
 「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
」
、
三
四
 0
 ｜
 三
四
一
頁
参
照
。
「
 ガ
｜
 サ
ー
」
を
言
語
学
的
に
正
 

確
に
訳
出
す
る
の
は
筆
者
の
手
に
余
る
の
で
、
こ
こ
で
は
出
の
 
コ
 の
 由
臥
い
プ
 の
 
耳
 ・
 らづ
羽
ぎ
 
市
い
 さ
簿
ぬ
 

「
。
の
 
巨
い
 の
の
び
 

目
 Ⅰ
の
・
目
の
目
 

ト
 。
 つ
口
 
・
㏄
㏄
 

由
 
を
 参
考
に
し
た
。
 

-
 籠
 
こ
の
、
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
語
 
り
温
コ
 卸
し
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
 

目
が
 、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
」
を
意
味
す
る
 しヨ
 
に
取
り
入
れ
ら
れ
 

た
と
言
う
の
が
、
少
な
く
と
も
イ
ラ
ン
学
者
側
の
理
解
で
あ
る
。
 

尚
 、
イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
側
の
「
し
ぎ
の
語
源
」
理
解
に
関
し
て
は
 
、
ミ
 ・
 
n
.
 の
 ヨ
 @
 
（
 
オ
 ・
 

ぼ
ぬ
竃
ぶ
ぶ
ぎ
 い
さ
さ
㌔
 め
 さ
 % 
陳
 市
隠
 憶
 ぎ
 ざ
 ・
之
の
毛
 べ
 0
 「
 
オ
，
 
P
 の
の
 
ト
 参
照
。
 

-
 
如
 ）
 
コ
 ミ
・
 目
 八
ロ
 ギ
 ・
 患
 ・
 ふ
 こ
や
 下
 
S
 
参
照
。
 

打
 一
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
文
献
の
教
祖
 伝
 に
関
わ
る
部
分
は
 
、
前
 掲
注
 -
 巴
 伊
藤
義
 教
 
「
 
ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
研
究
目
の
中
に
一
括
し
て
 

和
訳
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 
乾
 ）
 
由
 ・
 
ロ
 ・
 
z
.
 り
す
 が
 ヴ
ダ
 
p
q
 一
の
 
宇
 -
 ・
 わ
苗
ぬ
黒
 あ
ぎ
 ぉ
ん
ぐ
心
ミ
涛
ゎ
 Ⅰ
 ト
 ～
 
す
 Ⅹ
ド
ド
 

ミ
ミ
 

-
Q
e
@
-
0
 

）
・
 
b
 ）
 
@
@
 

ギ
ミ
ミ
ミ
 

-
0
 

学
 
い
ち
ゃ
 
@
@
 

も
ら
～
～
 

@
 
め
 @
w
@
.
 

）
 
い
 0
 コ
ヴ
 

Ⅱ
 
m
@
 

）
 
、
 
・
）
 
ま
 0
-
 「
の
で
 

ユ
目
 ，
ミ
目
ヨ
ヴ
酊
 。
 ト
 の
の
 
S
 

参
照
 "
 
こ
の
往
復
書
簡
中
で
は
、
「
 
セ
 ス
ナ
祭
式
」
の
執
行
次
第
 
の
 説
明
に
多
く
の
頁
を
費
や
し
て
い
る
。
但
し
、
パ
ー
ル
ス
ィ
ー
 は
 各
書
簡
を
年
代
 

頓
 に
編
集
せ
ず
、
テ
ー
マ
別
に
保
存
し
て
い
た
 
為
 、
或
る
テ
ー
マ
 
を
 扱
 う
 書
簡
が
い
っ
の
時
代
に
属
す
の
か
不
明
瞭
に
な
る
の
が
 
難
点
で
あ
る
。
 

お
一
本
書
に
は
二
種
類
の
版
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
 
口
 ・
 
ロ
 ・
 
ア
 ・
 
ロ
 牙
ゅ
 
サ
 ブ銭
 -
o
p
.
c
 
～
～
・
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
 を
 使
用
す
る
。
 

-
 色
 
さ
こ
 -
 づ
 ・
 
ト
 
の
の
参
照
。
 

（
 坦
い
こ
 。
 っ
 ・
 
4
4
 

の
参
照
。
 

一
仏
 -
 
Ⅱ
 ぃ
 「
 
い
い
コ
 
の
 援
 り
オ
Ⅰ
リ
ヨ
の
 
す
コ
 
・
㏄
Ⅱ
 ぃ
 Ⅱ
 
プ
鋤
口
 
・
め
て
 

圃
蕊
 ㏄
 
鼓
ぉ
 。
 
Q
 の
こ
 ㏄
 
蒲
へ
 
い
 き
ま
 a
n
 。
 し 。
 ミ
 サ
 い
せ
 
-
1
%
 か
 -
 
ワ
 
）
お
参
照
 "
 

@
-
 

さ
ミ
 ・
。
 
っ
口
 
・
）
盧
山
 ま
 参
照
。
 

-
 
帖
 @
 
 一
八
世
紀
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
統
治
時
代
に
な
る
と
、
 

ゾ
教
 徒
の
聖
典
 親
 は
ま
た
別
の
べ
ク
ト
ル
へ
の
展
開
を
示
す
が
、
こ
の
 
部
分
は
本
稿
の
扱
う
 範
 

囲
を
越
え
る
。
 



人
目
に
触
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
生
前
 

刊
 行
の
二
つ
の
著
作
、
「
 
春
と
 修
羅
 L
 と
「
狂
文
の
多
い
 
料
理
店
 ヒ
 が
あ
り
、
 そ
 

ぬ
 な
り
の
数
の
詩
・
童
話
作
品
が
、
雑
誌
や
新
聞
等
に
 

散
発
的
に
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
彼
を
 

無
名
の
ま
ま
に
留
め
置
 

い
た
の
は
、
む
し
ろ
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
が
読
ま
れ
う
る
 

文
脈
を
、
当
時
の
読
者
や
批
評
家
の
側
が
欠
い
て
い
た
 

こ
と
に
あ
る
。
あ
る
い
 47  (669) 

生
前
の
宮
沢
賢
治
二
八
九
六
 

｜
 一
九
手
こ
は
、
文
学
 

者
と
し
て
無
名
の
存
在
で
あ
っ
た
。
了
 

-
 し
か
し
そ
れ
は
、
 
生
前
に
彼
の
作
品
が
 

は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 宮
沢
賢
治
の
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
は
、
 個
 々
の
「
 詩
 」
や
「
童
話
」
作
品
に
冠
さ
れ
た
単
な
る
修
飾
の
副
題
 で
あ
る
に
止
ま
ら
な
 

そ
れ
は
賢
治
独
特
の
テ
ク
ス
ト
産
出
の
方
法
で
あ
る
と
同
時
 に
 、
テ
ク
ス
ト
の
性
質
の
定
義
な
の
で
あ
る
。
心
象
ス
ケ
ッ
チ
 と
い
う
呼
称
に
お
い
 

て
 賢
治
は
、
テ
ク
ス
ト
が
単
な
る
虚
構
テ
ク
ス
ト
に
止
ま
ら
な
い
 こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
テ
ク
ス
ト
と
し
て
 
の
 心
象
ス
ケ
ッ
チ
に
 

お
け
る
虚
構
と
の
距
離
を
 、
 他
の
舌
口
語
様
態
へ
の
可
能
性
と
し
て
 

指
摘
す
る
が
、
こ
の
虚
構
と
の
距
離
は
、
テ
ク
ス
ト
の
書
き
手
 
が
 非
人
称
的
な
存
在
 

へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
移
行
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
は
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
 
方
 法
 に
お
け
る
「
 自
 

然
 」
の
役
割
で
あ
る
が
、
賢
治
に
お
け
る
白
球
と
は
、
人
間
と
実
 
在
性
 と
を
仲
立
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
象
徴
的
な
も
の
と
 
し
て
存
在
す
る
。
 こ
 

の
 自
然
の
象
徴
的
媒
介
を
テ
ク
ス
ト
に
与
え
よ
う
と
す
る
試
み
こ
 
そ
が
、
賢
治
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
な
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 宮
沢
賢
治
、
宗
教
言
語
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
 、
 童
話
、
自
然
 

宮
沢
賢
治
に
お
 

、
小
家
 
ス
 け

る
宗
教
言
語
の
可
能
性
 

ケ
ッ
チ
 と
 童
話
 
｜
 

佐
藤
 
郁
之
 



は
 逆
の
舌
ロ
 ぃ
 方
を
す
れ
 ば
 、
賢
治
 は
 そ
の
死
を
も
っ
て
 し
て
、
よ
う
や
く
テ
ク
ス
ト
が
読
ま
れ
う
る
文
脈
を
用
 
貢
 す
る
こ
と
が
で
き
た
 

一
 
2
-
 

の
で
あ
る
。
 

皮
肉
な
こ
と
に
、
自
分
の
手
に
な
る
テ
ク
ス
ト
が
如
何
 
に
 読
ま
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
賢
治
ほ
ど
能
古
な
 
圭
 日
き
 手
は
、
む
し
ろ
 稀
 

な
 存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
前
述
の
二
つ
の
 
生
前
刊
行
の
著
作
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
序
に
お
い
て
、
 
彼
 の
 テ
ク
ス
ト
が
如
何
な
 

る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
 
て
 、
賢
治
は
執
 勘
に
 語
っ
て
い
る
。
 

た
ざ
 た
し
か
に
記
録
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
け
し
き
は
 

記
録
さ
れ
た
そ
の
と
ほ
り
の
こ
の
け
し
 き
 で
 

そ
れ
が
虚
無
な
ら
ば
虚
無
自
身
が
こ
の
と
ほ
 り
 で
 

一
 
3
U
-
 

あ
る
程
度
ま
で
は
か
ん
な
に
共
通
い
た
し
ま
す
 

宅
春
 と
 修
羅
」
 序
 よ
り
 -
 

ほ
ん
た
 う
に
、
か
し
わ
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
 
り
で
通
り
か
か
つ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
 
、
ふ
る
 へ
 な
が
ら
 

立
つ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
 ビ
 う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
 が
あ
る
や
 ぅ
 で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
 し
 は
そ
の
と
ほ
 り
 

書
い
た
ま
で
で
す
。
 

宰
 注
文
の
多
 い
 料
理
 旦
序
 ょ
り
 一
 

 
 

し
か
し
な
が
ら
そ
の
 鏡
舌
 に
反
し
て
、
彼
の
作
品
は
生
 前
に
お
い
て
注
目
を
浴
び
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
 
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
 

二
目
え
ば
、
賢
治
が
同
時
代
の
宗
教
的
な
傾
向
を
持
つ
 文
学
者
た
ち
と
関
心
を
共
有
し
て
い
た
に
せ
よ
、
当
時
 
、
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
が
 

宗
教
的
表
現
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
無
か
っ
た
の
 
で
あ
る
。
右
で
引
用
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
の
序
は
 、
 彼
の
テ
ク
ス
ト
と
文
学
 

的
 虚
構
と
の
距
離
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
当
時
、
 
賢
治
テ
ク
ス
ト
が
読
ま
れ
 ぅ
る
 文
脈
の
成
立
を
阻
ん
だ
 も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
 

質
的
な
距
離
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
生
前
の
賢
治
と
 
中
央
文
壇
と
の
間
に
は
、
地
理
的
距
離
以
上
に
質
的
な
 
距
離
が
存
在
し
て
い
た
 

(670) 48 



宮沢賢治   におけ 

- フ と 
、 ン 修 

こ 」 羅 
れ に 』 

ら お は 
は い そ 
二 て の 

    
  

ツ 「 

チ心 」 象 

  
チ」 見 串 ぶか ソ 

られる。という 
表 
題 
を 

持 
  
て 
お 

  

ま 

た 

「 注 
文 

の多 

  
  
理 
店   

の 

ぬ 「 + 
生 

チ ロ 

49@ (671) 
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と
 修
羅
し
と
童
話
 集
 
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
 二
 冊
の
著
作
を
出
版
し
た
。
「
 春
 

 
 

  語の可能性 

  
ろ 

    
  の 

よ 

  
ッ 究 
チ に 

Ⅰり 占 お と 

痴 る 下 ハ一 流   
- 一 Ⅱ れ   
口口 を 一 

刑提 

と 

し 

て 

あ 
ら 

た 
め 
て 
文 
学 
と 

  
距 
離 
の 

列 目 け 旧 

題 
ウ， し 

向 
か 

つ @ 。 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
距
離
と
は
、
単
に
当
時
の
文
 学
的
ト
レ
ン
ド
か
ら
の
距
離
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
 
、
文
学
的
虚
構
そ
の
も
 

の
と
の
距
離
な
の
で
あ
る
。
本
研
究
が
向
か
う
の
は
、
 
そ
の
文
学
的
虚
構
と
の
距
離
に
お
い
て
賢
治
テ
ク
ス
ト
 
の
 宗
教
性
を
把
握
す
る
 

こ
と
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
こ
の
 ょ
う
 な
距
離
が
 、
文
 学
 と
宗
教
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
に
対
す
る
、
賢
治
 独
 白
め
 ア
プ
ロ
ー
チ
を
 構
 

成
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
賢
治
研
究
の
最
初
期
に
お
 
い
て
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
文
学
と
の
距
離
を
指
摘
し
 
て
い
た
の
は
谷
川
 徹
 

三
で
あ
る
。
一
九
三
五
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
に
お
い
 
て
 谷
川
は
、
賢
治
作
品
を
「
賢
者
の
文
学
」
と
規
定
し
  

 

作
品
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
賢
者
」
と
し
て
の
賢
治
 の
 実
践
か
ら
作
品
の
本
質
を
導
こ
う
と
し
た
谷
川
の
傾
 
向
は
後
に
、
農
村
活
動
 

-
5
 
一
 

家
 と
し
て
の
実
践
に
お
い
て
賢
治
を
把
握
し
た
中
村
 稔
 と
の
間
で
、
 
い
 わ
ゆ
る
「
 雨
 ニ
モ
マ
ケ
ズ
論
争
」
を
 導
 く
こ
と
と
も
な
っ
た
。
 

戦
後
に
お
け
る
賢
治
研
究
の
流
れ
と
は
、
谷
川
の
舌
口
 
ぅ
 
「
賢
者
」
賢
治
の
聖
人
化
か
ら
の
分
離
で
あ
 る
と
と
も
に
、
作
品
 そ
 

の
も
の
の
綿
密
な
分
析
へ
向
か
っ
た
流
れ
と
し
て
、
 
二
 重
の
意
味
に
お
い
て
谷
川
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
 
捉
 え
ら
れ
る
。
筆
者
は
む
 



過
去
と
か
ん
ず
る
方
角
か
ら
 

紙
と
鉱
質
 イ
ン
ク
を
つ
ら
 ぬ
 

（
す
べ
て
わ
た
く
し
と
明
滅
し
 

か
ん
な
が
同
時
に
感
ず
る
も
の
）
 

こ
こ
ま
で
た
も
ち
つ
 ゴ
 け
ら
れ
た
 

か
げ
と
ひ
か
り
の
ひ
と
く
さ
り
 づ
つ
 

そ
の
と
ほ
り
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
す
 

宅
春
と
 
修
羅
 
の
 「
 
序
 」
よ
り
）
 

こ
れ
は
田
園
の
新
鮮
な
産
物
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
田
園
 
の
風
と
光
と
の
中
か
ら
っ
 や
卜
 か
な
果
実
や
 、
 青
い
 疏
 菜
 と
一
緒
に
こ
れ
 

ら
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
を
世
間
に
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
 

宰
 注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
「
広
告
チ
ラ
シ
」
よ
り
 

-
 

こ
れ
ら
に
お
い
て
宮
沢
賢
治
は
自
己
の
作
品
を
「
心
象
 
ス
ケ
ッ
チ
」
と
呼
ん
で
い
た
。
た
だ
単
に
文
学
、
も
し
 く
は
詩
や
童
話
で
あ
 

る
と
言
わ
ず
に
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
で
あ
る
と
主
張
 す
る
こ
と
に
は
、
通
常
の
文
学
か
ら
の
一
定
の
距
離
を
 
強
調
す
る
彼
の
思
惑
が
 

存
在
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
を
 賢
 治
 独
自
の
作
品
産
出
の
方
法
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
 
同
 時
に
、
通
常
の
意
味
で
 

の
 「
文
学
」
に
止
ま
ら
な
い
宗
教
的
な
舌
口
語
の
営
み
と
 
し
て
も
把
握
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
テ
ク
ス
ト
と
は
、
 
単
に
文
学
舌
口
語
と
し
て
 

で
は
な
く
、
宗
教
旨
 ロ
 
事
と
し
て
成
立
す
 

-
7
@
 
 

べ
く
目
論
ま
れ
 て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
小
論
 
に
お
い
て
、
賢
治
テ
ク
 

ス
ト
の
文
学
か
ら
の
距
離
を
、
宗
教
 @
 語
と
し
て
の
 側
 面
 に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
宗
教
と
文
 学
 と
の
統
合
と
い
う
 視
 

角
 に
お
い
て
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
理
解
が
成
り
立
つ
に
し
 て
も
、
そ
れ
以
前
に
、
賢
治
に
お
け
る
文
学
と
宗
教
と
 
の
 距
離
と
、
ま
た
そ
の
 

-
 
只
 
U
 
一
 

交
差
と
を
、
と
も
に
視
野
に
置
い
て
お
く
必
要
が
あ
る
 
の
で
あ
る
。
 

  



け
る
「
事
実
」
の
記
述
へ
の
接
近
と
は
、
ま
た
、
趣
を
 
異
に
し
て
い
る
。
賢
治
が
「
た
し
か
に
記
録
さ
れ
た
」
 
と
 述
べ
る
対
象
は
 、
日
 

常
 的
な
「
事
実
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
宗
教
的
な
 
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
 
い
て
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
 

に
お
け
る
距
離
と
は
、
文
学
的
虚
構
に
対
す
る
距
離
と
 
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
文
学
的
虚
構
と
 

同
様
に
）
日
常
的
な
事
 

実
性
か
ら
の
距
離
と
し
て
も
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 
る
 。
 

例
え
ば
文
学
的
虚
構
も
、
日
常
的
な
事
実
性
か
ら
身
を
 
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 逆
に
、
虚
構
テ
ク
ス
ト
独
白
の
 発
見
的
・
開
示
的
 真
 

理
性
を
主
張
す
る
と
も
言
え
る
。
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
 
の
 詩
的
舌
口
語
研
究
に
代
表
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
視
点
か
 ら
は
、
検
証
や
反
証
に
 

依
存
し
な
い
形
で
の
、
文
学
的
虚
構
に
お
け
る
独
白
の
 
真
理
性
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
賢
治
の
 
テ
ク
 ス
ト
と
は
、
文
学
的
 虚
 

構
 と
同
様
に
、
日
常
的
な
事
実
性
か
ら
距
離
を
置
い
て
 
い
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
 発
見
的
・
開
示
的
真
理
 

性
 と
し
て
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
実
在
性
に
照
ら
し
た
 独
自
の
発
見
的
・
開
示
的
真
理
性
を
主
張
し
ょ
う
と
す
 
る
 試
み
で
あ
る
。
こ
の
 

よ
う
な
真
理
性
の
問
題
に
お
い
て
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
は
 文
学
的
虚
構
と
交
差
す
る
と
と
も
に
、
文
学
的
虚
構
か
 
ら
の
距
離
を
構
成
し
て
 

性
 

㍾
い
る
。
賢
治
に
お
い
て
は
、
既
存
の
文
学
ス
タ
イ
 ル
 に
お
け
る
「
宗
教
文
学
」
の
試
み
と
い
う
よ
り
は
、
 新
た
な
テ
ク
ス
ト
の
ス
タ
イ
 

 
 

 
 

 
 

宗
教
で
す
」
と
言
い
、
ま
た
 

-
g
g
J
 

一
 

 
 

 
 

法
華
文
学
」
と
記
し
た
。
こ
の
よ
う
に
言
う
賢
治
は
 
、
 文
学
と
宗
教
の
こ
と
ば
が
 交
 

 
 

 
 

㍾
差
す
る
場
所
を
見
つ
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
 

彼
 が
 見
据
え
て
い
た
そ
の
場
所
で
は
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
 
め
 が
指
摘
す
る
よ
う
な
仕
方
 

轍
 
に
お
い
て
、
宗
教
の
テ
ク
ス
ト
と
文
学
の
テ
ク
ス
 
ト
が
 詩
的
 @
 語
の
領
域
に
お
い
て
交
差
し
て
い
る
。
 
リ
 ク
ー
ル
に
お
い
て
は
、
詩
的
 

51 (673) 

賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
文
学
的
虚
構
か
ら
の
距
離
と
 
は
 、
し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
記
述
等
に
お
け
る
よ
 
う
 な
 、
日
常
世
界
に
お
 



い
わ
ゆ
る
普
通
の
意
味
で
の
「
童
話
」
作
品
に
お
い
て
 、
植
物
や
動
物
、
は
て
は
無
生
物
で
あ
る
風
や
岩
が
 

も
 、
わ
れ
わ
れ
は
不
思
議
だ
と
は
思
わ
な
い
。
わ
れ
わ
 
れ
は
作
品
の
産
出
や
流
通
も
し
く
は
研
究
の
ジ
ャ
ン
 
 
 「

こ
と
 は
 」
を
話
し
て
 

と
し
て
、
「
童
話
」
と
 

逸 で   
上 る 渋 い 自 こ の っ 

  の 、 華 は 然 と 研 た 

  を 」 究   
よ宗経 う 教と本色のが 「 筆 

/  ii く 

象 
  

ス 
学 意 連 と 越 性 す 賢 
と 味 に か し に る 治 

ケ   
て つ よ テ 

、 ソ 不 教 にお「 お い真 、 いう ク 

チ と け て 建 宇 て に ス 
と の る 賢 」 宙       
立 交 、 英 治 と に そ 賢 所 

差 、 在 テ か お れ 治 究 
里話 の 性 ク い け を テ が 前提 議論スト つ 、 ベ う る る 賢治 クス 

を ま が き ら の ト と 

え 界 す で 営 

恩、 る   典 立場への と 賢治 滴 す 「、水 「 空 賢 は 

接 に の る 遠 聞 治 も 

「 な と の 言 
近 をつうまる時日 立言 え 試 
み   
よ 

    人 た 田 

聖 は 言 

圧叩 皇 の 日に め示教 文 
お 言 学 制 
け 語 の 造 
ろ は み ，性 
解 、 な の   な 

  
て、 て、 の @ なこ 日 

    
て 

い   
る四 

のを指し一を弁別す 

る 小 
詩 
的 
な 

言語 指標と す も 

の 

も 

し 

  

タ   
      

の り 的 
名 ク な 

も 

キ｜レ と日し 元 -1 の 
」 が と 

(674) 52 



宮沢賢治における 

成 @ こ 

体 あ こ 
と た こ 
い る で 

う 。 ヰま 

    レュ   

「厳密 とにな わぼ 、 

  
が が   

し 

  

  
対     
し 普 い 

て 通 ま 
、 の ま 

賢 詩 で 

泊目 はの 、 つ 
身 想 、 ぎ 
の 像 は 
必 や ぎ 
象 空 し 

ス 想 た 
ケ な も 

ッ 含 の 
チ ん 」 
は だ が 
非 混 詩 

53@ (675) 

性
 

肯
 
"
 

ヒ
 

友
人
の
先
生
尾
山
と
い
ふ
人
が
詩
集
と
銘
を
う
ち
ま
し
 
た
 。
 詩
 と
い
ふ
こ
と
は
わ
た
く
し
も
知
ら
な
い
わ
け
で
 は
あ
り
ま
せ
ん
で
 

可
 

 
 

し
た
が
厳
密
に
事
実
の
と
ほ
り
に
記
録
し
た
も
の
を
 
何
 だ
か
い
ま
ま
で
の
つ
ぎ
は
ぎ
し
た
も
の
と
混
ぜ
ら
れ
 
た
の
は
不
満
で
し
 

伍
 

-
%
-
 

教
言
 

@
 
十
ハ
 

Ⅰ
。
 

白
下
 い

う
 範
 時
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
通
念
の
中
で
 は
、
 風
や
鹿
が
話
そ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
何
の
違
和
 
感
も
抱
か
な
い
の
 

る
 。
何
故
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
童
話
」
と
は
虚
構
な
の
 
で
あ
る
か
ら
。
 

宮
沢
賢
治
は
、
そ
の
よ
う
な
虚
構
と
し
て
の
「
童
話
」
 
の
 概
念
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
置
い
て
い
る
。
 
彼
 は
 、
「
狂
文
の
多
 

理
店
 」
の
床
上
ロ
チ
ラ
シ
に
お
い
て
次
の
よ
う
述
べ
る
。
 

三
 

こ
れ
ら
は
決
し
て
偽
で
も
 阪
 空
で
も
窃
盗
で
も
な
 い
 

多
少
の
再
度
の
内
省
と
分
析
と
は
あ
っ
て
も
、
た
し
か
 
に
こ
の
通
り
そ
の
時
心
象
の
中
に
現
は
れ
た
も
の
で
 
あ
る
。
故
に
 

は
 、
ど
ん
な
に
馬
鹿
げ
て
み
て
も
、
難
解
で
も
必
ず
 
心
 の
 深
部
に
於
て
万
人
の
共
通
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
お
い
て
彼
は
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
の
童
話
 
が
、
 「
た
し
か
に
こ
の
通
り
そ
の
時
心
象
の
中
に
現
は
 れ
た
も
の
」
で
 

と
し
て
、
「
偽
で
も
低
空
で
も
窃
盗
」
で
も
な
い
こ
と
 を
 語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
 
虚
 構
か
ら
の
距
離
を
 

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
同
じ
く
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
 
る
 
「
 
春
と
 修
羅
 目
 に
関
し
て
の
賢
治
の
言
葉
は
、
こ
の
 距
離
を
よ
く
示
し
 

る
 。
彼
は
書
簡
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
  
 

て 語 あ そ い で 
い っ る れ 料 あ 



虚
構
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
「
童
話
」
作
品
で
あ
る
 
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
に
も
当
て
は
ま
る
話
な
の
で
あ
ろ
 ぅ
か
 。
文
学
と
心
象
 

ス
ケ
ッ
チ
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
賢
治
は
次
の
よ
う
に
 も
 語
る
。
 

こ
の
童
話
 集
 の
一
列
は
実
に
作
者
の
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
 

一
部
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
年
少
女
期
の
終
り
頃
か
ら
、
 ア
ド
 ン
 ツ
セ
ン
ス
 

中
葉
に
対
す
る
一
つ
の
文
学
と
し
て
の
形
式
を
と
っ
て
 
い
る
。
 
宰
 注
文
の
多
 い
 料
理
店
口
の
「
広
告
チ
ラ
シ
 -
 
大
こ
 
よ
り
 -
 

こ
こ
に
お
け
る
賢
治
の
語
り
は
興
味
深
い
。
一
見
す
る
 
と
、
 彼
は
心
象
ス
ケ
ッ
チ
が
文
学
で
あ
る
と
舌
口
っ
て
 い
る
よ
う
に
も
見
え
 

る
 。
彼
は
童
話
に
つ
い
て
「
少
年
少
女
期
の
終
り
 頃
か
 ら
 、
ア
ド
 ン
 ツ
セ
ン
ス
中
葉
に
対
す
る
一
つ
の
文
学
と
 し
て
の
形
式
」
と
し
て
 

把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
単
 
純
に
 、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
が
 童
 話
 
-
 と
し
て
の
文
学
で
あ
る
 と
 言
っ
て
い
る
の
で
は
 

 
 

な
い
。
そ
れ
は
、
「
一
つ
の
文
学
と
し
て
の
形
式
を
と
 つ
て
い
る
」
 
@
 
点
等
 芭
 
と
い
う
言
い
ま
わ
し
に
存
在
し
 て
い
る
。
 

彼
は
一
方
で
は
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
虚
構
と
の
距
離
を
 
強
調
し
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
が
 
「
童
話
」
と
い
う
 文
 

字
形
式
を
と
り
得
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
 
。
虚
構
の
否
定
と
「
童
話
」
で
あ
る
こ
と
の
間
に
は
、
 
明
ら
か
な
矛
盾
も
し
く
 

は
 対
立
が
あ
る
。
 

心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
文
学
と
の
錯
綜
し
た
関
係
に
つ
い
て
 
、
賢
治
が
心
象
ス
ケ
ッ
チ
を
ひ
そ
か
に
詩
で
あ
る
と
も
 
認
め
て
い
た
の
で
は
 

-
 
㎎
 -
 

な
い
か
と
い
う
疑
念
を
、
入
沢
康
夫
が
指
摘
し
て
い
る
 
。
入
沢
は
賢
治
の
メ
モ
に
お
け
る
「
第
三
詩
集
」
と
 
ぃ
 ，
 
二
 青
葉
に
圧
目
し
て
、
 

「
賢
治
自
身
が
、
自
分
の
口
語
自
由
詩
形
作
品
を
心
の
 中
で
は
「
 詩
 」
で
も
あ
る
と
考
え
て
 ゐ
た
 
（
あ
る
い
は
 考
へ
る
 や
う
 に
な
っ
 

-
 
Ⅱ
 -
 

た
 ）
こ
と
の
、
小
さ
な
証
拠
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
 、
 と
 述
べ
て
い
る
。
 
詩
と
 心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
の
間
に
存
 在
し
た
こ
の
よ
う
な
 錯
 

綜
 し
た
関
係
は
、
童
話
と
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
の
間
に
も
 
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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宮沢賢治におけ   

よ て は 
， っ も 「 

童話 と試 動 
み 物 」 
て な の 
い は 中 
る じ で 
の め 動 
で と 物 
あ し が 
る た 言舌 

。 白 し 

賢然て 治がも 
に 「 不 

お こ 居 、 

い と 議 
て ば で 
は 」 は 

、 な な 
心 「 い 

象 話 と 

スす ケ 」 @ Ⅴ ,   
ツ と 事 
チ ぃ 態 
と う を 
し 車 道 
て 熊 手 
め る に 

とり、 「童話 潜在 
」 的 わ 
が な れ 

、 世 わ 
塵 界 れ 
構 と が 
と し 現 
い て に 

う 読 生 
意 者 き 

味 の て 
@ も い 

お と る 
け に 世 
る 引 赤 
想、 き に 

像 寄 お 
約 せ い 

55@ (677) 

，宗教言語の 可能， 性 

梅 
原 も た 
も っ 精 
指 て 神 
摘 い の 
し る う 

て め え 
い で に 

  つくら ある。るよ， -8-1 
セ @ し れ 

霞 。 

て 

貝 レコ 

治 る 

テ 

ク そ 
ス     

  で 
c ヰネ l@ 
お 

る 動物 @ す 

動 ま @ 
物 人 
の 間 
存 と 

在 対 
て亜 1.@@ @ 等 
擬 な 
人 

  
ィヒ 

で 
愚昧 

を 

了ふ @.@ @ も 

な つ 
    
  

動 
筆 物 
者 も 

の 人 
視 現昂 

角 と 

か 対 
ら       等 
日ト な 

@ えご、 
同 
じ 

壌 。 

生 
-<@- 

廣註 口口 

治 を 

ト
 産
出
の
方
法
と
、
そ
し
て
 

枠
組
み
か
ら
は
み
出
し
て
し
 

実
在
性
に
お
い
て
、
賢
治
 テ
 

し
て
偽
で
も
 阪
 空
で
も
窃
盗
 

離
を
語
っ
た
も
の
に
体
な
ら
 

す
で
に
引
用
し
た
手
紙
の
 

て
い
た
「
童
話
」
と
い
う
も
 

と
し
て
把
握
す
る
梅
原
 猛
は
 

イ
ソ
ッ
プ
は
動
物
を
つ
 そ

の
テ
ク
ス
ト
が
読
者
に
開
示
す
る
世
界
の
性
質
と
の
 
二
点
に
お
い
て
、
通
常
の
意
味
で
の
文
学
と
い
う
 

ま
ぅ
 も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
筆
者
は
、
「
た
し
か
に
こ
 0
 通
り
そ
の
時
心
象
の
中
に
現
は
れ
た
も
の
」
の
 

ク
ス
ト
の
宗
教
主
ミ
ロ
 

ま
 由
へ
の
接
近
を
見
て
い
る
。
そ
の
 意
 味
 に
お
け
る
虚
構
と
の
距
離
「
こ
れ
ら
は
 
決
 

で
も
な
い
」
と
は
、
通
常
の
意
味
で
の
童
話
か
ら
 、
 別
の
舌
口
語
様
態
へ
と
逸
脱
し
て
い
く
こ
と
の
 
距
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

言
葉
「
こ
れ
か
ら
の
宗
教
は
芸
術
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
 
芸
術
は
宗
教
で
す
」
と
宣
言
し
た
賢
治
が
理
解
し
 

の
は
、
普
通
の
意
味
で
の
童
話
で
は
な
い
。
こ
の
距
離
 
ほ
 つ
い
て
、
賢
治
の
自
然
観
を
法
華
経
の
生
命
論
 

、
イ
ソ
ッ
プ
童
話
と
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
 

か
っ
て
、
人
間
世
界
を
風
刺
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
賢
治
 
の
 童
話
は
、
イ
ソ
ッ
プ
の
童
話
と
ま
っ
た
く
違
 
っ
 

い
る
。
 

  

て
は
、
あ
く
ま
で
「
一
つ
の
文
学
と
し
て
の
形
式
を
と
 つ
て
い
る
」
 
雇
点
筆
考
 
も
の
と
し
て
在
り
な
が
ら
、
 し
か
し
、
そ
の
テ
ク
ス
 

筆
者
の
理
解
か
ら
言
え
ば
、
賢
治
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
 
と
 は
 、
宗
教
と
文
学
と
の
狭
間
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
 
。
表
現
の
形
式
と
し
 



童
話
 集
 
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
 

の
起
源
に
関
し
て
の
同
系
の
モ
チ
ー
 

た
 自
然
か
ら
「
聞
い
た
」
話
を
書
い
 

に
 収
め
ら
れ
た
作
品
の
中
で
、
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
 」
と
「
 狼
森
と
爪
森
 、
盗
 森
 」
は
、
物
語
 

い
わ
 

フ
を
 有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
で
は
、
物
語
の
語
り
手
で
 
あ
る
「
わ
た
く
し
」
が
 、
 風
や
 巌
 と
い
っ
 

て
い
る
と
い
う
同
じ
構
図
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 @
 う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
 、
 

三
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
方
法
 

な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
世
界
の
根
源
的
な
様
態
 
を
 明
か
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
 
だ
ろ
う
か
。
 

一
般
的
な
意
味
で
の
「
童
話
」
作
品
も
、
虚
構
的
な
 想
 像
の
世
界
を
語
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
、
わ
れ
わ
れ
の
 
住
ま
う
こ
の
世
界
と
 

関
係
を
取
り
結
ん
で
い
ろ
。
し
か
し
、
分
別
の
あ
る
 
読
 者
は
、
二
つ
の
世
界
の
緊
密
な
関
連
性
を
認
め
る
に
し
 
て
も
、
両
者
を
同
一
視
 

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
賢
治
テ
ク
ス
 
ト
が
 要
求
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
分
別
で
は
な
い
。
 
彼
の
童
話
テ
ク
ス
ト
が
 

語
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
が
そ
こ
で
生
き
住
ま
う
世
界
 
の
 、
よ
り
根
源
的
な
 層
 な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
 は
 、
可
能
的
な
虚
構
 世
 

 
 

界
 と
現
実
世
界
と
の
対
比
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
日
常
 世
界
と
 よ
り
 リ
ア
ル
 な
 世
界
と
の
対
比
な
の
で
は
な
い
 だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
 

な
 意
味
に
お
い
て
、
彼
の
作
品
は
通
常
意
味
で
の
虚
構
 
と
は
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

だ
か
ら
こ
そ
賢
治
は
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
言
い
方
 
に
お
い
て
、
普
通
の
意
味
で
の
詩
や
童
話
か
ら
弁
別
す
 
る
 読
解
の
コ
ン
テ
ク
 

ス
ト
を
構
築
し
よ
う
と
試
み
た
と
も
舌
口
え
る
。
心
象
 ス
 ケ
ッ
チ
と
い
う
賢
治
に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
読
解
の
指
標
 
と
は
、
文
学
で
あ
る
こ
 

と
の
単
純
な
否
定
と
い
う
よ
り
は
、
「
童
話
」
も
し
く
 は
 文
学
で
あ
る
こ
と
の
限
定
の
拒
否
と
し
て
読
み
取
ら
 
れ
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
 

そ
し
て
筆
者
は
、
そ
の
限
定
か
ら
溢
れ
出
し
て
し
ま
 
，
 
っ
 も
の
を
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
宗
教
性
と
し
て
理
解
し
 
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
 

る
 。
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の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
り
、
ま
た
、
閉
じ
ら
れ
て
 
い
る
。
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 治

 

そ
の
と
き
西
の
ぎ
ら
ぎ
ら
の
 ち
ぢ
 れ
た
雲
の
あ
ひ
だ
か
 ら
 、
夕
日
は
赤
く
な
）
め
に
苔
の
野
原
に
注
ぎ
、
す
す
 
き
は
 か
ん
な
 白
 

7
 

賢
 

 
 

沢
 

い
 

火
の
や
う
に
ゆ
れ
て
光
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
が
 
疲
 れ
て
そ
こ
に
睡
り
ま
す
と
、
ざ
あ
ざ
あ
吹
い
て
 
る
た
風
 が
 、
だ
ん
だ
ん
 人
 

宮
 %

 
 

諦
 で
 
彼
の
研
究
は
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
詩
的
舌
口
 

目
指
し
て
い
る
の
は
、
大
沢
の
詩
 

型
尋
 
の
 
研
 

 
 

 
 

 
 

珪
 

畦
 
こ
こ
で
大
沢
の
舌
口
 
う
 
「
 
詩
 」
の
問
題
は
、
詩
的
 言
 語
 の
問
題
意
識
に
お
い
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
 良
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
 

「 大 行 小 っ 
語 派 し 説 つ 

人 独 て の   
」 白 い 書 新 
の の る き た 
問 「 。 手 な   
し 誇 大 あ 論 
て 学 人 る へ 

追 」 午 天 の 
求 を の 沢 展 

は 望 開 天 成立さ する を 「宮沢 、執 
釈 せ 賢 勘 ぃ 
の る 治 な た 研 究至彼ク にの テ の は 

は っ 方 ス " 支 、 てへト い』の その 

学 との る                             
い で の 込 で 

  
般 

  批評 て成 「 童 偏 の オリ 

主 語 重 ジ 家 
し 」 に ン @ こ 

て 作 対 ） し 
い 早 し へ て 
る る て と 幻 

。 も " 遡 想 

-
 
㎎
 一
 

ち
 、
盲
目
的
・
排
他
的
な
賢
治
教
の
ひ
ろ
め
 尾
 や
そ
の
 信
者
た
ち
」
と
い
っ
た
辛
辣
な
言
葉
で
、
従
来
の
賢
治
 
理
解
へ
の
批
判
を
述
べ
 

心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
を
作
品
の
中
で
 解
き
明
か
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
こ
で
「
 
鹿
踊
り
の
 

 
 

ほ
 つ
い
て
の
、
大
沢
 退
 二
郎
の
文
学
研
究
を
経
由
す
る
 こ
と
に
よ
り
、
文
学
研
究
か
ら
宗
教
研
究
へ
向
か
う
 
こ
と
を
 試
 

り
 、
大
沢
 が
 
「
 詩
 」
お
よ
び
「
詩
人
」
と
し
て
解
釈
し
 た
 問
題
を
、
「
宗
教
」
お
よ
び
「
宗
教
 @
 語
」
の
問
題
 の
方
向
へ
 

こ
と
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
 

「
作
品
の
深
淵
に
ま
っ
た
く
気
づ
く
こ
と
な
く
死
ぬ
ま
 で
 賢
治
童
話
を
た
だ
「
 い
い
 な
あ
、
 
い
い
 な
あ
」
と
 嘆
 賞
し
つ
 は

じ
ま
り
」
 

み
る
。
つ
ま
 

と
展
開
す
る
 

つ
け
る
人
た
 



の
こ
と
ば
に
き
こ
え
、
や
が
て
そ
れ
は
、
い
ま
北
上
の
 山
の
方
 や
 、
野
原
に
行
は
れ
て
ゐ
 た
 鹿
踊
り
の
、
ほ
ん
 た
う
の
精
神
を
語
 

り
ま
し
た
。
 

-
 
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
冒
頭
 
-
 

そ
れ
か
ら
、
 
さ
う
さ
う
、
 
苔
の
野
原
の
夕
陽
の
中
で
、
 

わ
た
く
し
は
こ
の
は
な
し
を
す
き
と
 は
つ
た
 秋
の
風
 か
 ら
 聞
い
た
の
で
 

す
 。
 
-
 
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
末
尾
一
 

こ
こ
で
は
、
語
り
手
に
と
っ
て
の
物
語
の
起
源
は
 、
風
 の
 語
り
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
大
沢
に
よ
れ
ば
、
 
賢
 治
 に
と
っ
て
の
風
 と
 

 
 

は
 
「
作
品
の
オ
リ
ジ
ン
か
ら
吹
き
上
げ
る
言
葉
、
非
人
 私
的
な
原
舌
口
語
の
声
を
指
し
示
す
シ
ー
ニ
ュ
」
で
あ
る
 
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

こ
 

の
 
「
非
人
称
的
」
な
作
品
の
起
源
は
、
「
作
者
」
と
い
，
 

っ
 
「
書
く
主
体
」
の
特
権
性
を
損
な
い
は
し
な
い
だ
 る
 う
か
。
そ
し
て
こ
こ
で
 

の
 大
沢
の
答
え
は
、
書
き
手
が
傷
つ
け
ら
れ
る
危
険
性
 
の
 肯
定
で
あ
る
。
例
え
ば
賢
治
童
話
に
お
け
る
「
聞
き
 
書
き
」
と
い
う
モ
チ
ー
 

-
 
月
一
 

 
 

フ
の
 固
着
に
関
し
て
、
大
沢
 は
 
「
語
り
の
非
人
称
性
に
 
傷
つ
け
ら
れ
た
詩
人
の
い
わ
ば
傷
口
の
上
の
か
さ
ぶ
た
 
と
し
て
」
理
解
し
て
い
 

る
 。
つ
ま
り
、
賢
治
作
品
に
お
け
る
作
品
の
起
源
の
語
 
り
と
は
、
「
か
さ
ぶ
た
」
と
い
う
言
葉
で
天
 沢
 が
舌
口
 っ
 た
 
「
弱
さ
」
と
、
そ
の
 

-
 
ジ
 一
 

「
弱
さ
」
の
上
に
「
居
直
ろ
う
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 意
志
」
と
を
、
と
も
に
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
作
者
た
る
も
の
が
、
単
な
 
る
 風
の
語
り
の
「
記
録
者
」
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
 
可
 能
 な
の
だ
ろ
う
か
。
 

そ
し
て
、
非
人
称
的
な
原
 @
 語
の
 、
 単
な
る
媒
介
者
で
 あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
近
代
文
学
と
い
 
う
 領
域
に
お
い
て
、
 
そ
 

れ
は
不
可
能
で
あ
る
し
か
な
い
事
柄
に
も
思
え
る
。
 
，
 
」
 れ
ば
 
つ
い
て
大
沢
 は
 、
そ
の
「
軟
弱
さ
 、
 弱
さ
の
上
 に
 居
直
ろ
う
と
す
る
 意
 

思
 」
こ
そ
が
逆
説
的
に
、
「
書
く
こ
と
の
エ
ロ
ス
の
 表
 家
 で
あ
り
、
自
己
意
識
そ
の
も
の
の
反
語
的
な
存
在
証
 
明
 」
な
の
だ
と
述
べ
て
 

い
る
。
こ
こ
で
、
非
人
称
性
と
い
う
作
者
の
不
在
の
語
 り
は
、
そ
れ
が
あ
え
て
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語
ら
れ
る
 
と
い
う
、
言
わ
ば
 ア
リ
 

バ
イ
証
明
の
編
り
に
お
い
て
、
逆
説
的
に
作
者
の
存
在
 を
 証
す
る
も
の
と
し
て
読
み
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
   



宮沢賢治に   

こ
と
か
ら
そ
 

収
 赦
さ
せ
ぬ
 

教
 研
究
の
関
 

る 宗教言語の 

ま @ 
  天 

あ 沢 
き め 
り 理 

心 ば れ に 解 
か な を 美 は 
も ら 乗 し 、 
は な っ い 文 

、 い 取 「 学 

そ 。 り 貴 所 
の そ 遊 冶 究 
よ れ す 詩 も 

う ゆ と 学 し 

  
なえい」 、 ぅ では 

す 文 
「 逆そ 転れ 「 逆ら 芸 
」 を 転 あ 批 

」 る 評   
須 転 、 被 い 

で 」 lJ @ ま う 

は の 二 そ 領 
な 流 ア の 域 
い れ な よ に 

。 と 流 う お 
筆 し れ な い 
者 て と 視 て 
は 見 し 角 は 
" な て に " 

    
と の に オ と 

  
空宗 に るれ 

59  (681) 

性
 

 
 

に
し
て
読
み
 

人
称
性
の
語
 

し
め
よ
う
と
 

大
沢
が
こ
 

煽
 る
」
こ
と
 

ン
 の
声
に
乗
 

は
、
大
沢
の
 

縁
者
」
で
あ
 

治
の
成
立
の
 

い
 手
と
し
て
 

非
人
称
性
 と
 取

ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
「
煽
り
Ⅱ
虚
構
」
へ
の
強
い
 指
向
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
大
沢
は
次
の
よ
う
に
 
述
 べ
る
 0
 非
 

り
 
下
 煽
 り
）
と
い
う
「
そ
の
は
ぐ
ら
か
し
自
体
、
詩
 人
の
強
 い
 虚
構
へ
の
意
志
、
そ
れ
も
、
作
品
を
虚
構
の
 
偏
在
た
ら
 

-
 
㌍
 -
 

す
る
意
志
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
る
」
。
 

こ
で
読
み
取
っ
て
い
る
の
は
、
賢
治
に
お
け
る
ひ
と
つ
 の
 隠
蔽
で
あ
り
偽
装
で
あ
る
。
賢
治
は
、
非
人
称
性
を
 
「
 妾
 幅
る
Ⅱ
 

で
、
逆
説
的
に
 、
 己
の
刻
印
を
テ
ク
ス
ト
に
刻
ん
で
い
 る
の
だ
と
、
大
沢
は
述
べ
る
。
つ
ま
り
大
沢
 は
、
 語
り
 の
 オ
リ
ジ
 

っ
 取
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
乗
っ
取
る
と
い
う
「
 逆
転
」
の
契
機
を
、
こ
こ
に
見
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
 
わ
れ
わ
れ
 

賢
治
理
解
と
は
別
の
道
を
模
索
す
べ
き
、
ひ
と
つ
の
 
地
 点
 に
立
っ
て
い
る
。
大
沢
 は
 、
作
品
の
彼
方
か
ら
吹
く
 風
の
 
「
 記
 

 
 

る
こ
と
と
「
虚
構
へ
の
意
志
」
と
の
間
の
緊
張
関
係
に
 
お
い
て
、
文
学
研
究
の
視
点
か
ら
、
あ
く
ま
で
「
詩
人
 
」
宮
沢
 賢
 

 
 

契
機
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て
筆
者
は
、
そ
の
 
同
 じ
 緊
張
関
係
に
お
い
て
、
宗
教
研
究
の
視
点
か
ら
宗
教
 
言
伍
輻
 
の
 担
 

の
 富
沢
賢
治
の
契
機
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
 
ら
 筆
者
の
視
角
か
ら
は
、
「
詩
人
」
Ⅱ
作
者
を
損
な
い
 か
れ
な
い
 

は
 、
ま
た
、
そ
の
虚
構
と
の
距
離
に
お
い
て
、
宗
教
旨
 語
へ
の
創
造
的
契
機
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
 
る
か
ら
で
 



治
 と
い
う
、
二
つ
の
 べ
 ク
ト
ル
の
狭
間
に
立
つ
存
在
と
 
し
て
賢
治
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
 

文
学
と
宗
教
と
の
狭
間
に
身
を
置
い
て
、
そ
の
不
可
能
 

と
も
思
え
る
統
合
を
思
い
描
い
た
宮
沢
賢
治
と
い
う
 

存
 在
は
 、
宗
教
研
究
 

し
て
の
関
心
か
ら
見
た
場
 
ム
ロ
 
、
は
た
し
て
大
沢
の
言
う
 「
詩
人
」
の
枠
組
み
に
収
ま
り
得
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
 

か
 。
大
沢
 は
 あ
く
ま
 

「
詩
人
」
と
し
て
の
宮
沢
賢
治
の
開
放
へ
と
向
か
っ
た
 

が
 、
わ
れ
わ
れ
に
は
別
の
方
向
つ
ま
り
、
宗
教
言
語
の
 

地
平
へ
の
、
賢
治
 テ
 

ス
ト
の
開
放
と
い
う
関
心
が
存
在
し
て
い
る
。
 

大
沢
の
言
 う
 「
語
り
の
オ
リ
ジ
ン
」
の
非
人
称
性
は
 

、
 彼
の
言
う
よ
う
な
逆
説
的
な
「
自
己
意
識
そ
の
も
の
 
の
 反
語
的
な
存
在
 

明
 」
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
と
同
時
に
、
非
人
称
的
 

な
 語
り
へ
と
、
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
を
近
づ
け
る
も
の
と
 

し
て
も
働
き
う
る
。
 

の
 意
味
に
お
い
て
、
作
者
の
消
失
・
不
在
と
は
、
そ
れ
 

を
 虚
構
か
ら
の
逸
脱
と
み
な
す
限
り
に
お
い
て
は
、
 

宗
 教
 言
語
へ
の
接
近
の
 

兆
 と
し
て
見
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
書
く
主
体
が
非
 

人
称
性
へ
と
接
近
す
る
こ
と
は
、
逆
に
、
普
遍
的
な
こ
 

と
 ば
と
し
て
、
テ
ク
 

ト
 の
こ
と
ぼ
を
開
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
 

ろ
う
か
。
作
品
の
語
り
手
の
背
後
に
、
「
 

風
 」
と
い
う
 起
源
を
見
出
す
こ
と
 

お
い
て
、
作
者
と
い
う
特
権
的
立
場
は
あ
る
種
の
「
 

死
 」
へ
と
直
面
す
る
。
つ
ま
り
は
、
「
風
か
ら
聴
い
た
」
 

と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
 

源
が
 、
作
品
を
語
る
主
体
を
匿
名
性
へ
と
、
共
同
性
へ
 

と
 解
体
さ
せ
て
い
く
可
能
性
で
あ
る
。
書
く
主
体
と
し
 

て
の
「
作
者
」
の
 
特
 

性
の
解
体
と
は
、
ま
た
、
宗
教
言
語
と
し
て
の
働
き
を
 

開
放
さ
せ
る
た
め
の
条
件
を
構
成
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
 

か
 。
こ
こ
で
筆
者
は
 

大
沢
 が
 「
虚
構
へ
の
意
思
」
と
し
て
読
み
取
っ
た
も
の
 

を
、
 逆
に
、
非
虚
構
へ
の
意
思
と
し
て
読
み
取
る
の
 
で
あ
る
。
そ
し
て
 筆
 者 、 権 起 に ス 子 こ 証 ク で と 

よ な 
う 立 ， 尽 

と 味 
す で 
る の 
の 「 
で 詩 
あ 人 
る 」 
  で 

つ め 
ま ろ 

リ ブ し 

@ ま と と 文 
学 寮 
と 教 

的 太 宗教 

と 間 
い で 

ぅ あ 
二 る 
つ こ 

の と 

領 と 

域 の 
の 狭 
狭 間 
間 @ こ 

で お 

引 い 
き て 
裂   
か 宮 
れ 沢 

た賢 （ 治 
ヵ )  と 

つ い 

そ う 

の 存 
統 在 

0 合 回 を 

願 能 
つ 性 
た な 
） 捉 
賢 え 

  

へ
 向
か
う
「
詩
人
」
と
い
う
、
文
学
研
究
の
方
向
か
ら
 
で
は
な
く
、
宗
教
研
究
の
方
向
か
ら
接
近
す
る
の
で
あ
 る
 0
 
む
し
ろ
、
近
代
的
 

 
  

 



宮沢賢治におけ     る 宗教言語の 

と 者 0 円 
で な し で の 
あ 調 か あ 理 
る 停 し る 解 

。 す な 。 は 
賢 る が 
治 こ ら 初 
の と 、 期 
白 で 筆 賢 
然 も 者 
へ な が 

め い こ 
治受 

容 

@@ 
姿 勢むで 。 こ お 
を し 向   

、 ろ か て 

逃 、 う   

のま 避と 宗教 @ 
自 

し 研   
て 究 そ 
読 に の 

然 詩人   
む お よ と 

こ むブ ラ し 

と る な て 
も 裾 裏 賢 

、 点 表 治 
ま か の が 

称 
たら三 通 、 項 揚 

さ 

Ⅱ上目ユ 力こ、 Ⅶ ， @ 川 u ： 取目耳印 泄 Ⅵ れ 
つ ほ の て 
て お ど き 

「 け ち た 
自 る ら     

然 「 か と 

詩 自 に と 

天 然 つ 」 」 
  対 

昭     的 
て 握 で 
称 し は 
揚 な な 

な関 

係 
さ お く を 
れ し   な 
た て ま し 

こ み た て 
と る 、   
に こ 両 る 

61 (683) 

可能性 

る
 。
 

賢
治
に
お
い
て
自
然
へ
向
か
う
姿
勢
を
読
み
取
る
の
は
 
、
賢
治
研
究
に
お
い
て
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
。
 
例
 え
ぼ
 山
内
 修
 は
そ
こ
 

に
 、
人
間
社
会
へ
の
違
和
に
端
を
発
す
る
自
然
へ
の
 
親
 和
を
読
み
取
る
。
山
内
は
、
人
間
世
界
に
お
け
る
関
係
 
性
の
違
和
が
、
賢
治
の
 

自
然
と
の
交
流
の
願
望
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
そ
 こ
で
山
内
は
賢
治
の
傾
向
を
自
然
へ
の
逃
避
と
し
て
 
見
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 山
 

右
に
お
い
て
筆
者
 

の
移
行
を
宗
教
舌
口
語
 

け
で
は
十
分
で
は
な
 

で
あ
る
。
筆
者
は
こ
 は

 、
非
人
称
性
へ
の
移
行
を
、
虚
構
と
し
て
の
文
筆
二
口
 
語
か
ら
の
距
離
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 
そ
 

 
 

へ
 向
け
た
可
能
性
と
し
て
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
 
し
な
が
ら
正
確
に
言
え
ば
、
虚
構
か
ら
の
距
離
を
舌
口
 
ぅ
 だ
 

い
 。
日
常
の
舌
口
語
使
用
や
科
学
の
言
語
使
用
も
ま
た
、
 

文
学
の
舌
口
語
か
ら
の
距
離
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
か
 ら
 

こ
で
、
虚
構
か
ら
の
逸
脱
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
 て
 、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
に
お
け
る
自
然
の
問
題
を
と
り
あ
 げ
 

四 

心
象
ス
ケ
ッ
チ
に
お
け
る
自
然
の
象
徴
性
 

は
 、
大
沢
が
一
方
通
行
の
移
行
と
し
て
捉
え
た
、
非
人
 称
 性
か
ら
人
称
性
へ
の
こ
の
運
動
を
、
往
還
運
動
と
し
 
て
再
 把
握
す
る
の
で
あ
 

る
 。
そ
こ
で
は
、
 詩
 と
し
て
死
ん
で
行
く
も
の
が
、
 逆
 説
 的
に
、
宗
教
 =
 
ニ
ロ
ま
帽
へ
の
可
能
性
を
開
い
て
ゆ
く
。
 



に
お
け
る
自
然
と
は
、
単
に
外
的
な
自
然
で
は
な
く
、
 
人
間
の
外
に
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
内
な
る
本
性
 
と
し
て
の
自
然
で
も
あ
 

る
 。
賢
治
に
と
っ
て
の
「
自
然
」
が
、
特
権
的
に
 ゐ
 
示
教
 的
 実
在
性
を
媒
介
す
る
根
拠
と
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
 
的
 自
然
観
に
も
と
め
ら
 

-
 
わ
 -
 

れ
る
。
す
で
に
梅
原
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
賢
治
 
の
 自
然
観
は
宗
教
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
も
 
の
な
の
で
あ
る
。
筆
者
 

は
こ
こ
で
、
自
然
を
「
象
徴
」
人
間
と
実
在
性
 と
 を
 媒
介
す
る
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
 る
の
で
あ
る
。
 

賢
治
に
お
い
て
童
話
と
し
て
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
が
「
 
偽
 で
も
 阪
 空
で
も
窃
盗
」
で
も
な
い
こ
と
を
保
証
し
て
い
 
た
の
は
、
心
象
ス
ケ
 

ソ
 チ
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
 野
 は
ち
ゃ
 鉄
道
路
線
や
ら
で
、
 
虹
 や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
 っ
 て
き
た
の
で
 

す
 。
 

ほ
ん
た
う
 に
、
か
し
わ
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
 り
で
通
り
か
か
つ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
 
、
ふ
る
 へ
な
 が
 

ら
 立
つ
た
り
し
ま
す
と
、
も
う
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
 
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
 
く
し
は
そ
の
と
ほ
 

り
 書
い
た
ま
で
で
す
。
 

ハ
 中
絶
…
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
 ち
ひ
 さ
な
も
の
が
た
り
の
 幾
 き
れ
か
が
、
お
し
ま
ひ
、
 

あ
な
た
の
す
き
 

と
は
つ
た
ほ
ん
 た
う
の
た
べ
も
の
に
な
る
こ
と
を
、
 ど
 ん
な
に
 ね
 が
ふ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
 

宅
 注
文
の
多
 い
 料
理
 唐
し
 序
 よ
り
）
 

「
お
は
な
し
」
が
「
林
や
野
は
 も
 や
鉄
道
路
線
や
ら
で
、
 

虹
 や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
」
も
の
で
あ
る
 
と
い
う
彼
の
告
白
か
 

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
 
こ
と
ば
」
と
は
、
自
然
に
よ
っ
て
贈
与
さ
れ
た
何
物
か
 
で
あ
る
。
心
象
ス
ケ
ッ
 

チ
 と
い
う
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
産
出
に
お
い
て
は
、
テ
ク
 
ス
ト
の
「
こ
と
ば
」
と
は
、
文
学
者
が
想
像
力
に
よ
っ
 て
 仮
構
す
る
も
の
で
あ
 

  

も
 、
そ
こ
に
は
人
間
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
「
 自
 然
 」
理
解
が
背
景
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
 
し
か
し
な
が
ら
、
賢
治
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轍
 

つ
ま
り
賢
治
に
お
け
る
自
然
は
、
人
間
と
実
在
性
 

と
を
仲
立
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
象
徴
的
な
も
 
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
 

  

-
 
花
 -
 

%
 
 
ら
を
開
示
す
る
。
象
徴
は
客
観
的
実
在
の
単
な
る
 写
し
な
の
で
は
な
い
。
象
徴
は
よ
り
深
い
、
よ
り
 
根
 本
 的
な
も
の
を
開
示
す
る
」
。
 

  

 
 

 
 

剛
は
人
間
と
実
在
性
と
を
仲
立
っ
。
「
世
界
は
 
、
功
 利
 的
か
つ
客
観
的
舌
口
語
に
お
い
て
で
は
な
く
、
象
徴
を
 通
し
て
語
る
、
あ
る
い
は
 自
 

 
 

 
  
 

宗教言語の可能性 

は た 
こ 存 く 

こ 在 し 
に の 」 

お 根 に 
け 瀬 頭 
る に に 
自 触 す 
然 れ る 

と て も 

は い の 
" る と 

宗 の 共 

教 学 でに あ あ 

者 る る 
Ⅱ .. 

  そ 
チ 
  

し 

て 

コ三 

  
風 
の 

ア 圭 ロ ミ 口 

    
デ 
が 

と 

        

守っ 

「ムり 

え @ し 

よ 

つ @ 
@ 

な 
    

  
思味 

の 
三五 口口 

り， し 

お 
  
が 

  
て 

重 
な 

象徴 る場 
的 

@ 

な 
お 

も 
  

の 
て 

と 

な 
る 

「八リ 

た 
  

象 し 

    

る
と
い
う
よ
り
は
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
な
の
 
で
あ
る
。
賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
自
然
が
語
り
 
出
す
と
 ぃ
 

人
間
の
代
理
と
し
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
語
り
出
す
こ
 
と
に
止
ま
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
自
然
の
な
す
象
徴
的
 
媒
介
が
 、
 

「
こ
と
 
は
 」
の
起
源
を
な
す
「
こ
と
ば
」
と
し
て
賢
治
 
に
 到
来
す
る
と
い
う
、
賢
治
独
自
の
直
観
的
理
解
が
存
 
在
し
て
い
 

前
述
の
非
人
称
性
の
間
頭
と
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
 
ト
の
 
「
こ
と
ば
」
が
自
然
の
語
る
「
こ
と
ば
」
と
の
 連
 続
 性
に
 

ら
れ
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
鹿
踊
 り
の
は
じ
ま
り
」
で
は
、
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
「
 
わ
 た
く
し
」
 

か
け
て
く
る
。
「
ざ
あ
ざ
あ
吹
い
て
 ゐ
た
 風
が
、
だ
ん
 だ
ん
人
の
こ
と
ば
に
き
こ
え
、
や
が
て
そ
れ
は
、
 
い
 ま
 北
上
の
山
 

原
 に
行
は
れ
て
ゐ
 た
 鹿
踊
り
の
、
ほ
ん
 た
ぅ
 の
精
神
を
 語
 」
る
の
で
あ
る
。
 

心
象
に
お
け
る
自
然
の
語
り
の
ス
ケ
ッ
チ
が
「
偽
で
も
 
低
空
で
も
窃
盗
」
で
も
な
い
こ
と
は
、
賢
治
に
お
け
る
 
自
然
が
 

「
ま
こ
と
」
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 物
語
っ
て
い
る
。
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
に
お
い
て
 凪
 が
語
る
 

 
 

り
の
「
ほ
ん
た
う
の
精
神
」
で
あ
り
根
源
的
な
実
在
性
 で
あ
る
。
 風
 と
い
う
自
然
の
語
り
は
、
ま
た
、
存
在
日
 ら
の
語
り
 

在
の
開
示
で
あ
る
。
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
に
お
い
 て
、
 風
の
「
こ
と
ば
」
を
聞
く
語
り
手
で
あ
る
「
わ
た
 
く
し
」
は
 ぅ

 こ
と
は
、
 

テ
ク
ス
ト
の
 

る
 。
 

お
い
て
捉
え
 

に
風
が
語
り
 

の
方
 や
、
野
 

、
 彼
の
言
 う
 

の
は
、
鹿
踊
 

で
あ
り
、
実
 

、
風
が
「
 わ
 



る
 。
賢
治
に
お
け
る
象
徴
と
し
て
の
自
然
は
、
実
在
と
 
人
間
と
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
存
在
構
造
 
を
 開
示
す
る
。
 

象
徴
と
し
て
の
自
然
が
な
す
こ
の
開
示
は
、
賢
治
の
心
 
象
 に
お
い
て
、
「
こ
と
ば
」
と
し
て
到
来
し
、
「
こ
と
ば
 」
と
し
て
ス
ケ
ッ
チ
 

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
世
界
の
根
底
に
 、
 彼
が
 法
華
経
と
し
て
把
握
し
て
い
た
実
在
性
を
見
て
い
た
こ
 
と
と
無
縁
で
は
無
い
よ
 

う
に
思
え
る
。
自
然
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
実
在
性
 き
 、
賢
治
は
「
こ
と
ば
」
と
し
て
聞
く
の
で
あ
る
。
 
こ
 
こ
に
は
賢
治
の
め
示
教
的
 

言
語
 観
 が
存
在
し
て
い
る
。
 

賢
治
の
こ
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
い
う
言
い
方
に
ほ
 
、
リ
 ア
か
 な
も
の
を
写
し
取
っ
た
と
い
う
含
意
が
存
在
し
て
 
い
る
。
そ
こ
に
は
、
 

リ
ア
ル
 な
 対
象
の
似
 姿
 と
し
て
写
し
取
ら
れ
た
と
い
う
 主
張
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
ケ
ッ
チ
は
 
似
 姿
 と
し
て
、
そ
れ
自
体
 

 
 

が
 象
徴
的
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
写
し
取
り
が
視
覚
的
 
な
 意
味
に
お
い
て
だ
け
で
ほ
な
く
、
聞
く
こ
と
に
お
い
 
て
 行
わ
れ
て
い
る
こ
と
 

 
 

は
 佳
日
に
値
す
る
。
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
は
、
「
こ
と
ば
」
 と
し
て
聞
い
た
自
然
の
象
徴
の
開
示
性
を
、
テ
ク
ス
 
ト
の
 
「
こ
と
ば
」
に
 与
 

え
よ
う
 と
し
た
試
み
で
あ
る
に
他
な
ら
な
い
。
「
あ
な
 た
の
す
き
と
 は
つ
た
 ほ
ん
 た
ぅ
 の
た
べ
も
の
に
な
る
こ
 と
を
、
ど
ん
な
に
 ね
 が
 

ふ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
賢
治
の
舌
口
業
 

は
 、
そ
こ
 へ
 向
け
た
賢
治
の
祈
り
で
あ
る
。
自
然
の
「
こ
と
ば
」
 
と
 テ
ク
ス
ト
の
「
こ
と
 

ば
 」
が
、
象
徴
的
な
開
示
性
に
お
い
て
す
な
わ
ち
 世
界
に
お
け
る
人
間
の
存
在
構
造
を
開
示
す
る
も
の
で
 
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
 

い
て
同
質
で
あ
る
こ
と
を
、
賢
治
は
「
心
象
ス
ケ
 ソ
 チ
」
に
お
い
て
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
 
自
 然
 に
お
け
る
実
在
性
の
 

開
示
が
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
実
在
性
の
開
示
を
保
証
 
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
賢
治
が
向
か
お
う
と
し
た
の
は
 
そ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
 

る
 。
筆
者
は
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
賢
治
に
お
け
る
 
宗
 教
 言
語
の
可
能
性
を
読
み
取
る
。
 

い
み
じ
く
も
リ
ク
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
「
こ
と
ば
」
 な
 し
に
は
、
象
徴
が
開
示
す
べ
き
実
在
性
は
閉
じ
ら
れ
 
た
ま
ま
な
の
で
は
な
 

ね
 だ
ろ
う
か
。
リ
ク
ー
ル
は
、
宗
教
的
象
徴
体
系
の
「
 
照
応
の
。
目
の
㏄
で
。
 

コ
 宙
の
 
コ
 の
の
の
の
 
ヨ
柵
理
 
」
と
 高
 妻
 m
 と
の
 関
 係
は
 つ
い
て
次
の
よ
う
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性
 へ
と
向
か
う
ひ
と
つ
の
道
で
あ
る
。
心
象
ス
ケ
ッ
チ
 そ
れ
自
体
が
、
賢
治
自
身
に
と
っ
て
 、
 閉
ざ
さ
れ
た
も
 の
を
開
こ
う
と
す
る
 試
 

み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
象
徴
に
隠
さ
れ
た
実
在
 性
を
 、
読
者
と
賢
治
と
の
両
方
に
媒
介
し
よ
う
と
す
る
 
「
こ
と
 は
 」
の
営
み
と
 

性
 

㍾
し
て
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
「
 こ と
ば
」
の
営
み
と
し
て
も
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
を
理
解
す
 
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

ぬ
 
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
諸
賢
治
に
お
け
る
文
学
と
宗
教
と
の
統
合
へ
の
 

試
 

 
 

 
 

 
 

鯛
 
か
に
、
虚
構
と
し
て
の
文
学
に
お
け
る
虚
構
性
の
 
否
定
と
は
、
明
ら
か
な
語
義
矛
盾
と
し
て
存
在
す
る
。
 
宗
教
と
文
学
と
の
統
合
が
 、
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㍾
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
開
城
 に お
い
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
 、
そ
の
よ
う
な
統
合
と
は
 不
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轍
 
可
能
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
 

ら
 、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
閉
じ
た
も
の
 
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
で
は
な
 

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
読
者
に
対
し
て
、
 テ
 

あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
 

く
は
宇
宙
に
根
を
張
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
 

一
雄
一
 

に
 
「
最
低
限
の
解
釈
学
」
が
必
要
で
あ
る
。
 

ク
ス
ト
の
こ
と
ば
を
通
し
て
自
然
の
象
徴
体
系
を
開
き
 
、
ま
た
実
在
を
媒
介
す
る
も
の
で
 

る
こ
と
を
賢
治
は
願
っ
て
い
た
。
実
在
性
を
人
間
に
 媒
 介
す
る
象
徴
体
系
は
、
自
然
も
し
 

の
 象
徴
を
開
く
舌
口
語
に
お
い
て
分
節
す
る
た
 め Ⅰ
仁
は
、
リ
ク
ー
ル
も
舌
口
う
よ
う
 

 
 

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
を
書
く
こ
と
も
 、
ま
た
、
象
徴
が
媒
介
す
る
実
在
 

に
 述
べ
て
い
る
。
 

つ
ま
り
、
こ
の
照
応
の
論
理
が
自
ら
を
あ
ら
わ
に
す
る
 
の
は
、
常
に
言
説
に
お
い
て
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
 も
 し
 神
話
が
 

と
が
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
を
物
語
ら
な
い
と
し
た
ら
 
、
ま
た
、
も
し
そ
の
経
緯
を
再
演
す
る
儀
礼
が
無
か
 

っ
 た
と
す
 

一
 
㌘
 -
 

ぼ
、
 聖
な
る
も
の
の
世
界
は
顕
現
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
 
る
 。
 

心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
の
賢
治
テ
ク
ス
ト
が
目
指
す
の
 
も
 、
そ
の
よ
う
な
象
徴
体
系
に
結
び
つ
い
た
「
こ
と
ば
 
」
の
ひ
と
つ
 も

の
ご
 

る
な
ら
 

と
な
る
 



@
@
 

-
l
@
 
 
賢
治
の
生
前
に
お
い
て
彼
の
作
品
を
評
価
し
て
い
た
の
は
 、
草
野
心
平
ら
を
は
じ
め
と
し
た
、
ご
く
わ
ず
か
な
人
間
の
み
 で
あ
っ
た
。
草
野
の
賢
治
 

へ
の
高
い
評
価
は
、
一
九
三
一
年
七
月
の
「
詩
神
」
に
掲
載
さ
れ
 
た
 「
宮
沢
賢
治
論
」
三
文
芸
読
本
宮
澤
賢
治
 目
 河
田
書
房
新
社
 
一
九
七
七
年
に
 

収
録
 -
 に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
 
2
 ）
校
本
全
集
以
前
に
お
け
る
賢
治
研
究
 史
 ・
受
容
 更
に
 つ
い
 て
は
、
高
田
 務
 
「
研
究
 
史
 」
 -
 
佐
藤
泰
正
編
「
別
冊
国
文
里
宮
 
沢
 賢
治
必
携
」
 阜
燈
社
 、
 

一
九
八
 
0
 年
 一
を
参
 昭
 。
高
日
は
こ
こ
で
、
賢
治
死
後
に
お
け
る
 初
期
の
賢
治
受
容
が
賢
治
の
聖
人
化
の
流
れ
に
お
い
て
で
あ
る
 @
 
」
と
を
指
摘
し
て
い
 

る
 。
高
日
と
同
様
に
筆
者
の
視
点
に
お
い
て
も
、
初
期
に
お
け
る
 
こ
の
よ
う
な
「
賢
治
聖
化
」
の
傾
向
は
 、
 必
ず
し
も
作
品
理
解
 に
 貢
献
し
た
訳
で
は
 

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
、
作
品
が
読
ま
れ
る
文
脈
の
構
 
築
 と
い
う
角
度
か
ら
は
興
味
深
い
問
題
が
存
在
す
る
。
最
初
期
 の
 「
聖
人
」
と
し
て
 

 
 

の
 賢
治
受
容
と
は
、
い
わ
ば
賢
治
テ
ク
ス
ト
が
読
ま
れ
 ぅ
 る
ひ
と
 つ
の
文
脈
の
発
見
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

一
 
3
 一
以
下
で
引
用
す
る
宮
沢
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
は
 、
 特
に
注
記
 し
な
い
場
合
は
目
新
）
校
本
宮
澤
賢
治
全
姿
筑
摩
書
房
、
 

一
 九
九
五
 @
 
一
九
九
九
年
 

い
 。
賢
治
は
 、
 死
の
直
前
に
至
る
ま
で
、
彼
の
テ
ク
ス
 ト
に
推
 鼓
の
筆
を
加
え
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
 は
 、
一
度
は
出
版
さ
れ
 

6
 6

 
 
 

て
い
る
「
 春
と
 修
羅
」
に
さ
え
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
 。
筆
者
が
把
握
す
る
宗
教
言
語
の
可
能
性
と
は
、
賢
治
 
に
お
け
る
文
学
と
宗
教
 

 
 
 
 

 
 

と
の
統
合
 ヘ
 向
け
た
運
動
に
お
い
て
存
在
す
る
。
 

テ
ク
ス
ト
が
関
城
を
な
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
態
 は
、
 
書
く
 側
 と
し
て
の
賢
治
に
お
い
て
と
同
様
に
 、
ま
 た
 、
読
者
の
側
に
も
 

存
在
し
て
い
る
。
読
者
も
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
 
と
い
う
運
動
の
渦
中
に
存
在
す
る
。
読
者
に
お
い
て
も
 、
テ
ク
ス
ト
は
開
か
れ
 

た
 可
能
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
賢
治
 自
 身
に
お
い
て
の
み
、
書
く
こ
と
の
宗
教
的
意
義
が
存
在
 
し
た
訳
で
は
な
い
。
 

賢
 

治
 が
思
い
な
し
た
宗
教
と
文
学
と
の
統
合
と
は
、
読
者
 
の
側
に
開
か
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
 
て
そ
れ
は
、
読
者
が
賢
 

治
 と
同
様
に
、
文
学
と
宗
教
と
の
狭
間
に
お
い
て
 
テ
ク
 ス
ト
を
読
む
こ
と
の
要
請
で
も
あ
る
。
筆
者
が
主
張
す
 
る
 賢
治
テ
ク
ス
ト
に
お
 

け
る
宗
教
舌
口
語
の
可
能
性
と
は
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
 
場
所
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
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あ
て
 -
 と
 述
べ
、
ま
た
、
晩
年
に
お
け
る
詩
稿
に
お
い
て
彼
の
宗
 
教
的
 宇
宙
観
を
次
の
よ
う
に
も
語
っ
て
い
る
。
「
わ
れ
死
し
て
 

真
 空
 に
帰
す
る
や
Ⅰ
 

ふ
た
ト
び
 
わ
れ
と
感
ず
る
や
Ⅰ
と
も
に
そ
こ
に
あ
る
の
は
一
の
 
法
則
の
み
Ⅰ
そ
の
本
源
の
法
を
妙
法
蓮
華
経
と
名
づ
く
と
い
 へ
り
」
 -
 
「
庚
申
」
 
-
 。
㏄
 

賢
治
は
世
界
の
、
そ
し
て
自
然
の
根
底
に
、
そ
の
よ
う
な
「
 
ま
 @
 
」
と
の
こ
と
は
」
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
根
源
と
し
て
の
法
華
経
を
「
 

聞
く
」
の
で
あ
る
。
 

洲
 

 
 

-
 
ト
 @
 
 書
簡
 三
 一
四
 a
 、
一
九
二
五
（
大
正
十
四
 -
 年
 十
二
月
二
 0
 日
 、
岩
波
茂
雄
あ
て
。
こ
の
書
簡
は
岩
波
書
店
の
岩
波
茂
雄
 に 対
し
て
、
「
 春
と
 修
羅
」
 

の
 在
庫
を
、
岩
波
書
店
の
学
術
書
と
交
換
し
て
も
ら
う
た
め
に
 
出
 さ
れ
て
い
る
。
 

-
 じ
 
詩
法
メ
モ
八
ぃ
「
東
北
砕
石
工
場
花
巻
出
張
所
」
用
筆
裏
し
 

 
 

-
 と
 
入
沢
康
夫
「
賢
治
と
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
 

-
 佐
藤
泰
正
編
「
 別
冊
国
文
筆
宮
沢
賢
治
必
携
」
 
軍
燈
社
 、
一
九
八
 0
 年
 -
 、
一
セ
 頁
 。
 

花
 ）
梅
原
 猛
 
「
梅
原
 猛
 著
作
集
 4
 
 地
獄
の
思
想
」
集
英
社
、
 

一
九
八
一
年
、
一
八
四
頁
。
 

わ
 @
 
 大
沢
 退
 二
郎
「
宮
沢
賢
治
の
彼
方
へ
増
補
改
訂
版
 ヒ
思
 潮
 社
、
一
九
七
 
セ
年
 、
一
二
頁
。
 

茄
 @
 
 末
派
天
宮
沢
賢
治
）
論
 目
 筑
摩
書
房
、
一
九
 
セ
 六
年
、
一
 
二
頁
。
 

@
-
 

前
掲
 書
 、
一
 セ
頁
 。
 

@
@
 
 同
参
照
。
 

-
 ど
 
前
掲
 書
 、
一
八
頁
。
 

宏
 -
 
山
内
、
前
掲
 書
 、
六
セ
 ー
 六
八
頁
参
照
。
 

/
L
 

巴
 
梅
原
、
前
掲
 書
 、
一
八
一
 ｜
 
一
八
三
頁
参
照
。
梅
原
は
こ
 
こ
で
、
賢
治
の
自
然
 
観
 
・
生
命
観
を
法
華
経
思
想
と
の
関
連
に
 

お
い
て
把
握
し
て
い
る
。
 

稿
お
 -
 
ヲ
目
 
「
 
n
n
n
p
n
 

ツ
 
田
印
 P
-
.
 
ヲ
 （
 
痒
す
 0
 宙
 0
-
O
m
 

ぢ
ロ
 
p
-
H
 
一
 
@
 
の
 コ
の
 

Ⅱ
 
「
 F
m
O
 
コ
 %
 
プ
 の
の
目
口
口
 

ゼ
 0
 ト
刃
匹
 @
 
旧
 0
 ㌍
の
の
 
ゼ
ヨ
ヴ
 
0
 打
ヨ
 -
,
@
 

邑
わ
ギ
ぬ
 出
汁
ぎ
心
 叉
巧
 色
心
～
 
っ
お
の
 

@
 め
の
 
め
 
建
め
 

ぎ
奏
 ～ お o
d
o
 

～
ら
 

め
 ）
 -
 色
 ・
 ヴ
ペ
軍
 「
 
い
 の
 し
 ロ
目
 
ゅ
音
ぃ
 コ
色
）
 
0
 の
の
 
吝
崖
 
本
ざ
 ぃ
幅
い
毛
 
u
 （
の
す
 
げ
ぃ
 
㏄
 0
.
 
ゴ
 二
の
 C
 コ
ぎ
の
「
 

れ
 （
 
セ
 o
h
 
の
 ア
 ぽ
い
㏄
 
0
 巾
 Ⅱ
 
の
 
の
の
 
-
 ト
 の
り
 
9
 ）
 -
 口
口
・
の
Ⅱ
 

1
 

窩
 ・
岸
本
英
夫
監
 訳
 
「
宗
教
学
入
門
ヒ
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
 

六
二
年
、
一
三
五
頁
。
 

一
 
㍗
 -
 
力
 は
 O
e
u
 

ぺ
，
 
ト
お
守
も
 
さ
ぎ
臣
 0
 お
パ
臣
 S
 ぜ
 @
 も
汁
 9
Q
 
悪
 あ
め
 a
 お
 ㌔
 艶
も
～
ま
め
 隈
寒
 n
Q
x
 
～
 
ミ
め
田
 。
二
毛
目
 臼
 円
安
 毬
の
ゴ
 q
@
 
の
曲
り
 
コ
 C
 コ
 @
 
づ
の
 
Ⅰ
の
 
撰
せ
 ㌧
Ⅱ
。
㏄
夕
日
の
㍉
の
 

-
,
 

っ
 ・
⑬
・
牧
内
勝
訴
「
解
釈
の
理
論
 

｜
 高辻
 と
 意
味
の
余
剰
も
 
ヨ
ル
ダ
ン
 社
 、
一
九
九
三
年
、
一
一
一
頁
。
 

-
n
 

色
 
（
 
荘
 P
.
 ロ
 ・
③
・
前
掲
訳
書
、
一
一
二
頁
。
 



想
 家
と
さ
れ
る
ロ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
 
フ
 ジ
ャ
ム
 
二
 二
一
 

0
 八
｜
 一
二
天
竺
の
著
作
 
菩
 ロ
業
と
意
味
の
宝
蔵
「
（
の
 
オ
 （
 
的
卸
 0
 コ
 ユ
コ
も
 
0
 の
 ゴ
 の
 ぶ
 

一
 
l
-
 

ヨ
鮭
 。
 臼
ヒ
に
 見
ら
れ
る
記
述
を
も
と
に
、
そ
こ
に
 説
 か
れ
る
現
象
顕
現
 説
は
 つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
 。
チ
ベ
ッ
ト
学
に
お
け
 

る
 吉
留
光
源
研
究
は
未
だ
初
歩
的
な
段
階
に
留
ま
っ
て
 
お
り
、
ま
た
ロ
ン
チ
ェ
ン
 
，
 ラ
 フ
 ジ
ャ
ム
の
典
籍
に
焦
 点
を
絞
っ
た
学
術
的
研
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本 
稿     
ま @ キ箱 大 「 無れ 小論 

、チ はじ l ワ言 「突入 克つとま 明 、 に 考要 文   
V 意の発にれる の べット に 味基 約 2 がも 本 

仏 古 の 盤 なる「の 稿 

教 
古 
密 

兄派 

の中 

l 口 @ 
教 
義 
で 

あ の る 現 

る大 

先覚 

教 
義 
  

パ隼い 

  
のの 

  
  
  
す 
  
  在 
  
    

ひ @ し 

つ 
  

津 

て 
曲 

同 
派 
の 

代 
表 
  

的 
居 、 を中 ムの典 面 稿は 、 基 」が 三つの 理解さ 

大
発
覚
教
義
に
お
け
る
現
象
顕
現
 説
 



蜜
 自
棄
と
意
味
の
宝
蔵
」
に
見
ら
れ
る
大
 究
責
 教
義
は
 、
 「
 
基
 ・
 道
 ・
 果
 」
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
記
述
さ
れ
 て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 

う
ち
、
「
 基
 
F
N
 ア
ロ
 
」
は
、
「
原
基
 ロ
 守
の
手
。
⑧
 す
い
プ
 
三
と
 呼
ば
れ
る
超
越
的
存
在
位
相
に
関
す
る
 教
説
を
 中
心
に
し
た
も
の
で
あ
 

る
 。
ま
た
「
 道
 
「
 
守
ヨ
ヒ
 は
、
こ
う
し
た
真
理
と
し
て
 の
 
「
原
基
」
を
悟
る
た
め
の
方
法
論
・
成
就
 法
 を
述
 べ
た
も
の
で
あ
り
、
 主
 

に
 「
緩
や
か
な
解
放
 寅
耳
 の
隅
斗
。
 色
 」
、
「
超
越
ロ
日
 
0
 山
お
 主
 」
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
成
就
 法
 に
関
す
る
 記
 述
を
中
心
と
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
実
践
を
通
し
て
得
ら
れ
る
 
「
悟
り
」
の
結
果
が
「
 果
 
「
 
、
待
り
四
 
」
と
し
て
記
述
さ
 れ
る
。
こ
の
う
ち
、
 現
 

象
 顕
現
 説
 に
関
す
る
記
述
は
、
「
 基
 」
お
よ
び
「
 果
 」
に
 集
中
し
て
見
ら
れ
る
。
 

賓
 口
薬
と
意
味
の
宝
蔵
 ヒ
 に
お
け
る
現
象
顕
現
 説
は
、
伝
 統
 的
な
仏
教
用
語
を
用
い
な
が
ら
も
、
独
自
の
意
味
 
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
 

る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
幾
つ
か
の
語
に
つ
い
て
ほ
未
だ
 そ
の
正
確
な
意
味
が
不
明
な
も
の
も
あ
る
が
、
以
下
、
 
専
ら
 
ヨ
 ロ
薬
と
意
味
の
 

宝
蔵
」
の
記
述
に
依
り
な
が
ら
、
大
 究
責
 教
義
に
お
け
 る
 現
象
顕
現
 説
は
 つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 

一
 
「
原
基
」
と
そ
の
 
三
 側
面
 

大
 究
寛
 教
義
で
は
、
「
原
基
 ロ
 ぞ
の
 目
 。
 し
怒
邑
 」
と
 呼
ば
れ
る
超
越
的
位
相
が
、
そ
の
教
理
の
中
心
と
な
っ
 
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

あ
ら
ゆ
る
相
対
を
離
れ
た
「
真
理
」
と
さ
れ
る
も
の
で
 
あ
り
、
ま
た
現
象
諸
法
の
初
涼
と
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
 
る
 。
 

原
基
は
、
「
原
初
の
智
目
の
約
の
出
」
、
「
菩
提
心
 
F
 ぜ
 ㏄
 
コ
ゆ
 の
ゴ
ロ
ヴ
の
の
日
色
」
、
「
法
性
 

ロ
 r
o
 
の
 コ
ざ
三
 」
、
「
、
心
性
 

㌃
の
 
う
 の
 コ
せ
乙
口
 

」
と
 

る 舌 先 
。 密 も     

め て 
ィ代 少 衰 な 

的 ぬ 百冊 いと O 

喜三 の っ 

- し 

っ た 

  
  

  
  

  
る ，点 
も を 
の 当 
で て あ 

(692)@ 70 



大空 寛 教義におけ 

的 い と 

居 、 ぅ あ 
考 辺 ろ 

か 際 。 
ら を 原 
の 越 基 
離 え が 

たもの 脱 「言説 とい 

と 

思考 ぅ側 甲 。 宙 

面 を完 日色 

を寸 示さ． 全に 

    
は 目 も 

原 戎 の 
基 で 一 

s@-   
め れ す 

起 越 るお 。   仁ム 

  
コ㌧。 」 0 「 有 原基 

で の ご 

であ 認識論 も「 無 
」上 り、 

  
い ， 性 「 有 
う 概 無 
側 念 と 

71@ (693) 

る 現象顕現 説 

虚
無
と
い
う
辺
際
を
越
え
て
お
り
、
明
澄
な
 
光
 
（
 
と
し
 て
 顕
れ
る
の
）
で
あ
る
。
（
原
基
 巴
 
清
浄
な
空
の
法
 性
 で
あ
り
、
原
初
 

の
 仏
陀
の
本
性
で
あ
り
、
不
動
な
る
法
身
の
御
 
心
 で
あ
 り
 、
輪
廻
・
 浬
磐
 、
 い
 か
な
る
と
こ
ろ
に
も
成
立
せ
ず
 、
原
初
か
ら
虚
空
 

の
 如
く
住
す
る
、
本
来
空
の
偉
大
な
る
自
生
の
原
初
の
 
皆
 で
あ
る
。
昌
言
葉
と
意
味
の
宝
蔵
 
-
 
以
下
、
 里
 し
コ
の
の
・
の
 

｜
 
Ⅱ
㏄
の
・
㏄
 

ご
 

い
っ
た
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
は
異
な
る
 

意
味
を
持
つ
場
合
も
あ
る
が
、
 
ヨ
 二
ロ
 

葉
 と
意
味
の
宝
蔵
 」
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
 

同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
基
は
「
（
 

始
ま
 り
の
な
い
原
初
か
ら
）
生
じ
た
こ
と
と
て
な
く
 
ア
接
ら
 
年
ヨ
 0
%
 」
、
「
原
初
か
ら
 

清
浄
房
㏄
 守
忙
 」
 な
 境
地
と
し
て
、
ま
た
「
局
所
性
 
や
偏
り
が
無
く
目
 ゼ
 0
 
蛾
の
～
の
 

ヨ
色
つ
 と
」
、
「
坦
々
 

と
し
 た
 広
が
り
ず
す
と
 サ
巴
 」
 

な
ど
、
様
々
な
表
現
を
も
っ
て
叙
述
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
 

は
い
ず
れ
も
、
原
基
の
「
大
い
な
る
完
全
性
「
 

邑
 N
o
m
 

の
罵
 住
 め
コ
ロ
 
0
 」
」
を
 
表
 

現
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
原
基
そ
の
も
の
が
「
 

大
 究
責
 」
と
呼
ぼ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
 

ヨ
 言
葉
と
意
味
の
宝
蔵
」
で
は
、
こ
う
し
た
原
基
の
も
 

万
 金
性
が
 、
 二
つ
の
側
面
、
即
ち
存
在
論
的
側
面
と
認
識
 
論
 的
側
面
か
ら
叙
述
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
真
理
」
と
し
て
の
原
基
が
 

、
 そ
の
存
在
論
上
・
認
識
論
上
の
双
方
に
お
い
て
「
 
超
 越
的
 」
な
も
の
で
あ
る
 

と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
繰
り
返
し
 

強
調
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
 

言
 わ
れ
る
。
 

原
初
か
ら
清
浄
な
原
基
は
、
言
説
と
思
考
を
完
全
に
超
 

越
し
た
も
の
で
あ
り
、
 
有
 ・
 無
 と
い
う
辺
際
を
越
え
 た
も
の
で
あ
る
。
 

（
原
基
は
、
そ
の
）
「
本
質
」
が
、
原
初
か
ら
清
浄
で
あ
 

る
の
で
、
常
住
存
在
と
い
う
辺
際
を
離
れ
た
も
の
で
 
あ
り
、
事
物
と
 

（
そ
の
）
 
棺
 と
い
う
法
の
も
と
に
成
立
し
な
い
。
（
ま
た
 

原
基
は
、
そ
の
）
「
本
性
」
が
、
あ
る
が
ま
ま
で
完
成
 

し
て
い
る
の
で
、
 



ま
た
こ
こ
で
は
、
原
基
の
存
在
論
上
の
超
越
性
が
 、
そ
 の
 
「
本
質
 
日
 ㏄
。
 す
 0
 」
」
、
「
本
性
 T
p
 コ
 ㏄
 鮪
ま
三
 」
と
 呼
ば
れ
る
観
点
か
ら
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
 在
 目
さ
れ
る
。
「
本
質
」
と
 
は
 、
「
真
理
」
と
し
て
の
原
基
の
「
あ
り
よ
う
」
を
示
す
 も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
 

で
は
ま
ず
、
原
基
の
「
本
質
」
が
「
原
初
か
ら
清
浄
「
 ニ
コ
笘
の
巨
が
的
で
と
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
を
 

理
由
と
し
て
、
原
基
が
 

「
常
住
存
在
と
い
う
辺
際
か
ら
離
れ
 F
 。
 住
廣
 （
（
 
簿
幅
で
 
。
Ⅰ
 ョ
 （
 
ぎ
 ・
 叶
細
 甲
乙
」
、
「
事
物
と
（
そ
の
）
 
相
と
 
い
う
法
の
も
と
に
成
立
 

し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
原
初
か
ら
清
浄
 
」
と
い
う
語
が
、
原
基
の
「
 有
 
（
 
性
 ）
」
の
否
定
根
拠
 
と
な
る
こ
と
を
示
す
も
 

の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
原
基
の
「
 有
 
（
 
性
 ）
」
 
が
 否
定
さ
れ
る
一
方
で
、
原
基
の
「
本
性
」
が
 、
 「
 
あ
 る
が
ま
ま
で
完
成
し
て
 

-
3
-
 

い
る
 
弓
 目
的
 臣
 の
 窩
 手
口
 巴
 」
が
ゆ
え
に
、
「
虚
無
 
と
 い
う
辺
際
を
越
え
て
 
5
 あ
 隼
 君
の
 オ
い
 
巨
石
 ぶ
日
 （
 
オ
 p
 。
 田の
、
卸
ゅ
凸
 
」
い
る
と
さ
 

ね
 、
そ
の
「
 無
 
（
 
性
 ）
 ゴ
 5 口
口
 巴
 」
も
ま
た
否
定
さ
れ
 る
 。
 

ま
た
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
原
基
の
「
本
性
」
と
は
、
 

原
基
が
「
明
澄
な
 光
 
「
 
-
0
 
由
 浮
生
」
と
し
て
、
「
 自
 ら
ロ
 （
㏄
二
色
の
容
貌
 

一
 
4
 一
 

日
ぎ
 邑
を
顕
し
続
け
て
い
る
 
F
 洋
邑
」
と
い
う
 側
 面
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
基
が
「
物
質
的
な
 
大
き
さ
 
T
 宙
 。
の
で
と
」
 

を
 持
た
な
い
「
明
澄
な
 光
 」
と
し
て
絶
え
ず
顕
れ
て
い
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
引
用
に
み
ら
れ
た
、
 
原
 其
 は
「
本
性
が
、
あ
る
 

が
ま
ま
で
完
成
し
て
い
る
の
で
、
虚
無
と
い
う
辺
際
を
 
越
え
て
お
り
、
明
澄
な
 光
 
（
と
し
て
顕
れ
る
の
）
で
あ
 
る
 」
と
い
う
の
は
、
 
原
 

基
の
本
性
 ｜
す
 な
む
ち
「
自
ら
の
容
貌
を
顕
し
続
け
 て
い
る
」
と
い
う
側
面
が
、
本
来
清
浄
な
原
基
の
 自
発
的
顕
現
で
あ
る
が
 

故
に
「
あ
る
が
ま
ま
で
完
成
」
し
て
お
り
、
ま
た
、
 
そ
 れ
が
「
明
澄
な
 光
 」
と
し
て
顕
れ
る
が
故
に
、
「
虚
無
 と
い
う
辺
際
を
越
え
て
」
 

い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

「
本
質
」
「
本
性
」
と
い
う
こ
れ
ら
二
 

つ
の
 語
は
、
 

一
 
5
@
 
 「
 
菩
怒
 

悲
 
「
ま
 E
 ち
 
㍉
 正
 」
と
い
う
語
と
合
わ
せ
て
、
原
基
の
 
三
つ
の
側
面
を
意
味
 

  

面
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

2
 7

 



大先覚教義にお 

ま 

た 

"""  一       

口業   宙亦 と 

意 基 
味 と 
の : 

蕎 夏   
で 
ま @ 

    

れ 
ら 

原 
基 
の       
１ % 
面 
が 

仏 
陀 
の       
つ 

の身 

体 
        

身 ） 

c 

当 

て嵌 

め 
て 
説 

明 
さ 

れ 
て 

73@ (695) 

す
る
。
 

「
自
生
続
目
銭
 ゅ
ま
銭
ゅ
 色
お
 モ
ヨ
 」
に
よ
れ
ば
、
「
 原
初
か
ら
完
全
に
清
浄
な
原
基
は
、
本
質
、
本
性
、
 
慈
 悲
 の
 三
 と
し
て
 住
 

し
て
い
る
。
（
原
基
の
）
本
質
 は
 、
途
切
れ
る
こ
と
な
 く
 明
澄
な
不
動
な
る
原
初
の
智
で
あ
り
、
童
子
 
瓶
夏
 の
 真
如
と
い
わ
れ
る
 

も
の
で
あ
る
。
（
原
基
の
）
本
性
は
、
途
切
れ
る
こ
と
 の
な
い
五
色
の
元
の
顕
れ
で
あ
る
。
（
原
基
の
）
慈
悲
の
 顕
れ
は
、
雲
の
な
 

い
 
（
 
虚
 ）
空
に
 楡
 え
ら
れ
る
」
と
あ
る
。
目
口
 め
 
0
 
ま
 み
  
 

と
 言
わ
れ
る
。
原
基
が
「
本
質
、
本
性
、
慈
悲
の
三
 
と
 し
て
住
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
原
基
の
「
本
質
」
が
「
 
途
切
れ
る
こ
と
な
く
 明
 

澄
 む
 不
動
な
る
原
初
の
智
 
ヲ
 （
 -
 
橿
目
汀
 Ⅰ
 潟
紳
 の
の
 
ョ
 u
 。
 
お
 隅
で
 ギ
隅
凹
ヴ
と
 」
、
「
本
性
」
が
「
途
切
れ
る
 
こ
と
の
な
い
五
色
の
光
 

の
 顕
れ
 
口
 0
 宙
ぎ
拳
ぶ
簿
 曲
コ
㏄
 
ヴ
 が
日
が
㎡
 ゅ
む
 
㊦
 口
生
 」
、
 「
慈
悲
の
顕
れ
」
が
「
雲
の
な
い
（
 虚
 ）
空
に
 喰
 え
ら
 

れ
る
日
で
の
Ⅱ
 

目
ピ
 

い
の
 
叉
ぎ
 

ョ
色
忍
ぶ
日
日
日
 ォ
ぎ
 ニ
鼠
 す
三
 」
と
さ
れ
て
い
る
。
 こ
れ
ら
の
う
ち
「
本
質
」
、
「
本
性
」
は
、
原
基
の
二
 
側
面
、
す
な
 ね
 ち
、
「
 
真
 

理
 」
と
し
て
の
原
基
の
「
あ
り
よ
う
（
本
質
こ
と
「
 
明
澄
な
光
と
し
て
自
発
的
に
顕
れ
る
（
本
性
）
」
を
 、
先
 の
引
 m
 と
は
別
の
表
現
 

で
 述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
 

-
6
 
一
 

説
 
原
基
の
三
側
面
の
う
ち
、
「
慈
悲
（
の
顕
れ
）
」
：
 

は
 、
原
基
か
ら
現
象
諸
法
が
「
の
 ほ
ろ
 」
と
い
う
側
面
 を
 示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

蝸
 
原
基
か
ら
「
の
 ほ
ろ
 」
顕
現
「
原
基
の
顕
れ
 
紅
 い
 日
当
目
色
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
「
雲
の
な
い
 
（
 
虚
 ）
 空
 」
の
如
く
あ
ら
ゆ
 

ぬ
る
空
間
に
「
遍
満
目
 目
 ォ
下
 
セ
ゅ
三
 
」
し
て
い
る
 
と
い
う
側
面
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 



原
基
の
本
質
・
本
性
・
慈
悲
の
二
一
側
面
を
、
法
身
・
 

報
 身
 ・
化
身
と
し
て
説
く
も
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
仏
身
・
三
身
が
「
（
 仏
 ）
身
の
本
質
㌃
マ
目
 ぷ
月
 。
 ヴ
 0
 」
」
「
（
 
仏
 ）
身
の
定
義
「
の
オ
口
 ぶ
ヨ
 （
の
 

ア
 が
 
コ
コ
 色
色
」
「
（
 仏
 ）
身
の
 

様
態
「
終
コ
 ボ
 す
 %
E
 偶
 （
の
 
ヨ
三
 」
、
「
（
 
仏
 ）
国
土
マ
 日
 コ
的
ォ
ォ
 
リ
 ヨ
匹
 」
、
「
所
化
 F
 四
三
町
と
」
「
作
用
 

F
 ゼ
の
口
 
正
二
」
と
い
う
六
点
 か
 

ら
 説
か
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
「
（
 仏
 ）
身
の
本
質
」
に
 つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
 

（
 
仏
 ）
身
の
本
質
は
、
仏
陀
の
様
々
な
功
徳
の
身
、
 
或
 い
は
墓
所
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
法
身
の
本
質
は
 
、
思
 考
 ，
言
説
を
離
れ
 

て
お
り
、
原
初
か
ら
完
全
に
清
浄
で
あ
る
。
報
身
の
本
 質
は
 、
思
考
範
囲
を
越
え
て
、
自
ず
か
ら
完
全
に
成
就
 
し
て
い
る
。
化
身
 

0
 本
質
は
 、
 （
原
基
の
）
慈
悲
が
の
 
ぼ
 る
と
い
う
側
面
 か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
教
化
す
る
た
め
に
至
る
所
 

に
 生
じ
る
。
ロ
口
 

ト
ト
 
の
㏄
・
㏄
 

l
 ト
 
U
 

こ
こ
で
は
ま
ず
、
仏
身
の
「
本
質
」
が
、
「
仏
陀
の
様
 々
 な
 功
徳
の
身
、
或
い
は
墓
所
と
な
る
も
の
 
ア
ゅ
コ
幅
 
s
r
 ㎎
 せ
 ㏄
の
 
村
 さ
せ
 0
 目
 占
い
 
臣
 

Ⅱ
臣
が
 

日
 ㏄
 ガ
ゼ
 
@
 田
 
/
 の
ひ
 
㏄
 
日
ユ
の
コ
む
い
 
十
目
「
の
ゼ
 

ロ
 Ⅱ
で
 
9
 口
」
と
さ
 れ
た
後
、
法
身
の
本
質
は
、
「
思
考
・
言
説
を
離
れ
て
お
 り
 、
原
初
か
ら
完
全
に
 

清
浄
」
で
あ
り
、
報
身
の
本
質
は
、
「
思
考
の
範
囲
を
 超
え
て
、
自
ず
か
ら
完
全
に
成
就
し
て
い
る
」
、
化
身
 の
 
「
本
質
」
は
「
（
原
基
 

の
 ）
慈
悲
が
の
 ぼ
 る
と
い
う
側
面
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
 
も
の
を
教
化
す
る
た
め
に
至
る
所
に
生
じ
る
「
（
 
オ
亡
 
㎎
 の
 コ
の
、
 
n
 プ
曲
 
Ⅰ
㏄
 ぃ
 
ヰ
目
の
 
ぃ
日
 Ⅰ
 

の
 
ア
リ
ニ
の
的
 
リ
コ
 
㏄
 団
 ㏄
が
 
コ
 の
，
 
隼
 三
山
月
。
 
サ
キ
由
む
 

㎎
 す
と
 」
と
 さ
れ
る
。
 

ま
た
、
「
仏
身
の
定
義
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
 い
わ
れ
る
。
 

ま
た
、
定
義
に
つ
い
て
も
（
同
様
で
あ
る
が
）
 、
 （
 
仏
 息
め
 ）
一
般
的
な
定
義
と
は
、
究
極
な
る
二
つ
の
清
浄
 
性
を
備
え
た
墓
所
 

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
陀
の
身
と
し
て
住
す
る
も
の
 
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
個
々
の
仏
陀
の
定
義
 
は
 、
「
完
全
な
る
 獅
 

  

  
る 

    
れ 
了ネ l@@ @ 

修 

，一 丁丁 

の 

結果 

  
「 果 
口 
卸 Ⅰ 

が い 

ヴ 
    
    

と 

し 

て 

ノ イ 一 丁 

者 

に村 

与 
さ 

れ 
る 

功 
徳 

に関 

す 
る 

" - 口 - - 己 

述巳 

に兄 

ら 

れ 
る 

も 

の 
で 

74 



大空黄教義における 

離
れ
て
い
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
 そ
 の
 「
様
態
」
が
「
虚
空
の
よ
う
に
、
相
か
ら
解
き
放
 
た
れ
て
住
し
て
い
る
 

ロ
コ
）
庁
の
ア
リ
コ
 

ヨ
 リ
田
の
ゆ
Ⅰ
 

0
 ）
 す
 ㏄
Ⅰ
す
 
い
ア
仁
 

㎎
の
（
の
口
口
の
目
が
Ⅰ
 

コ
 ヨ
 ミ
田
二
日
 ヴ
三
 」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
原
基
に
お
 
け
る
「
本
質
」
と
し
て
 

叙
述
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
「
事
物
と
（
そ
の
）
 

相
 と
い
 う
 法
の
も
と
に
成
立
し
な
い
」
と
い
う
側
面
を
、
法
身
 

の
 「
様
態
」
と
し
て
 
説
 

75  (697) 

現象顕現 説 

と 

あ 
る て 物 

。 い 質 
こ る 的 
こ o な 
で 下 人 
は 口 き 

先 ㌫ さ 

に日か 、 下 ら 

法 と 解 
身 き 

の 放 
本 
質 たれ 

て 

特 Ⅲ 主 
質 し 
が ， て 

Ⅴ コ 

  る 

思考 

  
@ イ 

    
  

身 
説 ま @ 

を 
離 

火コ 

れ 
彩 膨 

て 
の 

お 
戯 

  
れ 
の 
よ 

原 
初 

つ , 
十 @ Ⅰ 

か 

ら 不 

完全 

確 

@@ し 
定 

清浄 で多 

で 
様 
な 

あ 顕 
る   れ 

と 

  し 

居 、 て 

' 惟仁 住 
を し 

子
の
 カ
コ
 の
空
転
 盤
 Ⅰ
 
持
凹
 「
 
口
 z
 嶺
巳
ヒ
 
（
と
い
う
 
タ
 ン
ト
こ
 
に
よ
れ
ば
、
「
法
身
の
定
義
は
、
思
惟
を
離
れ
 て
い
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
報
身
の
定
義
は
、
思
考
な
き
明
澄
で
あ
る
。
化
 

身
の
定
義
は
、
多
様
性
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
」
と
あ
る
。
目
し
 

Ⅰ
 
り
 
。
 
つ
 ・
リ
ー
ト
 

口
 

こ
こ
に
は
、
前
述
の
「
（
 仏
 ）
身
の
本
質
」
の
記
述
 と
重
 復
 す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
異
な
っ
た
 表
 現
も
見
受
け
ら
れ
る
。
 

先
に
仏
身
の
「
本
質
」
が
「
仏
陀
の
様
々
な
功
徳
の
身
 
、
 或
い
は
墓
所
と
な
る
も
の
」
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
 
こ
こ
で
は
、
「
究
極
な
 

る
 二
つ
の
清
浄
性
を
備
え
た
墓
所
ロ
ヨ
手
銭
目
垢
 
哩
 笘
お
審
圏
 さ
の
 巨
 目
な
 月
ぃ
 目
の
（
（
の
コ
袋
 

三
 」
と
さ
 れ
て
い
る
。
こ
の
「
 二
 

つ
の
清
浄
性
」
は
、
「
本
質
が
本
来
清
浄
で
あ
る
と
い
，
 
っ
 こ
と
と
、
本
性
が
清
浄
な
光
明
で
あ
る
こ
と
 
田
幅
 。
 ヴ
 0
 
 
ゼ
 0
 
 
年
㏄
的
串
㏄
 

コ
の
 
Ⅰ
 
曲
コ
的
 

サ
い
 
す
ぎ
ゆ
の
田
口
角
蛇
口
」
 

を
 意
味
す
る
。
 

-
@
@
 
 

さ
ら
に
、
「
獅
子
 の
 完
全
な
る
 カ
 」
の
引
用
箇
所
で
は
、
報
身
・
化
身
の
 
「
定
義
」
と
し
て
「
 思
 

考
 な
き
明
澄
 
目
 の
 
田
ユ
 。
ゆ
日
の
三
」
、
「
多
様
性
を
示
す
 
㌃
 ミ
 （
 
紳
 。
 窃
 ㌢
。
 
邑
 」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
。
 

次
に
、
仏
身
・
三
一
身
の
「
様
態
 宇
ぃ
ア
 
u
g
 

の
（
 

細
邑
 」
に
 つ
い
て
は
、
 

（
仏
身
の
）
様
態
に
は
三
つ
あ
る
。
法
身
は
、
虚
空
の
よ
 う
に
、
相
か
ら
解
き
放
た
れ
て
住
し
て
い
る
。
報
身
 
は
、
 虹
の
よ
う
に
、
 



い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
報
身
に
つ
い
て
は
、
「
 本
 質
 ，
特
質
」
が
「
思
考
の
範
囲
を
越
え
て
、
 自
 ず
か
 ら
 完
全
に
成
就
し
て
い
 

る
 」
、
「
思
考
な
き
清
澄
 さ
 」
と
さ
れ
た
の
に
対
し
、
「
 虹
 の
よ
う
に
、
物
質
的
な
大
き
さ
か
ら
解
き
放
た
れ
て
 件
 に
し
て
い
る
マ
耳
 
四
 
の
で
㏄
 

鼠
の
的
Ⅰ
 
0
 ）
 オ
ゆ
パ
 
す
 い
ぽ
仁
 
㏄
の
億
の
れ
で
の
 

じ
 
a
 。
 づ
 
の
す
 
0
 コ
 @
 が
ヴ
ロ
 
ロ
 」
 と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
基
の
「
本
性
」
、
即
ち
「
 明
澄
な
 光
 
（
と
し
て
 頭
 

れ
る
）
」
、
「
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
五
色
の
元
の
顕
れ
」
 

と
い
う
側
面
が
「
 虹
 」
お
よ
び
「
物
質
的
な
大
き
さ
 
か
ら
解
き
放
た
れ
て
 ぃ
 

-
g
g
J
-
 

る
 」
と
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
化
身
に
つ
い
て
 
は
 、
「
幻
影
の
戯
れ
の
よ
う
に
、
不
確
定
で
多
様
な
 
顕
 れ
と
し
て
住
し
て
い
る
 

「
む
幅
の
の
 

日
 0
 年
の
コ
リ
庁
の
 

オ
 0
 ゆ
 の
の
 
屈
 す
 い
オ
け
 
㏄
の
侍
の
年
で
 

0
 ㏄
 
拍
ぜ
仁
 
コ
 
Ⅰ
 ゅ
ぶ
 「
（
の
の
ロ
ヨ
 

0
 ま
す
三
 」
と
さ
れ
、
そ
の
「
定
義
」
 と
さ
れ
た
側
面
が
再
度
 

強
調
さ
れ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
「
（
 仏
 ）
国
土
」
お
よ
び
「
所
化
」
に
つ
い
て
 ま
、
 

@
 

三
つ
の
仏
国
土
の
う
ち
、
法
身
の
仏
国
土
は
、
原
初
 
か
 ら
 清
浄
で
あ
り
概
念
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
報
身
の
 
仏
国
土
は
五
つ
の
 

仏
身
と
原
初
の
智
だ
等
し
い
）
光
明
で
あ
る
。
化
身
 
の
 仏
国
土
は
、
有
情
と
器
世
間
と
し
て
顕
れ
た
、
諸
々
 
0
 所
化
（
が
住
す
 

る
 ）
無
限
に
広
が
る
空
間
で
あ
る
。
コ
ロ
 
ト
 
の
 
0
1
.
4
l
 

乙
 o
N
 
口
 

自
ら
の
本
性
が
清
浄
で
あ
る
法
身
の
所
化
は
、
活
動
 
や
 努
力
を
越
え
た
明
知
で
あ
る
。
報
身
の
所
化
は
 
、
自
 ら
 顕
れ
た
 至
 尊
 と
 

香
属
 た
ち
の
 集
聚
 で
あ
る
。
化
身
の
所
化
は
、
六
道
端
 廻
に
住
す
る
も
の
た
ち
で
あ
る
。
 目
 回
し
 0
0
.
2
l
 

呂
 

と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
法
身
の
国
土
と
さ
れ
る
「
原
初
 
か
ら
清
浄
で
あ
り
概
念
を
越
え
た
も
の
」
と
い
う
記
述
 
は
 、
原
基
の
「
本
質
」
 

の
 描
写
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
報
身
の
仏
 国
土
と
さ
れ
る
「
五
つ
の
仏
身
」
と
は
、
原
基
の
「
 
本
 性
 」
が
報
身
五
仏
と
し
 

て
 説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
、
三
身
の
「
作
用
」
が
、
自
利
・
利
他
の
二
点
 
か
ら
述
べ
ら
れ
る
。
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大空黄教義にお @  
 

 
 

大
先
覚
教
義
で
は
、
原
基
お
よ
び
そ
の
 
三
 側
面
と
い
，
 っ
 現
象
顕
現
 説
 に
加
え
、
原
基
か
ら
の
 ほ
ろ
 顕
現
を
「
 原
基
の
顕
れ
 
締
 z
 ま
 

の
コ
 
が
 コ
忙
 」
と
呼
び
、
こ
れ
を
 浄
 
・
不
浄
の
二
側
面
か
ら
 説
く
も
の
が
見
つ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
 

「
（
原
基
の
）
清
浄
な
る
 

顕
現
ロ
当
リ
コ
 抽
ヴ
 ㏄
 宙
 a
g
 口
と
 」
、
「
（
原
基
の
）
不
浄
な
る
 顕
現
「
の
 コ
 が
 コ
ゆ
 汗
ヨ
㏄
 痔
漏
 で
と
」
と
呼
ば
れ
、
同
教
 義
 に
お
け
る
重
要
な
 概
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か 
れ 
て 
レ Ⅰ な 
ⅤⅠ 

原 ザ 

  
述は、   
不 ・ の 一一 

  
一身 論 

と 

し 

て再 

構 
成 
し 

た 
も 

の 

で 
あ 
る 

と 

居 、 
わ 
れ 
る 

三
身
の
作
用
は
 、
 （
ま
ず
）
自
利
を
法
身
に
お
い
て
 

完
 成
し
、
（
 法
 ）
界
か
ら
動
か
ず
住
し
た
ま
ま
、
利
他
の
た
 
め
に
色
身
と
し
て
 

姿
を
あ
ら
れ
す
。
（
そ
し
て
）
衆
生
を
上
へ
と
導
き
、
 輪
 廻
に
在
ら
ん
限
り
、
 

二
 利
を
自
ず
か
ら
成
就
す
る
の
 で
あ
る
。
（
ま
た
、
 

こ
の
場
合
の
）
利
他
と
は
、
（
 法
 ）
界
か
ら
動
か
な
い
 状
 態
 の
ま
ま
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
（
そ
れ
は
ま
 る
で
 ）
水
に
映
る
 

月
 の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
下
目
し
 
0
 ひ
 ・
 
T
 こ
 。
下
と
 

こ
の
よ
う
に
、
自
利
は
「
法
身
に
お
い
て
完
成
丁
 
す
 0
 の
 の
巨
 Ⅱ
を
 N
o
 
褐
で
 主
 」
さ
れ
、
利
他
は
「
衆
生
を
上
へ
 レ
し
 
導
く
こ
 
レ
 し
ロ
・
 
m
 Ⅱ
。
 

す
 ㏄
 バ
 オ
プ
 
ハ
 ）
 
0
 
 
の
 ド
 ①
コ
 %
 
 ヴ
の
幅
ぜ
 

ヰ
目
 ヴと
 」
で
あ
る
と
 さ
れ
る
。
ま
た
、
利
他
を
も
た
ら
す
の
は
「
（
 法
 ）
 界
か
 ら
 動
か
ず
住
し
た
ま
ま
 

コ
目
 
ヴ
 さ
コ
 幅
 ㏄
 デ
リ
 
㏄
（
（
目
の
・
 

ぜ
 0
 
 
す
か
 
Ⅰ
 す
い
プ
ロ
 

的
の
で
 
麓
ぶ
コ
ゆ
 
㏄
 
コ
ゆ
 コ
ハ
凸
 」
姿
を
あ
ら
わ
し
た
色
身
（
報
身
・
化
身
）
で
 
あ
り
、
こ
れ
ら
色
身
は
 

「
（
 
法
 ）
界
か
ら
動
か
な
い
状
態
の
ま
ま
」
利
他
を
も
た
 ら
す
の
で
、
そ
れ
が
「
水
に
映
る
月
の
よ
う
な
も
の
」
 
と
い
わ
れ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
三
身
論
は
、
原
基
 
の
三
 側
面
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
即
ち
、
原
基
の
「
 本
 

質
 ・
本
性
・
慈
悲
」
の
 三
 側
面
が
、
修
行
の
「
 果
 」
と
 し
て
行
者
に
付
与
さ
れ
る
功
徳
と
し
て
「
法
身
・
報
身
 
，
化
身
」
の
三
つ
と
し
 

て
 説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ヨ
 青
葉
と
意
味
の
宝
蔵
 ヒ
で
 は
 、
原
基
と
仏
身
、
お
よ
び
原
基
の
三
側
面
と
三
身
の
 
関
係
は
、
直
接
に
は
 説
 



念
 の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
 

1
 
 不
浄
な
る
顕
現
 

大
先
覚
教
義
で
は
原
基
が
「
本
来
清
浄
」
で
あ
る
が
ゆ
 
え
 、
そ
こ
か
ら
顕
現
し
た
も
の
は
本
来
清
浄
で
あ
る
と
 
す
る
の
が
そ
の
根
本
 

で
あ
る
。
し
か
し
「
 @
 葉
と
意
味
の
宝
蔵
」
で
は
、
「
（
 
こ
う
し
た
）
原
基
の
顕
れ
は
、
（
そ
の
）
真
相
を
理
解
 し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
 

迷
 乱
す
る
 
田
 N
 
三
の
 コ
ハ
コ
ゆ
 

巨
の
Ⅱ
 
い
 
下
波
 
臣
 ㏄
 0
 目
リ
 の
ゴ
 
の
の
寸
の
 

Ⅰ
の
ぎ
団
の
。
オ
手
 

邑
 」
目
口
 の
 
N
 の
 
三
 
と
あ
り
、
「
送
礼
」
 と
し
て
の
原
基
の
顕
れ
 

を
 
「
（
原
基
の
）
不
浄
な
る
顕
現
」
と
呼
ん
で
い
る
。
 

（
不
浄
な
る
顕
現
が
）
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
の
 ぼ
 る
 か
 と
 言
え
 ぼ
、
 （
そ
れ
は
、
原
基
が
）
原
基
の
顕
れ
と
し
 て
 の
ぼ
る
時
、
（
 原
 

基
 の
 三
 側
面
の
一
つ
で
あ
る
）
慈
悲
の
 力
 に
よ
っ
て
 、
 （
本
来
 巳
 
明
澄
な
明
知
が
、
対
象
を
分
析
す
る
能
力
 
を
 持
つ
意
識
（
の
 

働
き
の
一
つ
で
あ
る
）
認
識
力
と
し
て
、
（
原
基
か
ら
）
 自
ず
と
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。
（
こ
う
し
た
経
緯
に
つ
い
 て
 、
そ
の
）
真
相
 

を
 理
解
し
な
い
と
、
（
原
基
の
顕
れ
が
）
三
つ
の
無
明
 と
 相
応
し
て
の
ぼ
る
。
コ
ロ
の
 2
9
.
 

ト
 
l
 ぃ
 
」
 

こ
れ
は
、
「
原
基
の
顕
れ
」
が
「
不
浄
な
る
顕
現
」
と
 し
て
「
の
 ほ
ろ
 」
と
さ
れ
る
初
め
の
描
写
で
あ
る
。
 
こ
 こ
で
は
、
原
基
か
ら
 

「
明
澄
な
明
知
日
の
凹
 ま
忙
 」
が
、
原
基
の
三
側
面
の
 
一
で
あ
る
「
慈
悲
」
の
「
 力
 
「
（
（
の
の
 

二
 」
に
よ
っ
て
 、
 「
対
象
を
分
析
す
る
 能
 

占
刀
 
丁
 三
ロ
 口
日
 
0
 宙
コ
 目
の
」
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
 
，
 
」
う
し
た
経
緯
に
つ
い
て
そ
の
「
真
相
「
 む
 息
お
 o
U
 
」
 を
 正
し
く
理
解
し
な
い
 

こ
と
に
よ
り
、
本
来
清
浄
で
あ
る
は
ず
の
「
原
基
の
顕
 
ね
 」
が
、
「
三
つ
の
無
明
 ヲ
が
 「
 
薄
 石
釜
年
日
ご
と
 相
応
し
て
顕
れ
る
と
さ
 

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
三
つ
の
無
明
」
に
つ
い
て
は
、
 

因
 で
あ
る
二
二
つ
の
無
明
の
う
ち
）
、
唯
我
の
無
明
と
 は
、
 （
原
基
の
「
慈
悲
の
 力
 」
に
よ
っ
て
）
意
識
が
生
じ
 る
と
い
う
こ
と
、
 

そ
の
こ
と
自
体
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 倶
 生
の
無
明
と
は
、
こ
う
し
た
意
識
と
（
そ
の
）
真
相
に
 
関
す
る
無
知
が
 、
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ま
 
た
 、
こ
う
し
た
局
面
を
経
て
六
識
・
 
六
 煩
悩
が
生
じ
る
 と
さ
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
原
因
で
あ
る
三
つ
の
無
明
と
四
縁
に
よ
っ
 
て
、
 （
原
基
）
の
顕
れ
が
、
不
浄
な
る
所
縁
と
し
て
 

理
解
さ
れ
、
（
そ
こ
 

し
 
認
識
主
体
と
認
識
客
体
と
い
う
送
礼
が
生
じ
た
 

時
 、
六
識
が
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
認
識
主
体
と
し
て
の
 

ぼ
り
、
 六
 煩
悩
が
 

あ
ら
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
（
明
澄
な
）
明
知
は
縛
ら
れ
 

、
六
境
の
顕
れ
に
お
い
て
 
迷
 乱
す
る
の
で
あ
る
。
コ
し
 
㏄
い
の
・
ミ
 

l
 
㏄
㏄
 
つ
 
・
 
り
 
-
 

さ
ら
に
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
四
縁
 
T
 ォ
福
鮒
邑
 」
 ほ
 つ
い
て
は
、
 

四
縁
と
は
（
因
縁
、
所
縁
 
縁
 、
増
上
縁
、
 等
 無
間
 縁
の
 四
で
あ
る
。
即
ち
）
原
基
の
顕
れ
が
そ
れ
自
体
か
ら
 

顕
 れ
た
も
の
で
あ
る
 

倶
 生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
計
の
無
明
と
は
、
 自
ら
の
顕
れ
（
で
あ
る
は
ず
の
も
の
）
を
他
の
も
の
と
 
し
て
分
析
す
る
こ
 

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
は
一
な
る
意
識
の
異
な
っ
た
 側
面
で
あ
る
が
、
本
質
（
に
お
い
て
 色
独
一
 
（
な
る
 
も
の
）
で
あ
る
。
 

ロ
コ
つ
円
り
 

㏄
 
ぃ
 
0
 ・
 
2
l
 
二
 

と
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
無
明
は
、
原
基
の
顕
れ
の
「
 
不
浄
」
の
側
面
の
「
 囚
 
T
 の
 ぺ
三
 」
と
さ
れ
る
も
の
で
 

わ
ば
「
原
基
の
顕
 

ね
 」
が
「
不
浄
な
る
顕
現
」
と
し
て
の
 
ぼ
 る
直
接
 因
と
 さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
つ
の
無
明
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 

「
 
唯
 我
の
無
明
富
江
が
の
 

目
乙
幅
 の
 鮒
づ
 ㏄
 ぶ
ョ
 が
（
 
俺
 ㌧
と
」
、
「
 

倶
 生
の
無
明
ロ
 ヨ
 当
の
齢
 寮
ぜ
 9
 
 
七
が
ぶ
 
ヨ
曲
 「
仔
で
と
」
、
「
通
計
の
無
明
 
0
 
オ
 仁
コ
サ
 
Ⅱ
古
曲
㏄
の
 

で
 が
 バ
 日
が
 

「
 
仔
づ
巴
 」
と
呼
ば
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
、
「
慈
悲
の
 力
 」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
一
な
る
意
識
の
異
な
っ
た
 
側
 面
 
㌃
 オ
 の
の
 
口
 a
 
g
 

臼
ゆ
鼠
 

巳
 0
 的
芯
臼
 ㏄
守
二
」
で
あ
り
、
ま
た
「
本
質
（
に
お
 
い
て
は
）
 独
一
 
（
な
る
も
の
）
で
あ
る
日
的
 0
 す
 0
 港
漏
 巨
ピ
 0
 宙
つ
 
と
」
と
さ
れ
 

る
 。
 

ま
た
、
こ
れ
ら
に
四
つ
の
条
件
（
四
縁
）
が
作
用
す
る
 
こ
と
に
よ
り
、
原
基
か
ら
の
ぼ
っ
た
「
不
浄
な
る
 
顕
 現
 」
が
、
「
不
浄
な
る
 

所
縁
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
る
と
さ
れ
る
。
 こ
れ
は
「
原
基
の
顕
れ
」
が
二
元
論
的
世
界
と
し
て
 分
 離
す
る
局
面
で
あ
る
。
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と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
が
因
縁
で
あ
り
、
（
原
基
 の
 顕
れ
が
）
対
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
 
所
縁
 縁
 で
あ
り
、
 

（
そ
う
し
た
対
象
を
）
私
で
あ
る
と
か
、
私
の
も
の
で
 あ
る
と
把
握
す
る
こ
と
が
増
上
縁
で
あ
り
、
こ
れ
ら
一
一
 一
つ
の
縁
が
相
応
 

（
し
て
あ
ら
わ
れ
る
）
と
い
う
こ
と
が
等
無
間
禄
で
あ
る
 0
 「
 
円
し
 ㏄
㏄
の
・
 

2
l
 
㏄
 U
 

と
さ
れ
る
。
即
ち
「
不
浄
な
顕
現
」
は
、
ま
ず
、
そ
の
 
直
接
 因
 で
あ
る
三
つ
の
無
明
と
相
応
し
て
「
の
 
ぼ
 り
」
 、
さ
ら
に
付
随
的
な
条
 

件
 で
あ
る
四
縁
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
基
の
顕
 
れ
が
、
二
元
論
的
に
理
解
さ
れ
、
そ
れ
に
 ょ
 り
、
六
識
 ・
 六
 煩
悩
・
六
境
が
生
 

じ
る
と
さ
れ
る
。
 

ま
た
、
こ
の
と
き
、
本
来
覚
醒
し
た
意
識
で
あ
る
 
明
 知
は
 、
「
縛
ら
れ
 
ヲ
 の
ぎ
 幅
凸
 」
或
い
は
「
執
し
て
 い
な
い
 
ゴ
い
 の
 ヨ
ぎ
 

口
と
 」
と
も
表
現
さ
れ
る
 

迷
 乱
す
る
と
さ
れ
る
が
 、
こ
う
し
た
「
明
知
」
の
送
礼
 が
 、
人
間
を
輪
廻
 へ
結
 び
つ
け
る
も
の
と
し
て
 

説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
十
二
因
縁
 
F
 （
の
 
コ
 ・
 
ヴ
 （
 の
 -
 ま
毛
 古色
が
説
か
れ
る
。
 

（
原
基
が
不
浄
な
顕
現
と
し
て
の
 ほ
ろ
場
 ム
こ
明
知
は
原
 基
か
ら
飛
び
出
し
て
も
、
熟
し
て
い
な
い
の
で
、
（
 人
 は
 ）
三
界
と
六
 

道
 輪
廻
を
 、
 個
々
の
業
の
た
め
に
輪
廻
す
る
の
で
あ
る
 。
（
そ
れ
 芭
 
十
二
の
因
縁
に
よ
る
 迷
乱
 で
あ
る
。
 
目
 し
し
 下
 
。
 目
 l
 
呂
 

（
十
二
の
因
縁
と
は
）
Ⅲ
原
基
か
ら
原
基
の
顕
れ
が
の
 ぽ
 る
と
き
、
明
知
の
 力
 に
よ
っ
て
、
意
識
が
生
じ
る
の
 で
あ
る
が
、
（
 こ
 

の
 意
識
に
 巳
 
自
ら
の
本
性
に
対
す
る
無
知
が
伴
っ
て
 
い
る
。
（
そ
れ
が
）
無
明
で
あ
る
。
㈲
無
明
に
よ
っ
て
 迷
乱
 が
つ
ま
れ
る
。
 

（
こ
れ
が
）
 行
 
（
と
い
う
潜
在
的
形
成
 
力
 ）
で
あ
る
。
㈹
 行
 に
よ
っ
て
対
象
の
諸
様
式
を
分
析
す
る
能
力
が
う
 
ま
れ
る
。
（
こ
れ
 

が
 、
識
別
作
用
と
し
て
の
）
識
で
あ
る
。
㈲
識
に
よ
っ
 
て
、
 「
こ
れ
が
対
象
で
あ
る
」
と
か
「
（
こ
れ
が
）
現
象
 で
あ
る
」
な
ど
と
 

い
っ
た
相
の
区
別
（
が
生
じ
Ⅰ
そ
し
て
（
こ
う
し
た
）
 
相
 を
も
っ
た
事
物
の
本
性
が
 、
 （
形
態
と
し
て
の
）
 
色
 と
し
て
捉
え
ら
れ
 

る
よ
う
に
な
る
。
（
こ
れ
が
）
輪
廻
に
お
け
る
第
一
の
 迷
 乱
 で
あ
り
、
名
色
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
㈲
 名
 色
か
ら
、
（
 小
 作
用
   



は
、
際
 だ
っ
た
特
徴
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

以
上
が
、
 苔
 巻
葉
と
意
味
の
宝
蔵
 ヒ
に
 見
ら
れ
る
「
 不
 浄
 な
る
顕
現
」
に
関
す
る
記
述
の
骨
格
で
あ
る
。
こ
こ
 
で
は
、
原
基
が
「
 不
 

説
浄
 な
顕
現
」
と
し
て
の
ぼ
る
と
い
う
側
面
を
 、
三
 つ
の
無
明
，
四
縁
・
十
二
因
縁
と
い
う
側
面
か
ら
説
明
 し
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
の
 

ぬ
 
契
機
は
、
原
基
の
顕
れ
が
原
基
の
「
慈
悲
の
力
」
 
に
よ
っ
て
の
ぼ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
 る
 無
知
あ
る
い
は
「
 無
 

観
明
 」
と
し
て
の
こ
う
し
た
認
識
そ
の
も
の
に
 
尽
き
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
側
面
を
、
「
無
明
」
 「
四
縁
」
「
十
二
因
縁
」
と
い
 

 
 
 
 

お
う
既
成
の
仏
教
概
念
に
当
て
嵌
め
て
説
か
ん
と
し
 

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

義
 

 
 

 
 

ち
 
「
清
浄
な
る
顕
現
」
と
呼
ば
れ
る
側
面
に
つ
い
て
 説
明
す
る
。
こ
れ
は
、
「
八
つ
   

あ と 

の
 成
立
す
る
）
六
つ
の
場
所
に
対
す
る
思
考
が
生
じ
、
 
（
そ
れ
が
、
 眼
 ・
 耳
 ，
 鼻
 ・
 舌
 ・
 身
 ・
 意
 と
い
う
、
 六
 つ
の
感
覚
器
官
と
 

し
て
の
）
 増
相
 の
人
処
と
し
て
生
じ
る
。
㈲
人
処
か
ら
 
取
境
 が
生
じ
、
こ
れ
が
（
感
官
と
対
象
と
の
接
触
 
と
 し
て
の
）
触
を
生
 

む
 。
㈲
触
か
ら
 責
 り
や
怒
り
、
（
さ
ら
に
そ
の
ど
ち
ら
 で
も
な
い
）
中
間
の
部
分
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
（
感
受
 
作
用
と
し
て
の
）
 

愛
 で
あ
る
。
㈲
受
か
ら
、
対
象
に
対
す
る
愛
が
生
ま
れ
 
る
 。
（
こ
れ
が
盲
目
的
衝
動
・
妄
執
と
し
て
の
）
愛
で
 あ
る
。
㈲
愛
に
よ
 

っ
て
 、
 外
な
る
把
握
対
象
に
対
す
る
執
着
が
生
じ
る
。
 
宜
 」
 れ
が
 ）
取
で
あ
る
。
㎝
取
に
よ
っ
て
 
、
 様
々
な
 迷
 乱
 、
す
な
わ
ち
 現
 

家
世
界
と
そ
れ
を
体
験
す
る
主
体
等
の
不
確
か
な
体
験
 
が
 生
じ
る
。
こ
れ
が
有
で
あ
る
。
㎝
有
か
ら
欲
望
や
色
 
、
無
色
に
お
い
て
 

生
 が
生
じ
る
。
こ
れ
が
生
で
あ
る
。
㎝
生
か
ら
、
老
 
い
 と
 死
が
生
じ
る
 0
 ロ
ロ
㌍
。
甲
の
も
 
ヒ
 

あ
る
。
こ
こ
に
説
か
れ
る
十
二
因
縁
は
、
「
原
基
か
ら
 原
基
の
顕
れ
が
の
 ぼ
 る
と
き
、
明
知
の
 力
 に
よ
っ
て
 、
 意
識
が
生
じ
る
の
で
 

る
が
、
（
こ
の
意
識
に
壁
自
ら
の
本
性
に
対
す
る
 
無
 知
が
 伴
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
第
一
の
因
縁
（
 
無
 明
 ）
と
さ
れ
る
ほ
か
 



る そ ぼ 

（
「
清
浄
な
る
顕
現
」
と
し
て
の
）
原
基
の
顕
れ
は
、
 
原
基
か
ら
（
明
知
が
）
飛
び
出
し
た
刹
那
に
 
、
 八
つ
 の
 自
発
的
な
原
基
 

の
 顕
れ
と
し
て
の
 ほ
ろ
 。
（
こ
の
刹
那
に
お
い
て
、
 こ
 の
 原
基
の
顕
れ
を
）
他
の
も
の
と
し
て
把
握
せ
ず
、
 
偏
 つ
が
な
く
（
も
の
 

ご
と
を
）
正
し
く
判
断
で
き
る
心
に
よ
っ
て
 、
 （
こ
の
 
原
基
の
顕
れ
が
）
自
発
的
に
輝
く
光
で
あ
る
と
理
解
す
 
る
こ
と
に
よ
り
、
 

（
明
知
の
）
活
動
は
自
ら
の
も
と
で
お
さ
ま
る
。
 

ま
ず
、
（
原
基
か
ら
明
知
が
飛
び
出
し
た
）
刹
那
に
 、
 （
 
そ
れ
が
原
基
か
ら
）
自
発
的
に
顕
れ
た
も
の
で
あ
る
と
 
、
そ
の
本
性
を
 

理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
に
深
い
理
解
が
生
じ
、
 
差
違
が
分
か
た
れ
る
。
次
に
、
 
迷
 乱
か
ら
目
覚
め
、
 原
初
の
智
が
広
が
 

る
 。
（
こ
れ
が
悟
り
の
）
 果
 と
し
て
の
原
基
の
広
が
り
 で
あ
り
、
「
原
初
の
仏
性
た
る
（
原
基
の
）
本
質
を
理
解
 し
た
こ
と
に
よ
っ
 

て
、
 再
び
悟
り
を
得
る
こ
と
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
 
る
 。
（
ま
た
、
「
不
浄
な
る
顕
現
」
と
し
て
の
原
基
の
）
 
自
ら
の
顕
れ
を
、
 

原
初
か
ら
清
浄
な
る
も
の
（
即
ち
、
原
基
）
に
溶
か
し
 
こ
み
、
原
基
に
お
い
て
一
切
の
前
に
悟
り
を
得
た
祖
 
師
は
、
 （
法
身
で
あ
 

る
 ）
普
賢
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
コ
リ
 
驚
 0
.
 

ヰ
 
ー
の
り
）
・
 

巳
 

「
不
浄
な
る
顕
現
」
に
お
い
て
、
「
原
基
の
顕
れ
」
が
 慈
 悲
の
 
「
 
力
 」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
認
識
力
」
、
お
よ
び
 そ
れ
に
相
応
し
て
の
 

る
 「
三
つ
の
無
明
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
た
の
に
 対
 し
 、
こ
こ
で
は
「
明
知
」
が
「
原
基
か
ら
飛
び
出
し
「
 幅
い
 
ま
鼠
の
。
 
ロ
ア
 
㏄
抽
出
」
、
 

の
 刹
那
に
原
基
の
顕
れ
が
「
八
つ
の
自
発
的
な
原
基
の
 
顕
れ
と
し
て
の
 ほ
ろ
 」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
 
そ
 の
 初
涼
と
さ
れ
て
い
 

つ と の 
の し 自 

観て発 点の的 
か ぽ な   
い さ 基 
た れ の 
も た ） 
0 厘 顕 
で 基 れ 

あ る の（ 頭目 
。 れ 然 

が 成 
  就 

本 の 
采 六 
は 「 ョ 

清 ） 

浄であると 目目隅仁ヴ 

㎎ い つ ド , ド 

の幅 こと 。 

  
と壬一 「 清 

  
で で 

  
こ 浄 
と な 

る顕 
を 現 
八 」 
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大先覚教義におけ 

ま
た
「
原
基
の
顕
れ
が
、
自
発
的
に
輝
く
光
で
あ
る
」
 
と
い
う
こ
と
を
、
「
他
の
も
の
と
し
て
把
握
せ
ず
 
丁
 あ
り
の
ま
ま
把
握
し
）
 

目
 N
 す
ゅ
コ
ぎ
ヨ
 が
 ヴ
 z
u
 
コ
 %
 絃
 ㌔
」
、
「
偏
り
が
な
く
（
も
 
の
ご
と
を
）
正
し
く
判
断
で
き
る
心
尽
き
す
 
0
 ぶ
荘
 0
 」
 」
を
も
っ
て
「
理
解
」
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
知
の
「
活
動
が
自
ら
の
も
と
 
で
お
さ
ま
る
 
品
遇
仁
汗
 
③
 コ
的
臼
 0
 ゆ
宮
 
注
 0
 色
 」
と
 さ
れ
、
ま
た
「
（
原
基
 
か
 

ら
 明
知
が
飛
び
出
し
た
）
刹
那
に
 、
 （
そ
れ
が
原
基
 か
 ら
 ）
自
発
的
に
顕
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
本
性
を
 
理
解
す
る
こ
と
」
に
 ょ
 

っ
て
、
「
心
に
深
い
理
解
 

丁
 頓
悟
）
が
生
じ
、
差
違
が
 分
か
た
れ
る
 
7
 （
 
0
 幅
の
で
 

p
 
m
 

帝
 ぜ
の
山
鯨
 ヴ
せ
 
の
す
 目
ゅ
 
㏄
で
す
 

滞
日
」
と
さ
れ
る
。
 

こ
 

れ
は
、
先
の
「
不
浄
な
る
顕
現
」
の
描
写
に
お
い
て
、
 
「
原
基
の
顕
れ
」
の
「
真
相
を
理
解
し
な
い
と
、
（
原
基
 の
 顕
れ
が
）
三
つ
の
 無
 

明
 と
相
応
し
て
顕
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
逆
の
 
側
面
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
、
「
原
基
の
顕
れ
」
の
 本
性
を
理
解
す
る
こ
と
 

に
ょ
 り
、
「
原
基
の
顕
れ
」
が
「
不
浄
な
る
顕
現
」
で
 あ
る
こ
と
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
 
「
（
明
知
の
）
活
動
が
自
 

も
の
も
と
に
お
さ
ま
る
」
と
い
う
の
は
、
「
（
原
基
の
顕
 れ
が
）
三
つ
の
無
明
と
相
応
し
て
顕
れ
」
な
い
と
い
う
 
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
明
知
が
原
基
か
ら
「
飛
び
出
し
「
・
ロ
す
㏄
 
ゆ
巳
 」
、
 そ
れ
が
「
八
つ
の
自
発
的
な
原
基
の
顕
れ
」
と
し
て
 
顕
 現
す
る
と
い
う
側
面
 

ほ
 つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
。
 

（
原
基
の
顕
れ
は
）
本
来
清
浄
な
内
な
る
広
が
り
で
あ
 る
 原
基
（
に
等
し
い
）
童
子
 瓶
 身
の
殻
が
割
れ
、
原
初
 
の
智
の
風
が
揺
れ
 

説
 

現
 

顕
 

動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
知
が
原
基
か
ら
自
ら
飛
び
出
 
し
て
顕
れ
る
。
（
こ
う
し
て
顕
れ
た
明
知
が
）
八
つ
の
 自
発
的
な
原
基
の
 

象
 

現
 

顕
れ
と
し
て
の
ぼ
る
と
き
、
（
原
基
の
顕
れ
は
Ⅰ
 
震
 
一
 つ
な
い
虚
空
の
如
き
、
原
初
か
ら
清
浄
な
法
身
の
顕
 
現
 で
あ
る
。
口
口
 

 
 

㏄
ト
ト
・
 

ト
 
1
 
り
口
 

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
童
子
 瓶
 身
の
殻
が
割
れ
目
 注
 0
 コ
コ
目
す
 
目
ヨ
 で
 ㏄
の
村
主
 
ぶ
 Ⅱ
 的
ピ
ド
オ
ア
 

が
Ⅱ
 巴
 」
」
 て
 、
「
原
初
 の
智
の
風
が
揺
れ
動
く
 

こ
と
 
甲
 0
 約
の
の
 左
さ
 （
ざ
月
 m
 。
 
ピ
 0
 の
で
と
」
を
契
機
に
 
、
「
明
知
 
T
 打
っ
と
」
が
「
原
基
か
ら
飛
び
出
し
て
 自
 ら
 顕
れ
る
 
田
ぃ
宙
臣
 a
s
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-
 
吝
が
牡
で
 p
-
 
円
あ
 細
目
目
色
」
と
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
こ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
に
見
ら
れ
る
「
八
つ
の
 自
発
的
な
原
基
の
顕
れ
 
弓
 目
的
（
 
建
す
ゅ
丘
お
 
o
F
 
お
 せ
簿
 
臼
 」
と
い
う
語
に
つ
 

ま
た
、
こ
こ
に
い
わ
れ
る
「
童
子
摘
芽
 
F
 注
 o
 コ
目
 す
 二
ヨ
 芯
紺
三
 」
と
い
う
語
は
 、
ヨ
 ロ
業
と
意
味
の
宝
 蔵
 」
で
は
、
「
原
基
」
 

お
よ
び
「
原
初
の
智
」
に
等
し
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
 も
の
で
、
と
り
わ
け
原
基
か
ら
明
知
が
「
飛
び
出
す
」
 
と
い
う
側
面
が
叙
述
さ
 

れ
る
際
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
原
基
の
顕
れ
を
 説
 萌
 す
る
に
際
し
、
何
故
「
童
子
 瓶
 身
の
殻
が
割
れ
る
」
 と
い
う
表
現
が
用
い
 ら
 

れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
 
明
 ら
か
で
な
い
。
先
に
示
し
た
「
自
生
続
 
ヒ
の
 引
用
に
 
「
（
原
基
の
）
本
質
は
 
、
 

途
切
れ
る
こ
と
な
く
明
澄
な
不
動
な
る
原
初
の
智
で
あ
 
り
 、
童
子
 瓶
 身
の
真
如
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
 
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
 童
 

手
瓶
身
の
殻
が
割
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
「
不
動
」
 で
あ
る
は
ず
の
「
原
初
の
智
」
に
「
揺
れ
動
く
」
と
い
 
ぅ
 契
機
を
は
さ
む
た
め
 

に
 用
い
ら
れ
る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
定
か
で
な
い
。
ま
た
 、
こ
こ
で
「
八
つ
の
 自
 

発
 的
な
原
基
の
顕
れ
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
「
原
基
の
 
顕
れ
」
が
、
「
雲
一
つ
な
い
虚
空
の
如
き
、
原
初
か
ら
 清
浄
な
法
身
の
顕
れ
で
 

あ
る
」
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
原
基
」
が
「
法
身
」
に
 対
応
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
 

い
て
示
そ
う
。
「
 
@
 葉
と
意
味
の
宝
蔵
」
に
は
、
こ
の
 圧
 
山
 に
関
す
る
纏
ま
っ
た
説
明
は
見
ら
れ
な
い
が
、
ロ
ン
 
チ
ェ
ン
・
ラ
 フ
 ジ
ャ
ム
 

の
 
「
最
勝
乗
の
宝
蔵
 目
ゴ
の
岨
日
臼
 
。
㎎
「
 
ぎ
で
 o
n
 汀
ぷ
 ヨ
鰭
 0
 三
ヒ
 に
、
 「
（
原
基
が
）
自
ら
の
顕
現
と
し
て
あ
 
ら
わ
れ
た
も
の
（
で
あ
 

る
 ）
自
然
成
就
の
八
つ
の
顕
れ
万
目
 E
 コ
 ゆ
 「
 
仁
 ヴ
オ
 窩
 -
 
の
す
㏄
（
（
 

昏
仁
 ）
 す
 Ⅰ
 
帳
せ
 
㏄
日
日
曲
 

っ
の
 
㏄
 
ヰ
ド
コ
 

的
山
 
仁
の
 
オ
リ
ニ
」
と
い
，
 

フ
 表
現
で
、
「
八
つ
の
 自
 

発
 的
な
原
基
の
顕
れ
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
 る
 。
こ
こ
で
は
「
清
浄
な
る
顕
現
」
の
異
名
と
思
わ
れ
 
る
 
「
宝
石
箱
の
真
如
の
 

偉
大
な
る
顕
現
 
T
 ぎ
ロ
 0
 注
の
偲
 -
,
 
ぶ
 下
帯
ざ
 %
 
経
 の
コ
っ
 
0
 田
臣
ゅ
ヴ
と
 」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
。
 

（
原
基
が
）
自
ら
の
顕
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
（
 で
あ
る
）
自
然
成
就
の
八
つ
の
顕
れ
方
、
即
ち
「
宝
石
 
箱
の
真
如
の
偉
大
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な
る
顕
現
」
と
呼
ぼ
れ
る
も
の
は
、
（
原
初
か
ら
清
浄
 な
 原
基
は
、
そ
れ
が
「
原
基
の
顕
現
」
と
し
て
の
 
ほ
ろ
 と
き
、
）
Ⅲ
慈
悲
 と
 

し
て
絶
え
ず
（
自
ら
を
）
顕
し
て
い
る
の
で
、
衆
生
へ
 
む
け
て
 悲
心
 が
生
じ
て
い
る
。
㈲
絶
え
ず
光
明
と
し
て
 
（
自
ら
）
を
顕
し
 

て
い
る
の
で
、
（
原
基
に
等
し
い
）
原
初
の
智
み
ず
か
 ら
の
光
が
虹
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
、
現
象
世
界
を
満
 
た
し
て
い
る
。
㈹
 

（
原
基
は
、
そ
れ
に
等
し
い
）
原
初
の
智
と
し
て
絶
え
 ず
 顕
れ
る
の
で
、
無
思
考
の
状
態
の
ま
ま
留
ま
っ
て
 

い
る
。
㈲
（
原
基
 

じ
 
仏
身
と
し
て
絶
え
ず
（
自
ら
を
）
顕
し
て
い
る
の
 
で
、
明
澄
な
光
明
た
る
寂
静
・
憤
怒
（
と
い
う
諸
尊
）
 
に
よ
っ
て
虚
空
が
 

満
た
さ
れ
て
い
る
。
㈲
不
二
と
し
て
絶
え
ず
顕
れ
る
の
 
で
、
一
な
る
も
の
・
 各
 な
る
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
る
 こ
と
が
な
い
 0
 ㈲
 

極
端
を
離
れ
た
も
の
と
し
て
絶
え
ず
顕
れ
る
の
で
、
 
あ
 る
が
ま
ま
で
完
全
で
あ
り
、
そ
の
本
性
に
お
い
て
明
澄
 
で
あ
る
。
㈲
清
浄
 

な
る
原
初
の
智
の
門
（
す
な
わ
ち
 浬
磐
 ）
と
し
て
絶
え
 ず
 顕
れ
て
い
る
の
で
、
高
い
位
置
に
、
原
初
か
ら
清
浄
 
で
、
雲
の
な
い
 虚
 

空
 の
ご
と
き
（
原
基
の
）
本
質
が
顕
れ
る
。
㈹
不
浄
な
 る
 輪
廻
の
門
と
し
て
絶
え
ず
顕
れ
て
い
る
の
で
、
低
い
 
位
置
に
、
六
道
端
 

廻
の
世
界
が
顕
れ
る
。
 コ
 の
ふ
き
・
の
。
の
の
 

N
 
ロ
 

こ
れ
は
、
「
原
基
の
顕
れ
」
の
「
清
浄
な
る
顕
現
」
と
 し
て
の
側
面
を
八
つ
の
観
点
、
即
ち
「
慈
悲
「
 臼
 /
 的
の
（
 
Ⅰ
の
 
口
 」
「
光
明
「
。
 
0
 三
 」
 

説
 
：
 

「
仏
身
㌃
 寸
三
 」
「
原
初
の
智
 写
 の
の
 
オ
 の
 凸
 」
「
 不
 二
目
 コ
 土
の
 ヨ
 の
 三
 」
「
辺
際
を
離
れ
て
い
る
こ
と
 
ヲ
 （
 
す
 p
-
 
祖
 。
 二
 」
「
不
浄
な
る
 輪
 

ぬ
 
廻
の
門
「
 ョ
 ㏄
鮮
で
 か
ヰ
す
 
0
 （
す
い
ぶ
 
孫
 o
u
 

」
「
 

清
 浄
 な
る
原
初
の
智
の
門
 
ざ
億
芯
速
約
幼
ォ
さ
薄
 0
 」
 
」
か
ら
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
 

ぬ
 
い
ず
れ
の
表
現
も
、
「
原
基
の
顕
れ
」
が
本
来
 清
 浄
 で
あ
り
、
あ
る
が
ま
ま
で
完
壁
で
あ
る
と
い
う
顕
現
 
の
 清
浄
性
を
強
調
し
た
も
の
 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
、
こ
こ
で
は
「
不
浄
な
る
輪
廻
の
門
 

可
 5
%
 ゅ
 ㏄
 石
戸
 す
 0
q
 
す
 ㏄
Ⅰ
の
的
 

o
U
 

」
が
、
原
基
の
「
清
浄
な
る
顕
現
 

」
の
側
面
を
説
明
す
 

る
は
ず
の
「
八
つ
の
自
発
的
な
原
基
の
顕
れ
」
と
し
て
 説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
 
つ
い
 て
は
別
の
箇
所
に
 、
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結
語
 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
 @
 葉
と
意
味
の
宝
蔵
」
に
 見
ら
れ
る
現
象
顕
現
 説
は
 、
原
基
、
お
よ
び
そ
の
「
 本
 質
 」
「
本
性
」
「
慈
悲
」
 

と
 呼
ぼ
れ
る
 三
 側
面
と
し
て
説
明
さ
れ
る
も
の
と
、
「
 浄
 ・
不
浄
の
顕
現
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
も
の
の
二
が
 
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
 

は
 、
原
基
を
、
「
本
質
（
存
在
・
認
識
の
双
方
に
お
い
て
 超
越
的
な
位
相
・
真
理
の
あ
り
よ
う
）
」
、
「
本
性
（
 

原
 基
か
ら
、
物
質
と
し
て
 

の
 大
き
さ
を
持
た
な
い
五
色
の
光
が
顕
れ
る
と
い
う
 位
 相
 ）
」
、
「
慈
悲
（
現
象
世
界
が
顕
れ
る
位
相
 

@
 多
様
性
 の
 顕
れ
）
」
と
い
う
三
点
 

か
ら
説
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
者
は
、
原
基
か
ら
「
 
の
ぼ
る
」
と
さ
れ
る
「
原
基
の
顕
れ
」
を
「
 浄
 ・
不
浄
 」
と
い
う
二
つ
の
観
点
 

か
ら
説
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
 ヨ
 ロ
薬
と
意
味
の
宝
蔵
」
で
は
、
「
 
浄
 
・
不
浄
の
顕
現
」
 
の
 側
面
と
、
原
基
の
三
 

側
面
と
の
関
係
は
明
確
に
説
か
れ
て
い
な
い
が
、
本
論
 
で
 述
べ
た
よ
 う
 に
、
「
不
浄
な
る
顕
現
」
は
原
基
の
「
 慈
悲
の
力
」
に
よ
っ
て
 

の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
清
浄
な
る
顕
現
」
 は
 
「
明
知
の
力
」
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
「
明
知
 」
と
し
て
の
 ほ
ろ
 

と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
不
浄
な
る
顕
現
」
と
言
わ
れ
る
 側
面
は
、
「
慈
悲
」
の
「
顕
れ
」
の
一
側
面
で
あ
る
と
 い
う
こ
と
に
な
る
。
 
こ
 

大
な
る
顕
現
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
目
口
の
）
 
1
.
 

ト
一
 

と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ほ
、
「
不
浄
な
る
輪
廻
の
 門
 」
も
ま
た
、
「
自
発
的
な
原
基
の
顕
れ
」
で
あ
る
が
 
ゆ
え
に
清
浄
で
あ
り
、
 

「
雲
一
つ
な
い
虚
空
の
如
き
、
原
初
か
ら
清
浄
な
法
身
 
の
 顕
れ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
か
ん
と
し
た
も
 

の
と
思
わ
れ
る
。
「
 浬
 

架
 ・
輪
廻
」
と
い
う
「
 浄
 ，
不
浄
」
の
両
側
面
を
 、
八
 つ
の
自
発
的
な
原
基
の
顕
れ
と
し
て
説
く
の
は
、
こ
う
 し
た
意
図
が
あ
る
と
 思
 

わ
れ
る
。
 

(708) 

一
切
は
 、
 
八
つ
の
自
発
的
な
原
基
の
顕
れ
と
し
て
、
 自
 ら
の
ぼ
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
「
同
時
に
の
 ぼ
 る
 、
 
輪
廻
・
 
浬
穏
 の
 偉
 

6
 

8
 



 
 

い
う
意
味
も
あ
る
が
、
論
理
学
に
お
い
て
は
「
分
類
・
カ
テ
ゴ
リ
 
｜
 」
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い
る
。
同
典
籍
は
、
大
空
黄
教
義
 の教
説
 に
用
い
ら
れ
 

 
 

 
 
 
 

義
 

る
 語
を
纏
め
て
説
明
し
た
も
の
と
い
う
性
格
も
あ
る
が
、
寧
ろ
 
大
 先
覚
教
義
で
説
か
れ
る
様
々
な
概
念
を
分
類
的
に
記
述
し
た
も
 
の
と
し
て
の
側
面
が
㈹
 

教
 

強
い
。
 

寛
 

7
 

8
 

 
 

し
て
、
平
松
敏
雄
「
西
蔵
宗
義
研
究
，
第
三
巻
 ヒ -
 東
洋
文
庫
、
 

一
九
八
二
隻
が
あ
る
。
こ
れ
は
 

ける 

（
 
1
 ）
口
 @
 葉
と
意
味
の
宝
蔵
」
の
「
言
葉
と
意
味
」
は
、
 蔵
語
 の
 「
（
 

紳
 町
口
 0
 三
の
逐
語
訳
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
文
字
通
り
「
 @
 葉
と
 
（
そ
の
 
-
 意
味
」
と
 

 
 

0
 
コ
沌
り
ゴ
 

㏄
 
目
サ
 
山
口
 
コ
 目
印
 
N
o
a
.
 

オ
が
 
片
す
 

ヨ
 が
二
 
%
E
-
Z
0
 

つ
の
 
-
 

顕
 

 
 

れ
は
 本
 テ
ク
ス
ト
に
見
ら
れ
る
「
慈
悲
」
と
い
う
語
義
 の
 特
徴
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
検
討
を
必
要
と
す
る
問
題
 
で
あ
る
。
 

「
 
臣
 
ミ
ロ
 

葉
 と
意
味
の
宝
蔵
 ヒ
に
 見
ら
れ
る
現
象
顕
現
 説
は
、
 原
基
の
三
側
面
が
三
身
論
と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
い
 
る
こ
と
、
ま
た
「
 八
 

つ
の
自
発
的
な
顕
れ
」
や
「
童
子
 瓶
身
 」
と
い
っ
た
 独
 白
の
用
語
に
よ
っ
て
現
象
顕
現
が
説
明
さ
れ
る
な
ど
、
 
様
々
な
特
徴
が
見
受
け
 

ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
典
籍
は
、
大
先
覚
教
義
の
代
表
 
約
 論
書
の
 
一
 っ
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
理
論
的
に
 禾
 整
備
 と
 思
わ
れ
る
部
分
も
多
 

く
 、
ま
た
「
原
基
」
を
基
盤
と
し
た
存
在
論
を
、
既
成
 
の
 仏
教
用
語
・
概
念
を
用
い
て
説
明
せ
ん
と
し
て
い
る
 
面
 が
強
い
た
め
、
様
々
 

な
 重
複
や
分
類
上
の
煩
雑
さ
も
認
め
ら
れ
る
。
今
後
 
は
 こ
う
し
た
問
題
を
整
理
す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
広
汎
な
 
典
籍
に
あ
た
り
、
繊
密
 

な
 研
究
を
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
 
で
は
触
れ
な
か
っ
た
大
先
覚
教
義
に
お
け
る
実
践
論
が
 
、
こ
う
し
た
現
象
顕
現
 

説
と
 如
何
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
 
検
討
す
る
こ
と
も
、
大
先
覚
教
義
の
全
容
を
理
解
す
る
 
た
め
の
重
要
な
課
題
で
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

略
号
 

円
 し
 
い
リ
 
キ
ぬ
㌔
。
 

お
叢
 S
 ㌧
 Q
Q
 

寸
心
 

ボ
ま
爵
 o
Q
-
 

ぎ
 一
ミ
。
 
コ
拍
経
 
0
 
コ
 ゴ
 江
ロ
 
コ
ヨ
隼
 
N
O
P
 

ガ
注
す
日
の
 

コ
隼
 
E
.
 

三
の
で
 

巴
 



-
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張
冶
 生
偏
「
成
漢
人
 辞
ぬ
臼
 民
族
出
版
社
、
一
九
九
三
年
 、
三
一
 0
 セ
頁
 。
ま
た
、
平
松
敏
雄
 氏
は
 、
「
自
然
に
成
就
し
て
 
い
る
こ
と
、
他
に
よ
る
 

こ
と
な
く
自
ら
完
成
し
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
 ヨ
 西
蔵
 仏
 教
 宗
義
研
究
」
第
三
巻
、
東
洋
文
庫
、
一
九
八
二
年
、
一
六
頁
）
。
 

（
 
4
@
 
 大
 究
 寛
典
籍
に
み
ら
れ
る
「
本
性
 T
H
 コ
抽
 す
 い
 
三
三
」
に
 
つ
い
て
最
も
明
 
蜥
 な
見
解
を
示
し
た
の
は
 
H
.
 ギ
ュ
ン
タ
ー
で
あ
 る
 。
彼
は
原
基
の
三
卿
 

面
 で
あ
る
「
本
質
」
「
本
性
」
「
慈
悲
」
を
「
原
基
の
三
位
 

@
 ぎ
 コ
色
」
と
し
、
こ
れ
ら
 
三
 側
面
に
附
加
さ
れ
る
二
組
の
修
飾
 

「
原
初
か
ら
清
浄
 

な
ヨ
ぃ
鮮
匹
 」
と
「
杢
目
。
 月
 a
 邑
 」
、
「
自
ず
か
ら
成
就
 し
た
ロ
 ミ
目
 幅
き
匡
 」
と
「
明
澄
な
鮒
の
田
㊧
 い
こ
 」
、
「
遍
満
「
 尺
目
 
コ
 寸
ず
 
ゼ
麓
三
 」
と
 

「
明
知
 
T
 俺
も
と
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
原
基
」
の
存
在
論
的
 側
面
と
運
動
性
の
側
面
を
示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
 

@
 宇
 Ⅰ
 
く
 
0
 Ⅰ
 
ド
 の
目
の
コ
ヰ
 

す
 。
Ⅱ
 

つ
さ
 

@
 簿
べ
 
@
 
巳
 
@
 
一
 
～
 
n
 ）
 
め
 D
@
 
一
も
 

や
 ）
 
お
ミ
 
@
 
ヰ
 
-
 
び
 
：
・
ロ
ハ
目
白
 

ン
ミ
 
0
 寸
臣
 
a
-
 
㏄
 一
 
a
-
@
 

）
 
a
r
S
 

㌔
 
d
u
a
 

の
の
 
目
，
 
目
 ヴ
目
の
す
。
Ⅰ
の
・
 

ト
 
の
の
㏄
 

，
ロ
 
・
㏄
の
）
。
 

-
5
@
 
 
原
基
の
「
本
質
」
「
本
性
」
は
、
従
来
の
研
究
で
は
、
 

ぃ
 ず
れ
も
「
特
質
」
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
 

平
松
敏
雄
 氏
は
 、
「
本
質
 

田
 N
 。
 ヴ
 
O
U
 

」
、
「
本
性
 

T
p
 コ
 
m
 ヴ
ぃ
ゴ
二
 
」
に
つ
い
て
、
「
現
在
の
 
と
こ
ろ
そ
の
正
確
な
意
味
は
不
明
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
 ン
ゴ
ウ
オ
 
田
 ㏄
。
 

す
 
0
 」
と
ラ
ン
シ
ン
ロ
 団
烏
鱒
ま
 三
は
共
に
特
質
を
意
味
す
る
 が
 、
前
者
の
方
が
根
本
的
で
あ
り
本
来
的
で
あ
る
」
と
し
て
 ぃ
 る
 
（
平
松
敏
雄
前
掲
 

書
 、
一
六
頁
 -
 
。
 

-
6
@
 
 
口
口
業
と
意
味
の
宝
蔵
」
で
は
「
出
現
」
を
意
味
す
る
 

語
 と
し
て
、
の
 オ
ド
 
「
 ヴ
 
a
-
 
の
コ
ぃ
コ
 

の
 す
 
a
-
 
ヴ
ぜ
目
コ
岨
ヴ
 

a
-
s
 
オ
ペ
。
口
ロ
㏄
と
い
，
 

っ
 四
つ
の
語
が
用
い
ら
れ
 

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
 

約
餌
す
 ㏄
は
主
に
「
原
基
の
顕
現
」
の
 

描
写
に
用
い
ら
れ
、
 
留
り
コ
 ㏄
 す
 
㏄
は
「
明
知
」
の
描
写
に
使
用
さ
 

れ
る
こ
と
が
多
く
 
、
 

ま
た
、
 綜
ゼ
往
旧
は
 、
「
原
基
の
顕
れ
」
に
纏
わ
る
描
写
に
お
い
 

て
 用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
 
規
 則
 的
な
も
の
で
は
な
 

く
、
幾
 
っ
か
の
例
外
も
み
と
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
 

紳
銭
す
い
 
を
 
「
の
 ほ
ろ
 」
 
、
の
日
烏
絃
を
 
「
顕
れ
る
 ノ
 顕
現
す
る
」
、
 目
ゼ
 仁
コ
の
 
す
 ㏄
 ロ
 -
 万
片
 吋
 。
 
年
 

口
 と
を
と
も
に
「
生
じ
る
」
と
訳
し
た
。
 

-
7
@
 
 
「
・
・
・
誰
で
あ
れ
、
一
切
の
客
塵
か
ら
離
れ
た
と
き
、
 -
 
人
は
 -
 本
性
が
清
浄
な
法
身
を
獲
得
し
、
仏
身
と
原
初
の
智
が
分
割
 で
き
な
い
界
を
あ
る
が
ま
 

ゲ
ル
ク
派
近
世
の
学
僧
ト
ゥ
カ
ン
・
チ
ュ
ー
キ
・
 

ニ
マ
閂
巨
ピ
 

ヴ
オ
ミ
ド
コ
 
の
す
 
0
 の
 オ
さ
コ
コ
ヨ
ダ
 ）
 q
u
 
下
お
。
じ
が
著
し
た
「
一
切
 る
 不
主
我
 
ヒ
 に
み
ら
れ
る
 

吉
留
 兄
派
 に
関
す
る
研
究
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
 の
 準
備
研
究
と
し
て
ロ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
 フ
 ジ
ャ
ム
の
「
 セ
つ
 の
 宝
蔵
 ヒ
 に
関
す
る
 解
 

㏄
 

説
 が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
海
外
に
於
け
る
ロ
ン
チ
ェ
ン
・
 

ラ
 プ
 ジ
ャ
ム
研
究
と
し
て
、
 
H
.
 

ギ
ュ
ン
タ
ー
 

著
 
次
ぎ
 荘
や
鮭
ま
 

き
め
 ㌔
 の
 ま
 り
二
 
や
も
 ま
 

Ⅵ
 

 
 
 
 

き
 め
 ～
こ
ぎ
笹
色
㌔
 ま
 も
ぎ
 吋
 n
o
 

ま
さ
江
口
 

s
 も
も
 棟
ぬ
 -
 
し
 す
 い
 「
 
ヨ
リ
 ㌧
㌍
 
ヴ
 ・
 
）
の
「
 

已
 、
及
び
ト
ゥ
ル
ク
・
ト
ウ
ン
ド
ウ
ッ
 

プ
著
 
㏄
 ま
 荘
田
ぎ
ま
ぎ
 良

ね
 ミ
 Q
 さ
き
 Q
 ～
 
怠
 n
 
Ⅰ
 

陳
ト
、
 
0
 ）
 
ダ
ゆ
 
n
b
@
-
Q
 

や
い
 
～
 
一
 
～
 
-
o
p
@
b
 

）
）
～
 

-
 
げ
 ～
（
 

-
 
っ
 
ん
 
%
 や
め
ぬ
の
 

0
 。
 
む
 む
 N
o
 
も
 -
Q
 
注
 -
w
 

や
 
め
 
@
 

（
の
 
コ
 0
 ミ
ニ
 0
 コ
 ㌧
 仁
ヴ
 
ヱ
臼
 ま
 。
 呂
 。
）
の
の
の
）
が
あ
る
。
前
者
は
、
二
一
安
 

烏
ロ
 コ
 竹
田
 洩
の
 
0
 の
 ア
 0
1
 

の
の
ロ
ヨ
ご
に
英
訳
・
解
説
を
施
し
た
も
の
で
、
ハ
イ
デ
 

ガ
｜
現
 家
 学
か
ら
大
宛
黄
教
義
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
意
欲
的
な
も
の
 で
あ
り
、
ま
た
後
者
 

は
 、
ロ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
 フ
 ジ
ャ
ム
の
撰
集
で
あ
り
、
抄
訳
で
は
 あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
 @
 葉
と
意
味
の
宝
蔵
 ヒ
の
英
 訳
も
掲
載
さ
れ
て
い
 

る
 。
 



大 究章 教義における 現象顕現 説 

ま
に
悟
る
。
そ
し
て
、
世
間
の
全
方
位
（
を
照
ら
す
）
灯
明
と
し
 
て
 姿
を
あ
ら
わ
し
、
法
身
か
ら
動
く
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
偉
大
 な 業
績
を
そ
な
え
た
 

報
身
と
化
身
 
-
 
と
い
う
す
が
た
 
-
 で
二
 利
を
自
然
成
就
す
る
こ
と
 
が
 、
こ
の
（
修
行
の
道
の
 
-
 究
極
の
果
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
 て
一
こ
の
果
に
お
い
 

て
 人
に
付
与
さ
れ
る
 
一
 功
徳
の
種
類
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
は
 無
限
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
種
類
を
集
め
て
規
定
す
る
と
二
 つ
 あ
る
 。
 一
 そ
れ
は
）
大
海
 

の
 如
き
親
等
覚
の
住
居
 
-
 
た
る
、
仏
身
の
 
-
 分
類
の
本
質
が
 盟
 ホ
 さ
れ
る
こ
と
、
と
、
如
意
宝
珠
の
偉
大
な
る
 勝
憧
 
一
で
あ
る
 -
 覚
醒
し
た
智
の
本
 

性
 、
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
」
 

ニ
ピ
亡
ゅ
 ～
・
 

P
,
 

巳
 
と
あ
る
。
 
原
基
の
三
側
面
が
三
身
に
当
て
嵌
め
ら
れ
て
説
か
れ
る
の
は
、
 ，
 
」
こ
で
、
功
徳
の
種
 

類
 と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
う
ち
の
後
者
、
即
ち
、
「
 
大
 海
の
如
き
親
等
覚
の
住
居
 
-
 た
る
、
仏
身
の
 -
 分
類
の
本
質
が
 明
示
さ
れ
る
こ
と
 

一
年
 
す
ヒ
り
ヴ
 
の
 
江
 ロ
バ
 コ
幅
 
0
 ヴ
 0
 づ
目
 

（
 
㏄
 0
 二
つ
い
Ⅱ
 
ヴ
せ
ハ
 
コ
竹
 い
 す
 仁
す
つ
り
 
Ⅰ
㏄
 
ぜ
ハ
 ヨ
 （
の
す
。
 

ヱ
 幅
コ
 
拐
窩
巴
ヴ
銭
す
め
 か
 
い
コ
 つ
と
」
に
関
す
る
記
述
部
分
 
に
お
い
て
で
あ
る
。
 

-
8
@
 
 
吾
口
葉
 と
意
味
の
宝
蔵
 
ヒ
 に
お
け
る
「
二
つ
の
清
浄
性
 

田
 お
 
尽
の
 コ
さ
凸
 」
と
い
う
語
に
は
二
つ
の
用
法
が
確
認
さ
れ
る
 。一
つ
は
、
「
本
質
が
本
 

来
 清
浄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
本
性
が
清
浄
な
光
明
で
あ
る
 @ 
」
と
ロ
コ
 
幅
 0
 す
 0
 ド
 0
%
 

㏄
内
臣
 

が
コ
 
㏄
 母
 二
幅
 す
べ
プ
 
@
 
コ
ゆ
 の
 
a
-
 
隼
 ㏄
 匹
 」
で
あ
 
り
 、
も
う
一
方
は
 
、
 

「
本
性
が
完
全
に
清
浄
で
あ
る
こ
と
「
Ⅰ
の
コ
 %
 
 
サ
ぃ
ゴ
ぎ
抽
田
の
 
（
 
コ
ハ
日
 も
銭
 年
 り
の
で
 出
 」
と
「
客
塵
二
時
的
・
偶
発
的
な
汚
れ
一
が
 
清
浄
で
あ
る
こ
と
 

締
 -
0
 
ヴ
 目
的
 卜
 d
 ふ
ヨ
 の
 ロ
ハ
 
㎏
つ
と
」
で
あ
る
。
本
文
中
で
用
い
 

ら
れ
て
い
る
「
二
つ
の
清
浄
性
」
は
以
上
の
い
ず
れ
の
意
味
に
も
 
解
釈
で
き
る
が
、
 

本
 典
籍
に
お
い
て
は
 ｜
 
原
基
の
三
側
面
に
お
い
て
述
べ
た
よ
，
 
ヮ
に
 

「
本
性
 -
 あ
漏
鮒
巨
邑
 
」
と
い
う
語
が
特
殊
な
意
味
 を
 持
っ
て
用
い
ら
れ
 

て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
者
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
し
た
。
 

（
 
9
 一
 
こ
の
原
基
か
ら
物
質
的
な
大
き
さ
を
持
た
な
い
「
 光
 」
 が
 絶
え
ず
顕
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
 は
 Z
p
 

ヨ
オ
 

す
田
之
 o
 連
 G
.
 

パ
ミ
ト
ハ
ミ
ぎ
 
～
日
蓮
き
ぬ
 き
ハ
ミ
リ
卜
 
～
 
だ
 ま
す
 0
 ヨ
つ
目
 
0
%
 ㏄
 コ
 色
の
 &
@
d
 

の
年
サ
 
ド
 Ⅰ
。
 
オ
コ
 の
す
 
い
コ
 
e
,
 

三
の
圭
 

ぺ
 。
Ⅱ
才
力
。
乞
目
の
 

隼
 的
の
鈴
木
の
㏄
 
ぃ
コ
 下
日
。
 P
 受
 ③
が
 あ
 

る
 。
周
書
で
は
原
基
か
ら
「
 光
 」
が
顕
れ
る
と
い
う
側
面
が
物
 買
論
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
力
ム
 
綜
ぎ
邑
 」
、
 一
 ジ
ュ
ン
 ワ
 
-
-
 

ロ
 ゼ
 蛋
コ
の
 

ヴ
已
 」
と
呼
ば
れ
る
二
つ
の
物
質
生
成
過
程
と
し
て
説
明
さ
れ
、
 前
者
は
、
 
地
 ・
 水
 ・
 火
 
・
風
か
ら
な
る
四
元
素
の
「
精
髄
 デ
 コ
ゑ
コ
 
幅
で
 0
-
 
」
で
あ
 

り
 、
四
元
素
組
成
の
前
段
階
に
当
た
る
、
重
さ
や
形
を
持
た
な
い
 「
 
光
 」
の
段
階
と
さ
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
の
「
 光
 」
が
相
互
作
用
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

「
四
つ
の
ジ
ュ
ン
 ワ
 
-
 
四
大
「
 -
 
オ
ド
目
垢
 呂
す
い
ヨ
ヒ
 」
が
生
じ
る
 
と
し
て
い
る
。
 

89@ (7ii) 



近
年
、
社
会
学
、
心
理
学
、
哲
学
の
分
野
で
「
利
他
主
 

 
 

抱
え
る
様
々
な
問
題
 

 
 

に
 既
存
の
行
政
主
導
シ
ス
テ
ム
だ
け
で
は
対
応
不
可
能
 
で
、
法
や
制
度
と
と
も
に
自
発
的
な
利
他
的
精
神
に
富
 む
 市
民
社
会
の
構
築
が
 

 
 

 
 
 
 

希
求
さ
れ
て
い
る
。
翻
っ
て
、
宗
教
集
団
に
よ
る
弱
者
 
へ
の
援
助
活
動
は
長
い
歴
史
を
も
つ
。
現
代
社
会
に
お
 い
 て
宗
教
が
利
他
主
義
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を
 促
進
す
る
か
否
か
は
ひ
と
っ
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
 
ろ
う
。
 

一
 
序
論
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 近
年
、
社
会
学
、
心
理
学
、
哲
学
の
分
野
で
「
 
利
他
主
義
」
研
究
が
再
び
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
宗
教
が
利
他
 主
義
を
促
進
す
る
か
 否
 

か
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
 二
つ
の
新
宗
教
、
目
の
濤
 留
 の
 下
 （
 
ヨ
ぜ
と
 （
す
の
 
弓
 Ⅰ
 
げ
コ
み
 0
 め
 （
 
ぽ
 0
 
%
 

「
の
の
 

3
 Ⅱ
 
づ
い
 甘
口
 

年
プ
 
@
 
の
 
（
 0
 色
色
を
事
例
に
、
宗
教
と
利
他
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
 多
面
的
に
論
じ
る
。
事
例
と
し
て
あ
げ
る
両
教
団
は
マ
ッ
ク
 ス
 ・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
 

「
倫
理
的
預
言
」
、
「
模
範
的
預
言
」
に
分
類
さ
れ
る
が
、
両
教
団
 

の
 信
者
が
利
他
的
行
動
に
付
す
意
味
内
容
、
利
他
的
行
動
の
動
機
 、
利
他
的
精
神
の
 

発
達
要
因
に
お
け
る
差
異
の
有
無
も
検
討
し
て
い
る
。
新
宗
教
の
 
利
他
正
義
に
関
す
る
研
究
は
数
え
る
程
し
か
存
在
せ
ず
、
長
期
 

 
 

ク
に
 基
づ
き
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
宗
教
者
の
利
他
的
精
神
の
発
 
達
を
扱
っ
た
本
研
究
は
、
宗
教
研
究
と
し
て
も
、
道
徳
性
発
達
、
 
心
理
学
と
し
て
も
 新
 

た
な
研
究
領
域
を
開
拓
す
る
試
み
と
言
え
よ
う
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 新
宗
教
、
利
他
主
義
、
珪
の
）
の
の
仁
の
目
 

ヨ
ヂ
 （
す
の
 
円
ユ
 
の
 
コ
年
 
㏄
 0
 片
片
す
の
 

メ
ヌ
 
「
の
の
（
の
Ⅱ
 

コ
 口
口
年
年
 

す
 @
 
の
 
（
ハ
レ
Ⅰ
巨
の
Ⅰ
 

新
宗
教
信
仰
者
の
利
他
主
義
が
も
つ
 構
 造
 と
そ
 

イ
ギ
リ
ス
の
新
宗
教
を
事
例
に
 

の 

発 
達 珪 

要 
因 

  苗 、 

場 

圭 

信 



日
本
に
お
い
て
、
私
生
活
主
義
の
傾
向
は
六
 0
 年
代
後
 平
 に
進
行
す
る
。
そ
し
て
、
 セ
 0
 年
代
、
八
 0
 年
代
を
 

通
し
て
、
個
人
主
 

が
 次
第
に
日
本
社
会
に
も
浸
透
す
る
と
同
時
に
、
ニ
ュ
 
｜
エ
 イ
ジ
運
動
が
欧
米
か
ら
流
入
し
、
「
自
分
探
し
」
 が
 若
者
の
関
心
事
と
 

て
一
定
度
の
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
 
一
 方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
る
現
代
社
会
に
対
応
 
し
て
、
平
和
運
動
・
 

社
運
動
な
ど
社
会
事
業
を
展
開
し
、
利
他
主
義
を
積
極
 
的
に
説
く
新
宗
教
が
現
わ
れ
た
。
し
か
し
、
従
来
、
 
新
宗
教
研
究
に
お
い
 

は
 、
教
祖
論
、
類
型
論
、
組
織
論
な
ど
が
中
心
テ
ー
マ
 
で
、
慈
善
活
動
や
利
他
主
義
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、
 
利
他
性
の
発
達
プ
ロ
 

-
 
巳
 
U
-
 

ス
を
 扱
っ
た
研
究
が
欧
米
で
は
皆
無
、
日
本
で
も
少
な
 
い
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
宗
教
を
対
象
と
し
、
当
事
者
 
の
 意
味
付
け
に
焦
点
 

当
て
た
本
研
究
は
宗
教
研
究
と
し
て
も
、
道
徳
性
発
達
 
心
理
学
と
し
て
も
新
た
な
研
究
領
域
を
開
拓
す
る
試
み
 
と
 @
 
ミ
ロ
え
よ
う
。
も
ち
 

ん
 、
そ
こ
に
は
教
団
擁
護
に
つ
な
が
る
危
う
さ
が
あ
る
 
が
 、
教
団
か
ら
提
供
さ
れ
る
資
料
を
収
集
す
る
だ
け
で
 
な
く
、
ま
ず
は
地
道
 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
必
要
が
 あ
ろ
う
。
 

筆
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
て
一
九
九
六
年
六
月
、
研
究
 
プ
 ロ
ジ
ェ
ク
 ト
 に
着
手
、
二
つ
の
新
宗
教
、
円
す
 0
 Ⅰ
の
の
 

拐
 
日
ヨ
 ぜ
 （
以
下
 
J
 

と
 略
す
）
 と
円
プ
 0
 
%
 

二
の
 

コ
 年
の
 

o
f
 

（
二
の
毛
の
降
の
Ⅰ
 

コ
 ㏄
 目
隼
ユ
 

巨
海
 

O
r
 

色
の
Ⅱ
（
以
下
 

F
W
B
O
 

と
略
す
）
を
対
象
に
 

、
 一
九
九
 セ
年
 一
月
か
 

二
 0
0
0
 

年
春
ま
で
フ
ィ
ー
ル
ド
フ
ー
 

ク
 を
行
っ
た
。
 両
 教
団
の
信
者
の
信
仰
生
活
に
全
面
的
に
迫
る
た
め
に
 
、
 彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
 テ ら A に ろ を セ て 福 し 義 

-
4
-
 

ミ
ク
ス
を
探
究
し
た
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
 の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 
 
 

ロ
セ
ス
で
な
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
 そ
の
よ
う
な
研
究
は
少
な
い
。
伝
統
的
宗
教
の
利
他
主
 
義
 に
関
し
て
、
ソ
ロ
 ｜
 

一
 
3
U
-
 

キ
ン
以
降
、
質
問
紙
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
に
よ
 る
 研
究
は
存
在
す
る
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
基
づ
 
い
 
て
グ
ル
ー
プ
ダ
イ
ナ
 

最 
適 ア 
な メ 
障 り 

境 カ 

は の 

社会学 宗教で 

あ 者 
る ウ 

と ス 

結ノ ぬ - l 冊し ま @@ た ア 
も メ   
力 国 士ホ教 

が 勢 
人 調 
を 査 
よ の 
り 結 
利 果 
他 と 

的 独 
に 自 
す め 
る イ 
な ン 

ら タ 
ば ビ   
そ l 
れ を 
Ⅰ よ も 

文ロ と 

イ可 @ こ サ 
し ケ 
て ア 
  精 

とゴ ネ中 

め が 

2 発 
う 達 
な す 
プ る 
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ィ
 ハ
ウ
ス
で
生
活
を
と
も
に
し
た
り
、
食
後
の
皿
洗
い
 を
し
た
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス
へ
の
給
食
活
動
に
も
参
加
し
 
た
 。
次
第
に
信
者
と
の
 

ラ
ポ
ー
ル
が
形
成
さ
れ
、
彼
ら
の
信
仰
生
活
に
対
す
る
 筆
者
の
理
解
が
進
ん
だ
一
九
九
八
年
一
 0
 月
 、
ロ
ン
ド
 ン
 地
区
信
者
二
一
 
0
 人
 

に
 対
し
て
質
問
紙
調
査
を
実
施
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
 
調
査
は
一
九
九
八
年
と
一
九
九
九
年
に
両
教
団
と
も
 
男
 女
 そ
れ
ぞ
れ
一
五
人
ず
 

が
 利
他
主
義
で
あ
る
こ
と
は
明
か
さ
ず
に
ラ
イ
フ
ヒ
ス
 

ン
タ
ビ
ュ
ー
の
た
め
に
費
や
し
た
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
 

マ
ン
ト
の
了
解
を
得
て
の
録
音
は
一
人
一
時
間
で
あ
る
 

二
教
団
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
深
さ
が
多
様
に
な
 

際
し
て
は
心
理
的
な
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
 

が
 、
そ
の
前
後
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
会
話
も
ふ
く
の
 

る
よ
う
に
サ
ン
プ
リ
ン
グ
し
て
ム
ロ
計
六
 

0
 人
に
対
し
て
 

ト
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
彼
ら
の
信
仰
生
活
を
五
 叫
 っ
て
も
ら
い
、
最
後
に
 

行
っ
た
 0
 イ
ン
フ
 
オ
｜
 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
主
題
 

て
 約
二
 

0
0
 

時
間
を
 ィ
 

利
他
主
義
に
関
す
る
質
問
を
し
た
が
、
利
他
主
義
に
関
 
す
る
質
問
の
前
に
「
信
仰
を
も
っ
て
よ
か
っ
た
こ
と
」
 、
「
自
分
が
変
わ
っ
た
こ
 

ぬ
と
 」
を
問
 う
と
 、
自
発
的
に
利
他
主
義
に
つ
い
て
 語
る
信
者
も
い
た
。
こ
の
よ
う
な
意
識
変
容
を
語
る
際
 
、
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
は
 過
 

麓
 

去
を
現
在
に
お
い
て
再
構
築
し
て
お
り
、
と
く
に
 
利
他
主
義
に
関
し
て
は
現
状
と
は
異
な
る
理
想
を
語
る
 
場
ム
ロ
 
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
 

 
 

が
そ
の
客
観
性
や
信
 瓶
性
 に
疑
問
を
呈
す
る
向
き
も
 あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
の
 
伍
 沖
 り
が
理
想
で
あ
っ
て
も
、
 

そ
 

%
 
 

造
 

れ
は
信
仰
の
影
響
の
表
出
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
 
そ
れ
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
意
義
深
い
。
本
研
究
は
 
、
 信
仰
生
活
に
お
け
る
主
体
 た
 

 
 

翻
る
個
人
の
意
味
付
け
こ
そ
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
 
で
あ
る
。
 

 
 

バ
 プ
テ
ィ
ス
ト
教
会
の
牧
師
だ
っ
た
イ
ギ
リ
ス
 
人
、
ノ
 エ
ル
・
ス
タ
ン
ト
ン
が
一
九
 

 
 
 
 

千
 

 
 
 
 

和
 

六
九
年
に
ノ
ー
サ
ン
プ
ト
ン
で
始
め
た
宗
教
運
動
 
で
、
街
頭
で
の
福
音
伝
道
活
動
、
ホ
ー
ム
レ
ス
へ
の
 絵
 食
 、
麻
薬
中
毒
者
や
ア
ル
コ
 

 
 
 
 
 
 

捌
｜
 ル
中
毒
者
へ
の
支
援
、
刑
務
所
の
受
刑
者
慰
問
 
な
ど
社
会
的
弱
者
の
救
済
を
活
動
の
中
心
に
置
い
て
い
 る
 。
信
者
数
は
約
二
五
 0
0
 

3
 

9
 

縮
毛
で
、
ロ
ン
ド
ン
を
含
め
て
イ
ギ
リ
ス
各
地
に
約
 五 0
 の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
ス
が
存
在
し
、
子
供
を
含
 め
る
と
 約
セ
 0
0
 名
が
聖
書
 



求
 す
る
と
い
う
点
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
倫
理
的
預
言
 口
 
」
 的
 要
素
を
も
ち
、
 F
W
B
O
 

は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
 

上
 座
部
 仏
教
や
チ
ベ
ッ
ト
 

に
 基
づ
い
た
簡
素
な
共
同
生
活
を
し
て
い
る
。
も
う
 
一
 方
の
教
団
、
 
F
W
B
O
 

は
、
イ
ギ
リ
ス
 人
 、
サ
ン
ガ
 ラ
ク
シ
 
タ
 
（
本
名
 デ
ニ
 

 
 9

 
 
 

ス
 ・
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
）
が
一
九
六
 セ
 年
に
ロ
ン
ド
ン
で
 は
じ
め
た
仏
教
運
動
で
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
も
っ
た
 
信
者
は
イ
ギ
リ
ス
国
内
 

 
 
 
 
 
 
 
 

で
は
約
二
五
 0
0
 
名
 、
約
 セ
五
 0
 名
が
得
度
を
受
け
て
 い
る
。
共
同
生
活
を
す
る
信
者
も
多
い
。
数
を
か
ぞ
え
 て
 呼
吸
に
意
識
を
集
中
 

さ
せ
る
瞑
想
、
数
息
観
 や
 、
利
他
愛
を
強
調
し
て
慈
愛
 の
心
を
育
て
る
瞑
想
、
メ
ッ
 タ
 ・
バ
ー
ヴ
ァ
 ナ
 が
修
行
 の
中
心
で
あ
る
。
世
界
 

十
数
 ケ
 国
に
仏
教
セ
ン
タ
ー
を
持
つ
が
、
イ
ギ
リ
ス
 各
 弛
め
 F
W
B
O
 

仏
教
セ
ン
タ
ー
は
独
立
し
た
法
人
と
し
 て
 登
録
さ
れ
、
瞑
想
 教
 

室
を
開
き
、
健
康
食
品
や
ギ
フ
ト
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
の
 
ビ
 ジ
ネ
ス
も
営
ん
で
お
り
、
売
り
上
げ
の
一
部
は
イ
ン
ド
 
に
あ
る
 F
W
B
O
 

の
 慈
 

善
 団
体
の
活
動
資
金
と
な
っ
て
い
る
。
 

両
 教
団
と
も
イ
ギ
リ
ス
で
活
動
し
て
い
る
新
宗
教
と
し
 
て
は
 
一
 0
 番
 前
後
の
規
模
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
生
ま
 れ
の
新
宗
教
と
し
て
 

は
 最
大
規
模
で
あ
る
。
 

両
 教
団
と
も
共
同
生
活
を
す
る
 信
者
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
マ
ス
コ
ミ
で
カ
ル
ト
 
扱
 い
を
受
け
た
こ
と
が
あ
 

っ
 た
が
、
サ
イ
ェ
ン
ト
ロ
ジ
ー
や
統
一
教
会
の
よ
う
な
 社
会
と
の
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
は
な
い
。
ま
た
、
日
本
と
 
は
 異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
 

 
 

動
や
社
会
活
動
は
規
模
が
小
さ
い
た
め
に
社
会
的
に
 
広
く
認
知
さ
れ
て
い
な
 

 
 

 
 J

A
 
と
 F
W
B
O
 

を
事
例
と
し
た
理
由
で
あ
る
が
、
 人
 間
 関
係
が
希
薄
な
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
、
両
者
と
 
も
 共
同
生
活
や
人
の
 

つ
な
が
り
を
重
視
し
、
社
会
的
弱
者
へ
の
救
済
や
慈
善
 活
動
に
積
極
的
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
共
通
点
に
よ
 
り
 、
利
他
主
義
の
発
達
 

に
お
け
る
共
通
し
た
要
因
が
存
在
す
る
か
否
か
を
検
討
 す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
 

J
A
 
は
、
聖
霊
に
満
た
 さ
れ
神
の
意
思
を
世
に
 

伝
え
る
使
命
を
感
得
し
た
と
い
う
指
導
者
ス
タ
ン
ト
ン
 
の
 体
験
に
始
ま
り
、
聖
書
に
も
と
づ
い
た
倫
理
的
で
質
 
素
 な
生
活
を
信
者
に
要
 

 
 



M
 
 拷
が
キ
リ
ス
ト
教
で
、
他
は
無
信
仰
で
あ
っ
た
。
 

価
値
観
で
あ
る
が
、
質
素
な
生
活
を
す
る
彼
ら
は
レ
ジ
 

サ
 ー
な
ど
を
一
般
の
イ
ギ
リ
 

 
 

倫
な
ど
は
否
定
す
る
傾
向
が
強
 

い
 一
方
で
、
自
分
の
家
 

族
 よ
り
も
教
団
内
の
友
人
を
 

95  (7 

條
 

信
者
の
平
均
年
齢
は
三
一
・
 セ
歳
 、
独
身
主
義
を
 強
調
す
る
た
め
に
独
身
者
が
 セ
 六
・
三
 %
 
 （
イ
ギ
リ
ス
 社
 会
 全
体
の
約
二
倍
）
と
極
め
 

 
 
 
 

-
@
@
@
-
 

和
て
多
い
。
三
八
・
九
 
%
 
が
大
学
教
育
を
受
け
て
お
 
り
 、
イ
ギ
リ
ス
社
会
全
体
の
平
均
教
育
レ
ベ
ル
を
上
回
 る
 。
以
前
の
信
仰
は
四
七
・
四
 
 
 

 
 

競
 

利
他
主
義
は
他
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
 

、
社
会
的
関
係
や
他
者
と
の
関
り
を
離
れ
て
独
り
 

存
 在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

ま
 

 
 

は
 
た
、
主
義
主
張
や
態
度
は
、
個
人
の
中
に
独
立
し
 

て
 埋
め
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 

繋
が
り
を
持
ち
、
よ
り
深
い
 

%
 
 

造
 
価
値
体
系
 
よ
 り
流
れ
出
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
 

ぃ
 る
 。
よ
っ
て
、
利
他
主
義
の
探
究
に
入
る
前
に
、
本
節
 

で
は
両
教
団
の
信
者
の
社
会
 

が
 
も
 
的
特
性
と
価
値
観
を
明
ら
か
に
し
た
い
ま
ず
 

o
 
 、
 J
A
 の
社
会
的
特
性
で
あ
る
が
、
男
性
が
女
性
よ
り
も
 

若
干
多
く
、
ロ
ン
ド
ン
地
区
 

二
 

J
A
 
と
Ⅰ
 W
B
O
 

の
社
会
的
特
性
と
価
値
 観
 

 
 

 
 

密
教
を
二
 0
 年
 ほ
ど
学
び
修
行
を
し
た
教
祖
サ
ン
ガ
ラ
 ク
シ
タ
 が
、
倫
理
的
な
服
従
を
要
求
す
る
こ
と
も
な
く
 、
た
だ
彼
自
身
が
体
得
 

-
7
7
l
-
 

し
た
も
の
を
同
じ
道
を
歩
も
う
と
希
求
す
る
人
び
と
に
 模
範
と
し
て
示
す
と
い
う
点
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
模
範
 
的
 預
言
」
的
特
徴
を
持
 

つ
 新
宗
教
と
み
な
せ
る
。
さ
ら
に
、
 J
A
 は
、
都
市
に
 お
け
る
社
会
悪
を
批
判
し
、
物
質
主
義
を
否
定
し
、
 神
 の
 摂
理
に
基
づ
く
世
界
 

秩
序
を
希
求
す
る
千
年
王
国
運
動
で
あ
り
、
 
F
W
B
O
 
は
 、
個
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
 な
 成
長
と
自
己
責
任
を
 重
ん
じ
、
瞑
想
な
ど
に
 

よ
っ
て
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
な
ど
か
ら
生
じ
 
る
 ス
ト
レ
ス
に
対
処
す
る
方
法
を
教
え
る
な
ど
 
ニ
ュ
 ｜
 エ
イ
ジ
 的
 特
徴
を
も
 

つ
 。
こ
う
し
た
相
違
に
よ
り
、
信
者
が
利
他
的
行
動
に
 
付
す
意
味
内
容
と
利
他
的
行
動
の
動
機
に
遠
い
が
 
存
 在
す
る
の
か
否
か
 、
ま
 

た
 、
信
者
の
利
他
的
精
神
の
発
達
要
因
は
異
な
る
の
か
 否
 か
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
 う
 。
 



 
 

次
に
、
 

F
W
B
O
 

の
社
会
的
特
性
を
あ
げ
る
と
、
男
性
 が
セ
 割
と
圧
倒
的
に
多
く
、
ロ
ン
ド
ン
地
区
信
者
の
 
平
均
年
齢
は
三
九
・
四
 

歳
 で
、
 

J
A
 

同
様
に
独
身
主
義
を
強
調
す
る
た
め
に
 
独
 見
者
は
多
く
、
六
七
・
一
 
%
 で
あ
る
。
 
セ
ニ
 ・
九
 %
 が
 大
学
教
育
を
受
け
て
お
 

り
 、
イ
ギ
リ
ス
の
平
均
教
育
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
上
回
 
る
 。
以
前
の
信
仰
は
二
四
・
三
 %
 が
キ
リ
ス
ト
教
で
、
 

上
 
八
七
二
ハ
拷
が
 無
 信
仰
で
 

あ
っ
た
。
彼
ら
の
価
値
観
の
特
徴
と
し
て
は
、
モ
ラ
ル
 
を
 個
人
の
問
題
と
み
な
し
、
同
性
愛
や
不
倫
に
対
し
て
 
も
 否
定
す
る
よ
り
は
 肯
 

走
 す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
 

質
問
紙
調
査
の
結
果
と
信
者
と
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
 
な
 対
話
か
ら
得
ら
れ
た
理
解
を
も
と
に
、
彼
ら
の
価
値
観
 
を
 総
括
し
よ
う
。
 
J
 

A
 は
都
市
に
お
け
る
社
会
悪
を
批
判
し
、
物
質
主
義
を
 
否
定
し
て
簡
素
な
生
活
を
送
り
、
神
の
摂
理
に
基
づ
く
 
世
界
秩
序
を
希
求
す
る
 

千
年
王
国
運
動
で
あ
る
が
、
 

J
A
 
の
信
者
は
す
べ
て
が
 神
か
ら
の
贈
り
物
と
信
じ
、
社
会
生
活
に
対
し
て
神
の
 
是
認
を
必
要
と
し
て
い
 

る
 。
一
方
、
 

F
W
B
O
 

は
個
人
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
 な
 成
長
と
自
己
責
任
を
重
ん
じ
、
瞑
想
な
ど
に
よ
っ
て
 
現
 代
 社
会
に
お
け
る
人
間
 

関
係
な
ど
か
ら
生
じ
る
ス
ト
レ
ス
に
対
処
す
る
方
法
を
 
教
え
、
個
人
の
修
養
に
よ
っ
て
現
代
社
会
の
改
善
を
説
 
き
、
信
者
は
社
会
の
さ
 

ま
ざ
ま
な
局
面
が
仏
教
に
よ
っ
て
良
い
影
響
を
受
け
る
 
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
セ
ク
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
は
 、
 F
W
B
O
 

の
信
者
は
 

J
A
 の
信
者
や
イ
ギ
リ
ス
 大
 全
体
と
比
べ
て
非
常
に
 リ
 べ
 う
ル
 で
あ
る
。
 

J
A
 

の
場
合
に
は
教
義
が
道
徳
律
を
 規
定
す
る
役
割
を
し
て
 

い
る
が
、
 

F
W
B
O
 

の
信
者
の
場
合
に
は
教
義
に
性
 や
 モ
ラ
ル
の
問
題
に
お
け
る
方
向
づ
け
を
望
ま
ず
、
 力
ル
 マ
 思
想
を
も
と
に
自
ら
 

0
 行
い
の
責
任
は
自
分
で
と
る
と
い
う
姿
勢
が
み
ら
れ
 
る
 。
ま
た
、
両
教
団
の
信
者
と
も
教
団
の
中
で
新
た
な
 
人
間
関
係
を
作
っ
た
 結
 

果
 、
そ
の
繋
が
り
を
持
っ
友
人
の
方
が
実
際
の
家
族
 
ょ
 り
も
重
要
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
 

(718) 96 



新宗教信仰者の 利他主義がも 

る 会 く い 
側 室 に 送 る 

。「重重 が幾つ 書には 行く人 バ 中 、 

  
  
  

を 

  て た 

も @ ま 

つ 懲   
， 」 罰 言 

と が 
土 車 
げ で 

は 課 ま 教 
良 せ す 会 
い ら   c 
こ れ 教 ノ イ 一 丁 

97  (719) 

吐
咀
 

 
 

の
に
聖
書
の
良
き
サ
マ
リ
ア
人
の
寓
話
（
 
ル
 力
の
福
音
 
善
一
 0
 章
 二
 0
 土
 一
五
節
）
を
用
 

とその発達要因 

サ す ぅ 

にた「 」。 い利ポる   J 1 本 
節   ュ動多解 者は光 A 利 

  
他 

O  の 

エ木ⅡⅡⅡ @J 
他 
主 
義 
の 

意味 

内 
容 
を 
検 
討 
し 

よ 

麻 す も     
め か し   

己 光 い 者 こ る 
滴 る る へ と と 

定 見 。 の を 言 



と
だ
と
思
う
。
私
も
神
を
畏
れ
る
。
で
も
キ
リ
ス
ト
教
 
徒
 と
し
て
日
が
経
つ
に
 
つ
 れ
て
、
よ
り
一
層
、
神
の
 愛
を
知
る
よ
う
に
な
っ
 

た
 。
神
は
私
た
ち
に
お
日
様
も
雨
も
与
え
て
下
さ
る
の
 
よ
 」
と
言
う
。
実
際
に
聖
書
は
利
他
主
義
の
報
酬
が
神
 
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
 説
 

く
が
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
、
貧
し
い
人
へ
 施
す
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
（
マ
タ
イ
の
福
音
書
六
章
 一
｜
 
四
節
、
ル
力
の
福
音
書
 

一
四
章
一
二
 
｜
 一
四
節
。
 四
 0
 代
 半
ば
を
迎
え
た
ヴ
ェ
ロ
 １
々
 は
 、
「
人
々
に
対
し
て
思
い
や
り
深
く
あ
る
よ
う
 に
神
さ
ま
が
私
た
ち
に
 

お
 命
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
言
う
。
ま
た
、
看
護
婦
 
の
 サ
リ
ー
は
、
「
他
の
た
め
の
助
け
に
な
る
こ
と
、
 他
 者
の
必
要
と
す
る
も
の
 

を
 探
す
こ
と
」
を
利
他
主
義
と
考
え
、
そ
し
て
、
そ
こ
 
に
は
報
酬
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 

J
A
 の
信
者
の
場
合
、
利
他
主
義
と
い
う
言
葉
を
知
っ
 て
い
る
信
者
は
そ
れ
種
多
く
は
な
か
っ
た
。
実
際
に
筆
 
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
 

｜
ク
 0
 期
間
中
、
説
教
の
な
か
で
田
安
日
の
 ヨ
 と
い
う
 目
 
口
 
葉
を
聞
く
こ
と
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
す
 
つ
 の
 -
 の
 。
ヨ
ロ
が
の
 

臼
 。
 コ
と
い
 

う
 舌
口
葉
を
用
い
て
、
彼
ら
の
利
他
主
義
を
語
っ
て
い
た
 
。
彼
ら
の
利
他
主
義
の
実
践
は
、
善
行
を
施
す
こ
と
 
自
 体
 が
目
的
で
は
な
く
、
 

神
の
栄
光
へ
の
協
力
で
あ
り
、
利
他
的
行
動
の
対
象
で
 
あ
る
他
者
と
の
関
係
は
神
を
通
し
て
理
解
さ
れ
る
。
 
彼
 ら
の
利
他
主
義
は
 、
信
 

仰
に
目
覚
め
て
い
な
い
他
者
に
対
す
る
神
の
栄
光
を
顕
 
現
す
る
た
め
の
働
き
か
け
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
 
は
神
か
ら
の
報
酬
が
存
 

在
す
る
 よ
う
 で
あ
る
。
 

2
 
 前
向
き
な
影
響
（
 F
W
B
O
 
の
利
他
主
義
）
 

F
W
B
O
 
の
信
者
の
利
他
主
義
は
「
ひ
と
に
前
向
き
な
 良
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
」
を
強
調
す
る
。
イ
ー
ス
ト
 
・
ロ
ン
ド
ン
の
 コ
、
、
ト
 

ュ
 ニ
テ
ィ
で
慈
善
活
動
を
し
て
い
る
 キ
ヤ
 ロ
ラ
イ
ン
は
 、
「
利
他
主
義
は
、
他
者
を
助
け
た
い
と
い
う
願
い
の
 形
式
ぼ
っ
た
表
現
で
、
 

仏
教
徒
と
し
て
の
修
行
の
ひ
と
つ
」
と
舌
口
 
う
 。
信
者
は
 菩
薩
の
慈
悲
を
自
ら
も
体
現
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
よ
 
ぅ
 だ
が
、
多
く
の
信
者
 

が
 、
利
他
主
義
は
他
者
と
同
様
に
自
己
に
対
し
て
も
 良
 い
 影
響
を
与
え
る
と
考
え
て
い
る
。
得
度
を
受
け
た
 
入
 信
一
 0
 年
 目
の
レ
イ
 チ
   



新宗教信仰者の 利他主義がも 

他 じ 薄 対 
貝口 る と 家 数 
日 吉 者 で 団 
利 か え あ の 
が ら ら る 定 
主 の れ 他 期   
れ と 彼 の 物 
る い ら 関 や 

。 う の 係 数 固辞 FW 利他側面 も ま、 
B に 的 J 部 
0 も 実 A @ こ 

で 価 践 の よ   
か が 前 者 著 
れ 置 向 と 書 
る か き 比 に 
仏 れ な 較 は 
教 て 良 し 利 
居 、 い き て 他 
想 る 影 よ 生 
に 。 響 り 義 
も ま を 直 が 
と た 他 接 説 
づ 、 者 的 か 
い 他 に で れ 

て 老 年 、 て 
、 と え 信 い 

自 同 る 仰 る 

ら 蒔 こ に が 
の に と お 、 
小 目 が け F 
の 己 強 る W 
状 を 調 使 B 
態 ケ さ 命 0 
を ア れ を の 
居 、 し る 背 信 
，准 て と 負 者 
し い 回 っ の 

場合、 、思索 た行動 くこと 時に 、 
的 の 執 と 利 

@ 利要心 こ 重 着い地 う的 行動 他主 性、 から 面は 

義 利 生 布 の 

99 (721) 

つ 構造とその発達要因 

幅 く い え 助 他 る で 自 工 

広 こ 社 な 二 な 宝 必 四 す 分 か 

ゆ 主   つ 義 
他 、 気 な グ る た の 
主 水 に い レ 彼 そ よ ツ り 恩、 
義 を 掛 。 ン ら し う ク で 息 
を 無 け 自 は だ て 。 は き を 
捉 駄 て 分 " が " 困   U え @ 貞 不 そ つ 木 1 
て し 自 身 他 な め て 他 

白 、 認 め 
分 て 

い な 分 を 主 し こ い 主 な い 
る い 自 ケ 義 ろ と る 義 解 る 

。 、 身 ア は 日 に 人 は 放     
の さ い に の て ば し 

「ひと でき、 
一 な と の 目 白 に も 

部 せ が み 立 ら い 具 
を 界 け 向 た も て 体 

対し苦し に 的な 寄付に 執ぇ Ⅰよ、 けろ たし よ、 幸せ あげ 

す れ 」 れ 利 に る 行 

    なり、自分 
参   

国   
あ が 裟 
る あ に   
困窮 り 、 見 え のこ を取 退 と刺虫 はよ 者 そ る   

り つ り と へ れ 形 
巻 て 幅 も の が で 

く い 店 者 捷 利 す しとで、 状態 い 



強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。
さ
ら
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
道
 徳
 体
系
で
は
、
道
徳
は
集
合
表
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
 
個
 人
 に
対
し
て
外
在
的
で
 

拘
束
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
の
行
動
や
言
葉
に
表
 
出
す
る
。
 

-
2
 
一
 な
ら
ば
、
信
者
が
利
他
的
行
動
の
動
機
を
五
 叩
る
 @
 
目
語
は
、
 

J
A
 

と
 F
 

W
B
O
 

の
特
質
に
応
じ
て
異
な
っ
た
性
向
を
見
せ
る
 

可
 能
 性
が
あ
る
。
信
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
分
析
す
る
 
と
 、
利
他
的
行
動
の
動
 

機
は
様
々
で
あ
り
、
一
個
人
の
な
か
に
複
数
の
動
機
が
 
存
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
主
に
三
つ
の
 
動
 機
 、
共
感
、
ム
ロ
 
理
的
選
 

択
 、
救
済
論
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
 
そ
，
 
フ
 す
る
こ
と
は
彼
ら
の
利
他
的
行
動
の
理
解
に
と
っ
て
 
有
益
と
思
わ
れ
る
。
 
以
 

干
 、
三
つ
の
動
機
を
順
に
見
て
い
こ
う
。
 

1
 
 土
公
 
忌
巳
ヨ
せ
漣
 
（
 
チ
 q
 

困
難
な
状
況
に
あ
る
人
へ
の
共
感
や
感
情
移
入
が
利
他
 的
 行
動
の
動
機
で
あ
る
と
い
う
 
説
 （
 
ゴ
 の
の
 ヨ
づ
麓
 
（
 
ゴ
ゼ
 
・
 
巴
 庁
 
Ⅱ
 
け
 臣
の
 

ヨ
プ
ゼ
 で
 0
 斤
は
 
の
れ
の
 

に
関
す
る
論
文
は
多
数
存
在
す
る
。
こ
の
説
で
は
、
 人
 間
は
 ホ
ー
ム
レ
ス
な
ど
困
っ
て
い
る
人
を
み
て
哀
れ
み
 を
 感
じ
、
そ
の
人
の
困
 

窮
や
不
利
な
状
況
の
改
善
を
願
 う
 の
で
あ
る
。
実
際
に
 イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
共
感
を
語
っ
た
。
 

J
A
 

の
信
者
の
場
 

ム
ロ
 
に
は
、
そ
の
共
感
は
神
か
ら
の
 愛
 に
 通
じ
て
い
る
。
四
三
歳
に
な
る
ダ
ン
カ
ン
は
言
う
。
 
「
社
会
で
虐
げ
ら
れ
 

約
論
及
の
特
徴
的
な
パ
タ
ー
ン
を
含
む
道
徳
的
言
説
の
 

蛙
 
体
ヰ
 

八
 
-
,
-
1
 
 

」
 を
指
し
て
い
る
が
、
こ
の
 

@
 語
は
、
文
化
的
、
 
社
会
的
環
境
に
よ
っ
て
 

を
 捉
え
て
い
る
と
理
解
出
来
よ
う
。
 

四
 

利
他
的
行
動
の
動
機
 

人
は
、
両
親
、
手
本
と
な
る
人
、
あ
る
い
は
書
籍
な
ど
 か
ら
、
あ
る
行
動
の
動
機
を
語
る
舌
口
語
を
記
憶
し
、
 
繰
 り
 返
し
用
い
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
そ
の
舌
ロ
語
を
自
己
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
 
く
 。
こ
こ
で
い
う
舌
口
語
と
は
 
べ
 ラ
ー
ら
の
言
う
「
一
定
 の
 明
瞭
な
語
彙
や
道
徳
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る
よ
う
だ
。
 

一
方
、
 
F
W
B
O
 の
場
ム
ロ
、
一
部
の
信
者
が
共
感
に
お
 

い
て
自
ら
も
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
と
言
う
。
 

F
W
B
O
 の
 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
 ハ
 

ウ
ス
 に
住
む
ビ
ル
は
以
前
そ
の
よ
う
な
苦
痛
を
感
じ
て
 

い
た
。
「
そ
れ
は
純
粋
な
思
い
や
り
の
反
応
だ
っ
た
 

と
 思
 う
 。
経
験
か
ら
で
は
 

ぬ
 
な
く
自
然
な
も
の
だ
っ
た
。
で
も
、
そ
の
感
情
に
 

よ
っ
て
同
時
に
苦
し
ん
で
い
た
」
。
彼
ら
の
共
感
的
苦
 

痛
は
 、
不
幸
な
状
態
に
あ
る
 

縦
 
人
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
お
こ
る
不
快
な
感
情
 

か
 ら
 生
じ
て
い
る
と
も
、
あ
る
い
は
、
も
し
、
そ
の
よ
う
 

な
 人
に
手
を
差
し
伸
べ
な
か
 

 
 

ば
っ
た
場
合
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
後
ろ
め
た
さ
か
ら
 
生
じ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
 

彼
ら
は
困
難
な
状
態
に
あ
る
 

 
 

べ
よ
う
 と
す
る
が
、
そ
の
行
為
自
体
が
彼
ら
の
共
感
的
 

苦
痛
を
も
救
う
と
い
う
構
造
 

 
 

苦
 @
 動
機
（
 す
 の
の
 
ヨ
 で
が
（
三
の
日
の
斤
（
の
の
の
 

日
 0
 ヰ
毛
ゆ
庁
 

）
 
0
 
コ
 」
 と
 筆
者
は
呼
ん
で
い
ろ
。
 
し
 

距
 
か
し
、
ビ
ル
が
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
信
者
と
し
て
 
0
 年
数
が
経
過
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
動
機
 
は
 消
滅
し
て
い
く
よ
う
で
あ
 

 
 
 
 
不
 

ゆ
る
 。
こ
の
共
感
的
苦
痛
動
機
は
 
J
A
 の
 イ
 ン
タ
ビ
 ユ
 ー
で
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

 
  

 

状
況
下
で
自
己
の
効
用
を
最
大
化
し
、
コ
ス
ト
を
最
小
 

化
す
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
 101 (723) 

て
い
る
人
、
貧
し
い
人
、
不
正
義
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
 

れ
て
い
る
人
に
哀
れ
み
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
 

人
 々
に
対
し
て
自
然
 

感
を
覚
え
る
力
を
神
が
私
に
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
 

神
 は
 私
た
ち
を
夜
通
し
癒
し
て
く
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
 

私
 た
ち
も
同
じ
よ
う
 

い
や
り
を
他
の
人
に
示
す
の
で
す
」
。
ま
た
、
毎
日
曜
日
 

欠
か
さ
ず
 J
A
 の
集
会
に
通
う
四
五
歳
の
ジ
ー
ン
は
 
、
 「
私
は
神
の
愛
を
 

に
 届
け
た
い
の
で
す
。
神
の
哀
れ
み
な
く
し
て
私
は
世
 

の
中
の
人
々
と
繋
が
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
」
と
神
の
 

愛
を
強
調
す
る
。
 

は
 苦
し
む
人
に
哀
れ
み
を
感
じ
て
苦
難
に
あ
る
人
に
近
 

づ
き
、
神
が
彼
ら
に
愛
を
示
す
如
く
に
救
い
の
手
を
差
 

し
 伸
べ
よ
う
と
し
 
て 役 人 な な 
い ら 々 居、 共 



も
 自
分
の
為
に
何
か
を
し
て
く
れ
る
と
い
う
期
待
が
存
 
在
す
る
の
だ
が
、
 F
 

チ
ュ
ア
 か
 な
友
情
や
支
え
合
い
を
強
調
す
る
 F
W
B
O
 の
 理
念
に
基
づ
い
た
 

3
 
 救
済
論
の
。
 汀
ユ
 0
 ）
 
0
g
y
 

-
 
巧
一
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
救
済
論
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
救
済
 
へ
の
探
求
が
生
に
 

そ
の
救
済
へ
の
 憧
 惧
は
信
者
の
利
他
的
行
動
を
動
機
 付
 け
よ
う
。
ウ
ェ
ー
バ
 

為
 が
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
れ
 
ら
が
救
済
を
求
め
る
 W

B
O
 

の
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
期
待
よ
り
も
、
ス
ピ
リ
 
 
 

人
 と
人
と
の
繋
が
り
の
世
界
観
が
強
い
。
 

お
け
る
実
践
的
態
度
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
な
ら
 ぼ
、
 
 
 

１
 0
 善
行
倫
理
体
系
は
、
「
個
々
の
有
徳
行
為
や
悪
徳
行
 
ス
ー
 

7
%
 

も
の
に
と
っ
て
加
点
と
な
っ
た
り
、
減
点
と
な
っ
た
り
す
 す 

て
い
る
の
で
 

F
W
B
O
 

「
利
他
的
 付
 

｜
 な
し
て
い
 

る
も
の
」
と
 

他
 的
な
行
動
 

謝
 す
る
が
、
 

に
 分
類
さ
れ
 、

第
三
の
動
機
で
あ
る
救
済
論
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。
 

の
場
合
に
は
合
理
的
選
択
に
基
づ
く
利
他
的
行
動
を
語
 
る
 信
者
が
多
数
存
在
し
た
。
得
度
し
て
い
る
ス
チ
ュ
ア
 
｜
ト
は
、
 

動
 が
自
分
自
身
を
幸
せ
に
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
」
と
 
言
 う
 。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
，
セ
ン
タ
ー
で
ソ
ー
シ
ャ
 
ル
ワ
ー
カ
 

る
ェ
て
 は
、
「
純
粋
な
利
他
主
義
っ
て
探
す
の
が
困
難
 だ
と
思
 う
 。
ど
ん
な
こ
と
で
も
自
分
自
身
の
為
と
い
う
 
要
素
が
あ
 

語
る
。
幸
福
感
や
精
神
的
安
寧
と
い
っ
た
内
的
な
利
益
 
を
 語
る
が
、
そ
の
よ
う
な
効
用
が
あ
る
こ
と
を
認
め
っ
 
つ
も
、
 利
 

0
 目
的
は
第
一
に
他
者
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
と
 F
W
B
 0
 の
信
者
た
ち
は
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
ら
は
支
え
 合
い
を
 強
 

社
会
心
理
学
で
は
利
他
主
義
は
交
換
関
係
に
あ
る
「
 
互
 恵
的
 利
他
主
義
」
と
共
同
体
的
関
係
に
あ
る
「
血
縁
 
利
 地
主
義
」
 

-
 
Ⅱ
 -
 

、
互
恵
的
利
他
主
義
が
合
理
的
選
択
に
基
づ
い
て
い
る
 
。
そ
こ
に
は
、
自
分
が
他
人
の
為
に
何
か
を
す
る
よ
う
 
に
 、
他
人
 

の
 利
他
的
行
動
に
お
け
る
動
機
と
し
て
の
ム
ロ
 理
的
 選
択
 と
は
、
利
他
的
な
行
動
が
自
ら
の
利
益
に
も
な
る
と
い
 
ぅ
 観
念
に
基
づ
い
た
 自
 

 
 0

 

 
 

己
の
行
動
選
択
で
あ
る
。
そ
の
効
用
 は
 幸
福
感
の
享
受
 な
ど
の
内
的
な
利
益
も
含
む
が
、
実
際
に
両
教
団
の
信
 
者
 と
も
利
他
的
行
動
に
 

 
 
 
 

と
も
な
 う
 幸
福
感
を
語
っ
た
。
特
に
 J
A
 

で
は
幸
福
感
 と
い
う
報
酬
を
語
る
信
者
が
多
い
が
、
彼
ら
は
そ
れ
を
 神
か
ら
の
報
酬
と
考
え
 

僻
 



新宗教信仰者の 利他主義がも 

択 済 葉 で 
の を 両 に は 

中 閑 散 っ 十 
の 連 日 い 分 
  づ と て で はな 類型けて も伝 も 、 
と 語 統 ， L 、 い 

考 っ 的 に と 

ゐ つ 考 えた る 。 ホ 教 いえ 
こ 救 に て る 

と 溝 板 も 得 
も 論 ざ 何 度 
可 は し 棲 宿 
能 救 救 な 者 
で 済 済 の の 
あ き に だ ケ 
ろ 希 至 」     
し る と ロ 、 

  
が 宗   
で な の を に 

は 倍 倍 謝 っ 
な 念 者 明 い   
信 と ら 。 か 

者 づ の れ 
白 い 利 て 
身 た 他 い 

る 主義 が語 合理 が 、 

る 的 と 

利 運 救 
    
  

103  (725) 

る
と
 ム
ロ
」
Ⅰ
 

レ
ラ
 場
 -
6
-
i
 
 

と
「
個
々
の
所
業
を
、
そ
こ
に
 現
わ
 れ
て
い
る
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
倫
理
的
全
人
格
の
徴
表
 
な
い
し
表
現
と
し
て
の
 

み
 取
り
扱
う
と
。
Ⅴ
 

ム
ロ
」
Ⅰ
 

主
ノ
場
 
-
T
 

ー
に
二
分
さ
れ
る
が
、
そ
の
 

一
 

結
果
は
類
似
し
て
お
り
、
「
行
為
の
社
会
倫
理
的
な
性
 質
 は
や
が
て
ま
っ
た
く
 

一
 
㎎
 -
 

第
二
義
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
む
し
ろ
問
題
は
す
 
べ
て
、
自
己
自
身
の
人
格
に
お
け
る
宗
教
的
研
 
鐙
に
，
 」
そ
か
か
っ
て
く
る
」
。
 

な
ら
 ぼ
 、
信
者
の
利
他
的
行
動
は
救
済
方
法
論
上
の
手
 段
 に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
ひ
と
り
救
済
論
 
の
み
に
動
機
付
け
ら
れ
 

た
 利
他
的
行
動
で
あ
れ
ば
、
そ
う
な
ろ
 う
 。
し
か
し
、
 既
に
述
べ
た
よ
う
に
共
感
に
基
づ
く
場
合
な
ど
様
々
な
 動
機
が
あ
り
、
信
仰
 年
 

数
 が
長
い
信
者
で
も
複
数
の
動
機
を
持
つ
。
よ
っ
て
 信
 者
の
利
他
的
行
動
を
全
て
救
済
方
法
論
上
の
手
段
に
帰
 
す
る
こ
と
は
曲
解
で
あ
 

ろ
 う
 が
、
救
済
論
を
利
他
的
行
動
の
動
機
付
け
と
し
て
 語
る
信
者
は
両
教
団
と
も
に
多
く
見
ら
れ
た
。
 

J
A
 

は
最
後
の
審
判
に
よ
る
救
済
を
説
き
、
ア
ガ
ペ
 

｜
 、
 愛
を
強
調
す
る
。
簡
素
な
生
活
を
お
く
る
彼
ら
の
な
 
か
に
は
、
独
身
主
義
 

ぬ
 
者
で
自
己
犠
牲
を
尊
ぶ
現
世
拒
否
的
禁
欲
志
向
の
 信
者
が
多
い
。
刑
務
所
の
受
刑
者
へ
の
慰
問
を
す
る
 
一
 
一
四
歳
の
 ク
う
 う
は
、
「
 
刑
務
 

遼
 
所
に
行
っ
て
 三
 0
 火
 ほ
ど
の
男
性
の
前
で
話
を
す
 
る
の
っ
て
厳
し
い
こ
と
。
自
己
犠
牲
な
の
。
神
が
そ
の
 犠
牲
を
祝
福
し
て
く
れ
る
こ
 

 
 

パ
 
と
を
望
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
厳
し
い
こ
と
で
も
 続
 け
て
い
き
た
い
」
と
、
犠
牲
と
神
に
よ
る
祝
福
、
救
済
 を
 語
る
。
一
方
、
 F
W
B
O
 

%
 
 

造
 
は
 、
縁
起
、
業
因
縁
、
解
脱
に
 よ
 る
救
済
を
説
き
 、
善
行
、
菩
薩
行
を
強
調
す
る
。
信
者
は
利
他
的
行
動
 
を
心
掛
け
る
が
、
そ
れ
だ
け
 



も
 数
人
 い
 た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
自
発
的
に
利
他
主
義
に
 
つ
い
て
語
り
、
そ
こ
に
は
信
仰
の
影
響
が
見
ら
れ
、
 実
 際
に
彼
ら
は
慈
善
活
動
 

危
惧
が
あ
っ
た
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
は
意
識
変
容
 
を
様
々
に
語
り
、
利
他
的
精
神
に
関
連
し
た
事
柄
に
つ
 
い
て
言
及
し
な
い
信
者
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合 は 児 と 以 主 ン 徴 ロ 宗教的 じめとも考え 斯 観 の の相関 前の慈 の JA 義と無 正 トと 宗教 的 セスを 

ら し の が 書 賈 相 の 強 経 環 五   
神 の意識 信 庭、教熱心度的な も利他 唯 た 。 、以前 コミッ ずであ ム）が -I- 2 か。も の 

れ は 土 圭 信 へ   
あ 柑 に 読 年 コ み ッ を ン 人 
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にイ そン がが （ 見へ 団児関分宗 期を析 教よで るの 

った回 瞑相 では、 
ト へ い は 、 界 は   月蓋 の る 、 そ 構 女ロ 

有人（に 、 のバし   l て 
は る 経 の お 教 
な 埋 典 場 ぃ 団 宗教的収入、 、ど ガ｜ -0 一 2 
い 想 の 合 て へ 年 コ ） の 

か を 熟 に 利 加 齢 き に よ 

と 話 説 は 他 人 は ッ よ う 

い る 度 、 主 す 本 リ ト る な 
う 場 を 幼 萎 る 他 メ 象 プ 

別 他 
に 的 
ね そ 千 
け 動 
て の 

考 動 
察 機 
し の 
た 理 解 

ひ @ し 

重 
占   
を 
お 
  
て 
  
る 

の 

で 

亡ホ 

教 
的 
U 千 

他 
主 
義 
が ， 

弓虫 

  
表 
出 
し 

て 
レ Ⅰ 

る 

と 

  
ナつ 

    
で 

ム 

口理 

的 
選 
択 
と 

Ⅰ @@ ひ @ 



 
 

R
 
 利
他
主
義
は
イ
ェ
ス
の
教
え
と
と
も
に
、
イ
エ
ス
 

 
 

、
利
他
的
精
神
を
発
達
さ
せ
 

%
 
 る
 二
つ
の
要
因
と
し
て
、
道
徳
的
説
教
と
観
照
的
 

瞑
想
を
あ
け
 

@
 、
 

。
Ⅰ
。
Ⅰ
、
 

チ
巳
し
プ
 

@
0
 

つ
し
 

2
 
J
A
 

一
 
ネ
リ
し
 

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
 ｜
 調
査
で
は
、
利
他
的
精
神
 

吐
炬
 

 
 

、
 祈
り
な
ど
の
宗
教
的
実
践
を
語
っ
た
も
の
は
ほ
と
ん
 

ど
い
な
か
っ
た
。
 

 
 

と
 瞑
想
を
利
他
的
精
神
の
発
達
と
関
連
づ
け
て
語
っ
た
 

。
仏
教
で
は
慈
悲
喜
捨
の
四
 

 
 
 
 

-
 
四
一
 

翻
 
無
量
 心
 が
説
か
れ
、
特
に
菩
薩
は
悲
無
量
 
心
庇
 者
を
い
た
わ
り
、
苦
を
除
く
利
他
の
臣
の
体
現
・
 顕
 現
と
 説
か
れ
る
が
、
 FW
B
 

M
 
O
 の
教
祖
サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
 
タ
 は
 、
 三
ロ
薩
の
理
想
 
は
 、
利
他
主
義
を
個
人
主
義
に
対
 
侍
 す
る
も
の
と
し
て
 

  

 
 

は
 自
己
と
他
者
の
境
界
が
消
滅
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
 

る
 。
サ
ン
ガ
ラ
ク
シ
 タ
 は
 折
 

白
丁
 

105 (727) 

姻
 
他
者
の
た
め
に
犠
牲
的
に
生
き
る
命
を
も
っ
た
 

哀
 ね
め
 深
い
人
々
 よ
 （
）
の
の
隼
の
口
音
 

2
0
.
 

お
 ・
 
1
9
9
7
-
 

つ
と
 」
と
 述
べ
て
い
る
。
 愛
と
 犠
牲
は
 

発
 
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
核
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
 

が
、
 

れ
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
 

達
 

な
ど
利
他
的
行
動
を
実
践
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
 
イ
 ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
と
質
問
紙
調
査
に
お
け
る
宗
教
的
 
コ
 ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
 と
 利
他
 

主
義
の
無
相
関
と
い
う
結
果
に
お
け
る
乖
離
は
、
質
問
 
紙
 調
査
の
項
目
に
な
い
、
或
い
は
相
関
係
数
に
表
れ
な
 
ぃ
 複
数
の
要
因
が
利
他
 

的
 精
神
の
発
達
に
影
響
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
発
達
 
は
 一
様
で
は
な
く
個
人
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 
示
 し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
実
際
に
複
数
の
発
達
要
因
を
挙
げ
る
信
者
も
い
た
 が
、
 大
き
く
分
け
て
三
つ
の
要
因
、
二
）
教
義
と
宗
教
 
的
 実
践
、
 公
こ
 ロ
ー
ル
 

モ
デ
ル
、
 公
 三
共
同
生
活
と
友
情
関
係
に
分
類
す
る
こ
 と
が
、
利
他
的
精
神
の
発
達
に
関
す
る
理
解
に
有
益
と
 
思
わ
れ
る
。
以
下
、
三
 

つ
の
要
因
を
順
に
見
て
い
こ
う
。
 

1
 
 教
義
と
宗
教
的
実
践
 

J
A
 

の
教
祖
ス
タ
ン
ト
ン
は
 

、
 「
わ
れ
わ
れ
は
、
愛
、
 力
 、
犠
牲
を
示
す
た
め
に
神
に
よ
っ
て
召
さ
れ
た
。
 
聖
 霊
の
働
き
の
も
と
、
 



の
 苦
へ
の
反
応
は
変
わ
っ
た
。
広
い
視
野
で
物
事
を
見
 
る
こ
と
が
出
来
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
 よ
 り
仏
教
的
に
反
 庶
出
来
る
よ
う
に
な
っ
 

た
 」
と
言
う
。
彼
は
教
義
と
瞑
想
が
彼
を
変
え
た
と
 
考
 え
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
意
識
変
容
は
世
界
全
体
の
 
変
革
に
つ
な
が
る
と
 主
 

張
 す
る
。
 

メ
ッ
タ
 ・
バ
ー
ヴ
ァ
 ナ
 と
い
う
瞑
想
を
利
他
的
精
神
の
 発
達
要
因
と
し
て
語
る
 F
W
B
O
 

の
信
者
は
多
い
。
 

メ
 ッ
タ
 ・
バ
ー
ヴ
ァ
 ナ
 

は
 慈
悲
の
修
養
・
発
達
を
意
味
す
る
パ
ー
リ
語
で
あ
る
 が
 、
 F
W
B
O
 

の
中
で
は
、
瞑
想
の
中
で
慈
悲
を
施
す
 

対
象
を
自
己
、
家
族
な
 

ど
 自
分
に
近
い
人
、
他
人
、
世
の
中
と
順
 
じ
 広
げ
て
 ぃ
 く
 修
行
で
あ
る
。
 F
W
B
O
 

の
信
者
と
し
て
 

一
 0
 年
に
 な
る
ロ
ー
う
は
瞑
想
 修
 

行
の
結
果
と
し
て
、
「
ひ
と
に
対
し
て
よ
り
親
切
に
な
 り
ま
し
た
。
よ
り
穏
や
か
に
、
よ
り
自
分
を
信
頼
で
き
 
る
よ
う
に
な
り
、
他
者
 

に
 対
し
て
以
前
よ
り
も
手
を
差
し
伸
べ
ら
れ
る
よ
う
に
 
な
り
ま
し
た
」
と
語
る
。
ま
た
、
四
五
歳
の
ジ
ェ
シ
カ
 
の
よ
う
に
、
 ニ
 ケ
月
の
 

瞑
想
修
行
で
自
分
が
よ
り
利
他
的
に
な
っ
た
と
感
じ
る
 
信
者
も
い
る
一
方
で
、
 四
 0
 歳
の
グ
レ
ー
ス
の
よ
う
に
 、
ニ
 ケ
月
の
瞑
想
修
行
 

後
、
「
メ
ッ
 タ
 ・
バ
ー
ヴ
ァ
 ナ
 の
考
え
方
は
良
い
と
 思
，
 
つ
け
れ
ど
、
自
分
の
感
情
に
働
き
か
け
る
の
は
困
難
だ
 
と
 思
う
。
私
自
身
、
 も
 

と
も
と
思
 い
 や
り
の
あ
る
人
間
で
は
な
い
の
で
難
し
い
 。
そ
こ
を
変
え
た
い
と
思
う
け
れ
ど
」
と
言
う
信
者
も
 
い
る
。
利
他
的
精
神
の
 

発
達
は
一
様
で
は
な
く
、
個
人
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
 
を
 示
し
て
い
る
。
 

2
 
 ロ
ー
ル
モ
デ
ル
 

ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
は
手
本
と
な
る
人
で
あ
る
。
 J
A
 の
 場
合
、
聖
書
の
サ
マ
リ
ア
大
や
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
を
 
利
 地
主
義
の
手
本
と
し
 

に
 触
れ
て
利
他
主
義
を
説
い
て
い
る
が
、
三
三
歳
の
 
ケ
 ビ
ン
 は
、
「
宗
教
な
し
に
、
生
来
、
倫
理
的
な
人
は
 い
 る
 。
違
い
は
、
我
々
は
 

よ
り
倫
理
的
に
な
る
た
め
に
意
識
的
に
心
と
行
い
に
 働
 き
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
仏
教
倫
理
は
よ
り
利
他
 
的
に
な
る
た
め
の
も
の
 

だ
 」
と
、
教
義
に
基
づ
き
利
他
的
精
神
の
発
達
を
語
る
 
。
ま
た
、
前
節
で
み
た
が
、
共
感
的
苦
痛
動
機
を
も
 
っ
て
い
た
ビ
ル
は
、
「
私
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新宗教信仰者の 利 

 
 

ル
モ
デ
ル
な
の
で
す
」
と
自
分
の
役
割
も
語
る
。
 

両
 教
団
の
信
者
に
と
っ
て
教
理
教
学
を
学
ぶ
こ
 

と
は
大
切
で
は
あ
る
が
、
利
他
主
義
に
関
し
て
は
、
 
抽
 豪
的
な
形
で
理
解
す
る
の
で
 

義
 

健
 

は
な
く
、
身
近
に
存
在
す
る
利
他
的
精
神
を
持
っ
 

た
 
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
行
い
を
み
て
、
そ
し
て
、
そ
の
人
 と
 交
流
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 
 
 

次
第
に
身
に
付
い
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 
 
  
 

7
 

3
 
 
共
同
生
活
，
友
情
関
係
 

0
 

 
 

利
他
的
精
神
の
発
達
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
し
て
 
最
 後
に
挙
げ
る
の
は
、
共
同
生
活
と
教
団
内
に
お
け
る
 
友
 情
 関
係
で
あ
る
。
 
J
 

とそ 

付
 し
て
い
る
私
の
周
り
の
人
は
と
て
も
善
良
で
、
健
康
 

的
に
見
え
ま
す
。
彼
等
は
私
に
と
っ
て
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
 

で
す
。
そ
し
て
、
わ
た
 

0 発達要因 

私
は
新
し
く
き
た
人
た
ち
に
親
し
み
や
す
い
お
手
本
と
 

し
て
影
響
を
与
え
た
い
」
と
舌
口
 

う
 。
 

F
W
B
O
 の
信
者
ケ
ビ
ン
は
、
「
私
に
最
も
影
響
を
与
 

え
る
の
は
、
自
分
よ
り
も
利
他
的
な
人
と
の
交
流
。
他
 

者
に
対
し
て
思
い
や
 

り
が
あ
る
人
と
交
流
す
る
こ
と
は
抽
象
的
な
倫
理
を
学
 

ぶ
よ
り
も
大
切
だ
」
と
教
理
教
学
よ
り
も
ロ
ー
ル
モ
デ
 

ル
 と
の
交
渉
の
重
要
性
 

を
 訴
え
る
。
四
一
歳
に
な
る
パ
ト
リ
ッ
ク
は
、
 

F
W
B
 0
 の
信
者
に
な
る
前
は
利
己
的
に
行
動
す
る
人
々
に
 

苛
 立
ち
、
人
に
先
ん
じ
よ
 

ぅ
と
 衝
突
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
今
で
は
他
者
に
 

対
し
て
あ
た
た
か
く
、
親
切
に
な
っ
た
と
言
う
。
 
そ
 し
て
、
「
私
よ
り
長
く
 
修
 

て
 挙
げ
る
信
者
も
い
る
が
、
 
J
A
 で
独
身
主
義
を
堅
持
 
す
る
 四
 0
 歳
の
フ
ロ
ー
う
は
、
「
確
か
に
教
え
は
助
け
 

に
は
な
っ
た
が
、
そ
れ
 

よ
り
も
、
特
に
 
J
A
 に
入
っ
て
初
期
の
頃
は
、
教
会
で
 
指
導
者
的
立
場
に
あ
る
人
た
ち
を
見
て
影
響
を
受
け
た
 

。
彼
ら
の
自
己
を
滅
し
 

た
 姿
、
与
え
続
け
る
姿
に
」
と
教
団
の
内
部
に
お
け
る
 

身
近
な
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
重
要
性
を
語
る
。
現
在
、
 

フ
 ロ
ー
 う
 は
ロ
ン
ド
ン
の
 

女
性
信
者
の
中
で
リ
ー
ダ
ー
的
な
存
在
と
な
り
、
彼
女
 

自
身
が
若
い
信
者
や
年
数
の
浅
い
信
者
の
ロ
ー
ル
モ
デ
 

ル
 と
な
っ
て
い
る
。
 
し
 

か
し
、
権
威
に
は
慎
重
で
、
「
誰
で
も
肩
書
き
を
得
る
 

@
 
」
と
は
出
来
る
け
れ
ど
、
必
ず
し
も
人
を
導
く
こ
と
が
 

出
来
る
と
は
限
ら
な
い
。
 



て
い
る
。
 

F
W
B
O
 
の
信
者
た
ち
と
共
同
生
活
を
す
る
ビ
ル
は
 、
 以
前
は
独
立
独
歩
だ
っ
た
た
め
に
共
同
生
活
を
困
難
に
 
感
じ
て
 ぃ
 

し
 、
「
次
第
に
友
情
関
係
が
深
ま
り
、
時
間
を
共
有
す
 る
こ
と
に
幸
せ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
言
う
。
 
四
年
ほ
ど
 F
 

信
者
と
共
同
生
活
を
し
て
い
る
ケ
ビ
ン
は
時
々
 
、
 他
の
 メ
ン
バ
ー
と
衝
突
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
に
は
自
分
 自
身
の
苛
 立
 

ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
、
相
手
に
対
し
て
も
そ
の
行
い
の
 是
 非
を
問
う
。
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
 
持
 た
な
い
な
ら
 

生
活
す
る
意
味
が
な
い
と
ケ
ビ
ン
は
考
え
て
い
る
。
 
彼
 は
 、
「
表
面
的
な
寛
容
さ
は
我
々
の
理
想
で
は
な
い
。
 困
難
を
通
し
 た

 。
し
か
 

W
B
O
 
の
 

ち
を
コ
ン
 

ば
 、
共
同
 

て
 友
情
を
 

A
 、
 F
W
B
O
 

の
 雨
 教
団
と
も
、
多
く
の
信
者
が
共
同
 生
活
を
送
っ
て
い
る
。
そ
の
形
態
は
、
五
、
六
人
か
 
ら
 数
十
人
と
様
々
で
あ
 

8
 O

 

 
 

る
 。
ま
た
居
住
は
別
で
あ
っ
て
も
、
週
末
の
集
会
な
ど
 は
 食
事
を
は
じ
め
と
し
て
一
日
中
、
他
の
信
者
と
と
も
 
に
 過
ご
す
共
同
性
志
向
 

 
 
 
 

 
 

 
 

を
も
っ
た
信
者
が
 J
A
 
の
場
合
に
は
多
い
。
 

J
A
 
の
信
者
と
し
て
五
年
に
な
る
ダ
ン
カ
ン
は
元
木
 ｜
 ム
レ
ス
な
ど
以
前
で
は
交
流
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
 
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
 社
 

会
 階
層
の
人
と
 J
A
 
の
中
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
 彼
 は
 、
「
外
見
が
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の
人
も
ま
た
人
間
、
 な
ん
て
思
え
る
よ
う
な
 

機
会
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
、
私
の
思
 
い
や
り
の
 心
 、
す
べ
て
の
人
に
対
す
る
愛
を
育
て
る
 機
 会
 に
な
っ
た
の
で
す
」
 

と
 言
う
。
 J
A
 
で
 二
 0
 年
 以
上
信
仰
を
続
け
て
い
る
 リ
 ア
ム
 は
、
「
僕
ら
が
何
年
に
も
わ
た
っ
て
助
け
て
き
た
 ア
ル
コ
ー
ル
中
生
母
者
や
 

麻
薬
中
毒
者
の
数
は
す
ご
い
も
ん
だ
よ
。
ど
こ
に
も
 
行
 く
と
こ
ろ
が
な
く
て
、
誰
か
に
そ
ば
に
い
て
欲
し
い
、
 
今
で
は
そ
う
い
っ
た
 彼
 

ら
に
対
し
て
、
ま
す
ま
す
心
を
開
い
て
接
す
る
こ
と
が
 
出
来
る
」
と
語
る
。
彼
は
 、
 「
こ
の
 二
 0
 年
 、
様
々
な
 人
 と
共
同
生
活
を
し
て
 

き
た
。
今
で
は
全
て
の
人
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
だ
っ
 て
 、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
と
肩
を
す
り
寄
せ
て
い
る
の
 
だ
か
ら
。
僕
ら
は
 ジ
｜
 

ザ
ス
 の
理
想
を
シ
ェ
ア
し
て
い
る
ん
だ
」
と
信
仰
を
共
 有
す
る
共
同
性
と
実
質
的
な
共
同
生
活
が
彼
の
全
人
格
 
を
 成
長
さ
せ
た
と
考
え
 

 
 

 
 



 
 

 
 

事
 者
の
利
他
主
義
が
持
つ
構
造
と
そ
の
発
達
要
因
の
理
 解
を
試
み
た
本
稿
は
、
事
例
 

が
 
と
し
た
新
宗
教
の
信
者
が
無
宗
教
者
や
他
の
教
団
 
の
 信
者
よ
り
も
利
他
的
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
は
な
く
 
、
ま
た
、
宗
教
の
違
い
に
よ
 

義
 

魑
る
 利
他
主
義
の
優
劣
を
扱
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
 
し
か
し
、
新
宗
教
の
社
会
活
動
を
概
観
す
る
限
り
、
 
仏
 教
団
体
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
 

 
 
 
 

干
 

ゆ
 
団
の
方
が
慈
善
活
動
 ゃ
 福
祉
活
動
に
積
極
的
で
 あ
 る
と
い
う
従
来
の
見
解
は
 、
 必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
ず
 、
 新
た
な
研
究
の
必
要
性
が
 

姐
 
感
じ
ら
れ
る
。
今
後
の
研
究
の
た
め
に
二
つ
の
 
教
 団
の
比
較
考
察
に
基
づ
き
、
新
宗
教
信
仰
者
の
利
他
主
 
義
 は
 つ
い
て
幾
つ
か
の
理
解
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達
 

発
 

 
 

太
結
論
 

 
 

深
め
る
。
も
し
、
宗
教
的
な
生
活
を
送
る
な
ら
ば
、
 
人
 は
 自
己
中
心
性
が
薄
れ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
ょ
り
 
利
 他
 的
に
な
る
は
ず
で
あ
 

る
 」
と
利
他
的
精
神
の
発
達
を
語
っ
た
。
三
五
歳
の
得
 
度
 信
者
ト
レ
イ
シ
ー
は
、
「
個
性
の
ぶ
つ
か
り
合
い
。
 で
も
そ
れ
は
私
た
ち
が
 

不
寛
容
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
わ
。
た
だ
、
共
同
生
 
活
 に
お
い
て
、
そ
う
い
っ
た
事
を
剥
き
出
し
に
す
る
 
機
会
が
あ
る
と
い
う
こ
 

と
 。
修
行
の
一
部
だ
と
思
う
の
」
と
語
る
一
方
で
、
 友
 情
 、
瞑
想
、
共
同
生
活
、
 F
W
B
O
 
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
 が
 利
他
的
精
神
を
発
達
 

さ
せ
る
と
考
え
て
い
る
。
「
他
人
の
声
に
耳
を
傾
け
、
 あ
 ら
ゆ
る
こ
と
に
目
を
開
き
、
自
己
中
心
性
が
薄
れ
る
 
。
そ
う
い
っ
た
要
素
に
 

よ
り
、
人
は
目
覚
め
、
よ
り
利
他
的
に
な
る
。
皆
を
よ
 
り
 利
他
的
に
す
る
た
っ
た
一
つ
の
要
素
な
ん
て
あ
り
 
は
し
な
い
で
し
ょ
う
」
。
 

し
か
し
、
利
他
的
精
神
の
発
達
を
語
り
っ
つ
も
、
「
 自
 分
は
他
の
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
思
っ
た
り
、
大
き
 
な
 理
想
に
執
れ
て
、
 病
 

気
の
友
人
を
見
舞
わ
な
か
っ
た
り
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
 
が
 要
注
意
」
と
、
ト
レ
イ
シ
ー
は
他
者
と
の
関
係
、
自
 
己
の
心
の
状
態
に
慎
重
 

郵
 
で
あ
る
。
 



向
き
な
影
響
全
般
を
意
味
す
る
と
同
時
に
模
範
と
し
て
 
の
 自
己
自
身
の
ケ
ア
も
重
要
視
さ
れ
る
。
次
に
利
他
 
的
 行
動
の
動
機
で
あ
る
 

が
 、
世
俗
的
な
価
値
観
や
幸
福
を
否
定
す
る
現
世
拒
否
 的
 志
向
性
を
も
つ
千
年
王
国
運
動
で
あ
る
 J
A
 

は
現
実
 

生
活
に
お
け
る
幸
福
を
 

重
視
し
な
い
た
め
に
、
合
理
的
選
択
動
機
は
希
薄
だ
が
 、
倫
理
的
預
言
に
基
づ
き
、
神
の
愛
に
通
じ
る
他
者
へ
 
の
 共
感
 や
 、
自
己
犠
牲
 

と
 神
に
よ
る
祝
福
と
い
う
救
済
論
に
利
他
的
行
動
が
動
 
横
 付
け
ら
れ
る
。
一
方
、
 F
W
B
O
 

の
場
合
に
は
困
難
 

な
 状
況
に
あ
る
他
者
へ
 

の
 共
感
に
お
い
て
、
自
ら
も
苦
痛
を
感
じ
る
共
感
的
苦
 痛
 動
機
が
利
他
的
行
動
の
背
後
に
あ
る
信
者
も
い
る
が
 
、
こ
の
動
機
は
信
仰
の
 

深
ま
り
と
と
も
に
消
滅
し
て
い
く
。
ま
た
、
個
人
の
 
ス
 ピ
ッ
チ
ュ
ア
ル
な
成
長
を
重
ん
じ
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 
的
 特
徴
を
も
つ
 F
W
B
O
 

の
場
合
に
は
幸
福
感
な
ど
の
内
的
利
益
を
も
た
ら
す
 合
 理
的
 選
択
動
機
が
強
い
が
、
そ
こ
に
は
人
と
の
繋
が
り
 
0
 世
界
観
が
あ
り
、
 救
 

済
 論
も
利
他
的
行
動
を
動
機
付
け
て
い
よ
う
。
利
他
的
 精
神
の
発
達
で
は
、
 F
W
B
O
 

の
場
合
、
教
義
や
瞑
想
 

が
強
 い
 影
響
を
与
え
て
 

い
る
も
の
の
、
両
教
団
と
も
に
共
同
生
活
、
友
情
関
係
 、
利
他
的
特
性
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
 
と
の
 コ
ン
タ
ク
ト
が
 決
 

定
 的
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
 

人
間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
資
本
主
義
社
会
の
巨
大
 
シ
 ス
テ
ム
の
中
で
、
人
は
目
に
見
え
る
っ
が
が
り
、
実
体
 
観
 を
と
も
な
っ
た
 生
 

活
 基
盤
を
希
求
し
て
お
り
、
本
研
究
の
対
象
教
団
に
お
 け
る
共
同
生
活
、
友
情
関
係
、
利
他
主
義
は
、
自
分
 探
 し
な
し
て
い
る
信
者
に
 

存
在
す
る
自
分
と
い
う
確
か
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
 
る
 機
会
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
 る
 向
か
。
そ
れ
 は
 、
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
 と
 

の
 交
流
、
他
の
信
者
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
、
教
団
円
 
で
シ
 エ
ア
さ
れ
た
あ
る
種
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
 
を
 獲
得
し
、
自
己
と
 他
 

ま
ず
利
他
主
義
の
意
味
内
容
で
あ
る
が
、
神
の
意
志
に
 基
づ
く
倫
理
的
義
務
と
し
て
服
従
を
要
求
す
る
倫
理
的
 
預
言
口
を
基
盤
と
し
た
 

 
 

 
 

 
 

J
A
 

で
は
、
利
他
主
義
は
善
行
を
通
し
て
の
神
の
栄
光
 
へ
の
奉
仕
を
意
味
し
、
利
他
的
行
動
の
対
象
で
あ
る
 他
 者
と
の
関
係
は
神
を
通
 

 
 
 
 

し
て
理
解
さ
れ
る
。
一
方
、
模
範
を
通
じ
て
救
済
へ
の
 
道
を
示
す
模
範
的
預
言
に
基
づ
く
 F
W
B
O
 

で
は
、
 

利
 地
主
義
は
他
者
へ
の
 前
 
㈹
 



新宗教信仰者の 利他     

て
 、
困
窮
あ
る
い
は
不
利
な
状
況
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
他
者
の
 
援
助
を
目
的
と
し
、
自
己
の
利
益
が
王
た
る
目
的
で
は
な
い
 行
 動
 」
と
行
動
論
的
に
 

利
他
主
義
を
捉
え
て
い
る
。
利
他
主
義
に
関
す
る
先
行
研
究
や
定
 
義
の
検
討
は
以
下
の
拙
論
で
行
っ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
 
。
稲
場
至
信
「
利
他
 

主
義
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
宗
教
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
チ
ャ
リ
 

テ
ィ
」
三
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
し
一
六
号
、
一
九
九
八
年
 -
 
、
 二
 セ
 ー
 四
二
頁
。
 

ま
た
、
本
稿
は
下
記
の
博
士
論
文
の
抜
粋
で
あ
る
。
木
藍
玉
 
コ
 Ⅰ
 
三
下
山
 と
卜
 Q
0
 
ま
 凄
き
～
～
 

だ
 
の
 の
 ～
 
ま
 -
d
y
-
 

ミ
卜
ぎ
ぃ
涛
ま
ぎ
 
～
お
 
い
 笘
 ㏄
 
き
お
叉
ぶ
内
 
～
 
0
 
悪
の
 

寒
 。
黒
ま
⑱
 
下
 ・
 き
 @
 
～
か
も
 

e
q
 

き
 ～
さ
意
 捷
弐
 の
ぎ
～
 ぎ
 さ
め
 
浅
卜
 づ
 
）
 ）
 
ぢ
ぬ
さ
荘
 ～
 
か
 馬
カ
 サ
め
ぬ
さ
簿
 

げ
や
「
～
か
 

め
 づ
音
亡
ソ
～
 

ぬ
 
。
。
 

ぃ
 ㏄
 ま
 ㌔
も
 
か
 ～
 
絡
 0
 さ
荘
ぬ
 

ぺ
 （
 
巾
オ
し
 （
二
の
臼
の
。
 

Ill (733) 

者
、
及
び
世
の
中
の
関
係
を
再
構
築
す
る
意
識
変
容
の
  

 

宗
教
者
に
と
っ
て
は
慈
善
活
動
が
神
へ
の
奉
仕
や
修
行
 
の
 一
環
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
宗
教
的
世
界
観
を
共
有
 し
た
 メ
ン
バ
ー
た
ち
 

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
慈
善
活
動
は
、
そ
の
よ
う
な
め
 示
 教
 的
世
界
観
を
共
有
し
な
い
人
に
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
 
、
そ
の
こ
と
が
閉
鎖
的
 

な
 感
覚
を
与
え
る
可
能
性
や
、
宗
教
的
信
念
の
た
め
に
 
独
善
的
な
活
動
に
な
る
危
険
性
も
あ
る
。
ま
た
、
教
団
 
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
 作
 

り
や
宣
伝
の
た
め
に
団
体
と
し
て
慈
善
活
動
を
行
う
場
 含
 も
あ
ろ
う
。
他
方
、
社
会
福
祉
の
た
め
に
広
範
な
活
 動
を
展
開
し
て
い
る
 宗
 

教
団
体
も
あ
り
、
慈
善
活
動
が
教
団
と
し
て
の
排
他
性
 
や
 閉
鎖
性
を
乗
り
越
え
て
教
団
外
部
の
人
に
利
他
的
な
 
倫
理
観
を
伝
え
て
い
く
 

可
能
性
も
あ
る
。
序
論
で
時
代
の
要
請
に
つ
い
て
も
 
述
 べ
た
。
教
団
擁
護
の
研
究
に
な
ら
な
い
よ
う
な
留
意
は
 必
要
で
あ
る
が
、
社
会
 

科
学
や
哲
学
の
諸
分
野
で
利
他
主
義
の
研
究
が
盛
ん
な
 ム
 「
、
宗
教
団
体
の
利
他
主
義
研
究
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
 当
事
者
性
に
焦
点
を
当
 

郵
 
て
た
利
他
的
精
神
の
発
達
に
関
す
る
宗
教
研
究
は
 ま
だ
新
し
い
研
究
領
域
で
あ
り
、
さ
ら
な
る
研
究
が
待
 
た
れ
る
。
そ
こ
に
は
伝
統
 宗
 

遥
教
 と
新
宗
教
の
比
較
と
い
う
視
座
や
社
会
に
遍
在
 
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
利
他
 
主
義
の
関
係
な
ど
の
観
点
も
 

 
 

ぱ
 
必
要
で
あ
ろ
う
。
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0
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0
 の
い
一
 

 
 
 
 

-
3
-
 二
曲
ユ
ヨ
の
 0
 「
 
0
 ニ
 %
 卜
臣
 ま
み
薄
色
 o
v
 
ぬ
、
ム
 め
ぎ
ミ
叉
 も
ま
ぬ
 
ふ
き
 ぉ
、
め
 0
0
 
㌔
 圭
 0
%
 
ト
き
 
。
 お
，
 Ⅰ
 さ
 荘
の
こ
 ミ
げ
 
～
～
 

ぬ
 さ
め
 祭
ぎ
沫
 -
 巾
 0
 の
（
 
0
 コ
円
オ
 0
%
n
u
n
o
 
中
け
 

勺
 「
の
㏄
 

凹
 ）
 の
 の
 0
-
 

（
 
4
 一
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
 と
 救
世
軍
の
慈
善
活
動
を
比
較
研
究
 し
た
以
下
の
著
作
。
由
の
す
 き
 n
p
 ト
コ
 コ
 0
 レ
 厨
 目
下
 ユ
 -
 ヌ
汀
 ～
 
o
x
 
の
 隈
 の
す
 ふ
ぜ
 @
 太
っ
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ぎ
さ
 
～
 
ぬ
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ぺ
 

き
蕊
ぬ
あ
ぬ
ぉ
 も
き
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 き
 ～
 0
0
 

ま
ま
ま
 

ぉ
ぎ
 
百
武
 オ
 0
%
 だ
こ
 コ
 守
の
お
 片
 ぜ
 o
h
 
の
 ぃ
コ
め
 
0
 「
 日
ぃ
 ㌧
「
の
の
の
・
 

き
 。
 S
.
 

こ
れ
ま
で
の
研
究
は
社
会
 

歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
 

ト
で
 道
徳
性
を
理
解
し
て
き
た
が
、
特
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
 い
て
道
徳
的
人
格
形
成
が
ど
う
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
ま
 
り
 注
意
を
払
っ
て
 
こ
 

な
か
っ
た
と
著
者
ア
ラ
 
ケ
 リ
は
指
摘
し
て
い
る
。
 

（
 
5
 一
島
薗
進
編
 
「
救
い
と
徳
ヒ
弘
文
室
、
一
九
九
二
年
。
ロ
バ
 

キ
サ
ラ
 
「
現
代
宗
教
と
社
会
倫
理
」
 
青
弓
社
 、
一
九
九
一
 一
年
。
稲
場
幸
信
「
現
代
 

宗
教
の
利
他
主
義
と
利
他
行
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
立
正
佼
成
会
を
 

事
例
と
し
て
」
 
宰
 宗
教
と
社
 ム
至
 第
四
号
、
一
九
九
八
年
）
 
、
一
 五
三
 ｜
 
一
七
九
頁
。
 

次
の
あ
 
甘
 -
 
局
 Ⅰ
二
の
す
り
 

-
 二
戸
戸
Ⅱ
 

亡
乙
ヨ
い
コ
リ
ひ
ず
 

い
 コ
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㏄
 す
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い
り
（
 
-
 
セ
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目
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Ⅱ
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宙
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0
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臣
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む
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ま
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お
 ～
 

め
ぎ
油
あ
 -
 づ
 0
-
.
o
q
 

。
 N
O
 
日
 ・
ロ
ロ
・
 

0
 １
 %
 

（
 
6
-
 
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
稲
場
至
信
「
イ
ギ
リ
ス
 
の
 新
宗
教
と
社
会
」
 
-
 国
際
宗
教
研
究
所
編
「
現
代
宗
教
 二
 0
0
 
一
ヒ
 東
京
堂
出
版
、
二
 

0
0
 

一
年
 -
 、
一
九
 0
 ｜
二
 0
 四
頁
。
 

-
7
@
 
 
ウ
ェ
ー
バ
ー
 

-
 武
藤
一
雄
、
薗
田
宗
八
、
薗
田
 坦
訳
 -
 ヨ
 小
数
社
会
学
日
割
 支
 社
、
一
九
九
二
年
、
七
六
頁
。
 

（
 
8
 ）
イ
ギ
リ
ス
国
民
全
体
で
は
、
男
性
が
一
六
 %
 、
女
性
が
一
 
三
 %
 で
あ
る
。
 

Z
p
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@
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コ
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の
（
が
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ガ
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村
 9
 ま
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目
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 ③
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P
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い
て
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 由
ま
ド
 
思
念
 3
 大
 め
 ぎ
㏄
 め
 ～
 
ま
も
ゼ
 
-
 お
 き
の
結
果
と
、
 
J
A
,
F
W
 

B
O
 

の
調
査
結
果
を
比
較
 

分
析
し
て
い
る
。
 

而
 ）
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
は
全
て
仮
名
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ン
 タ
ビ
ュ
ー
部
分
は
、
実
際
の
語
り
口
を
生
か
し
て
日
本
語
訳
し
 
@
@
 

@
@
 

ハ
 。
 

 
 

心
の
習
慣
ア
メ
リ
カ
個
人
主
義
の
ゆ
く
え
」
 

み
 す
ず
書
房
、
 
一
九
九
一
年
、
三
九
一
 

頁
 。
 

う
 一
デ
ュ
ル
ケ
ム
（
古
野
清
人
 訳
 -
 「
宗
教
生
活
の
原
初
形
態
 
-
 土
ご
岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
、
四
二
 ｜
 四
四
、
三
 セ
六
 、
一
一
 
一
セ
 
七
頁
。
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側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
 
そ
こ
で
着
目
さ
れ
る
形
式
を
、
宗
教
間
対
話
論
の
文
脈
 
に
お
い
て
、
従
来
の
議
⑭
 

 
 
 
 

一
 
は
じ
め
に
 

本
稿
は
ふ
た
つ
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 
ひ
と
つ
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
独
特
な
宗
教
実
践
 
を
 シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
 

八
 論
文
芸
Ⅰ
 
目
 V
 
 本
稿
で
は
、
多
様
な
キ
リ
ス
ト
教
実
践
の
な
か
 で
も
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
少
な
い
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
 ノ
 ン
 ポ
リ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
 

る
 。
な
か
で
も
神
人
を
媒
介
す
る
表
象
の
形
式
化
を
試
み
る
過
程
 を
 通
し
て
、
宗
教
間
対
話
と
い
う
課
題
に
そ
の
形
式
を
応
用
す
 る
 可
能
性
を
探
る
。
 

ま
ず
組
織
や
教
義
に
つ
い
て
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
位
置
づ
け
を
 
行
い
、
そ
の
信
仰
実
践
に
お
い
て
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
的
要
素
と
の
 シ
ン
ク
レ
テ
ィ
。
 
ス
 

ム
や
、
独
自
に
付
加
さ
れ
た
固
有
の
要
素
が
占
め
て
い
る
役
割
を
 
概
観
す
る
。
次
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
お
よ
び
人
種
・
民
族
と
い
っ
 た
 社
会
学
的
な
観
点
 

か
ら
、
シ
ン
ボ
ル
表
象
の
公
共
性
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
 
関
心
を
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
脈
に
お
い
て
検
討
す
る
と
い
う
 方
 向
性
を
確
認
す
る
。
 

最
後
に
、
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
形
式
化
す
る
 こ
と
で
得
ら
れ
る
指
針
を
応
用
し
、
具
体
案
を
例
示
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
、
神
人
媒
介
、
多
元
的
 
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
宗
教
間
対
話
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
 再
構
 成
 

エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
 
と
 宗
教
間
対
話
論
 

阿 

部 

Ⅱ 干 

洋 



整
理
す
れ
ば
、
①
宗
教
組
織
間
協
力
、
②
複
数
教
義
を
 
め
ぐ
る
固
有
性
の
再
認
な
い
し
は
共
通
性
の
検
討
、
 
さ
 ら
に
 
（
対
話
の
前
提
条
 

-
4
 
一
 

件
を
画
定
し
よ
う
と
す
る
）
③
超
越
性
の
認
識
や
宗
教
 的
 ・
究
極
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
論
理
的
形
式
化
、
 と
な
る
だ
ろ
う
。
宗
派
 

を
ま
た
い
だ
（
国
際
的
）
会
合
を
開
催
し
、
共
同
士
旦
ヨ
 を
 発
し
た
り
、
共
に
祈
念
・
瞑
想
す
る
時
間
を
設
け
た
 り
す
る
こ
と
を
試
み
る
 

め
 が
①
で
あ
り
、
「
浄
土
真
宗
の
末
法
観
 と
 キ
リ
ス
ト
教
 の
 終
末
論
と
の
対
比
」
や
「
土
着
化
し
た
教
義
解
釈
 」
な
ど
が
②
に
あ
た
る
。
 

こ
こ
に
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
制
度
化
さ
れ
た
宗
教
 集
団
相
互
の
比
較
の
み
な
ら
ず
、
文
化
的
・
慣
習
的
な
 
信
仰
実
践
 や
 、
固
有
の
 

歴
史
的
背
景
を
反
映
し
た
信
仰
実
践
と
の
「
宗
教
間
」
 対
話
も
含
ま
れ
る
。
他
方
、
メ
タ
対
話
論
と
呼
ぶ
こ
と
 
も
 可
能
で
あ
ろ
う
③
 と
 

し
て
は
、
「
宗
教
多
元
主
義
」
（
ヒ
ッ
ク
）
や
「
数
理
神
 
学
 」
（
落
合
）
、
「
自
己
変
革
型
の
宗
教
間
対
話
」
論
（
 
田
丸
 他
 ）
、
さ
ら
に
「
 対
 

-
5
5
U
-
 

話
 概
念
へ
の
疑
義
」
（
藤
原
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 

こ
う
し
た
従
来
の
試
み
に
対
し
て
、
本
稿
が
と
り
あ
げ
 
る
の
は
「
神
人
媒
介
の
表
象
を
再
構
成
す
る
」
と
い
う
 方
向
性
で
あ
る
。
 具
 

体
 的
に
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
お
よ
び
人
種
・
民
族
と
い
っ
た
 
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
、
シ
ン
ボ
ル
表
象
の
公
共
性
 
と
い
う
実
践
的
な
関
心
 

き
 、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
脈
に
お
い
て
検
討
す
る
。
 

一
 
G
 一
 つ
ま
 り
 、
「
宗
教
的
多
元
性
を
（
直
哉
 竺
 
通
約
す
る
対
話
 」
よ
り
も
、
「
多
元
的
 ア
 

関
し
て
は
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
的
要
素
と
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
 

ズ
ム
を
体
現
す
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
な
か
 

で
も
顕
著
な
の
が
、
 
旧
 

6
 

約
 聖
書
初
期
の
時
代
に
ヤ
ハ
ウ
ェ
信
仰
を
支
え
た
「
 

律
 法
 の
石
阪
（
と
契
約
の
聖
櫃
）
」
を
崇
拝
す
る
と
い
う
 

  

 
 

そ
れ
が
西
洋
一
神
教
の
起
源
を
示
す
物
的
証
拠
に
関
わ
 

る
た
め
に
、
近
年
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
つ
 

セ
 ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
 
関
 
㈹
 

こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、
 
歴
 史
記
述
な
い
し
は
事
実
認
識
の
正
当
性
を
問
 
う
 議
論
で
 は
な
く
、
む
し
ろ
 エ
チ
 

オ
ピ
ア
正
教
会
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
形
式
化
す
る
解
釈
 

 
 

「
宗
教
間
対
話
」
の
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
 

な
さ
れ
て
き
た
多
様
な
応
答
を
 
、
よ
 り
直
裁
的
な
も
の
 か
ら
順
に
大
ま
か
に
 

  



エチオピ ア 正教会の シ ンボリズム と 宗教間対話論 

エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
 

エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
は
東
方
キ
リ
ス
ト
教
（
東
方
教
会
 ）
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
正
統
と
さ
れ
る
正
教
 
会
 と
異
端
と
さ
れ
る
 

正
教
会
が
あ
る
。
前
者
は
一
般
に
東
方
正
教
会
と
呼
ば
 
ね
 、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
、
ロ
シ
ア
正
教
会
、
ル
ー
マ
ニ
 
ア
 正
教
会
、
ブ
ル
ガ
リ
 

ア
 正
教
会
な
ど
が
属
す
る
。
東
方
正
教
会
と
は
、
同
じ
 教
義
と
典
礼
を
共
有
す
る
い
く
つ
か
の
独
立
教
会
の
総
 
称
 の
こ
と
で
、
カ
ト
リ
 

ッ
ク
 教
会
の
ロ
ー
マ
教
皇
に
匹
敵
す
る
中
心
的
権
威
を
 
も
つ
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
 

一
，
一
 
同
様
に
自
律
的
な
民
 族
 正
教
で
は
あ
る
が
 異
 

端
 と
さ
れ
る
諸
派
に
は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
正
教
会
、
イ
ン
 
ド
 正
教
会
、
ヤ
コ
ブ
派
正
教
会
（
シ
リ
ア
）
、
コ
プ
ト
 正
教
会
（
エ
ジ
プ
ト
）
 

が
あ
り
、
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
も
こ
こ
に
連
な
る
。
 
こ
 れ
は
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
神
性
と
人
性
の
双
方
を
 
認
め
る
解
釈
が
四
五
一
 

年
の
力
ル
ケ
 ド
ン
公
会
議
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
た
め
に
 、
神
性
の
み
を
重
視
す
る
単
性
論
派
が
異
端
と
さ
れ
た
 
経
緯
に
さ
か
の
 ぼ
 る
。
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一 
一 

エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
位
置
づ
け
と
シ
ン
ボ
リ
 
ズ
ム
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
宗
教
間
対
話
」
を
問
題
に
 す
る
。
そ
の
際
に
、
シ
ン
ボ
ル
表
象
の
公
 

す
 事
例
と
し
て
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
脈
に
お
け
 
る
 議
論
の
具
体
性
を
維
持
す
る
参
照
 例
と
 

が
 要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
異
文
化
研
究
と
宗
教
間
 
対
 詰
論
の
接
点
を
模
索
す
る
こ
の
よ
う
な
 立
 

中
間
領
域
に
相
当
す
る
。
宗
教
的
課
題
を
「
神
人
の
媒
 介
 」
と
い
う
概
念
に
便
宜
的
に
還
元
し
て
 

変
革
と
い
う
志
向
に
連
な
る
「
信
仰
実
践
の
再
構
成
」
 
と
い
う
発
想
に
も
と
づ
く
点
、
さ
ら
に
は
 

的
 課
題
を
考
慮
す
る
点
で
は
普
遍
性
へ
の
関
心
を
も
ち
 
つ
つ
、
固
有
の
文
化
体
系
と
の
関
連
か
ら
 

問
題
に
す
る
点
で
②
と
も
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

芙
佐
 は
 つ
い
て
議
論
す
る
指
針
を
示
 

し
て
、
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
記
述
 

場
は
 、
上
述
の
区
分
で
は
②
と
③
の
 

議
論
を
進
め
る
点
、
あ
る
い
は
自
己
 

多
元
主
義
・
相
対
主
義
と
い
う
現
代
 

キ
リ
ス
ト
教
的
な
シ
ン
ポ
 ル
 表
象
を
 



っ
て
 、
 子
な
る
 神
 イ
エ
ス
を
崇
拝
す
る
こ
と
が
前
景
化
 さ
れ
る
。
他
方
、
三
一
読
に
お
け
る
単
性
論
で
あ
れ
ば
 
、
 子
な
る
神
は
実
質
的
 

に
父
 な
る
神
に
回
収
さ
れ
る
た
め
に
、
父
と
聖
霊
の
関
 係
 に
重
心
が
置
か
れ
る
。
教
会
建
築
の
「
至
聖
」
オ
 フ
 ジ
ェ
 は
イ
エ
ス
の
換
刑
 

 
 

像
 で
は
な
く
、
信
徒
は
、
聖
霊
の
分
与
す
る
何
ら
か
の
 神
性
と
一
致
す
る
こ
と
を
目
指
す
修
道
生
活
や
、
 
聖
垂
 並
の
恩
恵
を
体
現
し
（
 
奇
 

跡
 を
起
こ
し
）
 
た
 聖
者
の
崇
拝
、
そ
し
て
そ
れ
が
慣
習
 化
し
た
巡
礼
行
事
へ
と
導
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

エ
チ
オ
ピ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
化
の
歴
史
は
四
世
 紀
 、
ア
ク
ス
ム
三
 %
 ザ
ナ
 の
治
世
に
さ
か
の
 ほ
ろ
 。
 当
 持
斗
 
夕
 で
に
 ア
ビ
シ
ニ
 

ア
 
（
 
現
 エ
チ
オ
ピ
ア
）
の
地
で
布
教
活
動
を
し
て
い
た
 
テ
ュ
 ロ
ス
（
 現
 レ
バ
ノ
ン
）
出
身
の
フ
ル
メ
ン
テ
ィ
 
ウ
ス
 
（
ア
ッ
バ
・
サ
ラ
 

マ
 ）
 ぼ
 、
エ
ジ
プ
ト
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
コ
プ
ト
 教
会
大
主
教
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
か
ら
主
教
に
叙
任
さ
れ
て
 
布
教
の
組
織
的
基
盤
を
 

整
え
た
。
そ
の
た
め
、
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
典
礼
は
 
コ
プ
ト
式
に
由
来
す
る
こ
と
と
な
り
、
以
後
一
九
五
一
 年
に
至
る
ま
で
コ
プ
ト
 

-
 
Ⅱ
 -
 

の
 総
本
山
か
ら
荷
主
教
 が
 派
遣
さ
れ
て
き
た
。
総
主
教
 を
 擁
し
て
独
立
し
た
の
は
一
九
五
九
年
で
あ
る
。
し
か
 
し
 、
典
礼
以
外
の
 シ
ン
 

東
方
神
学
 

三
で
あ
る
と
 

者
 」
、
「
聖
霊
 

「
聖
霊
は
父
 の

三
一
読
と
は
、
 

@
 リ
 ア
ス
 

「
そ
の
本
質
に
お
い
て
一
な
る
神
が
 そ
の
実
存
に
お
い
て
 三
 な
る
神
で
あ
る
、
す
な
む
ち
 神
 は
 一
か
つ
 

 
 

と
し
て
表
現
さ
れ
る
三
つ
の
神
性
は
、
「
子
は
父
か
ら
 
生
ま
れ
た
 

は
 父
か
ら
発
出
す
る
者
」
、
「
父
は
生
ま
れ
ざ
る
者
で
あ
 り
 発
出
さ
れ
ざ
る
 者
 」
の
よ
う
に
差
異
化
さ
れ
る
。
 
こ
れ
を
、
 

 
 

か
ら
と
共
に
子
か
ら
も
発
出
す
る
者
」
と
す
る
の
が
 
西
 方
 神
学
に
お
け
る
三
位
一
体
 読
 で
あ
り
、
こ
の
神
学
的
 解
釈
に
よ
 

-
 
Ⅰ
 U
-
 

た
 問
い
に
も
と
づ
く
も
の
」
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
  
 

（
ビ
ザ
ン
チ
ン
）
正
教
会
と
区
別
す
る
た
め
に
オ
リ
エ
ン
 

タ
ル
正
教
会
と
い
う
呼
称
を
用
い
、
異
端
で
は
な
く
 

非
力
 め
ケ
 ド
ン
派
と
表
 

現
し
、
単
性
論
 日
 0
 コ
 0
 
口
耳
 絡
 （
 
@
 
の
日
 と
い
う
呼
び
名
 目
 体
が
 「
神
性
 
/
 人
性
」
概
念
の
内
実
を
暖
 
昧
 に
し
た
ま
 ま
 規
定
さ
れ
た
「
誤
っ
   

も
ち
ろ
ん
異
端
と
は
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
側
に
と
っ
て
の
 異
端
な
の
で
あ
り
、
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
側
は
「
正
教
 
会
 」
を
名
乗
り
、
東
方
 

8
 

 
 



。
 
"
 
"
 
舌
 

ぬ
る
。
聖
櫃
は
、
ひ
と
り
の
「
番
人
」
以
外
、
正
教
 
会
 関
係
者
で
す
ら
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
 
り
、
 誰
も
そ
の
実
在
を
確
認
 

川
 

 
 

札
 
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
真
贋
を
問
 う
 こ
と
は
あ
ま
 り
 意
味
を
な
さ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
 
る
の
は
聖
櫃
の
真
贋
や
実
効
 

9
 

 
 
 
 

が
 
の
ほ
ど
で
は
な
く
、
実
際
の
正
教
会
行
事
で
は
、
 
聖
櫃
の
内
容
物
で
あ
っ
た
（
と
旧
約
聖
書
に
記
さ
れ
て
 
い
る
）
十
戒
を
刻
ん
だ
律
法
 

  

し
 、
一
八
九
六
年
の
ア
ド
 ワ
 の
戦
い
に
お
い
て
イ
タ
リ
 ア
 軍
を
奇
跡
的
に
打
ち
破
っ
た
際
に
は
聖
櫃
が
使
用
さ
 
れ
た
と
さ
え
伝
え
ら
れ
 

 
 

特
に
㈲
契
約
の
聖
櫃
に
関
し
て
は
、
 
ェ
 チ
オ
ピ
 ア
 正
教
会
は
、
最
初
期
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
そ
れ
を
 保
管
し
て
き
た
こ
と
を
主
張
 

ズム と 宗教間対話論 

こ
う
し
た
要
素
と
の
混
交
が
見
ら
れ
る
史
的
背
景
に
っ
 
い
て
は
、
ア
ク
 

こ
こ
で
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
 と
 い

う
場
合
に
は
、
 

形
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
 
二
 0
 世
紀
 ま
で
存
続
し
た
 フ
 

る
 エ
チ
オ
ピ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
教
徒
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
な
 い
 し
 エ
ル
サ
レ
ム
に
 

保
持
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
後
に
作
ら
れ
た
制
度
を
知
 
ら
な
か
っ
た
こ
と
 

-
 
Ⅱ
 一
 

交
 的
要
素
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

㈲
男
児
誕
生
後
八
日
目
の
割
礼
、
㈲
ユ
ダ
ヤ
教
の
安
息
 
日
工
曜
日
）
 

間
 後
の
二
度
目
の
祭
り
、
㈹
モ
ー
セ
五
重
日
に
記
さ
れ
て
 い
る
性
交
禁
忌
、
 

 
 

築
 に
お
け
る
二
一
つ
の
同
心
円
構
造
、
㈹
契
約
の
聖
櫃
 
崇
 拝
 。
 

ス
ム
王
の
改
宗
以
前
に
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
が
広
く
信
奉
さ
 れ
て
 

お
お
よ
そ
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
（
紀
元
前
六
世
紀
）
以
前
の
 
信
仰
 

ァ
 ラ
シ
ャ
（
あ
る
い
は
 べ
｜
タ
 
・
イ
ス
ラ
エ
ル
）
 
と
呼
 ば
れ
 

お
い
て
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
信
仰
 形
 態
 な
 

-
 
㎎
 -
 

が
 確
認
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
結
果
と
し
て
列
挙
さ
れ
 
る
混
 

の
 尊
重
、
㈲
新
年
（
九
月
初
旬
 -
 の
祭
り
と
、
そ
の
 約
 二
週
 

㈲
旧
約
聖
書
に
見
ら
れ
る
食
物
禁
忌
、
㈹
僧
衣
、
㈲
 
教
 会
建
 

ボ
リ
ズ
ム
や
慣
例
行
事
に
関
し
て
は
、
コ
プ
ト
教
会
か
 
ら
 区
別
さ
れ
る
多
様
な
要
素
が
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
 
宗
教
実
践
を
構
成
し
て
 

い
る
。
そ
れ
ら
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
要
素
と
固
有
に
付
加
 さ
れ
た
要
素
と
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

ユ
ダ
ヤ
教
的
要
素
 



る
 聖
者
信
仰
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
も
共
通
す
る
特
徴
で
 あ
り
、
 聖
 ガ
ブ
リ
エ
ル
を
奉
ず
る
 ク
 ル
ビ
の
教
会
の
祝
 回
 に
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
 

-
 
ぬ
 -
 

で
あ
っ
た
り
五
六
日
で
あ
っ
た
り
、
全
土
で
見
れ
ば
 
一
 一
日
か
ら
 九
 0
 日
 ま
で
そ
の
違
い
の
幅
が
報
告
さ
れ
る
 。
エ
チ
オ
ピ
ア
に
お
け
 

タ
 ボ
ッ
ト
が
位
置
し
て
教
会
は
意
味
を
な
す
と
考
え
 
も
 れ
て
 L
 
Ⅰ
 O
-
6
 

フ
つ
 

1
 
 

一
 タ
 ボ
ッ
ト
は
毎
年
、
イ
エ
ス
の
洗
礼
式
（
 
テ
ィ
ム
カ
ッ
ト
、
一
月
 

一
八
日
）
に
教
会
の
外
へ
担
ぎ
出
さ
れ
、
地
区
を
歩
き
 回
り
、
川
や
池
の
ほ
と
り
で
洗
礼
式
に
立
ち
会
う
。
 
通
 常
 、
至
聖
 所
 内
部
に
置
 

か
れ
た
 タ
 ポ
ッ
ト
は
信
者
か
ら
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
 
テ
 ィ
ム
 カ
ッ
ト
に
お
い
て
も
厚
い
べ
 ｜
ル
で
 覆
わ
れ
て
、
 そ
の
実
態
 は
 視
界
か
ら
 

隠
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
 タ
 ボ
ッ
ト
が
イ
ェ
ス
で
あ
る
」
と
 い
 う
 よ
う
な
舌
口
明
も
な
さ
れ
な
い
。
 

固
有
の
要
素
 

-
H
-
 

他
方
で
、
固
有
に
付
加
さ
れ
た
要
素
と
し
て
は
、
聖
者
 
信
仰
と
宗
教
音
楽
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
に
は
、
特
定
 
の
 聖
者
の
祝
日
に
そ
 

の
 聖
者
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
教
会
へ
詣
で
る
巡
礼
行
事
 
が
あ
る
。
エ
チ
オ
ピ
ア
に
は
、
初
期
教
会
の
聖
者
（
 
た
 と
え
ば
、
五
世
紀
に
訪
 

れ
て
教
会
を
た
す
け
 た
 シ
リ
ア
の
凡
聖
人
）
の
ほ
か
に
 、
エ
チ
オ
ピ
ア
独
自
の
聖
者
（
修
道
院
制
度
を
確
立
さ
 
せ
た
一
三
世
紀
の
 テ
ク
 

ラ
 ・
ハ
イ
マ
ノ
ー
ト
な
ど
一
の
祝
日
も
多
い
。
一
般
的
 に
 、
年
間
五
 0
 日
程
度
と
さ
れ
る
聖
者
の
祝
日
は
 、
地
 方
 に
よ
っ
て
大
分
ば
ら
 

つ
 き
が
見
ら
れ
、
エ
チ
オ
ピ
ア
中
央
部
に
お
け
る
ほ
ぼ
 全
員
が
信
徒
で
あ
る
よ
う
な
土
地
で
も
、
隣
り
合
う
地
 
域
の
祝
日
数
が
 セ
セ
日
 

0
 百
 板
 
「
の
レ
プ
リ
カ
」
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
 い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
 

古
代
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
石
板
は
常
に
聖
櫃
に
収
め
ら
れ
、
 
い
 わ
 ぼ
 聖
櫃
を
通
し
て
顕
現
す
る
力
が
現
実
的
に
崇
拝
 
さ
れ
て
い
た
が
、
 エ
 

チ
オ
ピ
ア
正
教
会
で
は
石
板
の
レ
プ
リ
カ
（
 
タ
 ボ
ッ
ト
 
づ
 の
す
 
0
 （
）
が
そ
の
ま
ま
各
教
会
の
中
心
部
（
至
聖
 所
 ）
に
安
置
さ
れ
、
祭
儀
 

の
際
に
は
形
式
化
さ
れ
た
手
順
に
の
っ
と
っ
て
扱
わ
 
れ
る
。
（
聖
櫃
な
し
に
保
管
さ
れ
、
実
効
性
と
は
別
の
 
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
 

る
 ）
。
し
か
も
各
教
会
は
複
数
の
レ
プ
リ
カ
を
所
有
す
 

 
 

教
会
建
築
の
至
聖
所
に
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エチオピ ア 正教会の シン   ポリス・ ム と 宗教間対話論  
 

月
目
 は
 
「
断
食
（
食
事
規
制
）
 
日
 と
平
日
」
、
 ェ
ゼ
ル
 は
 
「
年
毎
の
大
き
な
 
祝
 

1
 

 
 

日
 、
金
曜
、
葬
式
お
よ
び
特
定
の
祝
日
」
、
ア
ラ
ラ
イ
 は
 
「
平
日
（
ギ
ー
ズ
と
あ
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
こ
。
 ェ
 チ
オ
ピ
ア
正
教
会
暦
に
 

  

聖
ヤ
レ
ド
 が
構
成
し
た
三
つ
の
モ
ー
ド
ギ
ー
ズ
の
 
の
 。
の
の
 
エ
ゼ
ル
 
、
 
n
N
 匹
 

ア
ラ
ラ
イ
ト
「
 曲 「
リ
 セ
 

で
 あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
詠
じ
 

働
 

 
 
 
 

旋 は の 語 も に 
者ダて世 とプき 紅教 「 律   学 （ の は こ 

平 タ た に 会 を ユ 校 ギ で 四 の 
よ
う
に
宗
教
組
織
の
属
性
を
ま
た
ぐ
慣
習
は
 、
 （
文
字
）
 
教
育
と
宗
教
音
楽
の
う
ち
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
 
。
エ
チ
オ
ピ
ア
 

世
紀
以
降
ギ
ー
ズ
の
の
。
の
の
と
呼
ば
れ
る
文
字
表
記
が
 
存
在
し
た
が
、
い
う
な
れ
ば
宗
教
文
字
で
あ
っ
て
一
般
 
に
 使
用
さ
れ
る
 

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
関
し
て
、
一
九
世
紀
の
宣
教
師
 
た
ち
が
「
フ
ァ
ラ
シ
ャ
の
僧
が
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
で
 
典
礼
と
典
礼
 @
 
二
口
 

｜
ズ
 ）
を
学
ん
で
い
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。
「
キ
リ
 ス
ト
教
徒
で
な
い
者
も
 、
 読
み
書
き
能
力
を
身
に
っ
 
け
 る
た
め
に
教
会
 

 
 

（
全
面
的
に
で
は
な
い
に
せ
よ
）
典
礼
教
育
が
共
有
さ
 れ
て
い
た
こ
と
 

チ
オ
ピ
ア
正
教
会
と
フ
ァ
ラ
シ
ャ
が
と
も
に
、
詩
篇
を
 
ア
レ
ン
ジ
し
た
教
会
歌
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
 
ゼ
マ
浴
ョ
 が
と
呼
ば
れ
る
 

伝
統
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
 
コ
工
 フ
ン
の
朗
詠
と
レ
ク
イ
エ
ム
の
中
間
に
位
置
す
る
よ
う
 
な
 響
き
を
も
つ
 

一
刀
 
-
 

歌
は
 ア
ラ
ビ
ア
に
由
来
し
、
中
東
風
の
様
式
を
も
つ
。
 
と
て
も
ゆ
っ
く
り
歌
わ
れ
る
」
。
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
 
の
で
 
ボ
報
佃
 

で
は
 六
 

現
れ
た
 聖
 サ
ン
ド
 
留
 ・
 へ
 い
 つ
 
の
宙
が
 
ゼ
 7
 の
創
始
者
と
 さ
れ
る
。
フ
ァ
ラ
シ
ャ
の
側
で
は
、
一
五
世
紀
に
ユ
ダ
 
ヤ
 教
に
改
宗
 し
 

二
九
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
ア
ッ
バ
・
サ
プ
ラ
ト
 ヴ
 田
の
㏄
 串
 簿
は
 さ
か
の
ま
る
。
 

@
 一
 
2
-
2
 
 

い
ず
れ
の
系
譜
に
お
い
て
も
、
 

ゼ
 7
 を
担
う
の
は
 

ラ
ロ
の
 
ヴ
 （
の
 

r
a
 

と
呼
ぼ
れ
る
、
音
楽
・
写
本
・
舞
踊
を
担
 

当
 す
る
専
門
技
能
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
司
祭
で
は
 
な
い
が
、
聖
職
 

信
徒
を
媒
介
す
る
立
場
に
あ
り
、
治
療
 師
 と
し
て
の
役
 割
も
佳
 さ
れ
て
い
た
。
ダ
ブ
 タ
ラ
 が
学
習
す
る
音
楽
 理
 論
の
基
本
は
 、
 

一
 
%
-
 

る
 。
 

正
教
会
信
徒
以
外
の
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
 
教
 会
 ・
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
に
属
す
る
人
々
や
ム
ス
リ
ム
 
ま
で
も
が
巡
礼
に
訪
れ
 



ョ 出 （ ム 目 
ン す こ カ ェ す 

る
 。
 

チ
 オ
ピ
ァ
 正
教
会
の
洗
礼
式
が
幼
児
洗
礼
（
男
児
は
誕
 生
後
四
 0
 口
 目
、
女
児
は
八
 0
 日
日
）
で
あ
る
こ
と
を
 考
え
れ
ば
、
テ
ィ
 

ッ
ト
 の
 日
 ま
で
「
聖
堂
Ⅱ
マ
リ
ア
」
の
中
心
部
で
あ
る
 
至
聖
所
に
鎮
座
す
る
 タ
 ボ
ッ
ト
は
胎
児
イ
エ
ス
で
あ
 
る
と
見
な
し
う
る
 

の
よ
う
な
言
明
は
な
さ
れ
な
い
）
。
ま
た
、
 

ゼ
マ
 の
 ヱ
ゼ
 

 
 

流
す
る
時
間
を
演
 

る
 性
格
を
も
っ
て
い
た
。
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
定
義
 
で
は
、
「
ミ
サ
は
死
者
を
記
念
し
、
死
者
と
不
可
視
の
 
コ
 .
 
、
、
 

@
 ュ
 ニ
ケ
ー
シ
 

一
ぬ
 
-
 

を
も
つ
場
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
「
葬
式
は
ミ
サ
の
日
に
 行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 
。
よ
っ
て
 、
ゼ
マ
 

は
 断
食
（
食
事
規
制
）
日
が
沢
山
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
 
加
え
て
平
日
に
用
い
ら
れ
る
ギ
ー
ズ
が
も
っ
と
も
よ
く
 
聴
か
れ
る
モ
ー
ド
 と
ぃ
 

う
こ
と
に
な
る
。
ギ
ー
ズ
は
食
事
規
制
の
際
に
用
い
ら
 
れ
る
だ
け
あ
っ
て
「
励
ま
し
、
張
り
を
与
え
る
」
 、
と
 そ
の
調
子
が
表
現
さ
れ
 

る
 。
ア
ラ
ラ
イ
は
「
日
々
の
 ゼ
マ
 」
な
の
で
「
快
活
に
 さ
せ
る
」
。
 ェ
ゼ
か
 は
他
の
二
っ
と
は
一
線
を
画
し
、
「
 メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
 、
 

甘
い
、
感
傷
的
な
、
鎮
静
さ
せ
る
」
響
き
を
も
ち
、
「
 神
の
永
遠
性
に
浸
さ
れ
て
、
人
の
た
ま
し
い
は
こ
の
世
 
の
 喧
騒
か
ら
隔
離
す
る
 

感
覚
」
へ
と
誘
わ
れ
る
。
ダ
ブ
 タ
ラ
 の
テ
ク
ス
ト
に
は
 
「
隔
離
、
分
離
」
を
意
味
す
る
表
現
で
も
っ
て
 、
エ
ゼ
 

・
モ
ー
ド
が
示
さ
れ
 

る
 。
 

さ
ら
に
、
 
ゼ
て
 は
三
一
神
の
シ
ン
ボ
ル
表
現
で
あ
る
と
 さ
れ
て
い
る
。
ギ
ー
ズ
は
「
 父
 な
る
 神
 」
を
代
表
し
、
 
エ
ゼ
か
 は
「
子
な
る
 

神
 」
の
、
ア
ラ
ラ
 イ
 は
「
聖
霊
」
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
 あ
る
。
信
徒
の
信
仰
実
践
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 
禁
止
と
鎮
魂
と
日
々
の
 

反
復
に
対
応
す
る
明
快
な
図
式
的
連
関
が
背
後
に
あ
る
 
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
「
禁
止
の
モ
ー
ド
 」
、
「
葬
送
の
モ
ー
ド
」
 

の
よ
う
な
か
た
ち
で
直
裁
に
言
及
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
 
@
@
 

l
 
Ⅴ
 。
 

こ
こ
で
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
多
様
な
特
徴
の
な
 か
か
ら
、
 
タ
 ボ
ッ
ト
 と
ゼ
て
 
に
表
象
さ
れ
る
イ
エ
ス
の
 シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
 注
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ェ
 
指
す
舌
口
薬
と
し
て
 

@
 エ
ジ
プ
ト
 
記
二
 二
三
用
い
ら
 

 
 

て
 受
胎
か
ら
死
へ
い
た
る
 

イ
 

 
 

 
 

朽
月
殺
害
命
令
を
や
り
す
ご
す
た
め
に
母
に
よ
っ
て
 

ナ
イ
ル
河
に
流
さ
れ
た
赤
子
の
モ
ー
セ
が
入
っ
て
い
た
 

パ
ピ
ル
ス
で
で
き
た
 

箱
 」
 を
 

.23 

 
 

」
 
す
 ノ
ア
の
箱
舟
」
を
指
す
言
葉
と
し
て
前
世
 

記
六
｜
 
ま
 、
ま
た
「
フ
ァ
ラ
オ
の
男
 
蝿
 

教
 

  の シンボリズムと 宗教間対話論 

ら l ア @ c   お 
Ⅰ コ 

て   り ズ ニ % 
ス よ 女 死 た   イ - " 一 

チ ラ 侠 者 、 民 エ 位 

ナな脂 の解） 性 同ボ タ族ス 的のに 格 
ア 釈 に 様 ッ 対 人 相   
う は 解 に ト 応 性 当 オ 話 と 

ピ 

ア 
正 
教 
ム ム 
の 

重ねられる論の拡張 

訂山 - 二口 

述 
こと 

を 
ジ になる 社会的 

  存 
ン 

ダ 
在 
@"- "@ 

  
お 

ら タ よ 
帰属 

が 、 も び 
人 

限 

象 ら も 種 
定 

た 
さ 

民 
れ 

族 
な 
し ¥ 

の 

観 
神 

占 
人 

  
か 

媒 

神を単 エ ス しての 重ねら ら 
介 
の 

再 
び 

表 
抽 
胡弓 

象 
t@ 

へ l み つ 

直 し Ⅹ 

す て   
話 に 言 

と 

よ る 性 て る 以 
旧 由 及 り が は ジ ェ T 
約 来 さ も 、 な ェ チ の 

  

聖 す れ マ 胎 ぃ ン オ よ 

書 る な り 児 か ダ ピ つ @ 



エ
ス
の
身
体
的
な
変
遷
と
は
関
わ
り
な
く
、
「
救
済
さ
 

れ
る
運
命
に
あ
る
存
在
」
な
い
し
は
「
神
の
救
済
を
媒
 

介
す
る
 
舟
 」
、
さ
ら
に
 

「
そ
の
舟
の
隠
 

楡
 と
し
て
の
イ
エ
ス
」
と
い
う
重
層
的
 

な
 意
味
が
「
 
タ
 ボ
ッ
ト
」
と
い
う
 

記
号
に
連
な
っ
て
く
 

-
 

る
 。
そ
も
そ
も
古
代
教
 

一
 
㌘
 
-
 

余
 で
舟
は
復
活
を
暗
示
す
る
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
。
 

こ
こ
に
見
ら
れ
る
イ
エ
ス
を
め
ぐ
る
表
象
の
特
殊
性
は
 

、
ま
ず
シ
ン
ボ
ル
対
象
を
舌
口
明
す
る
こ
と
が
な
く
、
 

さ
 ら
に
聖
画
像
・
 

聖
彫
 

像
や
十
字
架
に
よ
っ
て
 

直
楡
 ・
 
換
楡
 
的
に
イ
コ
ン
表
示
 

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
し
か
も
 

隠
楡
 
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
 

読
み
込
む
際
に
、
ジ
ェ
 

ン
ダ
ー
お
よ
び
人
種
・
民
族
的
属
性
が
付
随
す
る
人
性
 

が
 回
避
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
（
こ
こ
で
は
 

換
 楡
と
隠
 
楡
の
概
念
を
 

、
 

換
楡
 
Ⅱ
「
現
実
の
隣
接
関
係
な
い
し
因
果
関
係
に
あ
る
 

も
の
同
士
の
変
換
」
、
 

隠
楡
 Ⅱ
「
異
な
る
種
類
の
も
の
 

同
士
の
（
抽
象
的
な
）
 

-
 
花
一
 

類
似
性
に
着
目
し
た
変
換
」
と
い
う
対
立
関
係
に
お
い
 

て
 用
い
て
い
る
）
。
ま
た
、
偶
像
崇
拝
を
禁
止
す
る
 

解
 釈
の
境
界
線
上
に
あ
る
 

よ
う
な
表
象
（
神
の
言
葉
が
刻
ま
れ
た
石
板
「
の
レ
 

フ
 リ
ヵ
 
」
 /
 教
会
歌
「
の
旋
律
モ
ー
ド
」
）
は
 

、
 「
 
べ
 １
ル
 
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
る
」
 

こ
と
 
/
 
 
「
音
声
で
あ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
視
界
か
ら
 

隠
 さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
像
の
実
態
は
知
ら
さ
れ
な
い
」
 

ノ
 「
像
で
は
な
い
」
 

ぅ
 

 
 

 
 

 
 

シ
 
フ
。
 

l
 
神
人
媒
介
を
、
 

隠
楡
的
 
シ
ン
ボ
ル
下
直
 
楡
 ・
 
換
楡
 
的
 イ
コ
ン
）
に
よ
っ
て
表
象
す
る
 

Ⅱ
間
接
的
な
形
式
の
も
と
で
、
シ
ン
ボ
ル
表
象
に
対
す
 

る
 解
釈
の
複
数
性
を
保
証
す
る
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は
 、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
「
 父
 な
る
 神
 」
と
 い
う
使
用
例
は
多
く
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、
「
神
を
 
一
貫
し
て
父
権
的
な
支
 

一
は
 擬
人
化
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
広
義
の
解
 釈
か
ら
す
る
 偶
 １
人
の
手
に
よ
る
 

像
 禁
止
ま
で
 を
 遵
守
す
る
わ
け
で
 

は
な
い
。
 h
 に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
事
例
 に
お
け
る
（
 石
 板
の
）
レ
プ
リ
カ
の
聖
化
と
（
教
会
歌
 
の
 ）
三
つ
の
旋
律
モ
 ｜
 

ド
が
 間
接
的
な
形
式
に
相
当
し
、
イ
ェ
ス
の
 隠
楡
 で
あ
 る
タ
 ボ
ッ
ト
 と
 三
一
神
の
隠
 楡
 で
あ
る
 ゼ
マ
 が
そ
れ
ぞ
 れ
 シ
ン
ボ
ル
表
象
に
相
 

当
 す
る
。
こ
の
図
式
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
 
ヵ
ト
リ
 ッ
ク
 の
聖
餐
で
用
い
ら
れ
る
パ
ン
と
ワ
イ
ン
は
 i
 を
 満
 た
す
が
、
 h
 の
外
部
に
 

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

西
方
教
会
の
ア
ポ
リ
ア
ー
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
人
種
・
 民
 族
 

キ
リ
ス
ト
教
的
文
脈
に
お
け
る
神
人
媒
介
の
表
象
と
多
 
元
的
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
相
克
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
 う
 な
議
論
が
な
さ
れ
 

て
き
た
だ
ろ
う
か
。
 

西
方
キ
リ
ス
ト
教
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
、
 
ジ
ヱ
 ン
ダ
ー
お
よ
び
人
種
・
民
族
的
見
地
か
ら
の
批
判
的
 応
 答
 と
し
て
は
、
フ
ェ
 

ミ
ニ
ス
ト
神
学
と
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
言
説
へ
の
疑
義
を
参
 賭
 す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
批
判
的
試
み
に
は
、
聖
書
（
 解
 釈
学
 ）
批
判
や
（
史
実
を
含
む
）
教
会
制
度
批
判
、
従
 来
 異
端
と
さ
れ
て
き
 

た
 宗
派
や
解
釈
の
再
評
価
な
 ビ
 多
岐
に
お
よ
ぶ
蓄
積
が
 あ
る
が
、
こ
こ
で
は
な
か
で
も
一
神
教
表
象
を
め
ぐ
る
 
原
理
的
批
判
に
議
論
を
 

限
定
す
る
。
神
人
媒
介
の
表
象
形
態
に
関
す
る
問
題
 
設
 是
 に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
 
は
 、
「
 父
 な
る
 神
 」
と
い
 

う
 概
念
、
「
子
な
る
 神
 
（
た
る
男
性
イ
エ
ス
こ
と
い
う
 事
実
認
識
へ
の
疑
問
を
軸
に
代
替
案
が
検
討
さ
れ
る
。
 
そ
れ
は
例
え
 ぼ
 女
神
に
 

よ
る
置
換
 や
 イ
ェ
ス
の
安
 住
 に
対
す
る
姿
勢
の
評
価
で
 あ
り
、
ま
た
、
両
性
具
有
（
 神
 ）
性
の
想
定
や
脱
性
的
Ⅱ
 霊
的
存
在
の
称
揚
で
あ
 

-
9
 

、
る
こ
の
う
ち
 

2
 
 

一
 
0
 
 

小
原
は
「
 父
 な
る
 神
 」
と
い
う
概
念
 
ほ
 つ
い
て
の
実
証
的
な
相
対
化
を
は
か
る
指
針
と
し
て
 
「
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
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配
 者
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
聖
書
の
記
述
に
適
 ム
ロ
し
 
な
い
」
と
判
断
す
る
。
さ
ら
に
、
当
時
絶
対
的
な
存
在
 
と
さ
れ
て
い
た
神
に
対
 

し
て
「
 ア
バ
 Ⅱ
 お
 と
 う
 さ
ん
」
と
呼
び
か
け
た
イ
ェ
ス
 0
 行
為
に
込
め
ら
れ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
指
摘
し
た
 
上
 で
、
「
 父
 な
る
 神
 」
と
 

憶
 
「
あ
な
た
が
た
の
父
は
た
だ
一
人
で
あ
る
」
と
 ぃ
，
 
ユ
正
舌
口
に
よ
っ
て
こ
の
世
の
父
（
 権
 ）
を
相
対
化
す
る
 
呼
 称
 だ
っ
た
は
ず
だ
と
 評
 

 
 

価
す
る
立
場
も
あ
る
。
 

他
方
で
、
制
度
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
セ
ク
シ
ズ
ム
 
と
そ
れ
へ
の
批
判
の
双
方
に
対
し
て
、
と
も
に
、
社
ム
 云
的
 存
在
と
し
て
の
 父
 

を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
た
上
で
「
 
父
 な
る
 神
 」
と
い
，
 っ
 宗
教
的
 隠
 楡
の
意
味
を
局
限
し
て
い
る
の
で
は
な
い
 
か
と
問
 う
 こ
と
も
で
き
 

る
 。
こ
こ
で
援
用
さ
れ
る
の
が
フ
ロ
イ
ト
か
ら
ラ
カ
ン
 
に
 受
け
継
が
れ
た
精
神
分
析
概
念
と
し
て
の
「
父
の
 
名
 」
で
あ
り
、
そ
れ
は
 

「
意
味
も
理
由
も
な
く
禁
止
（
な
い
し
決
定
）
す
る
 審
 級
 」
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
、
「
実
際
に
生
き
ら
れ
 た
 現
実
の
中
に
は
対
応
 

-
 
田
 -
 

物
 を
も
た
な
い
」
概
念
で
あ
る
。
（
不
可
能
性
を
含
意
 す
る
）
「
父
の
名
」
の
審
級
を
正
統
に
代
理
す
る
機
関
は
 も
と
よ
り
な
く
、
し
た
 

が
っ
て
 神
 
「
 父
 」
や
救
「
 父
 」
の
必
然
性
あ
る
い
は
 沓
 定
性
も
「
 父
 な
る
 神
 」
と
い
う
呼
称
か
ら
引
き
出
す
べ
 く
も
な
い
。
 

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
 、
 必
ず
し
も
神
学
理
解
に
お
け
る
 
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
偏
向
を
相
対
化
す
る
も
の
と
は
な
ら
 
な
い
か
も
し
れ
な
い
 

-
 
花
 -
 

し
、
 言
う
ま
で
も
な
く
実
際
の
教
会
制
度
的
偏
向
を
正
 当
 化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
が
 、
 少
な
く
と
も
「
願
望
 や
 理
想
我
の
表
象
」
 
か
 

ら
 
「
 父
 な
る
 神
 」
を
解
釈
し
再
構
成
す
る
視
点
を
相
対
 化
す
る
契
機
は
確
保
さ
れ
る
。
（
不
十
分
で
は
あ
る
も
 
の
の
）
か
く
し
て
、
 

一
 

神
裁
表
象
を
め
ぐ
る
検
討
対
象
を
「
子
な
る
 神
 」
へ
と
 さ
ら
に
限
定
し
て
す
す
め
た
い
。
 

一
方
、
神
学
的
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
言
説
は
以
下
の
よ
う
 に
 挙
げ
ら
れ
る
。
間
接
的
な
も
の
と
し
て
は
、
神
の
救
 
済
を
否
定
的
に
実
証
 

す
る
存
在
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
を
規
定
す
る
主
張
、
イ
ェ
 
ス
の
 教
え
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
教
的
要
素
を
等
閑
視
 し
、
 か
つ
そ
れ
と
の
断
絶
を
 

 
 

強
調
す
る
キ
リ
ス
ト
論
な
ど
が
あ
り
、
よ
り
直
哉
的
に
 
は
、
 「
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
選
民
主
義
」
、
「
救
世
主
殺
し
の
 

罪
 」
に
排
除
の
根
拠
を
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ど
を
反
映
す
る
一
方
で
、
現
代
社
会
に
お
い
て
ジ
ェ
ン
 ダ
 ー
や
人
種
・
民
族
と
い
っ
た
課
題
に
対
応
す
る
宗
教
 的
 シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
 再
 

構
成
す
る
際
の
形
式
的
条
件
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
 
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
正
教
会
の
権
威
が
男
 
性
 聖
職
者
に
限
定
さ
れ
 

甥
 

 
 
 
 

て
き
た
事
実
や
中
世
に
激
化
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
の
 紛
 争
 対
立
は
あ
ら
た
め
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
も
の
 
の
 、
そ
こ
で
は
（
教
義
 

7
 

 
 

 
 

解
釈
で
あ
れ
シ
ン
ボ
ル
解
釈
で
あ
れ
）
神
人
媒
介
の
表
 家
 に
依
拠
し
た
正
当
化
が
成
立
し
な
い
点
に
も
留
意
し
 
こ
 
キ
 
ハ
レ
 

Ⅰ
。
 

ポリズムと宗教間対話論 

力 に り さ ナ チ 外 能 体 読   
ケ 式 ト て 架 ン に て 永 対 っ l の がある ドン派化した 教の ア いない ないし ・ア イ 位置す きたと 遠に キ 非 する 新約 た 六五色   

り 関 

ツ と 十 
ク に字キ ベイ 意た 

機 つ め ス だ ス 増 一 
主義 

  

  
き ち 
た で さ 書 萎 る シ 

史 も せ 解 と 際 ン 
的 単   
背 性 要 と て 数 ル ュ 別 界 公 
景 論 素 と の 義 と ダ 的 に 会 
な 派 は も ク 間 し ゃ 人 お 議 



実
は
こ
れ
も
エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
会
の
シ
ン
ボ
ル
表
象
 
の
ひ
と
つ
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
聖
職
者
が
携
帯
 

 
 

 
 

次
頁
 参
巴
 
が
も
っ
最
小
限
の
様
式
 
｜
 契約
の
聖
櫃
 と
 ギ
リ
シ
ア
（
も
し
く
ほ
パ
テ
）
十
字
三
本
の
長
さ
 
が
 均
等
）
の
接
合
 

を
敷
街
 し
た
。
 

-
%
-
 

す
る
形
態
を
め
ぐ
る
神
話
的
諸
言
説
が
対
応
さ
せ
ら
れ
 
る
 。
 

以
下
に
、
先
述
の
整
理
を
西
方
教
会
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
 
に
 応
用
す
る
場
合
の
具
体
案
を
例
示
す
る
。
 

（
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
と
く
に
傑
の
イ
エ
ス
 を
 十
字
架
か
ら
解
放
し
）
十
字
架
の
下
に
聖
櫃
を
設
置
 
す
る
。
通
常
、
イ
ェ
 

ス
 像
は
そ
こ
に
安
置
さ
れ
、
誕
生
・
洗
礼
・
復
活
等
の
 祭
儀
に
お
い
て
、
イ
ェ
ス
像
を
と
り
の
ぞ
い
た
空
の
聖
 
櫃
を
教
会
の
外
へ
も
ち
 

だ
し
、
共
同
体
的
に
祝
い
、
記
念
す
る
。
イ
エ
ス
は
 
復
 括
 し
た
と
空
の
聖
櫃
が
告
げ
る
。
後
に
残
さ
れ
た
の
 
は
 聖
櫃
だ
け
な
の
で
あ
 

る
 。
空
の
聖
櫃
 は
 同
時
に
（
 箱
 ）
 
舟
 な
の
で
あ
り
、
形
態
 自
体
の
神
話
的
な
い
し
超
越
的
意
味
も
保
証
さ
れ
る
。
 
イ
ェ
ス
の
身
体
は
わ
れ
 

わ
れ
に
分
与
さ
れ
、
そ
の
恩
恵
を
い
ま
こ
の
よ
う
に
し
 
て
 被
っ
て
い
る
。
女
性
も
ユ
ダ
ヤ
人
も
聖
櫃
を
担
い
で
 
構
わ
な
い
。
 

目
 も
は
や
」
ユ
ダ
ヤ
人
も
ギ
リ
シ
ア
人
も
な
く
、
奴
隷
 
も
 自
由
人
も
な
く
、
男
性
も
女
性
も
な
い
・
・
 
，
 
：
 毛
し
 て
 、
も
し
あ
な
た
 

先
述
の
 i
 に
あ
た
る
も
の
は
救
済
の
隠
 楡
 で
あ
る
（
 箱
 ）
 

が
た
が
キ
リ
ス
ト
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
 舟

、
 Ⅱ
の
間
接
的
な
形
式
と
し
て
は
聖
櫃
（
箱
舟
）
 、
 

あ
な
た
が
た
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
な
の
で
あ
り
、
 
約
 

あ
る
い
は
そ
れ
に
類
 

束
 に
よ
る
相
続
人
 

な
の
で
あ
る
」
（
 ガ
ラ
テ
ア
 
人
へ
の
手
紙
工
二
一
八
 
｜
 二
九
 -
 
。
 

ア
ー
ク
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集
合
的
な
信
仰
実
践
に
は
、
神
人
媒
介
の
表
象
は
な
に
 
が
し
か
必
要
と
さ
れ
る
。
偶
像
崇
拝
の
禁
止
を
戒
律
に
 
定
め
る
ユ
ダ
ヤ
教
で
 

さ
え
、
古
代
の
「
律
法
の
石
阪
」
か
ら
ラ
ビ
・
ユ
ダ
ヤ
 
教
団
以
降
の
「
ト
ー
ラ
ー
の
巻
物
」
へ
と
、
宗
教
儀
礼
 
に
お
け
る
聖
な
る
オ
 フ
 

ジ
ェ
 が
共
有
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
儀
礼
的
価
値
は
 、
シ
 ナ
 ゴ
ー
グ
の
聖
櫃
に
安
置
さ
れ
た
ト
ー
ラ
ー
の
巻
物
が
 、
安
息
日
ご
と
に
会
堂
 

内
 を
ま
わ
っ
て
中
央
の
書
見
台
で
「
聖
化
」
さ
れ
る
 扱
 い
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

し
か
し
、
そ
の
表
象
形
態
が
直
 楡
 ・
 換楡
的
 イ
コ
ン
 か
 隠
楡
的
 シ
ン
ボ
ル
 か
 、
直
裁
的
実
体
か
間
接
的
装
置
か
 と
い
う
差
異
に
は
、
 

結
果
と
し
て
神
性
に
対
す
る
集
団
的
所
有
意
識
の
差
異
 
を
も
た
ら
す
分
岐
点
が
潜
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
 
ろ
 う
か
 。
例
え
ば
自
己
 

の
 身
体
を
基
準
に
し
て
共
感
で
き
る
対
象
で
あ
る
な
ら
 
ば
 、
そ
こ
に
現
在
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
 
す
る
歴
史
的
・
社
会
的
 

な
解
釈
を
強
調
し
た
意
味
を
読
み
込
む
行
為
を
許
容
 
し
 や
す
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
十
字
架
 
エ
め
イ
ェ
 
ス
 ）
に
意
味
を
与
え
る
 

行
為
が
、
イ
エ
ス
 と
 自
己
が
 換
楡
 変
換
さ
れ
る
共
感
か
 ら
 正
当
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
 
社
会
的
他
者
の
排
除
を
 

正
当
化
す
る
 フ
イ
ブ
 の
偶
像
崇
拝
に
接
近
す
る
。
そ
の
 行
為
が
極
端
な
か
た
ち
で
機
能
し
た
例
と
し
て
文
ュ
 
ダ
 ャ
 主
義
や
家
父
長
制
的
 

神
学
を
位
置
づ
け
る
視
点
を
否
定
し
さ
る
こ
と
は
 
困
 難
 で
あ
る
。
（
こ
れ
は
表
象
形
態
が
、
漠
然
と
し
た
 幅
 を
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 

セ
ク
シ
ズ
ム
 や
 レ
イ
シ
ズ
ム
な
ど
の
 収
 竜
宮
 一
な
い
し
は
接
点
と
し
て
機
能
し
た
可
能
性
を
述
べ
た
も
 の
だ
が
、
そ
の
逆
も
ま
 

た
 真
で
あ
る
と
い
う
命
題
で
は
な
い
）
。
 

一
方
で
本
稿
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
 正
 教
会
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
共
生
的
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
 
を
体
現
し
て
い
る
と
 

と
ら
え
評
価
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
 現
 代
 社
会
に
お
け
る
宗
教
的
多
元
性
や
（
家
父
長
制
等
の
 
）
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
 

  

四
 

お
わ
り
に
 

130 



エチオピア正教会のシンボ           と 宗教間対話論 

王
 
;
 

T
 
）
モ
ー
セ
は
シ
ナ
イ
山
で
十
戒
の
刻
ま
れ
た
二
枚
の
石
板
を
 授
か
り
、
そ
れ
ら
を
 神
 ヤ
ハ
ウ
ェ
が
設
計
を
細
か
く
指
示
し
た
 
聖
 櫃
に
 収
め
る
。
モ
ー
セ
 

と
、
 彼
の
後
継
者
で
あ
る
 コ
 シ
ュ
ア
の
指
導
上
に
あ
っ
た
 

へ
 ブ
ル
 び
と
 に
と
っ
て
、
聖
櫃
は
ま
さ
に
神
の
 

力
 を
顕
現
す
る
も
の
で
あ
り
 、
不
可
思
議
な
 

超
自
然
現
象
や
殺
傷
機
能
を
発
揮
す
る
聖
書
学
的
に
は
、
と
く
 に
コ
 シ
ュ
ア
記
に
頻
出
す
る
戦
闘
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
認
め
な
 い
 複
数
の
立
場
も
提
 

起
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
佳
芳
記
ズ
旧
約
聖
書
Ⅳ
）
 コ
 シ
ュ
ア
 記
 
士
師
 記
ヒ
 岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
二
三
ー
二
三
一
頁
 - 。そ
の
威
光
は
 
、
紀
 

元
 前
一
 0
 世
紀
に
は
ソ
ロ
モ
ン
王
が
聖
櫃
の
た
め
に
神
殿
を
建
設
 
し
 、
そ
の
至
聖
所
に
聖
櫃
を
安
置
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
 
る
 。
し
か
し
、
そ
の
 

後
 聖
櫃
は
ど
こ
か
へ
消
失
し
、
エ
レ
ミ
ヤ
 書
 
-
 紀
元
前
六
世
紀
 -
 の
時
点
で
、
預
言
者
は
「
人
々
が
シ
オ
ン
の
地
に
繁
栄
す
る
と
 
き
、
も
は
や
契
約
の
 

聖
櫃
を
必
要
と
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
三
 @
 一
一
 -
 と
ほ
の
 め
か
し
、
（
古
 い
 契
約
は
律
法
を
石
版
に
刻
ん
だ
が
新
し
い
契
約
 は
 -
 「
イ
ス
ラ
エ
ル
 

の
民
の
心
に
書
き
記
さ
れ
る
」
 

@
 

一
二
三
三
 
と
 首
玉
 ロ
 す
る
の
 で
あ
る
。
 

-
2
-
 英
米
社
会
に
お
け
る
 G
.
 
ハ
ン
コ
ッ
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@
 
中
真
 如
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「
 
神
の
刻
印
」
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 上
 ・
 下
 ）
凱
風
 社
 、
一
九
九
六
年
 -
 の
 原
書
に
対
 す
る
反
響
そ
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。
 

-
3
 一
本
稿
で
参
照
す
る
資
料
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
ジ
 ス
ア
ベ
バ
大
学
エ
チ
オ
ピ
ア
 
学
 研
究
所
図
書
館
の
お
世
話
に
な
 っ
た
 。
 

-
4
 ）
た
と
え
ば
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
田
丸
 徳
善
 ・
星
川
 啓
 慈
 
・
山
梨
有
希
子
「
神
々
の
和
解
 

｜
三
 一
世
紀
の
宗
教
間
 対
 話
 」
春
秋
社
、
二
 
0
0
O
 

午
 、
九
六
 ｜
一
 0
0
 
頁
 "
 ま
た
小
原
 克
博
 
「
現
代
神
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に
お
け
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 宗
教
的
多
元
性
１
１
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
俗
化
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会
の
行
方
 」
「
宗
教
研
究
ヒ
三
田
 

二
九
号
、
二
 0
0
 

一
年
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お
よ
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高
田
信
良
「
「
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
 

ム
 」
と
「
宗
教
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話
」
 

合
 仏
教
と
一
神
教
的
宗
教
と
の
出
会
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ン
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 視
 占
か
ら
」
Ⅳ
 

 
 3
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ゐ
 
ホ
教
研
究
」
三
一
二
九
号
、
二
 0
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一
年
、
な
ど
。
 

 
 

-
5
-
J
.
 

ヒ
ッ
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-
 
間
瀬
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 九
課
）
「
宗
教
多
元
主
義
１
 
%
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解
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変
換
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 、
一
九
九
 0
 年
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 落
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ロ
 
仁
 司
 
ズ
神
）
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証
明
」
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か
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章
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な
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ジ
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種
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っ
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関
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ぐ
っ
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複
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の
信
仰
実
践
が
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う
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接
 点
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も
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 う
る
 

い
う
問
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に
対
応
す
る
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話
）
媒
体
と
し
て
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ン
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リ
ズ
ム
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
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チ
オ
ピ
ア
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事
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な
物
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も
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し
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つ
の
王
父
 渉
 ・
対
話
）
媒
体
と
し
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示
す
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 と
が
で
き
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も
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な
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あ
る
。
 

を
 前
提
に
し
た
つ
え
で
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意
図
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に
聖
性
の
表
象
を
再
 構
成
す
る
場
合
の
糸
口
を
模
索
す
る
と
い
う
目
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見
を
 
も
っ
て
い
た
。
言
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宛
 ，
一
木
幡
藤
子
・
小
我
哲
雄
訳
 

ズ
 旧
約
聖
書
Ⅱ
）
 
出
 エ
ジ
プ
 ト
記
 

レ
ビ
 記
ヒ
 岩
波
書
店
、
二
 
0
0
0
 年
 、
六
頁
。
 

@
-
 

柳
宗
玄
・
中
森
 義
宗
 
「
キ
リ
ス
ト
教
美
術
 図
巴
 
吉
川
弘
 
文
 館
、
一
九
九
 
0
 年
 、
三
八
九
頁
。
ま
た
、
本
文
で
次
に
述
べ
る
 
志
向
は
初
期
教
会
の
 
シ
 

M
 

ン
ボ
リ
ズ
ム
を
想
起
さ
せ
る
。
「
…
…
十
字
架
は
、
紀
元
三
紀
ま
 

で
 イ
ェ
ス
の
痛
ま
し
い
死
を
連
想
さ
せ
る
た
め
に
表
現
が
は
ば
か
 ら
れ
、
む
し
ろ
 

復
｜
 

活
を
暗
示
す
る
 
鳩
 、
魚
、
船
、
 
錨
 、
・
・
・
・
・
み
一
般
に
好
ま
れ
た
」
 

-
 
同
上
 -
 。
「
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
、
奇
跡
を
行
う
者
と
し
て
の
 
キ
リ
ス
ト
の
説
話
が
 

俺
 

重
要
視
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
受
難
関
係
の
図
像
表
現
は
極
め
て
 
少
な
い
。
 傑
 刑
の
場
面
は
六
世
紀
か
ら
次
第
に
現
わ
れ
る
が
、
 

キ
リ
ス
ト
の
苦
痛
の
 

表
現
は
全
く
な
い
。
し
か
し
時
代
が
下
っ
て
、
一
一
世
紀
以
降
に
 
な
る
と
東
西
キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
関
係
の
 説
話
が
急
速
に
発
達
 

し
 、
キ
リ
ス
ト
の
肉
体
的
苦
痛
の
表
現
が
極
度
に
強
調
さ
れ
る
に
 
至
る
」
（
回
書
九
頁
 -
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色
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下
を
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瀬
戸
賢
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メ
タ
フ
ァ
ー
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考
」
講
談
社
 
一
九
九
五
年
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佐
藤
信
夫
「
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
」
講
談
社
、
一
 

九
九
二
年
。
ま
た
、
 
後
 

者
で
は
 隠
瞼
は
 
「
読
者
の
受
け
手
責
任
を
前
提
と
す
る
表
現
で
あ
 

る
 」
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
（
司
書
一
一
 

0
 頁
 -
 。
 

-
 袈
 
以
下
の
文
献
を
参
照
。
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岡
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治
子
 
他
訳
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女
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よ
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日
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版
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、
一
九
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年
。
 

E
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モ
ル
ト
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 ヴ
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デ
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大
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お
り
 訳
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「
 乳
 と
 蜜
の
流
れ
る
 国
 」
新
教
出
版
社
、
一
九
八
八
年
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山
 ル
イ
 訳
 -
 自
性
差
別
と
神
の
語
り
か
け
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 
神
 学
の
試
み
ヒ
新
教
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。
小
原
京
侍
「
神
の
 ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
 

る
 
一
考
察
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
と
の
対
論
を
通
じ
て
」
国
本
 
教
 と
社
会
」
四
号
、
一
九
九
八
年
。
 

節
 ）
荒
井
 献
 
「
新
約
聖
書
の
女
性
観
巨
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
 

年
 、
五
六
頁
。
 

（
初
一
 

J
.
 

ラ
ヵ
ン
 
-
 小
出
浩
之
・
鈴
木
国
文
・
笠
原
裏
地
 訳
 ）
 「
精
神
病
」
 -
 
下
 -
 岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
九
八
 ｜
 九
九
お
よ
 
び
 二
六
 0
 頁
 。
 

お
一
 

柄
谷
行
人
「
探
求
Ⅱ
 ヒ
 講
談
社
、
一
九
九
四
年
。
 

（
㏄
一
七
 り
目
 
c
a
 
コ
の
ヒ
ヨ
 
で
 0
s
 
ぎ
ヨ
 c
 コ
 の
茸
 ア
 0
 牙
ム
の
 幸
 ㌃
 ゴ
 勾
の
守
（
 
@
0
 
臆
に
お
け
る
部
会
。
 ド
 ア
の
力
 

0
0
 

汀
 o
h
 

戸
ロ
ま
ム
宝
田
 

の
ヨ
ぎ
目
 の
の
 印
ず
ヱ
ド
コ
し
コ
セ
 

T
 。
 コ
 

ヨ
盤
エ
一
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
 反
 ユ
ダ
ヤ
主
義
の
 起
 源
 @
 
九
九
 セ
年
一
 
0
 月
三
 0
 日
 ㍉
法
王
の
発
言
に
つ
い
て
 は
、
ア
 年
ワ
 て
 ㍉
 竜
ミ
旧
 

お
お
下
目
 0
 コ
の
 
・
コ
音
㍉
（
の
の
 

て
 （
の
で
。
二
色
 

7
.
 

ミ
ヨ
よ
り
二
一
 0
0
 

二
年
九
 

月
三
日
 -
 。
 

稿
 -
 
㈹
聖
な
る
オ
ブ
ジ
ェ
な
い
し
は
御
神
体
が
「
包
ま
れ
 -
 
億
 き
れ
）
 る
 」
と
い
う
形
式
、
お
よ
び
、
㈲
非
日
常
的
時
間
に
お
 い
 て
オ
ブ
ジ
 
エ
 な
い
し
は
 

御
 神
体
 
-
 あ
る
い
は
そ
れ
を
包
む
 器
 そ
の
も
の
 -
 が
 
「
顕
現
し
て
 周
回
す
る
」
と
い
う
形
式
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
各
宗
教
に
 
見
出
す
こ
と
が
で
き
 

る
 。
今
日
の
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
㈲
ト
ー
ラ
ー
は
聖
櫃
に
包
ま
れ
る
、
 

㈲
安
息
日
の
会
堂
内
で
ト
ー
ラ
ー
が
「
顕
現
し
て
周
回
す
る
」
。
 

エ
チ
オ
ピ
ア
正
教
 

余
 で
は
、
Ⅲ
 タ
 ボ
ッ
ト
は
各
教
会
の
至
聖
所
に
包
ま
れ
る
、
㈲
 -
 
ア
 イ
 ム
カ
ツ
 ド
 に
「
顕
現
し
て
周
回
す
る
」
。
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
 

②
の
反
転
が
見
ら
れ
 

る
 。
㈹
「
聖
な
る
 石
 」
は
カ
ー
バ
神
殿
に
包
ま
れ
る
、
㈲
メ
ッ
カ
 に
て
「
非
日
常
的
時
間
に
あ
る
巡
礼
者
」
が
黒
石
と
出
会
い
、
 

「
カ
ー
バ
神
殿
を
周
 

回
す
る
」
。
神
道
や
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
祝
祭
で
は
、
山
車
や
神
輿
が
 

「
顕
現
し
て
 
-
 
生
活
空
間
を
一
周
回
す
る
」
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
 

の
 祭
礼
の
う
ち
、
 
ス
 



エチオピア正教会のシンボリズム と 宗教間対話論 

本
稿
は
、
平
成
一
四
年
度
文
部
科
学
 省
 科
学
研
究
費
補
助
金
（
 課
 題
 番
号
一
四
 0
0
0
 七
セ
六
 -
 に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
 る
 。
 

ペ
イ
ン
や
グ
ア
テ
マ
ラ
で
見
ら
れ
る
 

セ
 マ
ナ
・
サ
ン
タ
 
-
 聖
週
間
 -
 の
行
列
は
こ
の
形
式
に
ム
コ
致
す
る
。
パ
ソ
 

-
 ス
ペ
イ
ン
Ⅰ
 
ア
 ン
ダ
ス
 
一
 
グ
ア
テ
 

マ
ラ
 -
 と
呼
ば
れ
る
輿
に
イ
エ
ス
や
マ
リ
ア
 -
 
そ
の
他
の
聖
人
）
 
の
 像
が
載
せ
ら
れ
、
「
顕
現
し
て
周
回
す
る
」
。
 

菊
 一
八
ン
ド
ク
ロ
ス
の
素
材
は
 ホ
 、
革
、
鉄
、
 
銅
 、
青
銅
、
 銀
 と
 多
彩
で
、
ま
れ
に
石
に
よ
る
も
の
も
あ
る
。
長
さ
は
だ
い
た
 い 一
五
㎝
か
ら
 四
 0
 ㎝
 く
 

ら
い
。
ク
ロ
ス
部
分
の
造
形
に
は
、
 

裾
 広
が
り
の
「
パ
テ
十
字
」
 
と
 、
直
角
に
交
差
し
た
二
等
直
線
に
よ
る
「
ギ
リ
シ
ア
十
字
」
が
 
多
く
見
ら
れ
、
 
そ
 

こ
に
円
環
に
よ
る
縁
取
り
や
、
く
り
抜
き
型
に
よ
る
十
字
表
現
が
 
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
加
わ
る
。
ほ
か
に
も
、
十
字
を
示
さ
 
な
い
菱
形
あ
る
い
は
 

卵
型
の
平
面
や
、
唐
草
式
の
組
紐
 文
 、
さ
ら
に
 
X
 型
の
ア
ン
ド
レ
 
ア
 十
字
に
、
お
な
じ
み
の
ラ
テ
ン
十
字
ま
で
幅
広
い
デ
ザ
イ
ン
 
が
 見
受
け
ら
れ
る
。
 

「
契
約
の
聖
櫃
」
な
い
し
は
「
ア
ダ
ム
の
 

墓
 」
と
解
釈
き
れ
る
 
基
 部
は
 、
エ
ジ
プ
ト
式
ハ
ン
ド
ク
ロ
ス
に
は
な
い
特
徴
で
あ
る
。
 

ま
 た
 、
ク
ロ
ス
自
体
 

を
 
「
生
命
の
木
」
と
理
解
す
る
解
釈
も
エ
チ
オ
ピ
ア
で
は
広
く
見
 

ら
れ
る
と
い
う
。
エ
チ
オ
ピ
ア
式
ハ
ン
ド
ク
ロ
ス
の
起
源
は
は
 っ
 き
り
し
な
い
が
、
 

古
い
も
の
は
一
二
世
紀
に
さ
か
の
 ぼ
 る
。
 @
 ・
 エ
 n
n
 
ぎ
 。
 ロ
 ・
 ロ
の
コ
 
ぃ
ぎ
 や
の
 甲
ヨ
 り
木
一
 

Q
u
 

コ
 p
 Ⅱ
 こ
ぬ
 Ⅰ
 ぬ
さ
 
簿
の
さ
㏄
 羽
隈
 ～
⑧
 
ぬ
 ～
目
の
 
0
 。
 
ド
 
さ
い
 
下
 。
 毬
 -
 
下
色
 宙
 ㌃
 

申
す
か
す
 
p
,
 
（
 
コ
ひ
 
曲
行
年
行
 

の
 0
 日
付
 侍
す
 
@
0
 
も
 @
 
が
コ
 の
円
目
色
 

@
 
の
の
下
山
主
が
申
す
り
 

サ
 ㏄
 C
 コ
ぎ
 の
Ⅰ
の
 

@
 
モ
 。
お
の
③
よ
り
）
。
以
下
、
「
組
紐
 文
 」
と
「
生
命
の
 
木
 」
に
つ
い
て
補
足
 

す
る
。
「
樹
木
は
・
・
・
…
生
命
の
本
で
あ
り
、
…
…
楽
園
の
象
徴
と
 な
る
。
い
わ
ぬ
る
唐
草
文
は
こ
の
生
命
の
木
を
帯
状
に
し
た
も
 の
で
あ
る
 

組
 

組
立
 は
 、
通
常
こ
れ
は
水
流
を
象
徴
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
生
ム
 

叩
の
水
と
同
じ
意
味
を
も
っ
。
十
字
架
は
生
命
の
木
で
も
あ
る
が
 

、
し
ば
し
ば
組
紐
 文
 

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
場
 ムロ
 
は
、
生
命
の
水
の
意
を
兼
ね
る
 
」
（
 柳
 ほ
か
前
掲
 書
 、
一
二
 ｜
一
 三
頁
 -
 。
特
別
な
 木
 と
水
の
意
 味
 が
重
な
る
背
後
に
 

は
 
「
十
字
文
は
井
戸
で
あ
り
世
界
の
中
心
を
意
味
す
る
」
解
釈
が
 

控
え
て
い
る
。
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学
 

渡
辺
 

二
 0
0
 
二
年
十
一
月
二
十
三
 
@
 
二
十
六
日
の
四
日
間
、
 
ヵ
ナ
ダ
 の
 オ
ン
 

タ
リ
オ
 州
 ト
ロ
ン
ト
で
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
 
う
ヨ
繍
す
 目
下
ぃ
 @
 
ツ
ハ
 

p
 
の
 Ⅰ
コ
ペ
 

o
h
 
オ
の
 
二
区
。
 
き
 
年
次
大
会
が
、
例
年
通
り
、
聖
書
文
学
会
あ
 o
n
 
@
0
 
億
ぜ
 
0
 ト
 

由
子
 @
 
生
ま
（
の
（
耳
目
色
 と
 合
同
で
開
催
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
 宗
 教
学
会
 

は
 会
員
数
約
九
千
名
の
大
学
会
で
あ
り
、
今
回
も
参
加
申
込
が
 
八
 千
 あ
ま
 

り
あ
っ
た
。
今
回
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
は
、
二
百
六
十
六
の
 
セ
 ツ
シ
ョ
 

ン
と
 二
百
二
十
一
の
追
加
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
大
会
前
々
日
か
ら
六
日
 
間
 に
わ
 

た
っ
て
開
催
し
た
。
他
方
、
同
時
開
催
の
聖
書
文
学
会
も
そ
れ
ら
 
と
ほ
ぼ
 

変
わ
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
催
し
た
。
大
会
プ
ロ
 
グ
ラ
ム
 

だ
け
で
も
、
聖
書
文
学
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
他
を
含
め
て
、
 

四
 百
ぺ
｜
 

ジ
 近
い
大
部
の
も
の
で
あ
る
。
大
会
会
場
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
・
 

ョ
｜
 ク
 ・
 ホ
 

テ
ル
を
中
心
と
し
て
、
メ
ト
ロ
・
ト
ロ
ン
ト
・
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
 

ン
 ・
 セ
 

ン
タ
 Ⅰ
シ
ェ
ラ
ト
ン
・
ホ
テ
ル
、
ウ
エ
ス
テ
イ
ン
・
ホ
テ
ル
の
 四
つ
の
 

会
場
を
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
半
の
間
、
ほ
ぼ
十
五
分
か
 
ら
 二
十
 

五
分
お
き
に
発
車
す
る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
で
結
ん
で
行
わ
れ
た
。
 

最
 も
 早
い
 

ミ
ー
テ
イ
ン
グ
は
午
前
七
時
開
始
で
あ
り
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
は
 
午
 後
 十
一
 

時
半
に
終
了
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
 
密
 度
 の
 濃
 

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
年
次
大
会
参
加
報
告
記
 

同
学
会
国
際
委
員
会
を
中
心
に
し
て
 

展 

望 

い
 プ
ロ
グ
ラ
ム
が
数
日
間
に
わ
た
っ
て
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
 
 
 

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
は
、
九
月
十
一
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
の
問
題
 
な
 さ
 

ま
ざ
ま
な
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
特
集
に
お
い
て
い
ま
だ
に
引
き
ず
っ
 て
い
た
 

が
、
 
新
た
な
歩
み
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
っ
 
た
 。
 そ
 

れ
が
い
え
る
の
は
、
今
年
の
大
会
か
ら
新
た
な
試
み
と
し
て
特
定
 
の
国
 や
 

地
域
の
斯
学
に
対
す
る
貢
献
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
な
り
、
 

ム
 コ
 回
、
宗
 

教
 研
究
に
対
す
る
 
ヵ
ナ
ダ
 の
貢
献
に
焦
点
を
当
て
た
大
会
を
開
催
 した
か
 

ら
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
、
日
本
宗
教
学
会
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
り
、
一
九
九
 
九
年
 

に
南
山
大
学
で
開
催
し
た
年
次
大
会
で
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
 
行
  
 

メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
マ
イ
ル
ズ
会
長
池
二
名
の
 
会
員
を
 

招
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
国
際
委
 
員
 会
を
 

中
心
に
企
画
を
進
め
た
成
果
で
あ
る
。
私
は
、
 

二
 0
0
0
 
年
 
一
月
 こ
マ
 

@
 

ー
 

ガ
レ
ッ
ト
・
マ
イ
ル
ズ
会
長
指
名
で
同
委
員
会
委
員
に
就
任
し
て
 
以
来
、
 

南
学
会
の
交
流
を
促
進
す
る
努
力
を
積
み
重
ね
て
き
た
。
 

す
で
に
「
宗
教
研
究
」
三
三
 
0
 号
で
報
告
し
た
よ
う
に
、
第
一
段
 階
の
 

布
石
と
し
て
、
 
二
 0
0
 

一
年
に
は
同
委
員
会
主
催
で
日
本
宗
教
学
 

ム
ま
ふ
 

ム
口
 

貝
 

を
 招
い
た
特
別
ト
ピ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
オ
ウ
ム
事
件
以
降
の
 
ゐ
不
 
教
 と
社
 

会
 」
を
開
催
し
た
。
今
大
会
は
、
こ
の
第
二
段
階
と
し
て
宗
教
研
 
究
 に
対
 

す
る
ア
メ
リ
カ
以
外
の
国
々
の
貢
献
に
焦
占
を
当
て
る
最
初
の
試
 
み
と
な
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
段
階
と
し
て
、
来
年
二
 0
0
 
三
年
に
 

ほ
 、
日
本
の
貢
献
に
焦
占
を
当
て
た
大
会
が
い
よ
い
よ
開
催
さ
れ
 
る
運
ぴ
 

 
 

で
あ
る
。
当
時
の
井
 
門
 昌
二
夫
会
長
の
ご
指
導
に
よ
り
、
数
年
前
 
か
ら
 両
 

学
会
の
交
流
に
努
力
を
尽
く
し
て
き
た
者
と
し
て
、
感
慨
は
ひ
と
 
し
お
で
 

甜
 

 
 

あ
る
。
 



カ
ナ
ダ
に
焦
点
を
当
て
た
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
 
た
も
 

の
だ
け
で
も
十
五
も
あ
っ
た
。
 

例
え
ぼ
、
 
「
カ
ナ
ダ
と
東
ア
ジ
ア
 
の
 新
田
本
 

教
 運
動
」
、
「
カ
ナ
ダ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
視
野
の
挑
戦
」
、
「
ト
ロ
ン
 
ト
の
 山
下
 

教
 的
多
様
性
」
、
「
女
性
と
宗
教
に
関
す
る
 
ヵ
ナ
ダ
 の
学
術
貢
献
」
 
な
ど
が
 

そ
の
例
で
あ
る
。
あ
え
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
カ
ナ
ダ
を
区
別
し
 
て
 佳
日
 

を
 当
て
る
の
は
、
恩
着
せ
が
ま
し
い
態
度
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
 
批
判
が
 

一
部
に
は
み
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
開
催
地
の
 

ヵ
ナ
ダ
 の
貢
献
を
 十
分
に
 

引
き
出
す
有
効
な
手
だ
て
と
な
つ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 

ま
た
、
今
大
会
の
目
玉
と
な
っ
た
の
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
 
教
 授
を
 

招
い
て
、
「
他
の
テ
ス
タ
メ
ン
ト
デ
リ
ダ
と
宗
教
」
と
題
し
 

た
 二
時
 

間
 以
上
に
わ
た
る
公
開
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
 

デ
  
 

関
 わ
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
聖
書
文
学
会
の
も
の
を
含
め
て
、
ハ
セ
 ツシ
ョ
 

ン
も
 開
催
さ
れ
た
。
 

さ
ら
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
 
会
主
 

催
で
 ハ
ン
ス
・
キ
ュ
ン
グ
教
授
の
特
別
講
演
「
国
際
関
係
の
新
た
 

な
 パ
ラ
 

ダ
 4
 ム
 か
 c
?
,
 
 二
 0
0
 

一
年
九
月
十
一
日
以
降
の
省
察
」
が
 行
わ
れ
 

た
 。
こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
財
団
理
事
長
を
務
め
る
キ
ュ
ン
 
グ
 教
授
 

の
 見
解
に
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

私
自
身
、
い
く
つ
か
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
す
る
だ
け
で
な
く
、
 

国
際
 

委
員
会
と
同
委
員
会
主
催
の
国
際
会
員
の
た
め
の
朝
食
会
に
主
催
 
者
の
 
一
 

人
 と
し
て
参
加
し
た
。
ま
た
、
日
本
か
ら
の
参
加
者
は
今
年
、
総
 
勢
 十
五
 

宅
 で
あ
り
、
そ
の
う
ち
五
名
は
私
の
同
僚
で
あ
っ
た
。
 

来
年
、
ア
ト
ラ
ン
タ
で
日
本
特
集
大
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
 正
式
 

に
 決
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
プ
ロ
グ
 ラ
ム
が
 

ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
発
表
を
申
し
込
 む
に
は
 

ど
の
よ
う
な
要
領
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
同
学
会
の
ホ
ー
ム
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日
 （
（
で
一
二
毛
 

寺
毛
卜
餓
毛
字
 ・
 
0
 お
こ
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
て
 
お
き
た
㎎
 

い
 。
以
下
、
同
所
か
ら
自
由
に
引
用
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
 
ご
 了
承
 願
 

 
 
 
  
 

 
 

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
単
位
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ユ
ニ
ッ
ト
と
呼
ば
 
ね
 、
 

大
き
く
分
け
て
部
会
、
グ
ル
ー
プ
、
セ
ミ
ナ
Ⅰ
協
議
会
の
四
つ
 
 
 

プ
に
 分
か
れ
る
。
 

第
一
に
、
部
会
 
-
 
セ
ク
シ
ョ
ン
）
は
 
、
 「
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
 
プ
ロ
 

グ
ラ
ム
の
中
で
も
っ
と
も
包
括
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
り
、
広
く
 
規
 定
 さ
れ
 

持
続
し
て
い
る
領
域
の
枠
内
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
 クト
 を
 

包
括
し
て
い
る
。
部
会
の
目
的
は
二
重
で
あ
り
、
一
つ
に
は
、
 

そ
 の
 領
域
 

の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
間
の
対
話
や
交
 
流
 の
た
 

め
の
 フ
ォ
ー
ラ
ム
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
、
 

年
次
大
 

会
 プ
ロ
グ
ラ
ム
に
他
の
表
現
を
見
い
だ
す
ア
ジ
ェ
ン
 
ダ
 の
枠
内
に
 収
ま
ら
 

な
い
研
究
の
議
論
に
機
会
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
部
会
の
構
造
 
は
、
ゐ
不
 

教
の
主
要
な
下
位
領
域
の
研
究
を
発
表
す
る
の
に
十
分
な
時
間
を
 
提
供
す
 

る
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
部
会
は
、
五
年
ご
と
に
評
価
さ
れ
る
 。
部
会
 

は
 、
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
会
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
と
お
り
、
年
次
 
大
ム
互
に
 

お
い
て
二
時
間
半
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
三
回
か
ら
五
回
行
う
」
。
 

部
会
に
は
、
宗
教
の
学
術
的
教
育
と
研
究
、
芸
術
・
文
学
・
宗
教
 
 
 

教
 、
宗
教
の
比
較
研
究
、
倫
理
、
キ
リ
ス
ト
教
主
、
北
米
の
宗
教
 
、
宗
教
 

哲
学
、
宗
教
と
社
会
科
学
、
南
ア
ジ
ア
の
宗
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
 
研
 空
ハ
、
ユ
 

ダ
ヤ
 教
 研
究
、
神
学
と
宗
教
的
省
察
、
女
性
と
宗
教
が
あ
る
。
 

第
二
に
、
グ
ル
ー
プ
は
、
「
研
究
や
方
法
論
の
新
た
な
領
域
を
促
 
進
し
 

た
り
、
宗
教
学
と
関
連
学
科
の
関
係
を
長
期
的
で
広
範
囲
な
研
究
 
プ
ロ
ジ
 



展 望 

ェ
ク
ト
 を
追
求
し
た
り
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
て
い
る
。
部
会
 
よ
 り
も
 佳
 

占
が
 合
わ
さ
れ
、
セ
ミ
ナ
ー
よ
り
も
参
加
の
占
で
あ
ま
り
制
限
さ
 
れ
て
い
 

な
い
の
で
、
グ
ル
ー
プ
は
、
年
次
大
会
で
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
 フオ
｜
  
 

を
 実
験
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
は
、
五
年
を
 一
期
と
 

し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
更
新
は
、
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
が
続
け
る
 
れ
る
 必
 

要
 が
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
を
条
件
に
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
 
 
 

プ
は
 五
年
で
仕
事
を
完
了
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
あ
る
。
 

ク
  
 

は
 無
期
限
に
続
く
か
も
し
れ
な
い
。
グ
ル
ー
プ
は
、
 

毎
 会
期
、
 プ
 ロ
グ
ラ
 

ム
 委
員
会
の
決
定
に
し
た
が
つ
て
二
時
間
半
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
 一
 回
か
ら
 

三
回
行
う
」
。
 

グ
ル
ー
プ
に
は
、
ア
フ
リ
カ
の
宗
教
、
ア
フ
リ
カ
 ネ ア
メ
リ
カ
人
 
の
 山
下
 

敦
史
、
ア
ジ
ア
系
北
ア
メ
リ
カ
人
の
宗
教
・
文
化
・
社
会
、
生
ム
 

叩
 倫
理
と
 

宗
教
、
黒
人
の
神
学
、
ボ
ン
 

ヘ
ツ
 フ
 ァ
 @
@
 
｜
 神
学
と
社
会
分
析
 、
中
国
 

宗
教
、
キ
リ
ス
ト
教
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
Ⅰ
キ
リ
ス
ト
教
 

組
織
 神
 

学
 、
教
会
と
国
家
の
研
究
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
 と
 ユ
ダ
ヤ
教
の
比
較
 
研
究
、
 

儒
教
の
伝
統
、
批
判
理
論
と
宗
教
に
関
す
る
言
説
、
東
方
正
教
 
ふ
 互
 研
究
、
 

後
期
古
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

と
 地
中
海
文
化
、
福
音
主
義
神
学
、
 

フ
 エ
 .
.
.
 

一
一
 

ス
ト
理
論
と
宗
教
的
反
省
、
宗
教
に
お
け
る
男
性
同
性
愛
者
の
間
 
題
、
ヒ
 

ン
 ド
ゥ
ー
 教
 、
土
着
宗
教
の
伝
統
、
日
本
の
諸
宗
教
、
キ
ル
ケ
 ゴ  
 

宗
教
・
文
化
、
韓
国
の
諸
宗
教
、
ラ
テ
ン
系
の
宗
教
・
文
化
・
 

社
 会
 、
女
 

性
 同
性
愛
者
 ｜
 フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
問
題
と
宗
教
、
宗
教
に
お
け
る
 
男
性
 研
 

究
、
 ミ
レ
ニ
ア
リ
ズ
ム
研
究
、
神
秘
正
義
、
ア
メ
リ
カ
の
土
着
信
 
統
 、
 新
 

宗
教
運
動
、
十
九
世
紀
の
神
学
、
人
格
・
文
化
・
宗
教
、
プ
ラ
ト
 ニ
ズ
ム
 

と
 ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
 
ブ
 ラ
 グ
マ
テ
 

イ
ズ
ム
と
経
験
主
義
、
改
革
派
の
神
学
と
歴
史
、
宗
教
と
エ
コ
ロ
 

 
 

宗
教
と
大
衆
文
化
、
宗
教
と
文
化
に
対
す
る
黒
人
女
性
学
的
ア
プ
 ロ
ー
チ
 

が
 含
ま
れ
る
。
 

第
三
に
、
セ
ミ
ナ
ー
は
、
「
出
版
に
つ
な
が
る
共
同
研
究
の
協
議
 
事
項
 

を
 動
因
と
す
る
高
度
に
明
示
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
 ユ
ニ
 ツ
 

ト
の
 主
な
役
割
は
、
こ
う
し
た
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
り
、
 

ま
た
、
 

可
能
な
限
り
、
聴
衆
が
関
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
プ
ロ
セ
ス
 
と
人
 々
に
 対
 

す
る
洞
察
を
え
ら
れ
る
よ
う
な
公
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
そ
れ
を
 
行
 う
こ
と
 

で
あ
る
。
セ
ミ
ナ
ー
は
、
論
文
や
文
献
目
録
や
通
信
を
通
じ
て
 一
 年
 を
通
 

じ
て
作
業
を
続
け
る
。
セ
ミ
ナ
ー
は
出
版
に
至
る
よ
う
に
期
待
さ
 
れ
て
い
 

る
 。
セ
ミ
ナ
ー
は
、
五
年
間
に
わ
た
っ
て
二
時
間
半
の
 セ
ツ
シ
ョ
 ン
を
一
 

目
 開
催
す
る
。
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
者
（
最
大
限
二
十
名
）
は
 
、
あ
 ら
か
じ
 

め
 論
文
を
配
布
し
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
し
 
て
か
ら
 

セ
ミ
ナ
ー
の
年
次
大
会
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
く
る
の
で
あ
り
、
論
文
 
は
、
セ
 

ッ
 シ
ョ
ン
の
際
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
セ
ミ
ナ
ー
の
参
加
 
者
で
な
 

い
 聴
講
者
も
歓
迎
さ
れ
る
。
セ
ミ
ナ
ー
は
更
新
さ
れ
な
い
」
。
 

現
在
の
セ
ミ
ナ
ー
に
は
、
古
代
空
間
の
構
成
、
近
代
の
歴
史
意
識
 とキ
 

リ
ス
ト
 教
 教
会
、
グ
ロ
ー
バ
ル
 
な
 文
脈
に
お
け
る
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
 打
 
て
 

教
 と
文
化
、
 楡
伽
 行
旅
仏
教
の
研
究
、
禅
仏
教
が
あ
る
。
 

協
議
会
は
 
、
 「
セ
ミ
ナ
ー
の
関
心
事
に
現
在
含
ま
れ
て
い
な
い
 

字
 問
的
 

関
心
の
領
域
や
話
題
に
お
い
て
会
員
の
間
で
ど
れ
ほ
ど
関
心
が
持
 
た
れ
て
 

い
る
か
試
す
た
め
の
予
備
調
査
の
機
会
で
あ
る
。
三
年
間
の
限
定
 
の
中
で
 

そ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
そ
の
問
題
が
持
続
的
な
議
論
を
保
証
 
す
る
か
 

 
 
 
 

ど
う
か
、
よ
り
詳
細
な
反
省
の
た
め
の
基
礎
づ
け
を
行
う
。
協
議
 
ム
互
卜
は
、
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3
 

二
時
間
半
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
一
回
だ
け
行
う
」
。
 

 
 

現
在
の
協
議
会
に
は
宗
教
人
類
字
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 
と
ア
ウ
 グ
ス
 



テ
ィ
 メ
 ス
主
義
、
宗
教
研
究
の
文
化
史
、
宗
教
研
究
の
歴
史
・
 

方
 法
 ・
 理
 

論
 、
法
・
宗
教
・
文
化
、
宗
教
と
障
害
者
研
究
、
宗
教
と
人
権
、
 

中
央
 ヨ
 

１
ロ
 ツ
パ
と
 東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
、
宗
教
・
文
化
・
コ
ミ
 ユ
ニ
 ケ
ー
シ
 

コ
 ン
、
今
日
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
・
倫
理
・
社
会
、
宗
 教
 
・
 医
 

療
 ・
癒
し
、
宗
教
・
社
会
的
葛
藤
・
平
和
が
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
基
づ
い
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
 

ュ
 ニ
ツ
 

ト
は
 八
十
を
数
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
最
大
数
を
合
算
す
れ
ば
、
 

二
 百
三
十
 

四
 に
な
る
。
さ
ら
に
、
各
種
委
員
会
主
催
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
等
も
開
 
催
さ
れ
 

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
本
当
に
膨
大
な
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
 
コ
 ン
が
 

開
催
さ
れ
て
い
る
。
 

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
で
発
表
す
る
に
は
い
く
 っ
 か
の
手
続
き
を
 
踏
 ま
な
 

け
れ
 は
 な
ら
な
い
。
 
二
 0
0
 
二
年
に
基
づ
い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
 

し
 て
み
よ
 

つ
 。
 

第
一
に
、
来
年
発
表
す
る
た
め
に
は
来
年
の
三
月
一
日
ま
で
に
そ
 
れ
 そ
 

れ
 当
該
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ユ
ニ
ッ
ト
の
責
任
者
に
企
画
、
参
加
害
 
式
 、
発
 

表
 要
旨
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
と
な
る
の
は
、
 

パ
 ネ
ル
・
 

デ
ィ
ス
カ
ツ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
司
会
者
一
名
、
発
表
者
三
も
四
名
 
、
レ
ス
 

ポ
 ン
デ
ン
 ト
 一
 @ 
三
名
が
パ
ネ
ル
の
単
位
と
な
る
。
二
時
間
半
で
 
発
表
者
 

と
 レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
の
発
言
だ
け
で
な
く
、
フ
ロ
ア
の
デ
ィ
ス
 

カ
 ツ
シ
ョ
 

ン
 0
 行
う
た
め
に
は
、
今
ま
で
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
発
表
者
三
 
名
、
レ
 

ス
ポ
ン
デ
ン
ト
一
 
@
 
二
名
が
適
正
な
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
れ
ぞ
 

れ
の
責
任
者
と
そ
の
連
絡
先
は
、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
ホ
ー
ム
 
 
 

で
 確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
二
に
、
四
月
一
日
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ユ
ニ
 

ツ
ド
 の
責
任
者
 か
ら
 

企
画
が
通
っ
た
か
通
ら
な
か
っ
た
か
の
通
知
が
あ
る
。
こ
の
 
女
ギ
 で
、
 企
 

  

画
 が
通
っ
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
参
加
者
は
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
 
ム
 
互
の
 ム
云
 

0
 

 
 

 
 

員
 に
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
会
員
資
格
を
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
な
 い
 。
 

第
三
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ユ
ニ
ッ
ト
の
責
任
者
は
、
四
月
セ
目
 
ま
 て
 に
 

 
 

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
催
を
要
求
す
る
情
報
 @
 
ロ
グ
ラ
ム
・
フ
ッ
ク
 
の
コ
ピ
 

Ⅰ
要
旨
、
参
加
書
式
一
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
 事
務
局
 

に
 提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

-
 こ
れ
は
一
般
の
参
加
者
や
発
表
 者 と
は
 

直
接
関
係
が
な
い
事
項
で
あ
る
）
。
 

第
四
に
、
五
月
十
五
日
付
で
年
次
大
会
と
ホ
テ
ル
の
登
録
書
式
が
 
オ
ン
 

ラ
イ
ン
と
「
宗
教
研
究
ニ
ュ
ー
ス
 

ヒ
 五
月
号
で
利
用
可
能
に
な
る
 。
こ
の
 

段
階
ま
で
に
会
員
資
格
を
獲
得
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

入
会
 申
 

込
書
は
 オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
入
手
で
き
る
。
 

第
五
に
、
同
窓
会
や
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
等
の
迫
 加 集
会
の
申
込
締
切
 は
五
 

月
三
十
日
で
あ
る
。
そ
の
書
式
は
、
三
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
 
利
 用
 可
能
 

に
な
る
。
 

第
六
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
が
会
員
資
格
を
更
新
し
て
あ
ら
か
 
じ
め
 

大
会
参
加
登
録
を
す
る
締
切
は
六
月
十
四
日
で
あ
る
。
そ
の
段
階
 
で
 現
役
 

会
員
で
な
い
参
加
者
の
氏
名
は
、
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
冊
子
か
ら
 
削
除
さ
 

れ
る
。
そ
の
後
、
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
冊
子
が
会
員
に
送
付
さ
れ
る
 
 
 

第
セ
に
 、
七
月
の
段
階
で
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
 
公
 聞
 さ
 

れ
る
。
そ
れ
は
事
実
上
、
出
版
の
た
め
の
校
正
の
機
会
を
提
供
 し
て
い
 

る
 。
 

第
八
に
、
八
月
一
日
ま
で
に
現
住
所
を
更
新
し
て
お
か
な
け
れ
ば
 
な
ら
 

な
い
。
 

第
九
に
、
九
月
に
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
会
員
に
送
付
さ
れ
る
。
 

第
十
に
、
年
次
大
会
が
二
 
0
0
 
三
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
 五日
 



0
 日
程
で
ア
メ
リ
カ
ム
ロ
 衆
国
 ジ
ョ
ー
ジ
ア
 
州
 ア
ト
ラ
ン
タ
に
お
 
パ
 て
 開
催
 

さ
れ
る
。
 

現
在
、
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
の
全
面
協
力
に
基
づ
い
た
国
際
委
 
@
 
見
ム
 
ム
 

主
催
の
特
別
ト
ピ
ッ
ク
 
フ
 オ
ー
ラ
ム
の
企
画
と
ハ
ワ
イ
大
学
出
版
 
局
 の
 協
 

力
 に
基
づ
い
た
展
示
の
企
画
が
進
行
 中 で
あ
る
。
 

ま
た
、
と
り
わ
け
芸
術
・
文
学
・
宗
教
部
会
（
連
絡
先
の
 

巾
 Ⅰ
の
 
串
 Ⅰ
 

四
 %
 の
ざ
・
三
 
%
 の
 ⑥
（
ぃ
口
・
の
 

卸
申
こ
 、
批
判
理
論
と
宗
教
に
関
す
る
 
言
説
 グ
 

ル
ー
プ
 
-
 連
絡
先
生
の
 ヰ
 e
 コ
 安
住
宅
（
の
の
コ
 
%
 目
 ⑤
 ヨ
 （
（
 
0
 せ
注
 ・
 
き
 り
 ㏄
 -
-
 
、
 

宗
教
研
究
の
歴
史
・
方
法
・
理
論
協
議
会
（
連
絡
先
の
「
の
 mo
 
「
 セ
ト
二
の
の
 

縛
 （
の
的
 

0
 （
 
せ
ハ
コ
 
の
の
③
 
オ
 ミ
ヨ
 田
汀
 。
 日
 こ
か
ら
は
、
日
本
特
集
に
積
 
極
的
 

に
 取
り
組
み
た
い
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
 
て
お
き
 

@
@
@
@
 

+
.
 

ハ
ノ
Ⅴ
 

。
 

来
年
の
ア
ト
ラ
ン
タ
大
会
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
 

二
 0
0
 
五
年
の
 国
際
 

宗
教
学
宗
教
史
学
会
の
東
京
大
会
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
絶
好
 
0
 機
ム
ム
 

と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
関
心
を
共
有
す
る
研
究
者
 
と
の
 交
 

流
を
深
め
、
同
大
会
で
国
際
的
な
パ
ネ
ル
を
企
画
す
る
上
で
も
 
重
 要
 な
布
 

石
 と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

そ
の
意
味
で
も
、
一
人
で
も
多
く
の
万
々
が
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
 
ム
 五
ヤ
ノ
ト
 

 
 

こ
の
機
会
に
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
ア
ト
ラ
ン
タ
大
会
に
参
加
し
た
 
0
 発
 

表
を
希
望
し
た
り
す
る
向
き
は
、
ぜ
ひ
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
 
ホ
  
 

｜
ジ
 
ぎ
田
 ワ
て
 
Ⅰ
 毛
毛
ミ
 ・
 
p
u
 

（
毛
の
 

ヴ
 ・
 
0
q
 
れ
 こ
に
直
接
ア
ク
セ
ス
し
て
 下
さ
る
 

よ
う
お
願
い
し
た
 

望
 

ま
た
、
個
人
的
に
相
談
が
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
 
私
宛
 に
ご
連
絡
い
た
 
だ
き
 

展
 

た
い
 
-
 
ヨ
毛
笘
 貸
き
⑥
日
忌
吉
士
山
口
舌
㍉
で
き
る
か
 ぎ
り
協
力
さ
せ
 

て
い
た
だ
く
所
存
で
あ
る
。
 

今
回
、
今
年
の
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
の
報
告
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 来
 年
の
 

年
次
大
会
に
お
け
る
「
宗
教
研
究
に
対
す
る
日
本
の
貢
献
」
特
集
 に
 向
け
 

た
 取
り
組
み
に
つ
い
て
も
ご
紹
介
し
た
。
来
年
の
大
会
の
成
功
 を
 祈
っ
 

て
、
 私
の
報
告
を
し
め
く
く
り
た
い
。
 

141@ (763) 



平
藤
 
喜
久
子
 

「
デ
ュ
 メ
 ジ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 ヒ
 -
 以
下
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
 

と
略
 

支
は
、
比
較
神
話
学
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
ニ
ア
ニ
メ
 ジ
ル
 
@
 
0
0
 

Ⅱ
の
の
の
 

し
ヒ
 日
 m
N
 
申
 
一
八
九
八
 ｜
 
一
九
八
六
一
の
一
九
四
 
0
 年
代
か
ら
 五
 O
 
年
代
 

の
 著
作
を
中
心
に
編
ま
れ
た
著
作
集
で
あ
る
。
今
回
訳
出
さ
れ
 た
 著
作
 

は
、
 
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
-
 括
弧
内
は
原
著
の
出
版
 年
 -
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
l
 

「
ミ
ト
ラ
 "
 ヴ
ァ
ル
ナ
 ヒ
 
二
九
四
 0
-
 
中
村
忠
男
 訳
 

三
 ピ
テ
ル
・
マ
ル
ス
・
ク
イ
リ
ヌ
ス
」
二
九
四
二
川
魚
信
夫
 
 
 

神
野
公
男
、
道
家
住
 一
 、
山
根
重
男
 訳
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
2
 

「
ゲ
ル
マ
ン
人
の
神
話
と
神
ニ
二
九
二
一
九
）
松
村
一
男
 
訳
 

書
評
と
紹
介
 

丸
山
静
・
前
田
耕
作
 
編
 

ヂ
ユ
ノ
 ジ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
ヒ
杢
 4
 章
 

筑
摩
書
房
文
庫
 判
 

1
 
 二
 0
0
 
一
年
五
月
九
日
刊
五
五
二
頁
 
一
セ
 0
0
 円
 

2
 
 二
 0
0
 

一
年
七
月
一
 

0
 日
刊
四
五
四
頁
一
六
 
0
0
 円
 

3
 
 二
 0
0
 

一
年
九
月
一
 

0
 日
刊
 

五
 0
 九
頁
 

一
セ
 0
0
 円
 

4
 
 二
 0
0
 
一
年
一
一
月
七
日
刊
五
三
七
頁
 

一
セ
 0
0
 円
 

「
セ
ル
ウ
ィ
 
タ
 ス
 と
フ
 オ
ル
ト
ゥ
ナ
 し
 
二
九
興
こ
高
橋
秀
雄
、
 
伊
 

 
 

 
 

藤
 忠
夫
 訳
 

 
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 3
 

 
 
 
 

 
 

「
ロ
ー
マ
の
誕
生
」
一
一
九
四
四
 -
 川
 自
信
夫
、
神
野
公
男
、
山
根
 重
け
 

男
訳
 

「
大
天
使
の
誕
生
」
二
九
四
五
 
-
 田
中
昌
司
、
前
田
龍
彦
 
訳
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 4
 

「
神
話
か
ら
物
語
へ
」
二
九
 

垂
 %
 
 高
橋
秀
雄
、
伊
藤
忠
夫
 訳
 

「
戦
士
の
幸
と
不
幸
」
 

-
 一
九
六
九
 -
 高
橋
秀
雄
、
伊
藤
忠
夫
 訳
 

デ
ユ
ノ
ジ
か
 は
、
一
九
八
六
年
に
八
八
歳
で
そ
の
生
涯
を
閉
じ
 る
ま
 

で
、
 
セ
 0
 
冊
 余
り
の
著
作
を
著
わ
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
長
い
 
研
究
生
 

活
の
中
で
、
 

本
 著
作
集
で
論
じ
ら
れ
た
問
題
の
い
く
つ
か
を
、
 

繰
 り
 返
し
 

再
検
討
し
、
練
り
直
し
た
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
著
作
で
述
べ
ら
れ
 
て
い
る
 

結
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
時
 占 
に
お
け
る
暫
定
的
な
見
通
し
で
 

あ
る
と
 

い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
 
本
 著
作
集
の
論
考
を
、
デ
ュ
 

メ
ジ
ル
 の
 そ
の
後
 

の
 研
究
の
展
開
か
ら
切
り
取
っ
て
、
そ
の
研
究
成
果
や
問
題
点
に
 つ
い
て
 

評
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
が
 る
ぅ
 。
そ
こ
で
本
書
評
で
は
、
 

こ
れ
ら
 

の
 論
考
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
研
究
の
展
開
に
留
意
し
な
が
ら
 
紹
   

そ
の
上
で
今
回
の
翻
訳
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
 
 
 

ま
ず
そ
の
前
に
、
簡
単
に
デ
ュ
バ
ジ
ル
の
神
話
研
究
に
つ
い
て
 紹
介
 

し
、
 
彼
の
神
話
研
究
に
お
け
る
 本
 著
作
群
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
 て
お
き
 

こ
 
+
 
六
Ⅰ
 
@
 。
 

デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
研
究
成
果
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
の
は
、
 

 
 

ド
 
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
や
儀
礼
、
社
会
構
造
な
ど
を
構
造
 

論
 的
な
 

万
法
に
よ
っ
て
比
較
し
、
そ
れ
ら
に
三
機
能
体
系
 二
 二
区
分
神
学
 、
三
機
 



書評 
 
   紹介 

 
 

し
て
い
 

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
三
機
能
体
系
と
は
 

、
階
層
 

化
さ
れ
た
次
の
三
つ
の
機
能
が
補
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
 

を
 取
り
 

第
一
機
能
…
主
権
、
祭
祀
、
呪
術
、
法
律
な
ど
を
含
む
里
佳
 

第
二
機
能
…
戦
闘
性
 

第
二
一
機
能
…
健
康
や
好
色
 

さ
 、
平
和
な
ど
を
含
む
 
、
 広
い
意
味
で
 
の
 良
ュ
 

龍
佳
 

デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
三
機
能
体
系
は
、
神
話
だ
け
で
な
 

 
 

身
分
制
度
や
祭
祀
集
団
、
儀
礼
、
伝
説
な
ど
、
イ
ン
ド
・
 

ョ
 ー
 ロ
 ツ
 ソ
 
Ⅹ
 圧
 
三
口
 

コ
 

族
の
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
反
映
し
て
い
る
。
 

彼
が
こ
う
し
た
世
界
観
に
つ
い
て
着
想
を
得
た
の
は
、
一
九
三
 

0
 年
代
 

後
半
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
研
究
と
し
て
は
、
学
位
論
文
 

で
あ
っ
 

た
 「
不
死
の
饗
宴
 
ヒ
 一
一
九
二
酉
 と
 、
そ
の
 副
 論
文
と
し
て
 
提
 出
さ
れ
 

た
 「
レ
ム
ノ
ス
島
の
女
た
ち
の
 

罪
ヒ
 二
九
二
四
）
を
は
じ
め
と
 
し
て
、
 

「
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
問
題
目
二
九
二
九
Ⅰ
「
ウ
ラ
ノ
ス
ー
ヴ
ァ
 

ル
ナ
」
 

二
九
三
四
 -
 な
ど
が
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
著
作
を
み
て
み
る
と
、
 

デ
ュ
 

メ
 ジ
ル
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
フ
レ
ー
ザ
ー
を
は
じ
め
と
 

す
る
 神
 

話
 儀
礼
学
派
や
語
源
の
探
求
を
重
視
す
る
 

マ
 ツ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
 
｜
 ら
 自
然
 

神
話
学
派
の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
。
 

こ
う
し
た
研
究
を
行
っ
て
い
た
 

デ
ユ
ノ
ジ
め
 
が
、
三
機
能
 
説
 を
中
 、
ひ
と
 

す
る
独
自
の
視
点
を
築
き
は
じ
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
 

一
九
三
 

 
 

グ
ラ
ネ
 

と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
デ
ュ
 

メ
ジ
ル
 は
グ
ラ
ネ
の
講
義
 
を
 受
講
 

し
 、
テ
キ
ス
ト
の
扱
い
万
や
比
較
の
仕
方
な
ど
と
い
っ
た
点
で
そ
 

の
 影
響
 

を
 強
く
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

そ
し
て
一
九
三
八
年
、
デ
ュ
 

パ
 ジ
 か
 は
、
「
 大
 フ
ラ
ー
メ
ン
の
 
先
 史
 」
 

と
い
う
論
文
を
執
筆
す
る
。
こ
の
論
文
で
彼
が
 旺
 目
し
た
の
は
、
 
古
代
 イ
 

ン
ド
 の
カ
ー
ス
ト
制
度
と
ロ
ー
マ
の
 

大
 フ
ラ
ー
メ
ン
と
よ
ば
れ
る
 
祭
祀
 集
 

団
が
 、
い
ず
れ
も
階
層
化
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
共
通
の
 
社
会
的
 

機
能
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
占
で
あ
る
。
 

古
代
イ
ン
ド
の
社
会
で
は
、
人
々
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
、
ク
シ
 ャ
  
 

ャ
、
ヴ
 ア
イ
シ
ヤ
、
シ
ュ
ー
ド
ラ
の
四
つ
の
ヴ
ァ
ル
ナ
（
種
姓
 
-
 に
 階
層
 

化
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
シ
ュ
ー
ド
ラ
は
家
畜
と
同
列
で
、
人
と
 
は
み
な
 

さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
人
間
の
社
会
は
、
祭
司
で
あ
る
ブ
ラ
ー
 
フ
 マ
ナ
、
 

戦
士
で
あ
る
ク
シ
ャ
ト
リ
 ヤ
 、
生
産
者
で
庶
民
で
あ
る
ヴ
ァ
イ
 ン
 ャ
の
三
 

つ
 に
わ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
 

一
方
古
代
ロ
ー
マ
の
祭
司
集
団
は
フ
ラ
ー
メ
ン
と
い
う
。
そ
の
 

フ
 ラ
｜
 

ノ
 ン
の
う
ち
、
最
高
位
の
三
人
の
大
フ
ラ
ー
メ
ン
は
 
、
 ユ
ピ
テ
ル
 を
 祀
る
 

フ
ラ
メ
ン
・
デ
ィ
ア
リ
ス
、
マ
ル
ス
を
祀
る
フ
ラ
メ
ン
・
マ
ル
テ
 
 
 

ス
 、
ク
イ
リ
ヌ
ス
を
祀
る
フ
ラ
メ
ン
，
ク
イ
 リ ナ
リ
ス
と
い
う
よ
 
@
 
つ
 に
 
に
 ,
 

そ
れ
ぞ
れ
が
祀
る
神
に
よ
っ
て
階
層
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
三
神
 
0
 機
能
 

を
み
て
み
る
と
、
ユ
ピ
テ
ル
は
呪
術
的
な
至
上
神
で
、
マ
ル
ス
 は
 戦
闘
 

神
 、
ク
イ
リ
ヌ
ス
は
平
和
を
好
み
、
穀
物
の
成
長
と
関
わ
る
と
い
 
>
 
つ
 

デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
こ
の
三
神
群
を
祀
る
ロ
ー
マ
の
祭
司
集
団
と
古
 
 
 

ン
ド
 の
ヴ
ァ
ル
ナ
が
、
い
ず
れ
も
「
 

聖
性
 」
「
戦
闘
性
」
「
 豊
 龍
佳
 」
と
い
 

う
 三
つ
の
社
会
的
機
能
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
占
で
、
 

構
造
的
 

 
 

に
 対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
イ
ン
ド
・
 

ヨ
ー
ロ
 

ッ
パ
 語
族
が
社
会
を
階
層
化
さ
れ
た
三
つ
の
機
能
に
よ
っ
て
区
分
 
 
 

い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
有
し
て
い
た
と
論
じ
た
。
 



ま
ず
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ー
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ミ
ト
ラ
 "
 ヴ
ァ
ル
 ナ
し
 

二
九
四
 0
-
 で
は
、
第
一
機
能
、
す
な
む
ち
「
至
上
権
」
の
も
 つ 一
一
つ
 

の
 側
面
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

イ
ン
ド
神
話
に
お
け
る
「
至
上
権
」
は
 、 ミ
ト
ラ
と
ヴ
ァ
ル
ナ
 
と
 い
 ,
 
っ
 

対
偶
神
に
よ
っ
て
管
掌
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
神
は
、
密
接
に
結
 
 
 

て
は
い
る
が
、
そ
の
あ
り
方
を
み
て
み
る
と
正
反
対
的
で
あ
る
と
 
い
 ,
 
っ
 

一
方
の
ミ
ト
ラ
が
法
的
な
契
約
や
友
愛
に
関
わ
り
、
穏
和
で
慈
悲
 

深
い
 神
 

と
い
う
性
格
を
持
ち
、
と
き
に
は
祭
司
的
な
役
割
も
担
う
の
に
 
対
  
 

万
の
 ヴ
ァ
ル
ナ
は
マ
ー
ヤ
ー
と
い
う
神
秘
的
な
呪
力
を
用
い
る
「
 
恐
る
べ
 

き
も
の
」
で
あ
り
、
攻
撃
的
で
「
縛
め
る
」
神
で
あ
る
。
さ
ら
に
 ミト
ラ
 

は
 昼
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ル
ナ
は
夜
で
あ
る
と
い
う
よ
 う に
、
市
神
は
 、
対
立
 

的
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
対
立
的
で
相
互
補
完
的
な
二
神
に
よ
っ
て
至
上
権
が
 
分
担
 

さ
れ
る
と
い
う
あ
り
万
は
、
ロ
ー
マ
の
初
代
の
王
ロ
ム
ル
ス
と
、
 

そ
の
後
 

継
者
ヌ
て
 
に
も
反
映
し
て
い
る
。
ま
ず
ロ
ム
ル
ス
は
荒
々
し
く
、
 

暴
力
的
 

こ
の
論
文
以
降
、
デ
ュ
 
メ
ジ
か
 は
三
機
能
説
を
手
が
か
り
と
し
て
 

 
 

ド
 ・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
の
比
較
研
究
を
展
開
し
て
い
く
こ
 

と
に
な
 

る
。
 

本
 著
作
集
で
訳
出
さ
れ
て
い
る
論
考
は
、
こ
の
研
究
手
法
の
転
換
 の後
 

に
 連
作
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
 
り
、
デ
 

ユ
ノ
ジ
ル
 が
従
来
の
比
較
神
話
学
の
研
究
手
法
か
ら
脱
皮
す
る
 
転
 換
白
 で
 

あ
り
、
ま
た
そ
の
後
に
展
開
す
る
研
究
 視 占
を
形
成
す
る
時
期
の
 
研
究
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
次
に
各
著
作
の
内
容
 
ほ
 つ
い
 

て
 紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
 

で
、
「
若
者
的
な
行
動
を
取
る
」
 

-
 七
二
頁
 -
 人
物
と
し
て
描
か
 れ
て
ぃ
 

 
 

る
 。
他
方
 
ヌ
て
 は
 、
 若
々
し
さ
を
特
徴
と
す
る
ロ
ム
ル
ス
と
は
 対
称
的
 

M
 

に
、
 王
に
な
っ
た
と
き
す
で
に
 
四
 0
 歳
を
過
ぎ
て
い
た
と
い
う
。
 

そ
し
て
 

 
 

野
心
を
持
た
ず
、
穏
や
か
で
戦
い
 

な
 好
ま
ず
、
祭
司
の
制
度
を
整
 え
る
こ
 

と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ロ
ム
ル
ス
 
と
ヌ
マ
 に
み
ら
 

れ
る
対
称
性
を
踏
ま
え
て
ロ
ー
マ
の
神
 界 を
み
て
み
る
と
、
至
上
 
神
の
二
 

類
型
は
、
魔
術
的
な
力
を
駆
使
し
て
ロ
ム
ル
ス
を
助
け
、
戦
い
 
な
 勝
利
に
 

導
く
ユ
ピ
テ
ル
と
、
名
前
の
中
に
法
的
、
宗
教
的
な
意
味
で
の
「
 
信
頼
」
 

を
意
味
す
る
フ
ィ
デ
 
ス
 と
い
う
語
を
含
む
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ィ
デ
 イ
 ウ
ス
 に
 

よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
し
た
。
 

さ
ら
に
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
 、
 ゲ
ル
マ
ン
神
話
の
最
高
神
オ
ー
ジ
ン
 と
 そ
の
 

傍
ら
に
い
る
テ
ュ
ー
 ル
 の
二
神
に
、
「
呪
術
者
」
と
「
司
法
者
」
 

が
 至
上
 

権
を
分
担
す
る
と
い
う
構
造
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
オ
ー
ジ
ン
は
 
、
ヴ
ァ
 

ル
ナ
や
 ユ
ピ
テ
ル
と
似
た
呪
術
的
な
戦
い
方
を
し
、
「
恐
る
べ
き
 

至
上
者
」
 

で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
テ
ュ
ー
 か
 も
戦
い
に
関
わ
っ
て
 
い
 る
が
、
 

そ
の
関
与
の
仕
方
は
、
あ
く
ま
で
も
「
司
法
者
」
と
し
て
で
あ
り
 
、
オ
｜
 

ジ
ン
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
オ
ー
ジ
ン
 
と
 テ
ュ
ー
 か
 は
、
前
者
が
片
目
で
あ
り
、
後
者
が
 片
腕
 

で
あ
る
と
い
う
占
で
も
対
称
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
 デ
ュ
  
 

は
 、
こ
の
二
神
の
身
体
 穀
 損
の
経
緯
を
語
る
神
話
と
そ
れ
ぞ
れ
の
 神格
の
 

特
徴
に
つ
い
て
も
分
析
し
、
彼
ら
の
身
体
 鍛
損
が
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
 
至
上
神
 

と
し
て
の
機
能
的
特
徴
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
 
た
 。
 ま
 

た
こ
う
し
た
ゲ
ル
マ
ン
神
話
の
至
上
神
の
「
身
体
的
欠
落
」
を
 
、
 対
偶
的
 

な
 関
係
に
あ
る
至
上
神
と
解
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
 サ
 ヴ
ィ
ト
 リ
と
バ
 ガ
が
、
 

そ
れ
ぞ
れ
両
腕
、
両
目
を
失
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
や
、
ギ
リ
 ノ
 ア
 神
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話
で
 ウ
ラ
ノ
ス
の
子
が
「
百
手
巨
人
」
 

-
 ヘカ
 ト
ン
ケ
イ
ル
 
-
 と
 呼
ば
れ
、
 

百
本
の
腕
と
五
 
0
 個
の
頭
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
次
に
 生れ
た
 

キ
ュ
 
ク
ロ
プ
 ス
 た
ち
が
額
に
眼
が
一
つ
し
か
な
い
怪
物
だ
っ
た
こ
 と
な
ど
 

と
 関
連
さ
せ
て
考
察
し
た
。
そ
し
て
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
 
が
、
至
 

上
 権
に
つ
い
て
「
こ
の
奇
形
性
こ
そ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
 う べ
き
 至
上
者
 

と
し
て
の
機
能
に
彼
ら
を
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
の
が
」
 

三
 四
 0
 頁
 -
 

と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 は
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 語
 嫉
め
 

「
至
上
権
」
の
秋
分
性
の
諸
相
を
分
析
し
た
。
「
解
題
」
で
も
 

紹
 介
さ
れ
 

て
い
る
が
、
デ
ュ
 
メ
ジ
か
 は
、
そ
の
後
こ
こ
で
示
し
た
至
上
神
に
 

つ
い
て
 

の
 考
え
を
、
重
要
な
占
で
修
正
を
加
え
な
が
ら
さ
ら
に
発
展
さ
 せ
て
い
 

く
 。
「
神
々
の
構
造
 

｜
 印欧
語
族
三
区
分
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ロ
 

-
 一
 九
五
八
 

年
 
「
松
村
一
男
 訳
 、
国
文
社
、
一
九
八
七
年
ご
 

や
、
 「
イ
ン
ド
・
 

ヨ
ー
ロ
 

ッ
パ
 
語
族
の
至
上
神
た
ち
」
二
九
 セ
 七
年
一
で
は
、
 
バ
ガ
と
サ
  
 

リ
の
 身
体
 般
 損
を
オ
ー
ジ
ン
 
や
 テ
ュ
ー
ル
、
 

ヘ
カ
 ト
ン
ケ
イ
ル
が
 
異
形
で
 

あ
る
こ
と
と
関
連
づ
け
て
は
い
な
い
。
ま
た
 バガ
は
、
 

ミ
ト
ラ
の
 

随
伴
 

神
 

と
し
て
ア
リ
ア
マ
ン
と
対
比
さ
せ
ら
れ
、
「
心
王
権
 
神
 」
と
し
て
 
0
 機
能
 

が
 分
析
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
後
の
著
作
と
も
読
み
 
比
べ
る
 

れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

三
 ピ
テ
ル
・
マ
ル
ス
・
ク
イ
リ
ヌ
ス
」
二
九
四
一
 -
 で
は
、
 
ロ
 １
 7
 

の
 伝
説
と
三
機
能
体
系
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
 はは
じ
 

め
に
、
先
に
紹
介
し
た
一
九
三
八
年
の
「
 
大
 フ
ラ
ー
メ
ン
の
先
史
 
」
Ⅰ
 り
払
琳
 

が
 詳
し
く
再
説
さ
れ
、
古
代
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
度
と
、
古
代
 

に
 共
通
の
三
区
分
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
 
こ
と
が
 

ロ
 ・
１
 
7
 

0
 人
フ
ラ
ー
メ
ン
の
あ
り
方
が
、
い
ず
れ
も
イ
ン
ド
・
 

ョ
 ー
ロ
ッ
 パ
 語
族
 

確
認
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
上
で
、
本
書
で
は
古
代
ロ
ー
マ
人
が
ユ
ピ
テ
ル
、
マ
ル
ス
、
 

ク
イ
 

リ
 ス
ス
 と
い
う
三
機
能
を
表
わ
す
三
神
群
を
主
神
と
し
て
崇
拝
し
 て
い
た
 

だ
け
で
な
く
、
人
々
に
つ
い
て
も
「
祭
官
Ⅱ
司
法
者
」
、
「
戦
士
 
」
、
「
 飼
 

有
り
 農
耕
 民
 」
と
い
う
三
階
級
に
分
割
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
 。そ
の
 

際
に
 デ
ユ
ノ
ジ
め
 
が
注
目
し
た
の
は
、
ロ
ー
マ
の
建
国
の
伝
説
で
 
あ
る
。
 

ロ
ー
マ
人
は
、
エ
ト
ル
リ
ア
人
、
サ
ビ
二
人
を
併
合
し
て
ロ
ー
マ
 

を
 建
国
 

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
ロ
ー
マ
は
、
最
高
神
ユ
ピ
テ
ル
 
の
 庇
護
 

を
 受
け
る
ロ
ム
ル
ス
が
率
い
る
集
団
で
、
第
一
機
能
の
集
団
で
あ
 
る
 。
 
エ
 

ト
ル
リ
ア
人
は
 
、
 戦
い
の
際
に
ロ
ー
マ
を
助
け
た
戦
闘
的
な
集
団
 -
 第
二
 

機
能
 -
 で
あ
る
。
そ
し
て
サ
ビ
二
人
は
、
富
裕
な
農
耕
民
族
、
 

す
 な
 む
 ち
 

第
三
機
能
の
集
団
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
は
 三機
能
 

を
 表
す
集
団
を
統
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
 
あ
る
。
 

ま
た
、
ロ
ー
マ
は
、
建
国
の
と
き
に
サ
ビ
二
人
を
取
り
込
む
た
め
 
に
 激
し
 

い
 戦
い
を
し
た
と
い
う
。
そ
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
サ
ビ
二
人
た
ち
 
キ
よ
 

@
 、
ロ
 

１
で
 の
 眼
 タ
ル
ペ
イ
 ア
 を
金
品
で
買
収
し
、
裏
切
ら
せ
、
手
引
き
 き
さ
せ
 

る
 。
す
る
と
サ
ビ
二
人
た
ち
が
優
勢
に
な
り
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
 
戦
意
を
 

喪
失
し
、
敗
走
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ロ
ム
ル
ス
が
 
、
 
ユ
ピ
テ
ル
  
 

を
 捧
げ
る
と
、
ユ
ピ
テ
ル
は
、
魔
術
的
な
力
を
発
揮
し
、
兵
士
の
 
動
揺
を
 

鎮
め
た
。
ユ
ピ
テ
ル
の
加
護
の
も
と
に
兵
士
た
ち
は
再
び
闘
い
始
 
め
、
ロ
 

ム
ル
ス
 は
勝
利
を
得
、
ロ
ー
マ
の
建
国
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
さ
 
れ
る
。
 

こ
の
話
に
つ
い
て
 
デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
 、
 ゲ
ル
マ
ン
神
話
の
ア
ー
ス
 
神
 族
と
 

 
 
 
 
 
 

ヴ
ァ
ン
 神
 族
の
戦
い
と
和
解
の
話
と
比
較
を
し
て
い
る
。
ゲ
ル
マ
 ン 神
話
 

で
は
、
そ
も
そ
も
第
一
機
能
の
オ
ー
ジ
ン
と
第
二
機
能
の
ト
ー
ル
 は
ア
｜
巧
 

 
 

ス
神
 瑛
に
、
フ
レ
イ
、
フ
レ
イ
ヤ
、
ニ
コ
ル
 ズ は
 ヴ
 ア
ン
 神
 瑛
に
 属
し
、
 



対
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
対
立
が
戦
争
に
発
展
す
る
と
、
 

彼
ら
は
 

そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
的
特
徴
を
活
か
し
た
戦
 い
 を
し
、
最
終
的
に
は
 
ア
ー
ス
 

神
族
 が
勝
ち
、
ヴ
ァ
ン
 
神
 族
の
主
要
 神
 で
あ
る
フ
レ
イ
、
フ
レ
イ
 
ヤ
、
ニ
 

コ
ル
ス
の
三
神
が
ア
ー
ス
 
神
 族
の
仲
間
に
入
る
こ
と
で
決
着
す
る
 。こ
の
 

ゲ
ル
マ
ン
と
ロ
ー
マ
の
話
は
、
第
一
、
第
二
機
能
の
集
団
と
 
筈
一
 一
機
能
 集
 

団
の
統
合
を
物
語
る
話
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
 
な
 占
で
 

対
応
し
て
い
る
。
ま
た
こ
う
し
た
上
位
機
能
と
下
位
機
能
の
争
い
 
と
 和
解
 

を
め
ぐ
る
話
は
、
イ
ン
ド
神
話
の
第
二
機
能
 
神
 イ
ン
ド
ラ
と
第
二
 一
機
能
 神
 

ナ
ー
サ
テ
ィ
ア
と
の
葛
藤
の
話
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
の
上
位
 
機
 能
 集
団
 

ト
ゥ
ア
ハ
 
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ー
ン
 
と
 第
三
機
能
的
な
集
団
で
あ
る
 フ
 オ
モ
｜
 

レ
 と
の
争
い
の
話
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
 
デ
ュ
  
 

は
 、
こ
う
し
た
上
位
機
能
と
下
位
機
能
を
め
ぐ
る
話
が
、
イ
ン
ド
 ・
 ヨ
 ]
 

ロ
ッ
パ
語
族
に
共
通
の
神
話
に
起
源
が
あ
る
と
考
え
た
。
 

本
書
で
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
そ
れ
ま
で
神
話
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
 と
さ
 

れ
て
い
た
ロ
ー
マ
に
つ
い
て
、
そ
の
建
国
伝
承
を
中
心
に
他
の
 
イ
 ン
ド
・
 

ョ
 ー
 ロ
ツ
パ
 語
族
の
神
話
と
比
較
し
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
歴
史
 的伝
承
 

の
中
に
原
印
欧
神
話
の
痕
跡
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
比
較
 研
 

究
 に
よ
っ
て
神
話
の
構
造
が
歴
史
的
な
伝
承
の
中
に
も
受
け
継
が
 
れ
る
 可
 

能
 性
を
指
摘
し
た
と
い
う
点
で
、
本
書
は
 デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
著
作
の
 中
で
も
 

き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
論
考
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 2
 
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ゲ
ル
マ
ン
人
の
神
 
話
と
 

神
々
 し
 二
九
三
九
 -
 は
 、
今
回
訳
出
さ
れ
た
著
作
の
中
で
は
、
 

も
つ
と
 

も
 早
い
時
期
に
出
版
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ュ
 

メ
ジ
か
 は
 

一
九
 

三
八
年
の
論
文
で
、
古
代
イ
ン
ド
の
社
会
と
ロ
ー
マ
の
宗
教
の
あ
 
り
 方
を
 

手
が
か
り
に
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
と
三
機
能
説
の
関
係
 
を
 論
じ
 

た
 。
そ
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
本
書
で
は
、
同
じ
く
イ
ン
ド
・
 

ョ
  
 

6
 

パ
 語
族
に
属
す
る
ゲ
ル
マ
ン
人
の
神
話
と
三
機
能
体
系
と
の
関
係
 
が
 

論
じ
Ⅱ
 

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
 
デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
 、
 ゲ
ル
マ
ン
神
話
の
三
主
神
 で
あ
る
 

 
 

オ
ー
ジ
ン
、
ト
ー
ル
、
フ
レ
イ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
魔
術
 師
 、
戦
㏄
 

士
 、
農
耕
・
牧
畜
 民
 と
い
う
二
一
つ
の
社
会
的
機
能
を
代
表
し
て
い
 

る
こ
と
 

を
 論
じ
、
そ
の
上
で
、
ゲ
ル
マ
ン
神
話
に
お
け
る
「
主
権
の
神
 話
 」
 宕
宛
 

一
機
能
）
、
「
戦
士
の
神
話
」
 

一
 第
二
機
能
 -
 、
「
生
命
力
の
神
話
」
 
-
 
第
三
機
 

能
 -
 ほ
 つ
い
て
個
別
に
論
じ
て
い
る
。
 

「
王
権
の
神
話
」
で
は
、
オ
ー
ジ
ン
が
戦
 

い
 の
際
に
「
敵
を
盲
目
 や
聾
 

に
し
、
 
麻
 痒
さ
せ
、
敵
の
武
器
を
無
力
化
す
る
」
 

-
 
四
三
頁
 -
 こ
 と
に
 任
 

目
し
、
こ
の
神
が
敵
を
捕
縛
す
る
イ
ン
ド
神
話
の
ヴ
ァ
ル
ナ
 
や
ギ
 リ
シ
ア
 

神
話
の
ウ
ラ
ノ
ス
ら
と
共
通
す
る
「
緊
縛
す
る
」
神
で
あ
る
こ
と
 
が
 論
じ
 

ら
れ
る
。
 

「
戦
士
の
神
話
」
で
は
、
オ
ー
ジ
ン
の
支
配
下
に
あ
る
凶
暴
戦
士
 
 
 

 
 

結
社
、
 

若
者
結
社
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
古
代
ロ
ー
マ
で
 ロ
 ム
ル
ス
 

に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
と
さ
れ
る
 

ル
ペ
ル
キ
や
 、
ギ
リ
シ
ア
の
 
ケ
 
ン
タ
ウ
 

ロ
ス
、
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
の
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
な
ど
と
比
較
さ
れ
て
 
い
る
。
 

「
生
命
力
の
神
話
」
で
は
、
酩
酊
飲
料
で
あ
る
ビ
ー
ル
に
注
目
し
 
て
い
 

る
 。
ビ
ー
ル
は
、
儀
礼
に
お
い
て
参
加
者
同
士
あ
る
い
は
人
問
と
 
神
々
の
 

関
係
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
者
同
士
の
「
関
係
」
を
取
り
結
ぶ
 役
 割
 を
担
 

う
 。
そ
の
ビ
ー
ル
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
神
話
と
し
て
 デ
ュ
 
 
 

は
、
 
「
ロ
キ
の
口
論
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
神
話
に
 

よ
 る
 と
ロ
 キ
は
、
 

ビ
ー
ル
に
よ
る
酒
宴
の
席
で
、
神
々
の
性
格
の
問
題
点
を
指
摘
し
 
愚
弄
し
 

た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
 
ロ
キ
 
の
暴
言
は
、
酒
宴
の
聖
性
に
よ
っ
 

て
 生
み
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出
さ
れ
た
「
儀
礼
的
闘
争
」
二
三
三
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。
 

そ
し
て
 

「
こ
う
し
た
 
日
 儀
礼
的
闘
争
」
を
通
じ
て
、
英
雄
た
ち
の
威
光
 は
 生
ま
 

ね
 、
あ
る
い
は
消
滅
し
、
確
認
さ
れ
、
あ
る
い
は
更
新
さ
れ
る
 の
で
あ
 

る
 」
二
三
三
頁
 -
 と
 述
べ
、
こ
の
ロ
キ
の
口
論
の
場
面
を
他
 
 
 

ド
 ・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
の
酒
宴
の
場
面
と
比
較
し
た
。
 

ゲ
ル
マ
ン
神
話
と
三
機
能
 説
 と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
書
以
降
 も繰
 

り
 返
し
論
じ
ら
れ
、
一
九
五
九
年
に
は
本
書
に
代
わ
る
も
の
と
し
 
て
 
「
 
ゲ
 

ル
マ
ン
人
の
神
々
」
一
松
村
一
男
 
訳
 、
国
文
社
、
一
九
九
三
年
）
 

が
 出
版
 

さ
れ
た
。
こ
の
著
作
で
は
、
ア
ー
ス
 

神
族
と
 ヴ
ァ
ン
 神
 族
の
争
い
 
と
 和
解
 

の
神
話
の
意
義
に
つ
い
て
、
古
代
イ
ン
ド
神
話
や
ロ
ー
マ
の
建
国
 
伝
承
な
 

ど
と
比
較
さ
れ
、
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
本
書
「
ゲ
ル
 マン
 人
 

の
神
話
と
神
々
」
で
粗
描
さ
れ
た
着
想
の
い
く
つ
か
が
、
よ
り
 
練
 り
 上
げ
 

ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
 

両
 書
は
補
完
し
あ
う
関
係
と
な
っ
て
 い
る
。
 

と
こ
ろ
で
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
一
九
八
 
0
 年
代
に
な
る
と
、
イ
タ
リ
 ア
の
 

古
代
史
学
者
 モ
 ミ
リ
ア
ー
ニ
や
中
世
史
学
者
の
ギ
ン
ズ
 
フ
 ル
 ク
ら
 に
よ
っ
 

て
、
親
 ナ
チ
ズ
ム
の
傾
向
が
あ
っ
た
と
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
根
拠
 
と
さ
れ
 

た
の
が
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
ゲ
ル
マ
ン
神
話
に
お
け
る
「
戦
闘
 
珪
 」
に
 

つ
い
て
の
説
で
あ
る
。
訳
者
解
題
で
は
、
彼
ら
の
上
口
発
の
経
緯
 

と
 デ
ユ
ノ
 

ジ
ル
 の
反
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
彼
ら
の
批
判
に
 

含
め
て
、
多
く
の
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
今
回
、
そ
の
き
っ
 

つ
い
て
 

か
け
と
 

「
神
話
・
宗
教
研
究
は
政
治
性
と
ど
れ
だ
け
関
連
を
有
し
て
い
る
 

の
か
、
 

学
問
の
枠
内
で
ど
こ
ま
で
政
治
性
を
考
慮
に
す
べ
き
か
、
あ
る
い
 はそ
こ
 

か
ら
生
じ
る
学
問
の
修
正
に
名
を
借
り
た
個
人
攻
撃
は
ど
こ
ま
で
 
許
さ
れ
 

る
か
、
 な
ビ
 と
い
っ
た
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
」
 

-
 
四
 0
 五
頁
 -
 と
 述
べ
 

ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
彼
ら
の
 デ
ニ
メ
 ジ
ル
批
判
は
、
そ
の
 
妥
 当
 性
も
 

こ価 ま綱 パる働ン権 ゥ テた @ はれ ト な 

こな て 神に神 ウ 構のは ィ に ィる l 
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注
目
さ
れ
る
の
は
、
公
の
場
で
プ
リ
ト
ゥ
の
「
賞
賛
」
が
行
わ
れ
 
て
い
る
 

こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
 
メ
ジ
か
 は
、
こ
の
賞
賛
を
プ
リ
ト
ゥ
が
王
に
 

昇
進
す
 

る
た
め
に
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
た
。
 

そ
し
て
プ
リ
ト
ゥ
の
賞
賛
の
話
と
セ
ル
ウ
ィ
 

ウ
ス
 の
選
挙
の
話
 
と
 を
比
 

校
 し
、
い
ず
れ
も
「
資
格
を
与
え
る
賞
賛
と
い
う
概
念
的
機
能
 」
 -
 一
一
一
五
 

七
頁
 一
 が
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
ロ
ー
マ
の
 
ケ
 ン
ス
ス
 

は
 、
個
人
を
評
価
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
「
資
格
 
を
 与
え
 

る
 、
昇
格
さ
せ
る
と
い
う
賞
賛
の
概
念
」
を
人
民
に
対
し
て
適
用
 した
も
 

の
で
あ
る
と
し
た
。
 

デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
は
、
こ
の
イ
ン
ド
と
ロ
ー
マ
の
伝
承
に
み
ら
れ
る
 
賞
 賛
の
 

機
能
的
類
似
が
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
神
話
を
再
構
成
す
 
る
 手
が
 

か
り
と
な
り
う
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 は
 、
 本
書
 以
 

降
 、
セ
ル
ウ
ィ
 
タ
 ス
と
「
賞
賛
の
機
能
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
ほ
 

と
ん
ど
 

論
じ
て
い
な
い
 
0
 他
の
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
の
検
 討 も
あ
 

ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
書
で
提
示
さ
れ
た
問
題
に
は
、
 

そ
の
後
 

大
き
な
発
展
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
3
 
に
所
収
の
百
 １
で
の
 誕
生
ユ
ピ
テ
ル
・
 
マ
レ
 
/
 

ス
 ・
ク
イ
リ
ヌ
ス
 2
 」
二
九
四
四
）
は
 、
 「
ユ
ピ
テ
ル
，
マ
ル
ス
 
・
ク
イ
 

リ
メ
 ス
 ヒ
 に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
批
判
に
答
え
つ
つ
、
ロ
ー
マ
 

史
 に
お
け
 

る
 三
機
能
体
系
の
あ
り
万
を
よ
り
精
微
 に
 検
討
し
よ
う
と
し
た
も
 の
で
あ
 

る
 。
 

ま
ず
第
一
章
で
は
、
ユ
ピ
テ
ル
、
マ
ル
ス
、
ク
イ
リ
ヌ
ス
を
そ
れ
 
ぞ
れ
 

第
一
機
能
、
第
二
機
能
、
第
三
機
能
を
表
わ
し
て
い
る
と
想
定
し
 
た
 説
に
 

対
す
る
批
判
に
答
え
て
い
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
 ユ
 ピ
テ
ル
 

と
 マ
ル
ス
に
関
し
て
、
 
汎
 機
能
的
な
「
普
遍
 神
 」
で
は
な
い
か
と
 
い
う
 反
 

論
 が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
 、
 「
ユ
ピ
テ
ル
 、
マ
 

8
 

ス
の
 活
動
の
統
計
的
一
覧
表
を
作
り
上
げ
、
そ
の
活
動
が
も
っ
と
 
0
 

集
中
Ⅱ
 

す
る
の
は
ど
の
領
域
か
」
（
四
六
頁
）
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
 
と
 述
べ
 

 
 

る
 。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
追
加
し
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
 こ
と
に
 

よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
本
来
的
に
ユ
ピ
テ
ル
が
至
上
神
で
あ
り
、
 

マ
ル
ス
 

が
 戦
士
 神
 で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
神
々
が
 
汎
 機
能
 

的
な
神
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
も
説
明
を
加
え
て
い
る
。
 

第
二
章
で
は
、
コ
ピ
テ
ル
・
マ
ル
ス
，
ク
イ
リ
ヌ
ス
」
で
も
論
 じ
ら
 

れ
た
初
期
ロ
ー
マ
の
 三
 ト
リ
プ
ス
（
（
「
 
ぎ
括
 Ⅰ
テ
ィ
テ
ィ
エ
ス
 
、
ラ
ム
 

不
ス
 、
ル
 ケ
レ
ス
の
民
族
的
特
徴
と
三
機
能
と
の
関
係
に
つ
い
て
 
、
プ
ロ
 

ペ
 ル
テ
ィ
 ウ
ス
 の
「
詩
集
」
第
四
巻
の
記
述
を
取
り
上
げ
て
再
説
 
し
て
い
 

る
 。
プ
ロ
ペ
ル
テ
ィ
 
ウ
ス
 は
こ
の
詩
の
中
で
、
テ
ィ
テ
ィ
エ
ス
の
 祖 タ
テ
 

ィ
 ウ
ス
、
ラ
ム
 
不
ス
と
 結
び
つ
く
レ
ム
ス
、
 
ル
 ケ
レ
ス
の
 祖
ル
グ
 
モ
 ノ
 の
 

三
人
の
名
を
挙
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
「
飼
育
 
民
目
 
「
統
治
と
宗
教
に
 専
念
す
 

6
 者
」
、
「
戦
士
」
と
し
て
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
プ
ロ
ペ
ル
テ
ィ
 

ウ
ス
 は
 

三
 ト
リ
ブ
 ス
 の
祖
を
そ
の
部
族
の
機
能
に
従
っ
て
特
徴
づ
け
て
い
 

る
の
で
 

あ
る
。
加
え
て
 
デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
こ
の
詩
の
中
で
、
三
つ
の
機
能
 を
 椀
ム
 ロ
 

す
る
は
ず
の
ロ
ム
ル
ス
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
 

ウ
 
エ
 ル
 ギ
 

リ
ウ
ス
の
「
農
耕
 
詩
 」
第
二
巻
の
農
村
生
活
を
賛
辞
す
る
詩
を
参
 老，
 
に
し
 

な
が
ら
 再
 解
釈
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
 デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
は
、
プ
 

ロ
ペ
 
ル
テ
ィ
 ウ
ス
 の
詩
か
ら
、
ロ
ム
ル
ス
が
レ
ム
ス
、
ル
ク
モ
 

、
 タ
テ
ィ
 

ウ
ス
と
 段
階
的
に
関
わ
り
、
彼
ら
に
ち
な
ん
だ
 三 ト
リ
ブ
 ス
 を
 創
 殺
 し
て
 

い
く
過
程
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
 

第
三
章
で
は
、
ロ
ー
マ
建
設
の
際
の
サ
ビ
二
人
の
併
合
の
問
題
が
 
取
り
 

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
ユ
ピ
テ
ル
・
マ
ル
ス
・
ク
イ
リ
ヌ
ス
」
で
 
ま
、
こ
 

@
 



書評   紹介 

の
 伝
説
に
つ
い
て
上
位
機
能
の
集
団
が
、
第
三
機
能
の
集
団
を
統
 
合
す
る
 

話
 で
あ
り
、
印
欧
 
原
 神
話
の
痕
跡
を
と
ど
め
た
も
の
で
あ
る
と
 論 じ
ら
れ
 

た
 。
そ
こ
で
は
サ
ビ
二
人
は
第
三
機
能
を
表
わ
す
も
の
と
位
置
づ
 
け
ら
れ
 

て
い
る
。
本
書
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
ゲ
ル
マ
ン
 
神
 詰
め
ア
 

｜
 ス
神
鉄
 と
 ヴ
ァ
ン
 神
 族
の
話
と
比
較
し
て
再
説
し
て
い
る
。
 

さ
 ら
に
ザ
 

ビ
 二
人
が
第
三
機
能
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
サ
ビ
 

二
 A
 八
の
 

歴
史
的
な
あ
り
方
か
ら
も
説
明
し
て
い
る
。
 

第
四
章
で
は
、
謎
の
多
い
 
神
 ク
イ
リ
ヌ
ス
の
機
能
に
つ
い
て
 

検
 討
 
-
 し
て
 

い
る
。
ク
イ
リ
ヌ
ス
は
、
第
三
機
能
神
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
 一
 方
で
、
 

戦
士
 神
 マ
ル
ス
と
も
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
 デ
ュ
  
 

は
 、
ク
イ
リ
ヌ
ス
が
第
三
機
能
神
と
し
て
司
っ
て
い
た
「
平
和
」
 

ほ
 つ
い
 

て
の
 ロ
ー
マ
固
有
の
考
え
方
か
ら
説
明
す
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
 

に
お
い
 

て
 平
和
が
軍
事
力
を
背
景
と
し
て
維
持
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
 
い
た
た
 

め
 、
戦
争
を
司
る
マ
ル
ス
と
平
和
を
司
る
ク
イ
リ
ヌ
ス
と
が
交
差
 
し
た
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
 
ミ
ロ
 

カ
ー
 

て
 に
お
い
て
歴
史
化
さ
れ
て
い
く
申
で
、
ロ
ー
マ
固
有
の
社
会
状
 
況
 に
応
 

じ
て
第
三
機
能
の
あ
り
方
も
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
 
ら
  
 

本
書
は
、
前
著
で
あ
る
「
ユ
ピ
テ
ル
，
マ
ル
ス
・
ク
イ
リ
ヌ
ス
 
目
 に
村
 

す
る
批
判
に
答
え
、
資
料
を
補
足
す
る
形
で
論
が
進
め
ら
れ
て
い
 
る
 。
 し
 

か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
話
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ロ
ー
マ
 
を
 例
と
 

し
て
、
 詩
 と
い
っ
た
文
学
作
品
の
中
か
ら
も
神
話
的
要
素
を
探
り
 
出
し
て
 

い
く
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
占
で
、
興
味
深
い
論
考
で
あ
 
る
と
 思
 

わ
れ
る
。
 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
3
 
の
「
大
天
使
の
誕
生
ユ
ピ
テ
ル
・
マ
ル
ス
 

・
 ク
 

イ
リ
ス
 ス
 3
 ロ
二
九
四
五
 -
 で
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
中
に
 三
機
能
 

体
系
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
た
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
ま
ず
、
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
語
派
に
属
す
る
 
ミ
 タ
ン
 二
王
 

国
の
王
が
、
紀
元
前
十
四
世
紀
に
ヒ
ッ
タ
イ
ト
の
 
王
 と
交
わ
し
た
 
条
約
文
 

を
 刻
ん
だ
碑
文
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
碑
文
に
よ
る
と
、
 

ミ
 タ
ン
 二
の
王
 

は
 、
契
約
や
主
権
と
関
係
が
深
い
ミ
ト
ラ
と
ヴ
ァ
ル
ナ
（
第
一
 機
能
）
 、
 

戦
士
で
あ
る
イ
ン
ド
ラ
（
第
二
機
能
 -
 、
そ
し
て
健
康
、
若
さ
 、
 豊
餅
性
 

を
 司
る
双
子
 神
 ナ
ー
サ
テ
ィ
ア
（
第
三
機
能
）
の
二
神
に
条
約
の
 
遵
守
を
 

誓
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
紀
元
前
十
四
世
紀
ご
ろ
の
、
イ
ン
 
ド
 
・
 イ
 

ラ
ン
人
が
、
三
機
能
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
有
し
、
三
つ
の
機
能
を
代
 
表
す
る
 

神
々
を
三
神
と
し
て
崇
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 

し
か
し
そ
の
後
イ
ラ
ン
で
は
、
 

ゾ
ロ
 ア
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
、
多
神
 教
か
 

ら
 
一
神
教
に
改
革
さ
れ
た
た
め
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
中
に
三
機
 

能
 体
系
 

を
 見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 は
、
最
高
 神
 ア
フ
 

ラ
，
 
マ
ズ
ダ
が
従
え
て
い
る
「
ア
メ
シ
ャ
・
ス
ペ
ン
タ
」
と
称
さ
 

れ
る
 六
 

柱
の
大
天
使
た
ち
に
注
目
す
る
。
そ
の
大
天
使
た
ち
と
は
、
 @
 ロ
忌
」
 を
 

意
味
し
 、
 牛
を
司
る
 
ウ
オ
 フ
・
マ
ナ
 
フ
 、
「
天
則
」
を
意
味
し
 
、
 火
を
司
 

る
ア
 シ
 ャ
 
・
ワ
ヒ
シ
ュ
タ
、
「
 力
 」
を
意
味
し
、
金
属
を
司
る
 ク
 シ
 ャ
ス
 

ラ
 
・
ワ
イ
リ
ヤ
、
「
敬
虔
 さ
 
・
正
忌
」
を
意
味
し
、
大
地
を
司
る
 ス フ
ン
 

タ
 
・
ア
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
、
「
健
全
」
を
意
味
し
 

、
 水
を
司
る
ハ
ル
 ワ
タ
｜
 

ト
 、
そ
し
て
「
不
死
」
を
意
味
し
、
植
物
を
司
る
ア
ム
ル
タ
ー
 ト
 で
あ
 

る
 。
 

デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
こ
の
天
使
た
ち
の
あ
り
方
が
 

、
 ミ
タ
ン
ニ
の
 碑
 丈
 に
 

 
 

記
さ
れ
た
ミ
ト
ラ
、
ヴ
ァ
ル
ナ
、
イ
ン
ド
ラ
、
ナ
ー
サ
テ
ィ
ア
 
と
 い
う
 神
 

(
 

9
 

 
 

群
と
 機
能
的
に
対
応
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
 

 
 

「
 
善
思
 」
を
意
味
す
る
 ウ
 オ
フ
・
マ
ナ
 
フ
 と
「
天
則
」
を
意
味
す
 る
ア
 



シ
 ャ
 ・
ワ
ヒ
シ
ュ
タ
は
、
第
一
機
能
を
表
し
て
お
り
、
ミ
ト
ラ
 

と
  
 

ナ
に
 対
応
し
て
い
る
。
「
 力
 」
を
意
味
す
る
ク
シ
ャ
ス
 

ラ
 ・
ワ
イ
 リ
ヤ
は
 、
 

言
う
ま
で
も
な
く
第
二
機
能
を
表
し
て
お
り
、
イ
ン
ド
ラ
と
対
応
 
 
 

る
 。
「
敬
虔
 さ
 ・
正
志
」
を
意
味
す
る
ス
 
フ
 ン
タ
・
ア
ー
ル
マ
イ
 
-
 
ア
 イ
 は
 、
 

「
大
地
」
を
司
る
こ
と
か
ら
、
第
三
機
能
に
関
わ
る
こ
と
は
明
白
 

で
あ
る
 

が
、
 ミ
タ
ン
ニ
の
条
約
文
に
挙
げ
ら
れ
た
主
神
拝
に
は
対
応
す
る
 
神
 が
 い
 

な
い
。
そ
し
て
対
偶
的
な
名
を
持
っ
ハ
ル
 ワ
 タ
ー
ト
 と
 ア
ム
ル
 
 
 

は
 、
「
健
全
」
、
「
不
死
」
を
意
味
し
、
第
三
機
能
を
表
わ
し
て
い
 

る
 。
 こ
 

の
 天
使
は
、
不
死
や
医
療
を
管
掌
す
る
ナ
ー
サ
テ
ィ
ア
 と
 対
応
  
 

る
 。
 

こ
う
し
て
み
る
と
ミ
タ
ン
ニ
の
条
約
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
神
 
群
 に
ア
 

｜
 ル
マ
イ
テ
ィ
と
対
応
す
る
神
が
見
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
日
を
ひ
 
{
0
 
@
 
し
 

0
 間
 題
は
 つ
い
て
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
ア
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
が
女
性
と
 

考
え
る
 

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
北
欧
神
話
の
第
三
機
能
 
神
が
 、
フ
レ
イ
、
 
 
 
ニ
 コ
ル
 

ズ
と
 女
神
フ
レ
イ
ヤ
の
三
神
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
と
比
較
し
 、
第
 三
機
能
 

が
 女
神
を
含
む
三
神
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
 
-
@
 

+
.
 

八
 。
 

こ
の
ア
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
書
が
執
筆
さ
れ
 
た
後
 

も
 検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
タ
ル
ペ
イ
ア
」
二
九
四
七
）
を
 
み
て
み
 

る
と
、
ア
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
に
は
イ
ラ
ン
の
河
川
の
女
神
ア
ナ
ー
 
ヒ
  
 

性
質
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ア
ナ
 ｜ヒ
タ
 

１
 の
正
式
な
名
称
は
「
ア
レ
ド
ゥ
ヴ
ィ
ー
・
ス
ー
ラ
ー
・
ア
ナ
 ｜
ヒ
タ
 

｜
 」
 一
 湿
潤
な
・
強
い
・
傲
れ
な
き
 者
 ）
と
い
う
。
「
湿
潤
な
」
は
 
、
大
地
 

を
 潤
し
、
作
物
を
生
育
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
第
三
機
能
を
 
表
し
、
 

「
強
い
」
は
第
二
機
能
、
「
 傲
 れ
な
き
」
は
神
聖
さ
と
関
わ
る
た
 め
、
第
 

一
機
能
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ア
ナ
ー
ヒ
タ
ー
は
 

、
三
 つ
の
 機
     
比似 の 結海 う と のの自切論 で   

(772)@ 150 



書評と紹介 

分
析
す
る
。
ま
ず
ニ
コ
ル
ス
は
、
神
話
に
お
け
る
初
期
の
段
階
で
 
は
、
ヴ
 

ア
 ン
神
政
 
-
 第
三
機
能
 -
 に
 属
し
、
性
的
に
奔
放
な
ヴ
ァ
ン
 神
 放
 ら
し
 

く
 、
姉
妹
と
近
親
相
姦
の
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
オ
ー
ジ
ン
 
の
 率
い
 

る
 ア
ー
ス
 神
族
 
-
 第
一
、
第
二
機
能
 -
 と
の
戦
い
を
機
に
、
ヴ
ァ
 

ン
 神
政
 

0
 代
表
と
し
て
ア
ー
ス
 
神
 族
の
仲
間
に
入
る
と
、
そ
の
近
親
相
姦
 関
係
を
 

や
め
、
ア
ー
ス
 
神
 族
の
女
神
ス
カ
 
ジ
と
 結
婚
を
し
て
い
る
。
一
方
 巨
人
の
 

も
と
で
育
て
ら
れ
た
ハ
デ
ィ
ン
グ
ス
は
、
巨
人
の
娘
で
親
代
わ
り
 
で
あ
っ
 

た
 ハ
ル
ト
 グ
レ
パ
と
 
近
親
相
姦
的
な
結
婚
を
し
て
い
る
。
こ
の
 ハ
  
 

レ
パ
 が
亡
く
な
っ
た
後
、
ハ
デ
ィ
ン
グ
ス
は
片
目
の
老
人
才
ー
 
ジ
 ン
と
出
 

会
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
序
言
を
授
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
 
、
 デ
ン
マ
 

｜
ク
の
 王
女
 レ
グ
ニ
ル
ダ
と
 
結
婚
を
す
る
。
つ
ま
り
ハ
デ
ィ
ン
 

グ
 ス
の
生
 

涯
は
 、
オ
ー
ジ
ン
と
出
会
う
以
前
と
以
後
と
で
異
な
っ
た
段
階
に
 ある
と
 

い
え
る
。
こ
う
し
て
み
て
み
る
と
、
ニ
コ
ル
 

ズ
と
 ハ
デ
ィ
ン
グ
ス
 の
 生
涯
 

は
 、
「
 前
 オ
ー
ジ
ン
的
な
ヴ
ァ
ン
型
の
局
面
」
か
ら
「
オ
ー
ジ
ン
 
的
 局
面
」
 

（
一
五
三
頁
 -
 へ
の
移
行
と
い
う
占
で
対
応
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
 

デ
ュ
 

メ
ジ
か
 
は
こ
の
対
応
を
、
作
者
 
-
 サ
ク
ソ
、
あ
る
い
は
そ
の
 出
 其
 の
 著
 

者
 -
 が
 ニ
コ
ル
 ズ
 の
生
涯
を
ハ
デ
ィ
ン
グ
ス
に
転
移
さ
せ
た
こ
と
 

に
よ
る
 

と
 説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
者
の
意
図
的
な
作
業
に
よ
っ
て
 ハ
デ
ィ
 

ン
グ
ス
の
サ
ガ
に
神
話
が
移
し
替
え
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
の
で
 
あ
る
。
 

本
書
は
、
解
題
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
デ
ー
ン
人
の
 

事
績
」
 

と
い
う
作
者
の
特
定
さ
れ
た
資
料
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
 
特
 徴
 で
あ
 

る
 。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
神
話
が
物
語
に
移
し
替
え
ら
れ
る
 際
 の
 作
者
 

-
 
編
者
 -
 の
 意
図
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
 。
文
学
 

作
品
に
お
け
る
作
者
の
意
図
を
探
り
出
す
こ
と
は
、
一
般
的
に
き
 
ね
 め
て
 

難
し
い
作
業
で
あ
る
と
 

い
 え
る
が
、
デ
ュ
 
メ
ジ
か
 は
、
そ
の
困
難
 
を
 承
知
 

の
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
 

本
 主
日
に
お
 

け
る
デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
意
欲
的
な
試
み
は
、
文
学
研
究
の
一
つ
の
手
 
法
 と
し
 

て
も
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

最
後
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 4
 に
所
収
の
「
戦
士
の
幸
と
不
幸
」
 

-
 一
 九
六
 

九
 -
 で
は
、
第
二
機
能
 

-
 戦
士
機
能
 -
 に
管
 が
 当
て
ら
れ
、
 
イ
 ン
ド
 神
 

話
の
戦
士
 神
 イ
ン
ド
ラ
を
軸
と
し
な
が
ら
、
「
奉
仕
」
、
「
宿
命
」
、
 「
昇
格
」
 

と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

「
第
一
部
奉
仕
」
で
は
、
ロ
ー
マ
の
第
三
代
目
の
王
で
、
好
戦
 的
な
 

 
 

筋
 が
比
 

較
 対
照
さ
せ
ら
れ
る
。
デ
ュ
 

メ
ジ
か
 は
こ
れ
ら
の
話
を
、
第
二
機
 能
の
神
 

-
 
英
雄
一
が
 、
 法
や
祭
司
と
関
わ
る
ミ
ト
ラ
的
な
第
一
機
能
を
侵
 
犯
し
、
 

さ
ら
に
第
三
機
能
神
の
奉
仕
を
得
る
話
で
あ
る
と
解
釈
し
、
こ
 
う
 し
た
イ
 

ン
ド
と
 
ロ
ー
マ
の
伝
承
の
対
応
が
「
イ
ン
ド
 "
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
 の
イ
デ
 

オ
ロ
ギ
ー
 
的
 遺
産
」
公
一
八
五
 ｜
 二
八
六
頁
 -
 に
よ
る
も
の
で
あ
 る
と
 説
 

明
し
て
い
る
。
 

「
第
二
部
宿
命
」
で
は
、
戦
士
機
能
 神
 
-
 英
雄
 -
 が
 二
一
つ
の
 
機
 能
と
 

対
応
す
る
三
つ
の
大
罪
を
犯
す
神
話
や
伝
説
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
 
い
る
。
 

「
第
三
部
昇
格
」
で
は
、
イ
ン
ド
ラ
が
ダ
 リ
 ト
 ラ
 を
殺
し
た
た
 の
 に
 

「
 ダ
 リ
ト
ラ
ハ
ン
」
（
 龍
 殺
し
 -
 と
い
う
称
号
を
獲
得
し
た
と
さ
 れ
る
 神
 

話
を
手
が
か
り
と
し
、
英
雄
の
通
過
儀
礼
を
め
ぐ
る
神
話
、
伝
承
 
、
儀
礼
 

の
 諸
相
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
中
で
も
と
く
に
重
要
な
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
 

戦
士
 

 
 

の
罪
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
第
二
部
で
あ
る
。
こ
の
論
を
簡
 
単
に
紹
 

 
  

 

介
し
て
み
よ
う
。
 

 
 

「
マ
ー
ル
カ
ン
デ
ー
 
ヤ
 ・
プ
ラ
ー
ナ
」
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
ラ
は
 一
二
つ
 



の
 罪
を
犯
し
て
い
る
。
第
一
の
罪
は
、
バ
ラ
モ
ン
で
あ
っ
た
三
頭
 
の
 怪
物
 

の
 殺
害
で
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
殺
害
は
 、
 言
う
ま
で
も
な
く
第
一
機
 
能
 に
対
 

す
る
侵
犯
で
あ
る
。
第
二
の
罪
は
、
悪
鬼
ダ
ッ
ト
 ラ
 を
だ
ま
し
 討
 ち
の
よ
 

う
 な
卑
怯
な
仕
方
で
も
っ
て
殺
害
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 
戦
い
万
 

は
 、
戦
士
の
理
想
と
は
こ
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
機
能
に
関
わ
る
 
罪
で
あ
 

る
 。
第
三
の
罪
は
、
ア
ハ
リ
ヤ
ー
と
い
う
女
性
を
得
る
た
め
に
、
 

そ
の
 夫
 

に
 変
身
し
、
姦
淫
し
た
こ
と
で
あ
る
。
性
は
豊
龍
佳
と
問
わ
る
た
 
め
、
こ
 

の
 罪
は
、
第
三
機
能
と
関
わ
る
。
 

次
に
 デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
 、
 「
デ
ー
ン
人
の
事
績
 ヒ
に
 描
か
れ
た
英
雄
 ス
タ
 

ル
カ
 テ
ル
ス
の
罪
を
取
り
上
げ
る
。
彼
は
「
三
つ
の
 

生
 」
を
生
き
 
る
こ
と
 

と
 引
き
換
え
に
、
三
つ
の
大
罪
を
犯
す
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
た
 
。
第
一
 

の
 罪
は
 、
 仕
え
て
い
た
王
を
だ
ま
し
、
供
犠
と
し
て
神
に
供
え
る
 と
い
う
 

「
犯
罪
的
供
犠
」
を
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
罪
は
 

、
 戦
い
の
 際
に
 、
 

卑
怯
に
も
敵
前
か
ら
逃
亡
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
罪
は
 
、
仕
 え
て
い
 

た
 王
を
殺
害
し
、
賞
金
を
得
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
罪
は
 
、
 宗
教
的
 

な
 供
犠
、
戦
い
、
 
金
 -
 
富
一
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
 

機
能
を
 

表
 わ
し
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
他
に
も
 
デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
英
雄
 へ
ラ
 ク
レ
 

ス
 の
話
も
取
り
上
げ
、
彼
が
生
涯
の
中
で
、
三
つ
の
機
能
に
関
わ
 
る
 三
つ
 

の
 罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

デ
ユ
ノ
ジ
か
 
は
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
や
伝
説
の
   

っ
 か
に
共
通
し
て
、
戦
士
に
よ
る
三
機
能
に
関
わ
る
大
罪
が
描
か
 
れ
て
い
 

る
こ
と
に
つ
い
て
、
戦
士
で
あ
る
が
た
め
の
宿
命
と
い
う
点
か
ら
 
説
明
す
 

る
 。
そ
れ
は
、
戦
士
が
戦
い
を
通
し
て
秩
序
を
守
る
に
は
、
と
き
 
ほ
 ほ
 秩
 

序
を
乱
す
よ
う
な
行
為
も
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

つ
 ま
り
 強
 

デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
著
作
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
神
々
の
 溝
荘
日
 
（
松
村
 

一
男
 

訳
 、
国
文
社
、
一
九
八
七
年
 -
 、
「
ゲ
ル
マ
ン
人
の
神
々
」
一
松
村
 
一
男
 訳
 、
 

国
文
社
、
一
九
九
三
年
 -
 、
 「
ロ
ー
マ
の
 祭
夏
と
愁
 
（
大
橋
 寿
 美
子
訳
、
 

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
四
年
）
、
デ
ィ
デ
ィ
エ
・
エ
リ
ボ
ン
 
と
の
 対
 

談
集
 で
あ
る
「
デ
ュ
 
メ
ジ
ル
 
と
の
対
話
言
語
・
神
話
・
 
叙
 事
詩
ヒ
 

-
 松
村
一
男
 訳
 、
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
）
が
日
本
語
に
訳
出
さ
 れ
て
い
 

る
 。
中
で
も
と
く
に
「
神
々
の
構
造
 三
は
 、
デ
ュ
 メ
ジ
ル
 の
広
汎
 な
 研
究
 

が
 包
括
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
研
究
の
概
要
を
把
握
す
 るに
は
 

好
適
な
入
門
書
で
あ
る
が
、
「
神
々
の
 

溝
せ
迫
 
」
の
訳
者
解
説
で
も
 指
摘
さ
 

れ
て
い
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
簡
潔
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
 そ
の
た
 

め
 、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
個
別
の
問
題
に
つ
い
て
、
 

よ
 り
 深
く
 

知
り
た
い
と
き
に
は
、
そ
の
あ
ま
り
の
簡
明
さ
に
物
足
り
な
さ
を
 
感
じ
る
 

こ
と
も
あ
る
。
今
回
訳
出
さ
れ
た
「
デ
ュ
 

メ
 ジ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
 
ン
 目
に
 

は
 、
「
神
々
の
構
造
 ヒ
 で
は
そ
の
夢
占
し
か
述
べ
ら
れ
て
 い
 な
 か
 っ
た
、
 

王
権
の
二
重
性
、
戦
士
機
能
を
取
り
巻
く
問
題
、
神
話
と
歴
史
的
 
叙
述
の
 

関
係
、
文
学
作
品
に
受
け
継
が
れ
た
神
話
的
思
考
、
一
神
教
に
残
 
き
れ
た
 

大
な
敵
を
倒
す
強
さ
を
得
る
た
め
に
は
、
秩
序
に
反
す
る
よ
う
な
 
負
の
カ
 

 
 

が
 必
要
と
な
る
た
め
、
心
殊
的
に
罪
を
犯
し
て
し
ま
う
と
い
う
 
@
 
」
と
で
あ
 

巧
 

ろ
う
。
 

 
 
 
 

 
 

こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
は
英
雄
が
犯
す
罪
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
戦
士
 
0
 
機
 

仔
 

能
 的
特
徴
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

-
 」
う
し
た
 

英
雄
論
、
戦
士
論
は
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
神
話
や
伝
 
承
 だ
け
 

で
は
な
く
、
広
く
英
雄
の
宿
命
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
 
で
あ
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
 



神
話
の
痕
跡
、
な
ど
と
い
っ
た
神
話
学
に
と
っ
て
、
大
変
重
要
な
 
問
題
に
 

つ
い
て
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
「
神
々
の
構
造
 

目
 に
よ
っ
 て
デ
ュ
 

メ
ジ
ル
 の
研
究
に
興
味
を
抱
い
た
人
た
ち
の
関
心
に
答
え
る
も
の
 
と
な
っ
 

て
い
る
。
今
回
の
「
デ
ュ
 
メ
 ジ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
ヒ
 の
出
版
を
 機
に
、
 

今
後
デ
ュ
 
メ
ジ
ル
 の
印
欧
神
話
研
究
へ
の
理
解
が
よ
り
い
っ
そ
う
 
深
め
ら
 

れ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
 

三
機
能
説
を
中
心
と
す
る
 
デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
神
話
研
究
は
、
イ
ン
ド
 

 
 

｜
 ロ
ッ
パ
神
話
の
比
較
研
究
の
方
法
に
新
し
い
視
点
を
提
示
し
た
 
だ
け
で
 

な
く
、
非
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
で
あ
る
日
本
の
神
話
研
究
 
に
も
 影
 

響
を
与
え
た
。
そ
こ
で
最
後
に
そ
の
点
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
 おき
た
 

い
 。
一
九
六
 0
 年
代
に
入
る
と
、
大
林
太
良
や
吉
田
敦
彦
ら
に
よ
 っ
て
 、
 

日
本
神
話
の
研
究
に
 
デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
神
話
研
究
の
枠
組
み
が
採
り
 

入
れ
る
 

ね
 、
日
本
神
話
と
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
神
話
の
比
較
研
究
が
本
 
格
 的
に
 

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
研
究
に
よ
り
両
者
は
、
日
本
 
神
 話
に
も
 

三
機
能
体
系
が
反
映
し
て
お
り
、
日
本
神
話
と
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
 
ッ
パ
神
 

話
の
間
に
は
構
造
上
の
類
似
が
認
め
ら
れ
る
と
論
じ
た
。
デ
ュ
  
 

は
 、
三
機
能
体
系
を
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
特
有
の
 
イ
デ
 オ
ロ
ギ
 

｜
と
 考
え
て
い
た
。
そ
れ
が
非
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
で
あ
 
る
 日
本
 

に
も
看
取
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
彼
ら
は
、
イ
ン
ド
・
 

ョ
 ー
ロ
ッ
 パ
 語
族
 

の
神
話
が
内
陸
ア
ジ
ア
の
馬
匹
飼
育
遊
牧
民
を
介
し
て
朝
鮮
半
島
 
に
 伝
播
 

し
 、
日
本
に
伝
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
 

彼
 ら
の
 研
 

 
 

語
族
も
 

 
 

な
っ
た
の
で
あ
 

評
 

そ
う
し
た
彼
ら
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
反
論
も
提
示
 
さ
れ
 

書
 

て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
文
献
の
取
り
扱
い
方
や
、
伝
播
経
路
に
 
関
す
る
 

も
の
、
ま
た
日
本
神
話
か
ら
三
機
能
体
系
を
抽
出
す
る
手
法
に
っ
 い て
の
 

批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
 デ
ユ
ノ
ジ
ル
 
の
研
究
に
立
ち
戻
 
り
、
そ
 

の
上
で
彼
ら
の
研
究
を
問
い
直
す
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
為
さ
 
れ
て
お
 

ら
ず
、
日
本
神
話
と
三
機
能
 説
 、
あ
る
い
は
イ
ン
ド
・
 

ョ
 ー
ロ
ッ
 パ
 神
話
 

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
い
ま
だ
深
め
ら
れ
て
い
な
い
の
 
が
 現
状
 

で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
デ
ュ
 

メ
ジ
ル
 の
著
作
が
 、
 こ
れ
ま
 

で
 対
談
集
も
併
せ
て
四
冊
し
か
訳
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
 
挙
げ
ら
 

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
膨
大
な
研
究
業
績
に
比
べ
て
 
も
、
少
 

 
 

コ
レ
ク
 

シ
ョ
ン
」
で
新
た
に
八
冊
の
研
究
書
が
訳
出
さ
れ
、
デ
ュ
 

メ
ジ
ル
 の
 研
究
 

を
 参
照
し
、
利
用
で
き
る
環
境
は
、
格
段
に
改
善
さ
れ
た
。
こ
の
 こと
に
 

よ
り
、
デ
ュ
 
メ
ジ
ル
 の
研
究
成
果
が
広
く
援
用
さ
れ
、
日
本
神
話
 の 比
較
 

研
究
に
つ
い
て
も
、
そ
の
議
論
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
め
ら
れ
、
 

展
開
さ
 

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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聖
書
 学
は
 、
欧
米
の
人
文
学
の
中
で
最
も
厚
い
研
究
 史 を
も
つ
、
 

最
も
 

「
正
統
」
的
な
学
問
の
一
つ
だ
ろ
う
。
一
方
「
宗
教
学
」
は
 、
 マ
ッ
ク
 

ス
 ・
ミ
ュ
ラ
ー
の
仕
事
を
本
格
的
始
ま
り
と
す
る
な
ら
、
そ
の
 

歴
 史
は
百
 

数
十
年
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
な
い
し
人
文
諸
学
内
で
の
位
置
は
 
、
い
 ま
も
 不
 

安
定
な
ま
ま
で
あ
る
。
 

そ
の
宗
教
学
に
と
っ
て
、
大
学
組
織
や
学
界
機
構
の
上
で
は
、
 

聖
 書
学
 

を
 中
核
に
も
つ
神
学
 -
 学
部
 -
 か
ら
の
独
立
こ
そ
が
一
箇
の
自
立
 

し
た
 学
 

と
し
て
の
成
立
を
保
証
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
吾
一
 

ロ
 わ
れ
る
 

と
お
り
だ
と
す
れ
ば
、
宗
教
学
と
聖
書
 学 と
は
ほ
と
ん
ど
定
義
上
 
異
な
る
 

は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
本
書
の
著
者
が
こ
の
二
つ
の
「
 
学
 」
 0
 双
方
 

に
お
い
て
、
現
在
の
日
本
を
代
表
す
る
学
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
 
は
 @
=
 

ロ
を
 

ま
た
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
著
者
の
学
問
の
特
徴
が
、
宗
教
学
と
 
聖
書
手
 

と
い
う
こ
の
二
つ
の
学
問
を
「
二
つ
」
に
し
よ
う
と
し
な
い
と
こ
 
ろ
に
あ
 

る
こ
と
も
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
 
う
 な
 意
 

味
 で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
一
つ
な
の
か
。
聖
書
 
学
 に
は
ま
っ
た
く
 
門
外
漢
 

の
 評
者
が
最
も
関
心
を
引
か
れ
た
こ
の
占
に
 焦
 占
を
据
え
て
、
 
以
 千
本
書
 

鶴
岡
 
賀
雄
 

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
 
二
 0
0
 
二
年
二
月
二
八
日
刊
 

A
5
 判
Ⅲ
十
二
六
五
十
二
四
頁
四
五
 0
0
 
円
 

土
屋
 
博
著
 

「
教
典
に
な
っ
た
宗
教
」
 

と そ 史続て り がる 万い重存 に清ま仏よ の 害 え と   
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書評と紹介 

視
野
の
広
さ
が
し
か
ら
し
め
る
さ
ま
ざ
ま
な
開
拓
的
テ
ー
ゼ
の
 
提
 出
 の
 書
 

と
し
て
し
か
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、
と
も
か
く
本
書
に
は
 
、
神
学
 

部
的
 聖
書
 学
 の
あ
り
方
へ
の
、
宗
教
学
的
視
点
か
ら
の
批
判
的
措
 
辞
 が
く
 

り
 返
し
現
れ
る
。
著
者
が
、
「
二
つ
の
学
問
」
の
、
そ
れ
自
体
 
あ
 る
べ
き
 

で
な
い
狭
間
で
、
或
る
緊
張
関
係
の
中
で
思
考
 
し
 著
述
し
て
い
る
 
こ
と
が
 

伺
わ
れ
る
が
、
ま
た
そ
の
緊
張
こ
そ
が
本
書
の
特
徴
で
も
あ
り
、
 

弘
柵
か
 

り
 質
 

を
 高
め
て
い
る
と
も
感
じ
ら
れ
る
。
 

な
れ
ば
こ
そ
で
あ
ろ
う
、
著
者
は
宗
教
学
と
い
う
学
の
性
格
に
は
 
極
め
 

て
 敏
感
で
あ
り
、
著
者
が
開
拓
し
よ
う
と
す
る
い
わ
ゆ
る
宗
教
学
 
的
 教
典
 

論
も
 、
そ
れ
が
は
じ
め
か
ら
聖
書
を
典
型
、
 

範
型
 と
し
て
発
想
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 限
り
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
宗
教
理
解
、
教
典
理
解
に
、
と
り
わ
 
け
 近
代
 

欧
米
社
会
に
お
け
る
そ
れ
に
 佃
 意
識
 裡
に
 支
配
さ
れ
が
ち
で
あ
る
 

こ
と
に
 

対
し
て
、
充
分
に
自
覚
的
、
警
戒
的
で
あ
る
。
多
く
の
宗
教
学
 概
念
 同
 

様
 、
「
教
典
」
 -
 
英
語
の
の
り
（
 
ぢ
富
 「
 
e
 に
ほ
 ほ
 相
当
一
も
特
定
宗
教
 、
 @
 
し
 

場
ム
ロ
 
は
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
し
つ
つ
普
遍
化
き
れ
た
概
念
で
あ
る
 
の
だ
か
 

ら
、
 「
あ
る
概
念
を
宗
教
学
に
転
用
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
 
な
 歴
史
 

的
 し
が
ら
み
、
教
典
の
場
合
で
あ
れ
ば
聖
書
の
イ
メ
ー
ジ
を
 
、
で
 き
る
だ
 

け
 相
対
化
す
る
べ
く
努
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
」
 

-
 
七
頁
 -
 。
 具
 体
 的
に
 

言
え
ば
、
「
教
典
」
を
、
あ
る
宗
教
が
説
く
一
種
の
宗
教
思
想
と
 
し
て
の
 

「
教
え
」
を
舌
口
語
化
し
た
書
物
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
は
、
 

そ
，
 つ
 し
 た
 

「
教
え
」
こ
そ
が
、
と
く
に
「
道
徳
的
教
え
」
こ
そ
が
、
当
の
宗
 

教
 の
 核
 

心
 だ
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
ま
た
、
専
ら
そ
う
し
て
 =@
 

Ⅰ
 ま
頑
化
 
、
 圭
 日
物
げ
 

化
さ
 

れ
た
も
の
の
み
に
よ
っ
て
当
の
宗
教
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
 
る
 態
度
 

で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
、
「
二
種
類
の
誤
解
な
い
し
偏
見
」
 

二
一
 頁
 -
 と
 

言
っ
て
 樺
 ら
な
い
。
 

著
者
に
従
え
ば
、
教
典
研
究
は
、
「
教
典
に
書
き
記
さ
れ
た
 
教
説
 
思
 

想
 が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
す
る
だ
け
で
な
く
、
 

そ
の
よ
 

う
な
 教
説
 
・
思
想
あ
る
い
は
教
典
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
受
容
 

さ
れ
、
 

実
際
の
宗
教
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
か
を
 
明
ら
か
 

に
す
る
の
が
本
来
の
教
典
論
で
あ
る
と
い
う
作
業
仮
説
に
基
づ
い
 
て
、
そ
 

の
 根
拠
と
可
能
性
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
（
四
頁
㍉
つ
ま
 
り
 教
典
 

は
 、
そ
の
内
容
よ
り
も
む
し
ろ
使
用
に
よ
っ
て
教
典
と
な
る
、
 

と
  
 

が
 、
本
書
を
通
じ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
テ
ー
ゼ
で
あ
る
と
言
え
 よ
う
。
 

「
要
す
る
に
教
典
に
関
し
て
は
、
そ
こ
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
か
 

と
い
，
 つ
 

問
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
 
る
か
と
 

い
う
問
い
が
重
要
な
の
で
あ
る
」
二
夫
 0
 頁
 -
 。
 

こ
う
し
た
展
望
を
実
現
す
る
た
め
に
著
者
は
、
本
書
の
問
題
関
心
 
を
子
 

め
 明
確
に
し
た
「
序
論
」
の
後
半
で
、
「
教
典
」
と
い
，
ユ
目
 
1
 葉
 

｜
 聖典
、
 

経
典
、
正
典
、
等
と
の
異
同
、
諸
宗
教
に
お
け
る
そ
の
諸
相
 

な
ど
に
 

つ
い
て
、
簡
潔
だ
が
適
切
な
比
較
宗
教
学
的
記
述
を
行
っ
て
 

、
こ
 の
 概
念
 

を
 宗
教
学
的
に
明
確
に
し
て
い
る
 
-
 
四
 ｜
 八
頁
Ⅱ
こ
う
し
て
、
 

キ
リ
ス
 

ト
 教
の
聖
書
を
範
型
に
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
宗
教
学
上
の
一
般
 
概
念
と
 

し
て
の
「
教
典
」
論
を
整
備
し
、
同
時
に
こ
の
教
典
把
握
か
ら
 
翻
 っ
て
 キ
 

リ
ス
ト
散
聖
書
の
性
格
を
蘭
明
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
が
ま
さ
に
 
十
全
重
目
 

の
 

課
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
書
と
い
う
 
文
書
の
 

性
格
を
徹
底
的
に
見
ぬ
く
こ
と
」
 

-
 
セ
 貞
一
に
他
な
ら
な
い
。
 
ま
 さ
に
、
 

 
  
 

聖
書
 学
 で
あ
る
と
同
時
に
宗
教
学
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

付
言
す
れ
ば
、
本
書
の
こ
う
し
た
観
点
は
い
わ
ゆ
る
宗
教
 
@
 ロ
 
ま
里
 弗
 に
日
用
 

(
 

す
る
も
の
と
も
み
ら
れ
る
。
但
し
、
従
来
の
宗
教
旨
ま
里
柵
の
多
く
 

が
 、
 
超
防
 

 
 

越
 的
で
究
極
的
な
宗
教
の
真
理
を
い
か
 匡
 @
 
ロ
ま
 
山
 化
す
る
か
、
と
い
 
っ
た
視
 



占
に
 支
配
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
書
の
教
典
論
 の
 特
長
 

は
 、
上
記
の
よ
う
に
、
教
典
と
い
う
「
書
物
」
が
、
こ
れ
を
奉
じ
 
る
 宗
教
 

集
団
に
よ
っ
て
い
か
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
、
に
強
く
着
目
す
る
 とこ
ろ
 

に
あ
る
。
「
教
典
」
は
た
し
か
に
、
思
想
的
教
義
 

書
 に
比
し
て
、
 
そ
う
し
 

た
 方
向
で
の
検
討
が
相
応
し
い
だ
ろ
う
。
教
典
論
こ
そ
は
、
 

言
黄
 叫
払
珊
 
の
五
町
 

彙
で
 言
え
 ぼ
 、
テ
ク
ス
ト
の
広
義
の
語
用
論
 @
 
ラ
 グ
 マ
テ
ィ
ッ
 ク
ス
 -
 

的
 研
究
に
最
も
親
和
的
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
手
薄
だ
っ
た
宗
教
圭
一
 

白
垂
 
巾
払
覗
 
か
 
り
 

こ
の
方
向
に
、
そ
れ
も
宗
教
社
会
学
的
な
手
法
か
ら
で
は
な
く
、
 

あ
く
ま
 

で
 テ
ク
ス
ト
の
内
部
的
検
討
か
ら
展
開
し
て
い
く
の
に
最
も
有
効
 
な
 題
材
 

で
あ
る
。
こ
う
し
た
鶴
吉
 は
、
 単
な
る
「
宗
教
思
想
」
に
止
ま
 ら
な
い
 

「
宗
教
と
い
う
全
体
」
を
 
括
 ま
え
る
に
は
不
可
欠
の
態
度
で
あ
る
 

し
、
ま
 

た
 著
者
が
宗
教
と
い
う
も
の
を
捉
え
る
ま
な
ざ
し
に
、
つ
ま
り
 
著
 者
の
根
 

木
杓
宗
教
理
解
に
根
ざ
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
 

 
 

結
構
と
し
て
は
、
本
書
は
三
部
構
成
を
採
り
、
「
宗
教
学
の
課
題
 
と
し
 

て
の
教
典
論
」
と
題
さ
れ
る
第
一
部
が
い
わ
ぬ
る
宗
教
学
的
 教
 曲
 釜
師
、
 

「
教
典
論
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
 

史
 の
諸
断
面
」
と
 
題
さ
れ
 

る
 第
二
部
が
い
わ
ぬ
る
聖
書
 学
 に
少
な
く
と
も
題
材
上
は
属
し
、
 

そ
し
て
 

第
三
部
「
「
新
約
聖
書
学
者
」
 
R
.
 プ
ル
ト
マ
ン
再
考
」
が
 、
教
 典
論
的
 

関
心
の
も
と
に
捉
え
直
さ
れ
た
プ
ル
ト
マ
ン
の
学
問
と
思
想
の
研
 
究
 で
あ
 

る
 。
こ
れ
ら
一
見
、
相
互
に
独
立
し
た
研
究
領
域
、
研
究
対
象
が
 
、
上
記
 

の
 一
貫
し
た
問
題
関
心
に
導
か
れ
て
、
い
わ
ば
有
機
的
に
繋
が
っ
 

て
い
る
 

こ
と
は
既
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
（
既
発
表
論
文
を
基
に
書
か
れ
た
 
本
書
巻
 

末
の
初
出
一
覧
を
見
る
と
、
最
も
古
い
も
の
は
一
九
七
五
年
と
な
 っ
て
 い
 

る
が
、
著
者
は
「
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
 

そ
れ
な
 

ざ現 あ な祖章 の 所 と貫 
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法
論
 

｜
 構造
主
義
、
文
学
社
会
学
、
レ
ト
リ
ッ
ク
批
評
、
受
容
 
美
学
に
 

至
る
の
盛
衰
が
見
通
し
よ
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
向
 

は
、
基
 

本
 的
に
は
、
「
人
間
学
的
な
幅
を
与
え
ら
れ
、
閉
鎖
性
を
脱
し
て
 
宗
教
学
 

の
 一
環
と
し
て
の
教
典
研
究
に
な
る
可
能
性
」
 

-
 
四
 0
 真
 -
 に
向
 か
う
 も
 

の
と
総
括
さ
れ
、
そ
の
展
開
の
「
段
階
」
と
し
て
、
イ
ー
グ
ル
ト
 
ン
に
な
 

も
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
「
作
者
」
へ
の
関
心
が
支
配
し
た
段
階
 -
 ロ
 マ
ン
 主
 

義
 お
よ
び
一
九
世
紀
 -
 、
 「
テ
ク
ス
ト
」
自
体
に
関
心
を
限
定
し
 た
 段
階
 

三
ユ
 ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
Ⅰ
そ
し
て
「
読
者
」
へ
と
関
心
 を
 移
行
 

さ
せ
た
段
階
（
受
容
 
理
仏
 鰻
の
三
段
階
を
想
定
す
る
。
そ
し
て
 教
 典
 研
究
 

に
お
け
る
「
読
者
」
論
と
し
て
、
教
典
の
「
読
者
」
す
な
む
ち
 
信
 徒
 た
ち
 

が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
使
用
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
教
典
が
読
ま
 
れ
 活
用
 

さ
れ
る
「
社
会
的
場
」
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
に
着
目
す
べ
 
き
こ
と
 

題
 系
の
中
で
論
ず
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
元
来
、
聖
書
の
読
み
方
を
 

が
 主
張
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
シ
ャ
ル
チ
ェ
な
ど
の
「
読
解
 

指
す
 @
 

か
り
 
仕
ふ
ム
 

学
 」
の
発
想
と
方
法
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
 

第
四
章
は
本
書
に
初
出
の
論
で
あ
り
、
近
年
の
宗
教
学
に
お
け
る
 キ
｜
 

ワ
ー
ド
と
な
っ
た
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
 ショ
ン
 

が
 、
教
典
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
前
者
を
教
 
曲
 盆
珊
 の
 問
 

葉
 で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
当
然
の
態
度
で
あ
る
。
こ
の
舌
口
 

業
 は
、
著
 

者
も
検
討
の
出
発
点
と
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
 
タ
リ
ズ
 

ム
 ・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
成
果
に
見
ら
れ
る
如
く
、
一
箇
の
宗
教
 

学
的
 概
 

念
 と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
く
が
、
「
最
初
の
段
階
で
こ
の
言
葉
 
に
 付
与
 

さ
れ
た
否
定
的
ひ
び
き
」
が
「
現
在
に
い
た
る
ま
で
つ
き
ま
と
っ
 
て
い
る
 

こ
と
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
 

宍
 七
頁
 -
 。
そ
の
上
で
 
著
者
が
 

こ
れ
を
見
る
視
点
は
、
こ
れ
を
、
字
義
に
固
執
す
る
聖
書
解
釈
上
 
の
一
態
 

度
 と
す
る
一
般
的
理
解
で
は
な
く
し
て
、
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
 
ス
ト
が
 

宗
教
的
伝
統
を
守
る
た
め
に
、
聖
書
的
権
威
の
「
内
実
」
 -
 
「
の
 
日
 ぎ
 も
 
よ
 

り
も
む
し
ろ
「
形
式
」
 

宙
 0
 （
 
ヨ
 -
 を
用
い
て
い
る
と
い
う
事
実
 」
二
八
八
 

頁
 -
 に
そ
の
本
質
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
 タリ
ス
 

ト
 に
と
っ
て
聖
書
と
は
、
字
義
と
い
う
「
意
味
」
の
レ
ベ
ル
で
は
 
な
く
し
 

て
む
し
ろ
「
も
の
」
の
レ
ベ
ル
で
、
あ
る
決
定
的
で
不
可
変
、
 

不
 可
 優
の
 

権
威
を
も
つ
「
宗
教
文
化
 材
 」
（
岸
本
英
夫
の
言
葉
。
本
書
 セ
 九
頁
、
 

他
 ㍉
な
の
だ
と
さ
れ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
あ
る
人
々
の
場
 合
は
 、
 

こ
の
不
可
変
・
不
可
侵
の
「
も
の
」
が
聖
書
だ
っ
た
と
い
う
こ
 と
で
あ
 

る
 。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
フ
ァ
 
ン
ダ
メ
 

ン
タ
リ
ズ
ム
を
も
っ
と
動
的
な
概
念
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
 
可
 能
 に
な
 

り
 、
著
者
は
こ
こ
に
、
 
財
称
的
 
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
脱
し
た
宗
教
学
的
 

一
般
概
 

念
 と
し
て
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
成
立
す
る
可
能
性
を
見
て
 
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
評
者
に
は
極
め
て
啓
発
的
に
思
わ
れ
た
。
 

フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
ま
た
、
本
章
の
も
う
一
つ
の
三
題
 
で
 あ
る
 

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
も
連
動
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
フ
 ァ ン
ダ
メ
 

ン
タ
リ
ズ
ム
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
 

な
 世
俗
化
と
、
そ
れ
に
伴
う
宗
教
 の
 個
人
 

化
と
い
う
状
況
に
対
応
し
た
、
個
々
の
宗
教
集
団
の
、
そ
れ
自
体
 
が
ま
た
 

グ
ロ
ー
バ
ル
 な
 反
応
、
反
動
な
の
で
あ
る
。
広
く
見
る
な
ら
ば
 、
歴
史
 

的
 
・
批
判
的
方
法
に
基
づ
く
聖
書
研
究
が
も
つ
、
イ
エ
ス
の
出
来
 

事
と
 キ
 

リ
ス
ト
教
の
成
立
を
イ
エ
ス
当
時
の
歴
史
的
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
 
ト
 か
ら
 

捉
え
直
そ
う
と
す
る
態
度
も
ま
た
、
そ
れ
自
体
が
、
現
代
の
世
俗
 
化
と
 ク
 

ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
こ
そ
の
出
来
事
で
あ
 
る
と
し
 

7
 

 
 

て
い
る
よ
う
で
あ
る
一
七
八
 
｜
 七
九
頁
 -
 。
 

 
 

第
二
部
第
一
章
「
福
音
書
文
学
と
比
 楡
 」
は
「
教
典
形
成
の
動
機
 」
と
 



副
題
さ
れ
、
福
音
書
の
中
で
最
も
「
歴
史
記
述
的
」
と
さ
れ
る
 ル 力
 福
音
 

書
 に
お
け
る
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
、
ま
ず
そ
の
「
 
プ
 
口
ロ
 ｜
 

グ
 」
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
言
葉
使
い
の
検
討
に
よ
っ
て
問
う
。
 

そ
こ
か
 

ら
 出
て
く
る
こ
と
は
、
ル
力
に
と
っ
て
は
近
代
歴
史
学
的
な
意
味
 
で
の
 史
 

実
を
語
る
こ
と
は
関
心
の
外
に
あ
っ
た
こ
と
の
確
認
で
あ
る
。
 

そ
 し
て
、
 

事
実
の
報
告
的
記
述
で
は
な
く
し
て
一
種
の
物
語
 -
 近
代
的
な
意
 味
 で
ほ
 

仮
構
で
も
あ
り
う
る
 
-
 と
し
て
イ
エ
ス
の
言
行
を
記
述
す
る
 

ル
カ
 的
な
歴
 

主
物
語
叙
述
は
、
す
で
に
教
団
と
し
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
 か 力
 時
代
 

の
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
あ
る
程
度
固
定
化
し
つ
つ
あ
っ
た
「
 
教
 説
 」
 を
 

安
定
的
に
語
る
枠
組
み
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
 

と
 著
者
 

は
 示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
新
約
 
学
 に
素
人
の
評
 者
の
誤
 

読
 か
も
し
れ
な
い
 
-
 。
こ
の
こ
と
は
、
回
章
の
後
半
で
の
、
「
 

讐
 」
 払
柵
卜
 

に
わ
 
わ
 

い
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
マ
ル
コ
や
 

Q
 
や
マ
タ
イ
と
は
、
ル
力
に
あ
 っ
て
は
 

雪
の
機
能
が
異
な
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
 

ル
力
 で
は
讐
は
、
超
越
 
的
な
も
 

の
、
 例
え
ば
「
神
の
国
」
の
何
た
る
か
を
言
語
化
す
る
際
に
不
可
 避
の
手
 

法
 と
い
う
よ
り
も
、
何
ら
か
「
修
辞
的
な
も
の
」
、
あ
る
い
は
「
 
例
話
」
 

と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
「
す
で
に
教
義
と
し
て
意
識
的
に
と
 
ら
え
か
 

え
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
超
越
的
な
も
の
、
終
末
的
な
も
の
を
土
台
と
 
し
て
、
 

今
や
 、
 生
き
方
の
模
範
を
求
め
る
発
想
が
前
面
に
出
て
く
る
」
 

よ
 う
 な
 状
 

祝
 が
、
そ
う
し
た
ル
カ
福
音
書
の
記
述
ス
タ
イ
ル
を
生
ん
で
 い
 る
 、
と
払
珊
 

じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
論
の
適
否
に
つ
い
て
は
評
者
は
何
 
も
 言
う
 

力
 を
も
た
な
い
が
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
語
ら
れ
て
い
る
内
容
 
よ
 り
も
そ
 

の
 
「
語
り
方
」
に
 任
 目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
形
成
さ
 れた
 状
 

況
 、
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
目
指
し
て
い
た
意
図
を
解
明
す
る
手
法
、
 

発
想
で
 

あ
り
、
こ
れ
は
「
教
典
論
」
と
し
て
極
め
て
生
産
的
な
態
度
で
あ
 
る
と
 思
 

わ
れ
る
。
 

 
 

続
く
第
二
章
「
書
簡
体
文
学
と
模
倣
」
も
「
教
典
継
承
の
動
機
」
 

と
 
副
は
 

題
さ
れ
て
、
著
者
の
最
も
専
門
と
す
る
題
材
の
一
つ
で
あ
ろ
う
 
牧
 全
書
簡
 

の
 
「
表
現
形
態
」
と
、
そ
れ
を
生
ん
だ
「
生
活
世
界
」
が
検
討
さ
 

れ
る
。
 

こ
の
、
神
学
思
想
の
表
明
と
し
て
は
「
い
さ
さ
か
色
の
め
せ
 
た
パ
 ウ
ロ
 主
 

義
 」
 ヲ
 ル
ト
マ
ン
 -
 三
 
一
八
頁
）
と
評
価
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
に
 

著
者
が
 

と
く
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
こ
に
、
パ
ウ
ロ
と
い
う
宗
教
的
天
才
 
の
、
確
 

か
に
過
激
な
思
想
、
教
え
と
生
き
方
と
が
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
 
団
 と
い
 

う
、
 多
く
の
人
々
の
生
を
包
容
す
る
が
ゆ
え
に
多
く
の
人
々
に
 
実
 践
 可
能
 

な
 教
え
に
ま
で
、
「
ひ
そ
か
に
内
実
を
奪
わ
れ
て
形
骸
化
」
三
一
一
 

一
四
頁
 -
 

さ
れ
て
い
く
過
程
を
見
て
取
れ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
 
て
、
そ
 

う
し
た
経
緯
に
よ
っ
て
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
が
一
つ
の
宗
教
と
し
て
 
成
立
し
 

て
い
っ
た
の
だ
、
と
著
者
は
考
え
る
。
「
宗
教
集
団
を
構
成
す
る
 

人
々
は
 、
 

ハ
 パ
ウ
ロ
と
い
つ
た
 

-
 
評
者
 注
二
 
カ
リ
ス
マ
的
人
物
の
到
来
に
期
 持
 し
、
 

そ
れ
を
崇
拝
す
る
が
、
同
時
に
 

、
 自
ら
は
そ
れ
と
一
線
を
画
し
た
 と
こ
ろ
 

ほ
 と
ど
ま
り
続
け
る
。
ま
た
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
教
団
は
、
現
実
 
に
 根
ざ
 

し
た
力
を
獲
得
し
え
な
い
の
で
あ
る
」
二
五
三
頁
Ⅰ
宗
教
と
い
 う
も
の
 

の
 現
実
を
こ
の
よ
う
に
広
く
深
く
見
つ
め
る
著
者
が
、
そ
う
し
た
 
初
期
 教
 

ム
ヰ
 
の
志
向
を
牧
会
書
簡
に
読
み
と
る
手
法
は
、
こ
こ
で
も
、
例
え
 
ば
 
「
 こ
 

の
 言
葉
は
真
実
で
す
 
-
 
ピ
 ス
テ
ィ
ス
・
 
ホ
 ・
ロ
ゴ
ス
こ
と
い
つ
 た
 小
さ
 

な
 定
型
何
が
テ
ク
ス
ト
内
で
果
た
し
て
い
る
意
味
作
用
を
精
密
 に
見
抜
 

き
、
そ
う
し
た
細
部
に
こ
そ
テ
ク
ス
ト
の
 、 密
か
な
、
し
か
し
 
最
 大
の
主
 

張
を
読
み
と
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
要
す
る
に
牧
会
書
簡
で
 
は
、
内
 

容
 よ
り
も
形
式
が
、
理
論
よ
り
も
実
践
が
重
視
さ
れ
る
」
二
五
 
一
頁
 -
 

の
で
あ
る
。
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
読
解
者
と
し
て
の
著
者
の
本
領
が
 
鋭
く
 発
 



書評と 紹介 

揮
 さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
 

第
二
部
第
三
章
は
、
「
日
本
に
お
け
る
聖
書
の
受
容
と
そ
の
機
能
 
の
変
 

化
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
通
り
の
内
容
で
、
牧
会
書
簡
研
究
と
は
そ
 
の
 扱
う
 

時
代
と
地
域
と
を
全
く
異
に
す
る
が
、
や
は
り
聖
書
と
い
う
数
曲
 
@
 
が
 信
徒
 

集
団
に
対
し
て
果
た
す
機
能
の
一
つ
の
極
北
が
見
定
め
ら
れ
て
 ぃ る
 0
 
 
前
王
 

書
の
頒
布
数
の
推
移
と
い
う
実
証
的
事
実
か
ら
発
し
て
、
近
代
日
 
本
に
お
 

い
て
は
聖
書
が
、
し
ぼ
し
ば
「
教
会
に
お
け
る
儀
礼
の
実
践
」
と
 
い
，
っ
コ
 

ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
「
一
般
の
文
字
書
や
思
想
 
書
と
 同
じ
 レ
 

ベ
ル
で
の
書
物
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
」
二
六
四
頁
 -
@
 」
と
に
、
 

「
教
典
の
機
能
の
新
た
な
拡
張
の
可
能
性
」
を
見
る
の
で
あ
る
。
 

そ
う
し
 

た
 方
向
で
の
聖
書
と
い
う
教
典
の
使
用
法
つ
ま
り
機
能
の
一
典
 型
 と
し
 

て
 、
内
村
鑑
三
な
い
し
無
教
会
主
義
に
お
け
る
聖
書
の
読
ま
れ
 
万
 が
 検
討
 

さ
れ
て
い
る
。
 

第
二
一
部
は
、
「
 
二
 0
 世
紀
最
大
の
新
約
聖
書
学
者
」
ブ
ル
ト
マ
ン
 払
弗
で
 

あ
る
。
著
者
の
視
点
か
ら
は
、
彼
は
聖
書
と
い
う
教
典
を
扱
い
な
 
が
ら
、
 

そ
れ
を
「
教
典
の
一
つ
」
と
し
て
見
る
宗
教
学
的
教
典
論
の
立
場
 
に
は
 立
 

た
ず
、
新
約
聖
書
学
の
枠
に
留
ま
り
続
け
た
、
そ
 
う
 し
よ
う
と
 努
 め
た
 学
 

者
に
見
え
る
。
そ
の
彼
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
、
 R
.
 オ
ッ
ト
ー
 と
 0
 対
比
 

（
第
一
章
「
ブ
ル
ト
マ
ン
と
「
宗
教
」
」
）
、
そ
の
「
神
話
」
理
解
 

の
 検
討
 

-
 第
二
章
「
プ
ル
ト
マ
ン
に
お
け
る
「
非
神
話
化
」
と
現
代
の
 

神
話
 

論
ヒ
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
対
比
 

-
 第
三
章
「
ブ
ル
ト
マ
ン
 
と
「
 哲
 

学
 」
」
 
-
 、
彼
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
的
な
る
も
の
へ
の
 関
 小
の
推
移
 の
 追
跡
 

-
 第
四
章
「
ケ
リ
 ュ
グ
で
 と
レ
ト
リ
ッ
ク
 ヒ
 
と
い
う
、
四
つ
の
 
側
面
か
 

ら
 明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
検
討
の
結
論
は
、
「
彼
の
思
 
想
 の
 発
 

展
 」
は
結
局
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
見
ら
れ
た
接
触
や
関
心
に
も
 
拘
 わ
ら
 

ず
 、
「
宗
教
や
宗
教
史
の
概
念
を
清
算
し
て
い
く
過
程
と
見
な
さ
 
れ
る
」
 

こ
と
、
彼
の
「
哲
学
理
解
」
も
「
最
終
的
に
は
特
定
の
歴
史
に
か
 
ら
め
 と
 

ら
れ
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
次
第
に
強
調
す
る
よ
う
に
な
 る
 
「
 
決
 

断
 」
は
、
「
結
果
的
に
は
神
字
的
な
ケ
リ
 

ュ
 グ
マ
自
体
が
決
断
の
 対
象
と
 

な
っ
て
」
い
き
、
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
の
中
で
こ
そ
キ
リ
ス
 
ト
教
的
 

意
味
の
場
が
さ
ぐ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
が
見
失
わ
れ
 
て
い
っ
 

た
 、
と
い
う
評
価
と
な
っ
て
い
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
著
者
が
日
 
指
す
 ょ
 

う
な
教
典
論
に
展
開
す
る
可
能
性
を
つ
ね
に
持
ち
な
が
ら
も
、
 

そ
 の
 都
度
 

そ
の
方
向
を
自
ら
遮
断
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
著
者
の
 
ブ
 ル
 @
 
マ
 

ン
 理
解
の
よ
う
で
あ
る
。
  

 

「
宗
教
一
般
」
な
る
も
の
の
存
立
を
無
反
省
に
前
提
し
て
、
古
今
 
東
西
 

の
 諸
宗
教
を
比
較
し
、
記
述
し
、
ま
た
そ
の
「
本
質
」
を
問
う
よ
 
う
 な
日
下
 

教
学
は
、
マ
ツ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
仕
事
以
来
百
年
数
十
年
を
経
 
て
、
大
 

き
な
成
果
を
挙
げ
る
と
共
に
 

、
 
一
つ
の
段
階
を
終
え
つ
つ
あ
る
か
 

に
 見
え
 

る
 。
し
か
し
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
学
そ
の
も
の
の
終
焉
を
意
 
抹
 す
る
 

の
で
は
な
い
。
宗
教
学
に
お
い
て
諸
宗
教
を
一
つ
の
視
点
か
ら
 
比
 敏
通
覧
 

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
目
的
な
の
で
は
な
く
し
て
、
個
々
の
 
宗
教
な
 

い
 し
宗
教
現
象
を
理
解
す
る
た
め
の
有
効
な
視
点
や
発
想
を
獲
得
 
し
 確
保
 

す
る
た
め
の
方
法
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
 比
 較
 宗
教
 

学
 、
あ
る
い
は
宗
教
現
象
学
的
発
想
と
知
見
を
前
提
と
し
て
 っ
ね
 に
 参
照
 

し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
宗
教
を
、
「
他
の
・
多
く
の
宗
教
」
 

と
の
 潜
 

 
 
 
 

在
 的
関
わ
り
の
中
で
研
究
す
る
こ
と
が
、
宗
教
学
が
元
来
志
向
し
 てい
た
 

こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
宗
教
学
は
 
、
 し
た
が
㏄
 

 
 

っ
て
、
同
時
に
特
定
宗
教
の
研
究
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
学
、
聖
 
書
学
で
 



あ
り
う
る
。
一
万
、
そ
う
し
た
外
に
開
く
志
向
を
も
た
な
い
特
定
 
宗
教
研
 

究
は
 、
本
書
の
著
者
が
再
三
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
問
し
、
 

滴
喝
 す
 

る
で
も
あ
ろ
う
。
宗
教
学
で
あ
る
聖
書
 学 、
キ
リ
ス
ト
教
研
究
で
 
あ
る
 字
 

教
 研
究
、
こ
う
し
た
学
的
ス
タ
ン
ス
が
、
あ
る
べ
き
宗
教
学
で
あ
 
る
と
 私
 

に
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
本
書
の
著
者
は
ま
さ
し
く
こ
れ
を
実
践
 
し
て
お
 

り
 、
本
書
は
そ
の
典
型
的
・
 
範
型
 的
成
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

定
め
ら
れ
た
紙
数
を
超
え
て
い
る
が
、
さ
 い
 ご
に
一
言
。
本
書
の
 
 
 

１
や
表
紙
、
扉
は
 
、
 グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
聖
書
は
じ
め
、
「
書
物
」
 

と
し
て
 

の
 聖
書
を
巡
る
長
い
歴
史
の
諸
相
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
美
し
い
 
意
 匠
 で
師
 

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
 装
偵
 と
い
う
以
上
に
 
、
 「
お
わ
り
 
@
 
@
 

こ
 」
 こ
 

示
唆
さ
れ
た
本
書
の
い
さ
さ
か
困
難
だ
っ
た
ら
し
い
刊
行
事
情
 と
と
も
 

に
 、
本
書
も
ま
た
、
あ
る
特
定
の
社
会
的
・
歴
史
的
状
況
の
な
か
 
で
 制
作
 

さ
れ
て
、
特
有
の
物
質
性
と
使
 
m
 機
能
を
有
し
た
一
冊
の
書
「
 物
  
 

宗
教
文
化
 材
 @
 
 

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
て
も
い
る
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は
じ
め
に
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
評
者
は
非
会
員
 
で
、
 
心
 

埋
 畑
の
人
間
で
あ
る
。
大
学
で
は
臨
床
心
理
学
を
教
え
て
い
る
 。
そ
れ
 

で
、
ま
ず
は
心
理
学
サ
イ
ド
か
ら
宗
教
心
理
学
に
関
し
て
見
え
て
 
く
る
も
 

の
に
触
れ
て
お
こ
う
。
 

臨
床
心
理
学
、
社
会
心
理
学
、
発
達
心
理
学
、
教
育
心
理
学
な
ど
 
と
同
 

様
に
、
「
心
理
学
」
と
い
う
名
が
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
宗
教
 
心
理
学
 

も
 心
理
学
の
一
分
野
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
白
球
な
よ
う
に
見
え
 
る
 。
 と
 

こ
ろ
が
、
心
理
学
関
係
の
学
部
、
学
科
、
コ
ー
ス
で
宗
教
心
理
学
 
と
い
，
 
っ
 

講
座
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
科
目
を
設
け
て
い
る
日
本
の
大
学
や
 
大
学
院
 

を
 評
者
は
ま
だ
知
ら
な
い
。
ま
た
、
宗
教
心
理
学
を
テ
ー
マ
に
し
 
て
、
卒
 

業
 論
文
、
修
士
論
文
、
ま
し
て
や
博
士
論
文
を
執
筆
し
て
提
出
す
 る
こ
と
 

は
 、
心
理
学
の
学
生
、
研
究
者
、
実
践
家
に
と
っ
て
は
か
な
り
 
無
 謀
 な
企
 

て
で
あ
り
、
指
導
教
官
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
勧
め
る
こ
と
は
め
 った
 に
 

な
 い
 

他
の
 
「
 
@
 
心
理
学
」
と
異
な
る
宗
教
心
理
学
の
こ
の
特
殊
な
扱
い
 
ま
、
 

@
 

一
九
世
紀
後
半
以
来
、
科
学
、
し
か
も
物
理
学
や
化
学
を
モ
デ
ル
 

と
す
る
 

村
本
諸
司
 

東
京
大
学
出
版
会
 
二
 0
0
 

一
年
四
月
一
 

0
 日
刊
 

A
5
 判
㎞
十
三
八
九
頁
四
八
 0
0
 円
 

島
薗
進
 ・
西
平
盲
縞
 

「
宗
教
心
理
の
探
究
 目
 

(782)@ 160 



書評と紹介 

自
炊
科
学
の
一
つ
と
し
て
自
ら
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
き
た
心
理
 
学
の
ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
歴
史
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
 
。
大
雄
 

把
に
 言
っ
て
、
も
と
も
と
心
理
学
は
哲
学
に
、
そ
し
て
哲
学
は
も
 

下
散
に
含
 

ま
れ
て
い
た
の
だ
が
、
宗
教
か
ら
哲
学
が
信
仰
と
は
区
別
さ
れ
る
 
理
性
を
 

根
拠
と
し
て
自
立
し
た
後
、
さ
ら
に
哲
学
か
ら
心
理
学
が
観
察
や
 
実
験
、
 

統
計
的
検
証
な
ど
を
基
本
的
手
続
き
と
し
な
が
ら
自
然
科
学
と
し
 
て
 自
立
 

し
よ
う
と
し
て
き
た
。
実
証
性
を
誇
る
心
理
学
に
と
っ
て
は
哲
学
 
と
の
 関
 

わ
り
だ
け
で
も
す
で
に
物
議
を
醸
す
の
だ
が
、
ま
し
て
や
宗
教
に
 
関
 わ
る
 

こ
と
は
心
理
学
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
学
問
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 
ィ
な
 さ
 

 
 

も
っ
と
も
、
現
実
の
心
理
学
は
、
宗
教
を
最
終
的
に
科
学
に
同
化
 
し
よ
 

う
と
い
う
究
極
の
野
望
と
、
自
ら
の
母
胎
と
し
て
の
宗
教
に
心
理
 
学
 が
解
 

消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
不
安
 -
 あ
る
い
は
心
理
学
を
解
消
し
 よ
う
と
 

い
 う
 衝
動
 ?
-
 
と
い
う
両
極
端
の
め
り
だ
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
 
己
 0
 位
置
 

を
 求
め
よ
う
と
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
 

機
械
論
、
因
果
論
、
還
元
主
義
、
要
素
主
義
、
仮
説
検
証
的
方
法
 
な
ど
 

で
 特
徴
づ
け
ら
れ
る
近
代
自
然
科
学
の
思
考
様
式
に
満
足
で
き
な
 
い
 心
理
 

学
者
が
 、
 自
ら
の
心
理
学
の
学
問
的
根
拠
を
そ
れ
と
は
異
な
る
 
考
 え
 方
、
 

方
法
論
、
た
と
え
ば
、
個
性
記
述
、
目
的
論
、
参
加
的
観
察
、
現
 
篆
字
、
 

解
釈
学
、
最
近
で
は
 々
 ラ
テ
ィ
ブ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
に
求
め
る
 

と
き
、
 

暗
黙
の
う
ち
に
は
常
に
、
宗
教
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
心
理
学
の
 
出
自
 と
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
悩
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
に
 
は
ゐ
不
鵬
笘
 

を
心
理
学
に
還
元
で
き
る
か
の
よ
う
に
三
振
し
て
き
た
臨
床
心
理
 
学
 で
さ
 

え
、
 
「
よ
り
科
学
的
な
」
心
理
学
か
ら
は
胡
散
臭
く
見
ら
れ
る
 
傾
 向
 に
あ
 

る
 0
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そ
れ
ゆ
え
、
従
来
の
心
理
学
で
も
倫
理
学
で
も
対
応
で
き
な
い
 
性
 質
の
、
心
 

理
的
 
・
倫
理
的
問
題
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
 

し
 か
し
 評
 

者
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
ほ
こ
の
う
え
な
く
新
し
い
も
の
で
 
あ
る
と
 

同
時
に
、
「
創
世
記
」
に
お
け
る
知
恵
の
実
を
め
ぐ
る
物
語
に
描
 
か
れ
て
 

い
る
よ
う
に
、
人
類
の
歴
史
の
始
ま
り
か
ら
あ
る
き
わ
め
て
古
い
 

宗
教
上
 

0
 間
頭
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

今
 翻
訳
中
の
心
理
臨
床
家
の
た
め
の
倫
理
の
本
は
 、 版
を
改
訂
 
す
 る
ご
 

と
に
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
ク
に
お
け
る
霊
的
、
宗
教
的
価
値
観
の
間
 
題
 に
多
 

く
の
頁
を
割
く
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
臨
床
家
と
患
者
双
方
 にこ
の
 

種
 の
問
題
へ
の
強
い
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
と
の
取
り
組
み
が
癒
し
 
と
 健
康
 

の
 鍵
を
握
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。
 

そ
れ
ゆ
 

え
 、
臨
床
の
実
践
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
臨
床
家
の
養
成
に
も
 
霊
性
と
 

宗
教
を
組
み
込
む
よ
う
に
と
い
う
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
 ので
あ
 

る
 。
 

と
こ
ろ
が
科
学
性
と
か
中
立
性
を
建
前
と
す
る
た
め
に
、
心
理
の
 「
 
専
 

門
家
 」
は
、
実
際
に
は
大
学
院
な
ど
で
の
訓
練
期
間
中
に
こ
の
種
 0 間
頭
 

の
 教
育
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
い
ま
ま
に
資
格
を
取
得
し
て
誕
生
し
 
、
実
践
 

を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
プ
ロ
の
臨
床
家
の
た
め
の
現
任
研
修
 
や
 継
続
 

研
修
で
も
宗
教
や
霊
性
を
テ
ー
マ
と
す
る
こ
と
ほ
め
っ
た
に
な
 
@
 
@
 
Ⅴ
 。
 "
-
 

+
.
 

ハ
 
し
 

が
 、
患
者
の
霊
的
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
は
、
専
門
家
と
 して
は
 

た
し
て
倫
理
的
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
の
ご
 
と
く
 起
 

こ
っ
て
く
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
臨
床
家
が
臨
床
家
と
し
て
の
 
ア
 ィ
 デ
 シ
 

テ
ィ
テ
ィ
を
失
わ
ず
に
職
業
倫
理
的
に
霊
的
問
題
に
取
り
組
む
と
 
は
 具
体
 

的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
う
い
っ
た
問
題
が
次
第
に
臨
 
氏
家
 の
 

あ
い
な
で
議
論
さ
れ
よ
う
と
し
て
き
て
い
る
。
 

霊
 性
や
宗
教
性
を
心
理
学
に
統
合
あ
る
い
は
回
復
す
る
心
理
学
 運
動
 

2
 

は
 、
周
知
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
だ
が
、
 

学
 派
 と
し
 

托
 

て
は
 ム
コ
 
な
お
マ
イ
ナ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
 

特
 に
ム
「
 
日
 

 
 

の
 ア
メ
リ
カ
で
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
注
意
深
く
宗
教
ぎ
立
 住
 っ
 こ
と
 

区
別
さ
れ
な
が
ら
、
社
会
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
 霊
性
 
一
の
 
口
 -q
-
 

（
 
u
a
 目
 （
巴
が
一
種
の
流
行
語
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
人
々
の
関
心
 を
 集
め
 

て
い
る
。
 

こ
う
し
た
現
代
の
精
神
状
況
に
あ
っ
て
臨
床
実
践
を
す
る
心
理
学
 
の
 事
 

門
 家
に
と
っ
て
、
宗
教
心
理
学
に
関
す
る
何
ら
か
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
 クが
求
 

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
臨
床
実
践
を
し
て
い
る
心
理
学
の
専
門
 
家
 た
ち
 

自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
の
が
望
ま
し
い
の
だ
が
、
先
程
述
べ
た
 
事
情
 か
 

ら
 言
っ
て
も
、
好
奇
心
を
そ
そ
る
大
衆
向
け
の
本
を
除
け
ば
、
 

が
 
っ
 ち
り
 

と
し
た
内
容
と
構
成
の
本
が
出
版
さ
れ
る
の
は
ま
だ
大
分
先
の
話
 
し
に
な
 

ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
書
、
島
 薗進
 
・
西
平
酉
偏
「
宗
教
心
 
理
 の
 探
 

先
日
の
出
版
を
、
心
理
学
の
専
門
家
と
し
て
ま
ず
は
素
直
に
歓
 迎
 し
た
 

 
  

 心
理
学
者
や
精
神
医
学
者
な
ら
、
宗
教
精
神
病
理
学
と
か
、
臨
床
 
実
践
 

で
の
霊
的
、
宗
教
的
問
題
に
対
す
る
心
理
学
専
門
家
の
倫
理
的
取
 
9
 組
み
 

方
な
ど
と
い
っ
た
テ
ー
マ
の
章
も
ほ
し
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
 

そ
 れ
は
な
 

い
も
の
ね
だ
り
で
あ
る
。
同
じ
く
、
扱
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
願
う
 
の
は
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
宗
教
（
特
に
キ
リ
ス
ト
教
各
派
、
ユ
ダ
ヤ
教
 
、
 イ
ス
ラ
 

ム
数
、
仏
教
な
ど
 
-
 や
 新
宗
教
の
各
団
体
自
体
が
人
間
の
心
に
っ
 い
て
ど
 

の
よ
う
な
理
解
 

-
 い
わ
ば
各
宗
教
、
各
宗
派
の
実
践
に
内
在
し
て
 

い
る
、
 小
 

理
学
）
を
発
展
さ
せ
て
き
た
か
、
ま
た
、
世
俗
の
心
理
学
や
心
理
 
学
文
化
 

に
 対
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
や
政
策
を
持
っ
て
い
る
か
、
 

心
 理
学
を
 



書評と紹介 

  
各
章
の
執
筆
者
の
氏
名
は
省
略
し
て
、
各
部
の
構
成
を
示
す
こ
と
 にす
 

る
 。
第
一
部
の
「
宗
教
心
理
論
の
系
譜
」
は
、
近
代
の
神
秘
主
義
 （
特
に
 

メ
ー
ヌ
・
 ド
 ・
ビ
ラ
ン
）
、
集
団
的
宗
教
心
理
論
 

-
 
特
に
ヒ
ュ
ー
 
ム
 -
 、
実
 

存
的
 宗
教
理
論
 
-
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 、
メ
イ
 ）
 、
  
 

ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
近
代
以
前
の
思
 
相
 ゅ
 
家
を
取
 

り
 上
げ
て
い
な
い
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
編
者
が
何
よ
り
も
 
、
近
代
 

に
な
っ
て
神
学
か
ら
独
立
し
た
宗
教
学
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
 
関
心
を
 

払
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
部
「
宗
教
心
理
学
の
展
開
」
は
、
フ
ロ
イ
ト
、
ユ
ン
グ
、
 

マ
 ズ
ロ
 

｜
 、
ポ
ス
ト
・
 
ユ
ノ
 ギ
ア
ン
 
一
 ノ
イ
マ
ン
と
ヒ
ル
マ
ン
 
-
 を
取
り
 

上
げ
て
 

い
る
。
宗
教
学
サ
イ
ド
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
当
然
取
り
上
げ
 
る
べ
き
 

心
理
学
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
心
理
学
 
サ
  
 

常
識
か
ら
す
れ
ば
、
 
い
 く
 っ
か
 違
和
感
を
覚
え
る
占
が
あ
る
。
 

第
一
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
心
理
学
は
実
際
に
は
き
め
 
ぬ
 て
多
 

様
な
流
れ
か
ら
な
り
、
こ
の
数
十
年
の
あ
 い
 だ
に
内
部
で
の
論
争
 -
 
た
と
 

え
ぽ
、
 悪
に
関
す
る
 
ロ
ジ
 ヤ
ー
ズ
 と
メ
イ
 の
論
争
、
 
マ
ズ
 ロ
ー
の
 心
理
主
 

義
 的
政
治
哲
学
へ
の
批
判
 -
 を
 経
て
か
な
り
の
変
遷
を
遂
げ
て
 き
て
い
 

る
 。
し
か
し
、
本
書
の
章
で
は
 て
ズ
 ロ
ー
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
 れ
て
い
 

る
 。
ま
た
、
そ
の
同
じ
章
の
末
尾
に
、
系
譜
か
ら
言
っ
て
普
通
な
 
ら
 精
神
 

分
析
の
章
の
末
尾
に
入
れ
る
べ
き
フ
ロ
ム
や
エ
リ
ク
ソ
ン
の
コ
ラ
 
ム
が
入
 

れ
ら
れ
て
い
る
、
た
し
か
に
思
想
的
内
実
に
お
い
て
彼
ら
は
 
ヒ
ュ
 １
％
 ニ
 

ス
ト
だ
が
、
精
神
分
析
 
家
 と
し
て
の
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 

も
曲
視
 

 
 

で
き
な
い
。
ま
た
、
ポ
ス
ト
，
ユ
ン
ギ
ア
ン
の
発
達
派
は
普
通
 、
 -
 対
象
 

関
係
論
的
方
向
の
 
一
 精
神
分
析
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
る
 
 
 

ン
派
 と
同
一
視
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
 
い
え
ば
 



古
典
派
に
近
い
ノ
イ
マ
ン
が
発
達
派
の
代
表
に
据
え
ら
れ
て
そ
の
 
思
想
が
 

詳
述
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
宗
教
 
に
深
 

ぃ
 関
心
を
有
し
て
い
る
占
で
宗
教
学
者
に
好
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
 
心
 理
学
者
 

た
ち
ぽ
か
り
で
あ
る
。
だ
が
、
心
理
学
と
宗
教
学
の
関
係
の
問
題
 
性
 を
よ
 

り
 鮮
明
に
す
る
に
は
、
宗
教
独
自
の
現
実
性
を
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
 
に
 否
定
 

し
て
行
動
統
制
や
情
報
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
に
還
元
し
て
し
ま
う
、
 

い
わ
ゆ
 

る
 
「
科
学
的
」
心
理
学
、
つ
ま
り
、
行
動
主
義
や
認
知
心
理
学
、
 

論
理
療
 

法
な
ど
を
も
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
 

第
三
部
の
「
宗
教
心
理
理
解
の
諸
相
」
で
は
、
人
類
学
、
宗
教
 現
象
 

学
 、
ジ
ン
メ
ル
、
京
都
学
派
の
そ
れ
ぞ
れ
と
宗
教
心
理
学
と
の
 
接
 点
が
追
 

求
 さ
れ
、
第
四
部
「
宗
教
心
理
へ
の
新
し
い
視
覚
」
は
現
代
思
想
 
、
臨
床
 

心
理
学
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
教
育
、
身
体
論
か
ら
宗
教
心
理
学
が
 
検
討
さ
 

れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
各
章
で
扱
い
き
れ
な
か
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
数
 
頁
 の
コ
 

ラ
ム
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
各
章
ご
と
に
挙
げ
ら
れ
た
 
数
点
の
 

参
考
図
書
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
 
、
読
者
 

に
 対
す
る
行
き
届
い
た
 
サ
 @
 ビ
ス
精
神
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
 

心
理
臨
床
家
は
、
立
場
上
何
よ
り
も
自
分
の
実
践
の
臨
床
的
効
果
 
を
優
 

先
 的
に
追
求
し
、
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
た
 
め
に
、
 

概
し
て
、
自
ら
が
依
っ
て
立
っ
て
い
る
心
理
学
の
成
り
立
ち
や
 
社
 全
的
背
 

景
 、
学
問
的
根
拠
と
そ
の
矛
盾
点
な
ど
に
関
し
て
無
関
心
や
無
 
頼
 着
に
な
 

る
 傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
関
連
文
献
を
広
く
か
つ
丹
念
に
読
 
む
こ
と
 

に
よ
っ
て
し
か
明
ら
か
と
な
っ
て
こ
な
い
事
柄
な
の
だ
が
、
日
本
 
の
 臨
床
 

心
理
学
系
の
字
部
や
大
学
院
で
は
、
そ
う
し
た
方
向
で
の
文
献
 
研
 究
 が
あ
 

  
そ こ交配 然よ 教 でと受超 宗で 背こ も案目 っ老 い る者 
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書評と 紹介 

の
 真
理
を
主
張
す
る
神
学
や
教
学
は
、
歴
史
の
所
産
で
あ
り
、
 

相
 射
的
な
 

も
の
と
も
 

=
@
@
 

え
る
 

0
 

各
宗
教
の
教
義
を
越
え
る
動
き
は
、
近
代
以
前
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
 
神
秘
 

家
に
見
ら
れ
た
し
、
諸
宗
教
の
一
致
や
異
教
的
要
素
の
統
合
の
動
 
き
 は
 か
 

ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
の
霊
性
の
特
徴
で
あ
り
、
現
代
に
通
じ
る
と
こ
 
ろ
が
あ
 

る
 。
し
か
し
、
宗
教
学
は
、
そ
の
舌
口
説
が
ど
れ
ほ
ど
一
般
大
衆
に
 

魅
惑
的
 

に
 響
こ
う
と
も
、
研
究
者
の
主
観
的
理
解
に
お
い
て
は
、
そ
れ
 
自
 体
 新
た
 

な
 宗
教
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
を
学
問
的
研
究
の
対
象
 に 据
え
 

る
も
の
で
あ
る
。
 

学
問
と
し
て
の
宗
教
学
が
基
本
的
要
素
と
す
る
の
は
、
大
ま
か
に
 
一
一
一
一
口
 

つ
 

て
 、
心
理
、
社
会
、
そ
し
て
歴
史
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
パ
ラ
メ
 
 
 

は
 、
本
来
は
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
近
代
で
は
、
 

何
か
し
 

ら
そ
の
各
々
が
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
経
験
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
 
、
そ
の
 

各
々
を
対
象
と
す
る
心
理
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
も
そ
れ
ぞ
れ
 
自
 己
 主
張
 

し
 、
か
つ
 競
ム
ロ
 
し
る
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
基
礎
 に
し
て
 

成
立
し
た
宗
教
学
は
、
心
理
主
義
、
社
会
学
主
義
、
歴
史
主
義
 へ
 と
 分
散
 

し
て
ゆ
く
誘
惑
を
は
ら
み
、
そ
れ
自
体
の
内
に
矛
盾
を
抱
え
た
 
学
 間
 で
あ
 

る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
宗
教
学
は
、
こ
れ
ら
の
基
礎
 
学
の
ぃ
 ず
れ
か
 

に
 解
消
さ
れ
た
り
、
内
部
矛
盾
で
解
体
し
な
い
た
め
に
は
、
こ
れ
 
ら
の
 有
 

機
内
連
関
を
あ
ら
た
め
て
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
 
有
 機
的
連
 

関
は
 、
現
代
社
会
に
生
き
る
各
信
者
の
体
験
的
内
実
は
と
も
か
 く
と
し
 

て
 、
宗
教
で
は
前
提
と
さ
れ
、
自
明
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

だ
 が
、
ゐ
示
 

教
学
は
、
そ
れ
自
体
宗
教
に
な
る
こ
と
を
断
念
す
る
と
こ
ろ
で
 
成
 立
し
て
 

い
る
だ
け
に
、
非
常
に
困
難
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
な
 
る
 。
 そ
 

し
て
、
本
書
の
執
筆
者
た
ち
の
多
く
は
、
そ
の
課
題
と
そ
の
困
難
 
さ
を
 強
 

く
 自
覚
し
て
い
る
。
 

宗
教
心
理
学
は
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
現
実
問
題
 とし
 

て
 、
就
職
や
講
座
開
設
の
状
況
か
ら
い
っ
て
も
、
沈
滞
し
て
い
る
 
し
 Ⅰ
 舌
 
ロ
ム
 
リ
 

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
を
い
ま
さ
ら
、
と
い
う
疑
問
が
も
た
 
れ
そ
う
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
の
出
版
を
動
機
づ
け
て
い
る
の
は
、
 

持
 に
島
薗
 

氏
の
 
「
集
団
的
心
理
論
」
の
章
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
 

う
 に
 、
 h
 示
教
学
の
 

基
礎
を
な
し
て
い
る
諸
学
問
の
統
合
へ
の
強
い
願
い
な
の
で
あ
ろ
 
う
 。
 そ
 

れ
が
結
果
的
に
は
、
初
期
の
社
会
学
内
部
に
お
け
る
心
理
学
の
発
 
掘
や
ヒ
 

ユ
 ー
 ム
 の
再
評
価
と
い
う
よ
う
に
、
心
理
寄
り
の
形
で
現
れ
て
い
 

る
と
 @
=
 

目
 

え
 よ
 う
 。
単
純
に
、
宗
教
学
内
部
で
の
社
会
学
派
や
歴
史
学
派
に
 
対
す
る
 

心
理
学
派
（
こ
う
い
っ
た
表
現
は
な
い
と
思
う
が
ご
の
巻
き
返
 し
の
 企
 

て
 で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
本
書
で
の
堀
江
 
宗
 王
氏
の
言
葉
を
借
り
 
ね
 。
は
 
、
 

「
他
者
論
的
展
開
を
経
た
現
代
思
想
の
厳
し
い
審
問
に
耐
え
う
る
 

」
七
本
 利
休
 

払
 

心
理
学
の
構
築
を
目
指
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
 

執
筆
者
の
一
人
で
あ
る
渡
辺
宇
瓦
 は 
一
九
九
八
年
十
一
月
以
来
、
 
宗
教
 

心
理
学
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
 

-
 
以
下
 M
L
-
 
を
 正
幸
し
て
お
り
 
、
評
者
 

も
 後
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
 

M
L
 
で
は
、
本
書
、
お
よ
び
、
 

一
九
九
 

九
年
の
秋
に
南
山
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
の
 パ
ネ
 ル
 企
画
 

「
宗
教
心
理
学
と
自
己
の
問
題
」
の
構
想
、
準
備
、
評
価
を
め
ぐ
 

っ
て
 熱
 

つ
 ぼ
い
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
発
言
者
の
重
な
り
日
天
口
か
ら
 

舌
口
っ
て
 

も
 、
こ
の
三
つ
は
互
い
に
連
動
し
る
う
関
係
に
あ
る
と
見
て
よ
か
 
ろ
う
。
 

そ
の
 M
L
 
に
よ
れ
ば
、
本
書
の
当
初
の
標
題
は
「
宗
教
心
理
学
の
 
世
界
 ヒ
 

 
 

だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
「
宗
教
心
理
の
探
究
 
ヒ
 へ
と
落
ち
着
 
い
た
こ
 

 
 

6
 

と
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
 

 
 



西
田
幾
多
郎
博
士
が
没
せ
ら
れ
て
六
十
年
近
く
の
歳
月
が
経
過
 
し
た
 

が
 、
書
店
の
店
頭
で
は
西
田
哲
学
に
関
す
る
研
究
書
の
新
刊
が
 、
  
 

つ
で
は
あ
る
が
着
実
に
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
恐
  
 

デ
オ
ロ
ギ
ー
 的
 偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
西
田
に
つ
い
て
自
由
に
 語
れ
る
 

雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
や
、
既
存
の
西
洋
の
哲
学
恩
 
相
 ル
 
だ
け
で
 

は
 、
世
界
が
直
面
し
て
い
る
問
題
に
対
処
で
き
な
い
の
で
は
な
い
 か
と
い
 

う
 意
識
が
 、
 広
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
な
ど
が
そ
の
大
き
な
一
因
と
 な
っ
て
 

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
も
最
近
発
刊
さ
れ
た
本
格
的
な
 
西
 田
 哲
学
 

研
究
書
の
一
冊
で
あ
り
、
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、
西
田
と
キ
リ
 ス
ト
 教
 

な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
に
関
係
の
深
い
思
想
家
・
哲
学
者
と
の
対
話
 
を
主
た
 

る
 テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
著
者
が
 
、
筑
 波
 大
学
 

に
 提
出
し
た
学
位
論
文
を
一
部
加
筆
、
訂
正
等
を
し
た
も
の
で
あ
 る
 。
 従
 

来
、
特
定
の
時
期
の
西
田
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
 た
 書
物
 

や
 論
文
な
ど
は
多
数
存
在
す
る
が
、
「
善
の
研
究
 
目
 成
立
以
前
か
 ら
 晩
年
 

の
 西
田
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
を
丹
念
に
追
っ
て
い
っ
て
 い
る
点
 

で
は
、
 恐
ら
く
本
書
の
右
に
出
る
も
の
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
学
 
術
 的
に
 

森
本
さ
と
し
 

朝
 支
社
 

二
 0
0
0
 年
一
 0
 月
一
八
日
刊
 

A
5
 判
 

四
 0
 三
十
 v
 百
四
 セ
 六
二
円
 

浅
見
 
洋
著
 

「
西
田
幾
多
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
」
 

貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
今
後
こ
れ
ら
の
関
わ
り
を
論
じ
る
場
合
に
 
 
 

 
 

捷
書
の
一
冊
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
本
書
は
西
田
哲
学
の
 
研
究
者
 

巧
 

 
 

は
 勿
論
、
東
西
の
霊
性
交
流
に
関
心
の
あ
る
人
々
に
も
一
読
さ
れ
 
る
べ
き
 

 
 
 
 
 
  
 

書
 で
あ
ろ
う
。
 

 
 

先
ず
、
評
者
な
り
の
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
な
が
ら
、
本
書
の
 
あ
ら
 

ま
し
を
紹
介
し
た
い
。
本
書
は
、
三
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
 第
一
部
 

は
、
 
「
キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
と
そ
の
理
解
」
と
題
さ
れ
、
西
田
 
が
ど
の
 

よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
と
対
話
し
、
そ
れ
を
受
容
・
理
解
し
た
か
を
 
、
西
田
 

の
 哲
学
的
展
開
に
即
し
て
素
描
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
 べき
こ
 

と
は
、
「
ま
さ
に
 
彼
 
一
面
里
の
哲
学
的
思
索
全
体
は
実
質
的
 
な
 遺
稿
 

「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
向
け
て
 

取
飯
 し
て
い
る
。
 

，
 
」
 れ
ば
 

キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
話
に
お
い
て
も
同
様
で
、
全
て
の
対
話
は
（
 
場
所
論
 

的
 神
学
）
へ
の
道
程
と
し
て
理
解
で
き
る
」
 

二
 
二
頁
括
弧
内
 は 評
者
）
 

と
 言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
著
者
の
西
田
理
解
の
特
 
徴
 を
示
 

し
て
い
る
が
、
「
場
所
的
論
理
的
神
学
」
 

宰
 西
田
幾
多
郎
全
集
し
 

一
一
巻
 

四
 0
 
六
頁
以
下
、
 
之
い
 
ま
 &
 目
と
 略
記
）
に
つ
い
て
は
後
 は
 ど
 言
及
 

し
た
い
。
さ
て
、
西
田
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
と
の
接
触
は
 
、
 我
尊
 会
 

の
時
代
に
遡
る
。
西
田
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
初
め
て
か
い
ま
 
見
 え
る
の
 

は
 、
友
人
、
金
田
（
山
本
 - 良
吉
 究
め
 、
こ
の
時
代
の
二
通
の
書
 簡
 に
お
 

い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
直
接
的
な
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
言
及
は
 
、
 し
ば
ら
 

く
の
 間
 ほ
と
ん
ど
姿
を
消
す
の
で
あ
り
、
次
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
 
接
触
が
 

著
述
の
中
で
具
体
的
に
確
認
で
き
る
の
は
、
猛
烈
な
参
禅
の
時
 期
 で
あ
 

る
 。
こ
の
時
期
の
「
聖
書
や
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
の
接
触
は
 
、
 
む
し
ろ
 

参
禅
と
同
じ
様
に
（
求
道
）
の
意
味
合
い
が
強
い
よ
う
に
思
わ
 れ
る
」
 

二
一
セ
 真
 -
 
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
口
高
等
学
校
 
講
 師
 、
教
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授
時
代
と
そ
れ
に
続
く
第
四
高
等
学
校
教
授
時
代
の
前
半
、
西
田
 
は
 熱
、
心
 

に
 参
禅
し
な
が
ら
も
、
西
洋
哲
学
の
書
物
だ
け
で
な
く
、
（
心
の
 
お
ち
つ
 

き
 Ⅹ
（
人
生
の
問
題
）
に
関
す
る
解
答
を
も
と
め
て
聖
書
を
読
ん
 
@
 
。
 
六
カ
 
Ⅰ
 、
 

恩
師
北
条
時
敬
の
指
導
等
が
あ
り
、
「
西
田
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
 
力
く
よ
、
 

真
正
な
己
の
獲
得
と
い
う
宗
教
的
課
題
の
実
現
を
禅
仏
教
に
求
 め
た
」
 

-
 三
三
頁
 -
 の
で
あ
る
。
 

出
世
作
裏
ロ
 の
 研
究
」
の
第
四
編
は
西
田
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
 宗
教
 

論
 で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
キ
リ
ス
ト
教
は
宗
教
哲
学
的
 
な
 考
察
 

0
 対
象
、
対
話
相
手
」
 
-
 
四
一
頁
 -
 で
あ
る
。
西
田
は
「
聖
書
的
 キ
リ
ス
 

ト
 教
の
宗
教
的
境
涯
が
純
粋
経
験
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
 」
 -
 
四
五
 

頁
 -
 と
 考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
自
己
の
否
定
的
転
換
に
よ
っ
 て
 、
「
 主
 

客
 合
一
一
純
粋
経
験
一
の
力
を
自
得
す
る
こ
と
 -
 
中
略
）
が
キ
リ
 
ス
ト
 教
 

の
 再
生
（
「
の
幅
の
 

コ
 の
 こ
ヰ
 。
Ⅰ
禅
の
見
性
の
解
釈
」
 

-
 
四
四
頁
一
で
 
あ
る
と
 

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
西
田
は
「
敢
え
て
自
分
の
 
立
場
が
 

汎
神
論
に
近
い
こ
と
を
表
明
し
」
、
「
従
来
か
ら
有
神
論
が
 

汎
神
ぬ
 冊
 に
対
し
 

て
 問
う
て
き
た
神
の
人
格
性
、
神
の
超
越
性
、
悪
の
起
源
な
ど
の
 
問
題
に
 

対
し
て
、
純
粋
経
験
の
立
場
で
反
論
と
弁
論
を
試
み
て
い
る
」
 

-
 
四
九
頁
）
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
汎
神
論
的
宗
教
理
解
」
に
 
沿
 っ
て
 西
 

田
 が
最
も
共
鳴
し
て
い
る
の
が
、
 

M
.
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
 
N
.
 
ク
 ザ
 ー
 ヌ
 

ス
 な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
者
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ズ
祥
 
0
%
 示
教
 

経
験
と
西
田
に
内
在
し
た
伝
統
的
な
宗
教
意
識
が
キ
リ
ス
ト
教
的
 
な
 概
念
 

で
 解
説
さ
れ
、
そ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
概
念
の
典
型
的
な
も
 
0
 が
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 神
秘
主
義
の
内
に
求
め
ら
れ
た
二
三
三
頁
）
の
で
あ
 
る
 。
 

星
ロ
 の
 研
究
」
に
続
く
「
思
索
と
体
験
」
と
「
自
覚
に
於
け
る
 直
 観
と
 

反
省
 ヒ
 で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
て
宗
教
は
ほ
と
ん
ど
考
察
の
 
対
象
と
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た
 西
田
哲
学
で
の
新
し
い
宗
教
の
定
義
の
一
 つ
は
 、
「
絶
対
現
在
 
の
 自
己
 

限
定
と
し
て
の
我
々
の
夏
涼
に
徹
す
る
」
 
@
 艮
 
Ⅹ
（
に
ど
こ
 と
で
あ
 

り
 、
そ
こ
か
ら
西
田
は
諸
宗
教
を
吟
味
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
 

二
冊
文
集
第
七
」
の
第
二
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
 
」
 の
 

根
幹
を
な
す
概
念
 は
 、
「
 逆
 対
応
」
と
「
平
常
 底
 」
で
あ
る
が
、
 
逆
 対
応
 

と
は
、
「
基
本
的
に
は
（
絶
対
と
相
対
と
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
 

な
 関
係
 こ
 

三
一
二
頁
 -
 を
 意
味
す
る
。
西
田
は
「
バ
ル
ト
は
信
仰
は
決
断
 で
あ
る
 

と
云
ふ
 。
而
も
そ
れ
は
人
間
の
決
断
で
は
な
い
。
 

-
 中
略
 -
 啓
示
 は
神
よ
 

0
 人
間
へ
の
賜
で
あ
る
」
 

ヨ
 N
 
き
馬
ご
 
な
ど
と
述
べ
て
い
 
る
よ
う
 

に
 、
バ
ル
ト
の
神
学
の
基
本
線
を
明
確
に
と
ら
え
、
当
時
の
プ
ロ
 テ
ス
タ
 

ン
ト
神
学
の
最
先
端
と
自
己
の
哲
学
と
を
切
り
結
ぶ
の
で
あ
る
 。
し
か
 

し
、
 
単
に
西
田
は
バ
ル
ト
を
肯
定
的
に
受
容
し
て
い
る
の
で
は
な
 
 
 

ル
ト
 の
「
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
 神
 」
「
 鞄
く
 

神
 」
は
「
絶
対
救
済
の
神
で
は
な
い
」
と
し
て
、
バ
ル
ト
を
批
判
 して
い
 

る
 
@
 
い
き
こ
 ㊥
。
ま
た
、
「
我
々
の
自
己
が
創
造
的
世
界
に
 お
い
て
 

絶
対
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
し
、
特
殊
な
る
時
間
空
間
を
超
え
 て、
行
 

 
 

為
の
瞬
間
に
お
い
て
水
連
に
接
し
て
い
る
事
実
が
終
末
論
的
と
呼
 
ば
れ
て
 

い
る
」
二
三
 0
 頁
 

傍
点
は
著
者
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
 文
中
の
 

傍
 占
は
著
者
に
よ
る
 
-
 が
 、
こ
れ
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
永
遠
の
 ム
 フ
 と
し
て
 

の
 瞬
間
を
意
味
す
る
。
勿
論
、
西
田
は
自
己
の
終
末
論
理
解
が
 
、
  
 

と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
お
り
、
西
田
の
終
末
 
論
ま
 

-
 
百
 @
 、
 

「
内
実
的
に
は
神
仏
教
的
な
特
色
」
を
も
っ
て
お
り
、
「
西
田
は
 

 
 

神
学
と
対
話
し
な
が
ら
そ
の
神
学
的
立
場
を
大
乗
仏
教
的
な
立
場
 から
 再
 

解
釈
し
、
換
骨
奪
胎
し
て
い
る
」
 

二
 
二
一
 
｜
 
一
二
二
頁
）
の
で
 
あ
る
。
 

要
す
る
に
、
西
田
は
当
時
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
が
持
つ
と
 
考
 え
ら
れ
 

た
 肯
定
面
と
否
定
面
を
描
き
出
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
 

本
書
の
第
二
部
は
、
「
宗
教
哲
学
的
対
話
と
宗
教
的
経
験
」
と
 

題
 
 
 

第
一
部
と
は
趣
を
異
に
し
て
、
西
田
哲
学
の
形
成
、
特
に
宗
教
 
払
 珊
の
構
築
 

 
 

に
 大
き
な
影
響
を
与
え
た
幾
つ
か
の
西
洋
思
想
と
の
対
話
と
「
 
宗
 教
 的
経
 

験
 」
（
 傍
 占
は
著
者
 -
 が
 考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
で
特
に
Ⅲ
 一
味
深
い
 

の
は
、
第
二
章
「
芸
術
経
験
と
未
公
開
俳
句
」
並
び
に
第
四
章
「
 ショ
ー
 

ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
純
粋
経
験
論
の
形
成
」
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
第
二
章
で
は
、
第
四
高
等
学
校
の
校
友
会
誌
「
北
辰
会
雑
誌
 
目
 @
@
 

-
 
Ⅰ
 

一
九
 0
 
二
年
一
二
月
か
ら
一
九
 
0
 
五
年
六
月
に
か
け
て
発
表
さ
れ
 た
、
西
 

田
 の
天
公
開
の
俳
句
八
五
旬
と
そ
の
背
景
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
 れ
て
い
 

る
 。
こ
の
頃
西
田
は
、
数
年
来
の
打
座
の
成
果
が
現
れ
ず
、
「
お
 そら
く
 

こ
の
近
道
が
ア
ポ
リ
ア
に
陥
っ
た
時
、
彼
は
そ
の
わ
き
適
宜
 五
術
 の
 創
作
 

活
動
 -
 を
 歩
も
う
と
し
た
」
二
六
九
頁
括
弧
内
は
評
者
 

-
 と
 推
測
さ
 

れ
て
い
る
。
 

第
四
章
で
は
、
 
A
.
 
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
純
粋
経
験
論
の
形
 威に
 

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
か
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
 
、
西
田
 

が
 純
粋
経
験
論
を
構
築
し
て
い
た
時
に
 、
 最
も
影
響
力
を
持
っ
た
   

W
.
 
ジ
ェ
ー
ム
ズ
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
 
 
 

対
話
を
通
じ
て
自
己
の
哲
学
を
形
成
し
ょ
う
と
試
み
た
時
期
が
あ
 っ
た
 に
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
今
ま
で
そ
う
し
た
事
実
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
 
@
 」
と
は
な
 

い
と
さ
れ
る
二
九
七
頁
 
一
 。
 @
 
」
の
頃
、
西
田
が
書
い
た
と
推
測
 

さ
れ
る
 

「
断
想
第
一
」
 @
 
Ⅱ
Ⅹ
（
（
 
H
-
 の
 前
半
の
覚
え
書
き
に
は
、
シ
ョ
  
 

ハ
ウ
ア
ー
の
名
前
お
よ
び
そ
の
思
想
に
関
す
る
言
及
が
し
ば
し
ば
 
見
ら
れ
 

る
 。
ま
た
、
「
善
の
研
究
」
第
三
編
「
 
善
 」
第
二
章
に
は
、
「
意
志
 
は
 我
々
 

の
 意
識
の
最
も
深
い
統
一
力
で
あ
っ
て
、
 

又
 実
在
統
一
力
の
最
も
 深
遠
な
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 発
現
で
あ
る
」
安
い
（
 目
 ㊥
な
ど
の
「
意
志
と
表
象
と
し
 
て
の
 世
 

界
 」
を
連
想
さ
せ
る
箇
所
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
西
田
の
意
 
士
 め
は
盲
目
 

的
 意
志
で
は
な
く
、
自
己
実
現
 説
 と
結
び
っ
い
た
意
志
で
あ
り
 、
「
西
田
 

は
 
（
純
粋
経
験
論
成
立
に
向
け
て
の
一
作
業
の
進
行
の
中
で
厭
世
 

主
義
的
 

な
 立
場
を
回
避
す
る
と
同
時
に
、
主
知
主
義
的
な
も
の
を
も
自
己
 
の
 体
系
 

の
中
に
包
含
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
」
 

二
 一
一
六
頁
括
弧
内
は
 評
者
 -
 、
 

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
の
ず
れ
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
つ
た
。
 

そ
の
他
、
第
一
章
で
は
西
田
と
グ
リ
ー
ン
を
含
む
英
国
哲
学
と
の
 
関
わ
 

第
三
章
で
は
純
粋
経
験
論
の
形
成
と
 W
.
 

ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
神
 

秘
 主
義
 

と
の
関
係
、
第
五
章
で
は
、
西
田
と
弁
証
法
神
学
と
の
対
話
が
 、
 -
 
第
一
 

部
 と
は
若
干
視
点
を
変
え
て
）
終
末
論
を
中
心
と
し
て
論
じ
 ろ
 れ
て
い
 

る
 。
そ
し
て
、
最
後
の
第
六
章
「
西
田
宗
教
論
の
キ
リ
ス
ト
教
 
思
 想
へ
の
 

可
能
性
」
に
お
い
て
、
著
者
は
、
西
田
に
は
参
禅
に
先
立
っ
て
 
英
 国
 の
 哲
 

学
 と
の
対
話
を
通
じ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
る
も
の
と
の
接
触
が
あ
 
り
、
更
 

に
そ
の
後
の
哲
学
形
成
 
期
 に
も
一
貫
し
て
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
 

0
 対
 話
 
-
 

が
 存
在
し
、
そ
う
し
た
哲
学
的
対
話
の
帰
結
と
し
て
、
「
場
所
的
 
論
理
と
 

宗
教
的
世
界
観
」
で
は
、
西
田
が
解
釈
し
た
限
り
で
の
キ
リ
ス
ト
 
教
 を
も
 

包
み
込
む
宗
教
哲
学
が
構
想
さ
れ
た
と
指
摘
し
た
上
で
、
「
そ
こ
 
に
 現
代
 

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
、
西
田
哲
学
に
学
び
、
接
近
し
う
る
 
可
能
性
 

の
 根
拠
が
存
在
す
る
」
の
で
あ
り
、
「
西
田
の
宗
教
論
は
新
た
な
 （
キ
リ
 

ス
ト
教
の
基
礎
づ
け
に
一
つ
の
大
き
な
可
能
性
を
提
供
す
る
こ
 一
 
二
四
三
 

頁
 -
 と
 述
べ
て
い
る
。
評
者
は
こ
の
著
者
の
見
解
に
賛
成
す
る
。
 

た
だ
、
 

著
者
は
「
西
田
の
宗
教
論
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
深
い
関
わ
 
り
を
も
 

っ
た
 」
 二
 
二
二
頁
 -
 思
想
家
の
一
人
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
 ア
 ー
を
 

取
り
上
げ
て
い
る
が
、
仏
教
的
な
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
 
@
 
」
の
哲
学
 

者
が
西
田
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
な
ぜ
深
い
関
わ
り
を
持
つ
の
か
 
、
 少
な
 

く
と
も
何
ら
か
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
二
章
は
 
、
 別
 の
 箇
 

所
で
 
-
 
例
え
ば
巻
末
で
 
-
 取
り
扱
っ
た
方
が
良
か
っ
た
の
で
は
な
 か
ろ
う
 

カ
 第

三
部
は
「
現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
西
田
哲
学
」
と
 題
さ
 

ね
 、
東
西
の
霊
性
交
流
や
比
較
思
想
な
ど
に
関
心
の
あ
る
者
に
は
 
最
も
興
 

味
 を
そ
そ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
部
で
は
、
北
森
 
嘉
 蔵
と
 滝
 沢
 克
己
 

の
 西
田
と
の
対
話
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
中
心
テ
ー
マ
と
な
 っ
て
 い
 

る
の
で
、
こ
こ
で
は
北
森
と
滝
沢
が
扱
わ
れ
て
い
る
章
を
紹
介
し
 
-
@
@
 

キ
 
@
 
ハ
 1
 
Ⅴ
 。
 

一
九
七
 0
 年
代
以
降
、
数
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
思
想
家
、
神
 
学
者
が
 

西
田
と
の
対
話
を
試
み
て
い
る
が
、
本
書
で
は
北
森
と
滝
沢
は
そ
 
の
 源
流
 

に
 位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
 

先
ず
、
北
森
は
、
第
二
章
「
北
森
 嘉
蔵
 
（
神
の
痛
み
の
神
学
 
こ
 
で
取
 

り
 上
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
「
神
の
痛
み
の
神
学
 
口
は
 、
 C
.
 マ
  
 

ソ
ン
 に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
き
つ
か
け
と
な
っ
て
「
か
な
 
9
 世
界
 

的
な
（
広
汎
と
は
言
い
得
な
い
が
 -
 評
価
」
三
五
一
頁
 -
 を
得
 る
こ
と
 

と
な
っ
た
。
北
森
は
、
一
方
で
は
西
田
哲
学
か
ら
大
き
な
影
響
を
 
受
け
な
 

が
ら
、
他
方
で
は
、
そ
の
哲
学
の
内
実
に
対
し
て
批
判
的
な
姿
 勢
 を
と
 

る
 。
北
森
の
西
田
に
対
す
る
批
判
占
の
第
一
は
、
自
己
否
定
的
な
 
神
を
西
 

田
は
絶
対
軸
と
捉
え
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
者
と
個
体
と
 の
 関
係
 

が
、
 真
に
絶
対
矛
盾
的
な
関
係
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
 い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
第
二
は
、
西
田
の
宗
教
論
に
お
い
て
は
、
「
悲
願
」
 

ヒ
 絶
対
 

 
 

袖
が
 等
値
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
矛
盾
が
消
失
し
、
か
え
っ
 
て
 包
ま
 

れ
 得
な
い
も
の
が
包
ま
れ
る
と
い
う
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
 
丘
 
 
 

立
し
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
 
T
 一
六
六
 ｜
 二
六
八
頁
㍉
 
北
森
は
 



神
学
者
と
し
て
宗
教
哲
学
的
思
惟
に
絶
え
ず
一
定
の
距
離
を
保
ち
 
、
審
く
 

 
 

も
の
と
し
て
そ
れ
に
接
す
る
の
で
、
「
宗
教
間
対
話
の
真
の
起
 
苫
 と
は
な
 

 
 り

 得
な
か
っ
た
」
 
二
一
セ
 五
頁
 -
 と
 著
者
は
断
じ
て
い
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
寧
ろ
第
三
章
「
滝
沢
克
己
（
イ
ン
マ
 
ヌ
 
エ
レ
 
j
 

の
神
人
学
こ
で
滝
沢
の
方
を
評
価
し
て
い
る
。
滝
沢
の
著
作
「
 西
田
哲
 

学
の
根
本
問
題
し
で
は
、
「
西
田
哲
学
 

は
神
 、
す
な
わ
ち
絶
対
に
 見
る
べ
 

か
ら
ざ
る
も
の
の
直
覚
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
（
絶
対
に
見
 
る
べ
か
 

う
 ざ
る
も
の
）
こ
そ
、
西
田
が
非
連
続
の
連
続
、
な
い
し
は
即
で
 
結
ば
れ
 

る
 諸
概
念
に
よ
っ
て
言
い
表
そ
う
と
し
た
根
源
的
事
実
で
あ
る
 」
三
一
八
 

六
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
人
間
は
神
を
直
覚
す
る
こ
と
が
で
き
 
な
い
の
 

で
、
西
田
哲
学
の
根
底
で
あ
る
神
の
直
覚
と
西
田
の
宗
教
的
体
験
 
と
は
 区
 

別
き
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
後
年
の
滝
沢
の
小
論
「
 西
 田
 幾
多
 

郎
 」
で
は
、
西
田
は
事
実
的
に
存
在
す
る
も
の
そ
れ
自
体
の
「
 
原
 始
的
構
 

造
 」
を
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
と
し
て
、
そ
れ
に
直
属
す
る
 
運
動
の
 

仕
方
を
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
」
と
「
行
為
的
直
観
 」
と
し
 

て
 、
純
粋
に
概
念
的
に
言
い
表
し
た
と
、
西
田
が
肯
定
的
に
評
価
 
さ
れ
て
 

い
る
一
方
、
人
間
存
在
の
根
本
規
定
で
あ
る
神
人
関
係
の
不
可
分
 
、
不
可
 

回
 、
不
可
逆
の
内
の
不
可
逆
が
、
西
田
哲
学
に
は
欠
け
て
い
る
と
 玉帳
 さ
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
滝
沢
に
 

よ
 れ
ば
、
そ
れ
は
西
田
哲
学
の
構
 造
 的
矢
 

隅
 で
は
な
く
、
望
ロ
 の
 研
究
」
以
来
の
主
観
主
義
的
桟
道
 に
 起
因
 す
る
も
 

の
と
さ
れ
る
。
彼
は
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
 ｜
 久松
真
一
博
士
 

「
 無
神
 

ぬ
珊
 
」
に
ち
な
ん
で
」
以
降
、
神
と
人
と
の
第
一
義
と
第
二
義
 

接
触
 と
 

0
 区
別
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
三
振
す
る
。
第
一
義
の
接
触
と
は
 
、
 神
は
 

我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
と
い
う
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
 原 事
実
で
あ
り
 
、
第
二
 

義
の
接
触
と
は
、
人
が
原
事
実
そ
の
も
の
の
働
き
に
よ
っ
て
イ
ン
 マヌ
エ
 

か
め
 庶
事
実
に
目
覚
め
る
こ
と
で
あ
る
ひ
伝
統
的
に
は
キ
リ
ス
ト
 
教
は
絶
 

対
と
 相
対
の
関
係
の
不
可
逆
性
を
強
調
し
、
仏
教
は
可
逆
性
を
強
 

 
 

き
た
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
仏
教
も
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
の
庶
事
実
の
上
 
に
成
立
 

 
 

し
て
い
る
宗
教
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
第
一
義
の
接
 
触
 の
 特
 

殊
 形
態
な
の
で
あ
る
。
滝
沢
は
晩
年
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
 
亡
 
下
散
対
話
 

の
 渦
中
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
彼
が
「
西
田
 目
様
 、
 

 
 

（
根
源
的
事
実
に
目
を
止
め
続
け
よ
う
と
し
た
）
か
ら
で
あ
り
、
 

哲
学
者
 

と
し
て
伝
統
的
教
理
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
実
在
・
事
理
と
 
の
た
ゆ
 

ま
ざ
る
格
闘
の
中
に
身
を
置
い
た
か
ら
」
 

三
 0
 九
頁
 -
 な
の
で
 あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
滝
沢
の
姿
勢
へ
の
共
鳴
が
出
発
 
占
 
と
な
っ
て
、
現
在
 で
は
 プ
 

ロ
ス
タ
ン
ト
の
範
囲
を
超
え
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
浄
土
系
仏
教
、
 

密
教
系
 

仏
教
な
ど
に
も
宗
教
間
対
話
は
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
と
さ
れ
 る
 。
 た
 

だ
、
佃
ぃ
物
 
ね
だ
り
の
要
求
に
な
る
が
、
滝
沢
以
降
の
宗
教
間
 
対
 話
 の
 発
 

展
と
 、
そ
の
中
で
の
西
田
哲
学
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
も
う
 
少
し
詳
 

し
く
論
じ
て
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。
 

そ
し
て
、
こ
の
部
の
最
後
の
「
結
語
新
た
な
創
造
的
対
 
話
へ
 

」
で
は
、
西
田
の
晩
年
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
「
場
所
的
 
%
 冊
理
的
神
 

学
 」
と
し
て
と
ら
え
、
西
洋
的
な
有
神
論
の
概
念
と
そ
の
前
提
の
 
上
 で
構
 

薬
 さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
妥
当
 
性
 を
も
 

ち
 得
な
く
な
っ
た
現
代
で
は
、
場
所
的
論
理
的
神
学
は
豊
か
な
 
可
 能
 性
を
 

持
っ
て
い
る
と
の
結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
。
 

尚
 、
巻
末
の
「
資
料
 編
 」
で
 

は
 、
前
述
の
末
公
開
の
俳
句
・
短
歌
、
そ
の
他
、
未
発
表
の
論
文
 
な
ど
が
 

収
録
さ
れ
て
お
り
、
資
料
と
し
て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
か
な
り
忠
実
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
こ
の
 
妻
 目
 
卍
目
と
 

@
 

 
 

紹
介
の
目
的
は
こ
れ
で
ほ
と
ん
ど
達
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
 

こ
こ
で
 



あ
え
て
評
者
な
り
に
 

-
 紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
最
も
本
質
的
 な
こ
と
 

に
 限
っ
て
一
二
・
三
コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
て
み
た
い
。
た
だ
し
 
 
 

 
 

の
 コ
メ
ン
ト
も
あ
く
ま
で
も
評
者
な
り
の
見
解
で
あ
っ
て
、
そ
れ
 
に
よ
っ
 

て
 本
書
の
価
値
が
損
な
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
 

先
ず
、
著
者
は
第
三
部
で
、
北
森
よ
り
も
滝
沢
の
立
場
を
評
価
し
 てい
 

る
 。
し
か
し
、
逆
に
西
田
か
ら
滝
沢
を
見
た
場
合
、
滝
沢
は
 
、
神
 と
 人
間
 

の
 不
可
逆
性
を
強
調
す
る
が
、
そ
れ
こ
そ
逆
に
対
象
論
理
的
 
残
津
 と
 言
え
 

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
 

不
可
逆
 

即
 可
逆
 

芝
の
 「
 即
 」
は
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
意
味
 -
 と
  
 

が
 、
絶
対
と
相
対
と
の
具
体
的
関
係
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
 
、
こ
 の
 占
に
 

関
し
て
著
者
な
り
の
見
解
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
少
し
 
残
念
で
 

あ
る
。
 

次
に
、
著
者
は
「
思
索
の
深
ま
り
に
と
も
な
っ
て
、
立
場
や
使
用
 
さ
れ
 

る
 諸
概
念
が
「
善
の
研
究
 ロ
 と
は
全
く
異
な
っ
た
様
相
を
呈
す
る
 場 ム
ロ
が
 

あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
望
ロ
 

の
 研
究
」
の
立
場
で
 あ
る
 純
 

粋
 経
験
論
と
そ
こ
で
使
用
さ
れ
た
概
念
の
発
展
、
な
い
し
は
内
属
 とし
て
 

解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
 

二
セ
セ
 真
 -
 な
ど
と
述
べ
て
 ぃ
 る
が
、
 

西
田
哲
学
の
発
展
の
連
続
性
の
契
機
を
強
調
し
す
ぎ
の
き
ら
い
が
 
あ
る
の
 

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
詳
論
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、
 

西
 田
 哲
学
 

0
 発
展
自
体
が
非
連
続
の
連
続
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
 
、
あ
 る
き
ぼ
体
 

で
室
 ロ
の
 研
究
」
と
後
期
の
西
田
哲
学
で
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
 ある
と
 

も
 考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
や
や
見
落
と
さ
れ
て
 いる
の
 

-
I
-
 

 
 

 
 

 
 

論
理
と
そ
の
 表
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い
く
か
内
在
的
方
向
か
ら
入
っ
て
い
く
か
の
入
り
方
の
違
い
が
あ
 
る
と
い
 

う
 立
場
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
 

-
 
も
し
「
神
学
」
と
い
 
う
言
葉
 

を
 使
 う
 の
な
ら
 -
 「
場
所
的
論
理
的
神
学
」
の
核
心
で
は
な
か
ろ
 

，
 
つ
、
 
カ
 。
 

以
上
、
 
ニ
 ・
 三
 コ
メ
ン
ト
を
付
け
加
え
て
き
た
。
最
後
に
 、
著
 者
は
 

「
あ
と
が
き
」
で
、
出
版
事
情
が
厳
し
い
中
、
地
方
に
在
住
す
る
 

研
究
者
 

は
 研
究
の
成
果
を
公
表
す
る
機
会
に
な
か
な
か
恵
ま
れ
な
い
と
 
圭
 白
 い
い
て
 
い
い
 

る
が
、
地
方
在
住
の
著
者
に
よ
る
本
書
の
存
在
は
、
地
方
で
地
道
 
に
 努
力
 

す
る
他
の
研
究
者
の
励
み
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

7
 
玉
 

了
 @
 
 こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
拙
論
「
後
期
西
田
哲
 
学
 と
現
 

代
 科
学
」
「
大
阪
経
済
大
学
教
養
部
紀
要
目
一
五
号
、
一
九
九
七
 

年
、
 

八
九
頁
以
下
参
照
。
 

（
 
2
 ）
仏
教
本
来
の
立
場
に
関
し
て
は
、
例
え
 ぼ
 、
中
山
延
 
二
 
「
 矛
盾
的
 

相
即
の
論
理
 
L
 直
垂
 死
 、
一
九
 セ
 四
年
参
照
。
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仲
原
 

孝
 

こ
こ
で
書
評
さ
れ
る
小
野
真
氏
の
著
書
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
 

死
 

と
 言
葉
の
思
 
牽
 
（
以
下
「
本
書
」
と
 
い
こ
 
は
、
一
九
九
九
年
 一
月
に
 

著
者
の
小
野
氏
 -
 
以
下
「
著
者
」
と
い
う
 -
 が
 京
都
大
学
文
学
部
 に
 提
出
 

し
た
課
程
博
士
論
文
に
、
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
 
と
で
あ
 

る
 。
本
書
の
「
 
序
 」
お
よ
び
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
、
著
者
は
 「
存
在
 

と
 時
間
 ヒ
を
 研
究
し
は
じ
め
て
以
来
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
存
在
 の
 思
索
 

と
 等
根
源
的
に
 
、
 死
と
舌
口
葉
の
思
索
を
同
時
遂
行
し
て
い
る
、
 
と
 い
う
 強
 

い
 印
象
を
も
っ
た
。
そ
こ
で
、
か
な
り
巻
数
が
そ
ろ
っ
て
き
た
 
全
 集
 を
資
 

料
 と
し
て
、
こ
の
印
象
を
確
証
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
の
が
 
本
 重
田
の
 
圭
由
心
 

図
 の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
意
図
を
実
現
す
る
た
 
め
に
、
 

ま
ず
「
い
ま
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
も
 つ
あ
る
 

重
要
な
意
義
」
と
し
て
、
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
存
在
の
思
索
に
 基
づ
き
 

つ
つ
、
死
と
言
葉
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
究
明
し
よ
う
と
し
た
 
希
 有
 な
思
 

索
 者
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
立
て
ら
れ
、
こ
の
テ
ー
ゼ
を
 、
 ハ
イ
デ
 

ッ
ガ
 ー
の
生
涯
の
思
想
の
歩
み
を
た
ど
り
な
が
ら
あ
と
づ
け
て
ゆ
 
く
、
と
 

い
 子
形
を
と
っ
て
論
述
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
後
 で
 紹
介
す
る
 本
 

小
野
真
薯
 

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
 

死
 と
言
葉
の
思
索
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書評と紹介 

書
 各
章
の
見
出
し
に
も
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 

本
 圭
日
は
、
 

三
十
歳
の
若
い
時
期
か
ら
晩
年
ま
で
に
い
た
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
ほ
 ほ
全
 

生
涯
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
思
想
発
展
を
網
羅
的
に
叙
述
す
る
、
 

と
い
，
 
つ
 

形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
発
展
の
叙
述
そ
の
も
の
 も
、
 

「
従
来
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
像
を
変
化
さ
せ
る
」
全
集
刊
行
の
進
捗
 

を
 背
景
 

と
し
て
、
「
通
説
的
見
解
に
反
」
す
る
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
 
の
道
の
 

新
た
な
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
を
基
本
的
な
作
業
と
す
る
」
 と
さ
れ
 

る
 。
具
体
的
に
い
う
と
、
一
九
二
 

0
 年
代
初
頭
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

｜
が
講
 

義
 の
な
か
で
重
要
な
概
念
と
し
て
頻
繁
に
用
い
た
，
田
の
 h
o
 
（
 ヨ
 い
 -0
%
 串
 

お
貯
 ㌔
（
「
形
式
的
告
示
 ヒ
 
と
い
う
概
念
へ
の
理
解
が
 
、
 単
に
 
ハ
 イ
デ
ッ
 

ガ
 ー
の
初
期
の
思
想
の
み
な
ら
ず
、
後
期
の
著
書
 吾
 巻
葉
へ
の
 途
 ド
 
Ⅱ
 上
目
 よ
 
几
し
 

ど
で
展
開
さ
れ
て
い
る
思
索
の
理
解
の
た
め
に
も
、
不
可
欠
の
条
 
件
 で
あ
 

る
こ
と
を
示
す
こ
と
。
 
ペ
 ゲ
ラ
ー
や
細
川
亮
一
を
は
じ
め
と
す
る
 多
く
の
 

研
究
者
が
す
で
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
涯
の
思
索
を
、
「
意
味
 
｜
 真
理
 

１
場
所
」
と
い
う
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
表
わ
さ
れ
る
三
つ
の
時
 
期
に
区
 

介
 す
る
こ
と
は
行
な
っ
て
い
る
が
、
プ
レ
ー
メ
ン
講
演
を
は
じ
め
 
と
す
る
 

新
資
料
の
公
刊
を
背
景
に
し
て
、
こ
の
各
時
期
の
間
の
移
行
が
起
 こっ
た
 

具
体
的
年
代
に
つ
い
て
、
従
来
の
通
説
と
は
異
な
る
見
解
を
提
示
 
す
る
こ
 

と
 。
さ
ら
に
、
ブ
レ
ー
メ
ン
講
演
、
と
り
わ
け
第
三
講
演
「
危
険
 
」
の
 公
 

刊
が
、
 「
い
ま
ま
で
 謎
 と
さ
れ
て
い
た
、
性
起
の
思
索
に
お
け
る
 死
の
問
 

題
の
核
心
へ
と
迫
る
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
」
こ
と
を
示
す
こ
 
と
 0
 こ
 

う
 い
っ
た
こ
と
を
通
じ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
生
涯
の
思
索
の
新
 
し
い
 全
 

体
 像
を
描
き
出
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
 

で
は
続
い
て
、
各
章
ご
と
の
具
体
的
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
木
室
 

日
 の
八
十
エ
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体
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次
の
よ
う
な
 章
 構
成
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
 



っ
て
い
る
、
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
存
在
 

と
 時
間
 ヒ
 

へ
の
最
終
的
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
の
は
一
九
二
五
Ⅰ
二
六
年
冬
 
学
期
講
 

義
 で
の
カ
ン
ト
解
釈
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
本
室
 

田
の
王
導
 

的
 関
心
で
あ
る
死
の
問
題
に
関
し
て
は
、
一
九
二
四
年
の
講
演
「
 
時
間
の
 

概
念
」
な
ど
に
「
存
在
と
時
間
口
の
死
の
思
想
の
先
駆
的
形
態
が
 
見
い
た
 

さ
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

第
三
章
 砦
 存
在
と
時
間
」
に
お
け
る
死
と
舌
口
葉
の
諸
問
題
 

"
 で
 は
、
 

本
書
の
主
導
的
関
心
で
あ
る
「
 死
 と
言
葉
の
問
題
」
と
い
う
観
点
 か
ら
、
 

「
存
在
と
時
間
」
の
豊
富
な
内
容
の
な
か
で
特
に
「
 

死
 」
と
「
 @
 葉
 」
に
 

関
連
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
総
括
と
解
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
 。
「
存
在
 

と
 時
間
 ヒ
 で
は
、
「
 死
 」
と
「
言
葉
」
 
-
 
根
源
的
な
語
り
売
色
の
 ）
 と
し
 

て
の
良
心
の
呼
び
 
士
 
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
「
形
式
的
上
口
木
」
に
お
 

い
て
 結
 

合
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
語
り
と
時
間
性
と
の
関
係
は
暖
 
味
 な
 ま
ま
に
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
 占
 が
あ
る
こ
と
、
等
が
論
じ
ら
れ
て
い
 

る
 。
 

第
四
章
 
"
 「
形
而
上
学
」
構
想
の
諸
相
 "
 で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
  
 

「
存
在
と
時
間
」
の
思
想
に
問
題
点
を
見
い
だ
し
つ
つ
も
な
お
 

形
 面
上
手
 

の
 構
想
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
 

具
 体
 的
に
 

い
う
と
、
「
存
在
と
時
間
」
が
挫
折
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
経
緯
 
、
一
九
 

二
八
年
夏
学
期
講
義
で
語
ら
れ
て
い
る
、
「
基
礎
的
存
在
論
」
と
 

「
メ
タ
 

存
在
論
」
と
の
統
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
形
而
上
学
」
の
構
想
 
一
九
 

二
九
年
の
三
つ
の
著
作
に
お
け
る
現
存
在
の
有
限
性
の
思
想
の
深
 
 
 

順
次
論
じ
ら
れ
、
そ
し
て
最
後
に
、
一
九
二
九
 
ノ
三
 0
 年
冬
学
期
 の
 講
義
 

で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
が
「
ま
っ
た
く
新
し
い
始
ま
り
」
を
 
試
み
て
 

い
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
現
存
在
の
時
間
性
と
い
う
構
造
か
ら
 
存
在
を
 

解
釈
す
る
と
い
う
、
「
存
在
と
時
間
」
の
基
礎
的
存
在
論
の
基
本
 
的
な
構
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書評と紹介 

以
上
、
本
書
の
内
容
を
ご
く
簡
潔
に
概
観
し
て
き
た
が
、
な
に
ぶ
 
ん
五
 

百
 頁
を
超
え
る
大
著
で
あ
り
、
膨
大
な
巻
数
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
全
 集
 を
ほ
 

と
ん
ど
網
羅
的
に
近
い
形
で
扱
っ
て
い
る
た
め
、
以
上
の
よ
う
な
 
短
い
概
 

観
 で
本
書
の
内
容
の
す
べ
て
が
尽
く
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
の
は
 
三
 
白
 う
ま
で
 

も
な
い
。
全
集
の
巻
数
が
そ
ろ
っ
て
き
た
最
近
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
 
 
 

思
想
の
歩
み
を
ほ
と
ん
ど
半
年
刻
み
で
た
ど
る
研
究
が
増
え
て
き
 
て
い
る
 

が
 、
こ
う
し
た
研
究
に
関
心
を
も
つ
者
に
と
っ
て
は
、
本
書
が
 
ム
 「
後
、
必
 

ず
 参
照
さ
れ
る
文
献
の
一
つ
と
な
る
の
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
 

た
だ
、
 

こ
う
し
た
近
年
の
発
展
史
的
研
究
の
進
展
に
伴
っ
て
、
一
時
は
単
 
な
る
 ス
 

キ
ャ
ン
ダ
ル
騒
動
の
域
を
出
な
か
っ
た
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ナ
チ
 
ズ
ム
」
 

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
支
持
の
言
説
よ
り
も
、
晩
年
ま
で
維
持
し
つ
づ
 
け
た
  
 

語
の
特
権
性
の
承
認
の
方
に
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

第
六
章
 
"
 性
起
の
本
質
構
造
の
「
静
け
さ
の
響
き
」
へ
の
展
開
  
 

は
 、
ま
ず
「
真
理
」
の
立
場
か
ら
「
場
所
」
の
立
場
へ
の
移
行
が
 
一
九
 

二
 末
年
の
「
寄
与
」
で
成
立
し
、
一
九
四
四
 ノ
 四
六
年
の
論
文
「
 
ニ
ヒ
リ
 

ズ
ム
 の
存
在
史
的
規
定
」
で
顕
在
化
し
、
一
九
四
九
年
の
ブ
レ
ー
 
メ
ン
 講
 

漬
 で
完
成
す
る
、
と
い
う
年
代
決
定
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
 
ら
、
ハ
 

イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 後
期
に
お
け
る
「
死
の
思
索
の
根
本
語
」
で
あ
る
「
 
存
在
の
 

山
並
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
「
言
葉
は
存
在
の
住
処
で
あ
る
 
」
と
は
 

何
を
意
味
す
る
か
、
さ
ら
に
、
初
期
の
「
形
式
的
告
示
」
と
い
う
 
概
念
が
 

後
期
で
は
「
ム
ロ
 図
 」
と
い
う
形
に
変
容
さ
れ
て
捉
え
な
お
さ
れ
て
 い
る
こ
 

と
、
 等
が
論
じ
ら
れ
た
後
で
、
最
後
に
、
「
 

死
と
 舌
口
葉
の
思
索
の
 日
 
取
緒
 的
 

な
 結
晶
」
と
し
て
「
静
け
さ
の
響
き
」
と
い
う
舌
口
葉
の
意
味
が
解
 

萌
 さ
れ
 

て
い
る
。
 

論
争
も
、
近
年
で
は
少
し
ず
つ
冷
静
さ
と
深
み
を
も
つ
よ
う
に
な
 っ
て
き
 

て
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
共
感
は
単
な
る
一
時
 
の
気
の
 

迷
い
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
思
想
の
根
本
性
格
に
起
因
 
す
る
も
 

の
だ
、
と
解
釈
す
る
研
究
者
が
最
近
で
は
増
え
て
き
て
い
る
。
 

実
 際
例
え
 

ぼ
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
後
期
思
索
に
と
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
 
た
す
へ
 

ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
学
長
職
を
辞
し
た
 
他
 な
ら
 

ね
 そ
の
一
九
三
四
年
に
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
「
存
在
と
時
間
 
」
の
 思
 

想
 に
内
在
す
る
限
界
を
初
め
て
み
ず
か
ら
は
っ
き
り
と
公
に
示
し
 
た
 
「
 ヒ
 

ユ
 ー
マ
ニ
ズ
ム
書
簡
」
を
公
開
し
た
の
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
 
ナ
 チ
ス
 協
 

力
の
責
任
を
問
う
裁
判
に
か
け
ら
れ
て
い
た
ま
さ
に
そ
の
一
九
四
 
-
 
八
年
で
 

あ
っ
た
こ
と
一
し
か
も
こ
の
書
簡
は
、
ボ
ー
フ
レ
へ
の
公
開
書
簡
 
の
形
を
 

取
り
、
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
論
じ
、
随
所
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
う
 
と
い
う
 

よ
う
に
、
当
時
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
声
望
が
最
も
高
か
っ
た
フ
ラ
ン
 
ス
の
ョ
訊
 

者
を
明
ら
か
に
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
）
、
そ
し
て
、
彼
が
性
 
起
 の
 丘
 

場
を
決
定
的
に
公
に
し
た
「
プ
レ
ー
メ
ン
講
演
」
が
行
な
わ
れ
た
 
の
が
、
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
糾
弾
す
る
戦
後
の
世
論
が
彼
の
六
十
歳
の
誕
生
 
日
 を
期
 

に
一
転
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
復
権
へ
と
逆
転
し
は
じ
め
て
い
た
、
 

ま
さ
に
 

そ
の
一
九
四
九
年
か
ら
 
五
 0
 年
 と
い
う
 午
 で
あ
っ
た
こ
と
、
等
々
 
 
 

デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
歩
み
の
節
目
節
目
に
は
、
ナ
チ
ズ
ム
と
の
 
絡
 み
を
 念
 

頭
に
置
く
こ
と
で
初
め
て
理
解
で
き
る
出
来
事
が
数
多
く
登
場
す
 
る
 。
 少
 

な
く
と
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
の
発
展
史
的
研
究
を
主
題
と
 す
る
 限
 

り
 、
こ
う
し
た
事
実
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
が
現
在
で
は
も
は
や
 
不
 可
能
で
 

 
 

あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
 ヘ
 の
 共
感
 

を
 
「
は
し
か
」
と
位
置
づ
け
る
だ
け
に
留
め
、
そ
れ
以
上
ナ
チ
ズ
 

ム
を
 

め
乃
 

 
 

ぐ
る
問
題
に
は
言
及
し
な
い
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
る
本
書
の
論
 
述
は
、
 



最
近
の
多
く
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
研
究
者
た
ち
の
関
心
か
ら
取
り
残
 
さ
れ
る
 

こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
危
惧
を
評
者
は
も
っ
 

た
 。
 も
 

ち
ろ
ん
著
者
が
ナ
チ
ズ
ム
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
態
度
を
 
と
る
の
 

は
 、
「
 死
 と
言
葉
の
思
索
」
に
焦
点
を
当
て
る
本
書
の
主
題
設
定
 か
ら
く
 

る
こ
と
で
、
こ
れ
を
一
概
に
本
書
の
不
備
と
見
な
す
の
は
妥
当
で
 
は
な
い
 

た
ろ
う
。
し
か
し
、
本
書
の
意
図
の
少
な
く
と
も
一
部
が
ハ
イ
デ
 
 
 

の
 思
想
の
発
展
史
的
研
究
に
あ
る
以
上
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ナ
チ
 
ズ
ム
 問
 

題
は
 つ
い
て
も
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
論
述
が
ほ
し
か
っ
た
と
 

考
 え
る
の
 

は
 、
評
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
 

最
後
に
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
評
者
が
気
づ
い
た
い
く
つ
か
 
0
 間
 

題
 点
と
思
わ
れ
る
も
の
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
特
に
評
者
に
気
 
に
な
っ
 

た
の
は
、
著
者
が
い
く
つ
か
の
テ
ク
ス
ト
を
誤
読
し
て
い
る
よ
う
 
思
わ
れ
 

る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
著
者
は
、
後
期
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
 「
存
在
 

と
 時
間
」
の
存
在
論
的
差
異
の
思
想
を
自
己
批
判
す
る
に
至
っ
た
 こ
と
を
 

指
摘
し
て
、
「
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
「
 
存
 在
 と
時
 

間
ヒ
に
お
け
る
存
在
論
的
差
異
に
「
存
在
者
な
し
に
存
在
を
思
 索
 す
る
 

ピ
 
㊥
し
の
 巴
 
態
度
が
潜
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
」
（
一
八
 

八
頁
）
 

と
 書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
が
引
い
て
い
る
一
九
六
二
年
 の
 講
演
 

「
時
間
と
存
在
」
で
は
、
「
存
在
者
な
し
に
存
在
を
思
索
す
る
」
 

こ
 と
が
、
 

批
判
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
「
必
要
な
」
と
言
わ
れ
て
い
る
 
の
で
あ
 

る
 。
「
存
在
者
か
ら
存
在
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
を
顧
慮
せ
ず
に
 
存
 在
 を
思
 

索
 す
る
試
み
に
つ
い
て
、
い
く
ば
く
か
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
 
重
 要
 で
あ
 

る
 。
存
在
者
な
し
に
存
在
を
思
索
す
る
試
み
が
必
要
な
の
で
あ
る
 
。
な
ぜ
 

 
 

な
ら
、
そ
 う
 し
な
け
れ
ば
、
今
日
地
球
全
体
を
取
り
ま
い
て
存
在
 す
る
も
 

の
の
存
在
を
、
固
有
の
仕
方
で
眼
差
し
に
も
た
ら
す
可
能
性
も
 
、
  
 

や
 、
こ
れ
ま
で
「
存
在
ヒ
 
と
 呼
ぼ
れ
て
い
た
も
の
に
対
す
る
人
間
 の
関
わ
 

り
を
十
分
に
規
定
す
る
可
能
性
も
、
最
早
な
い
よ
う
に
私
に
は
 
思
 

 
 

か
ら
で
あ
る
」
一
山
東
 ぺ
鱒
 ハ
オ
 
め
 も
 8 
し
 め
 3
%
e
n
 

め
 。
円
目
 
す
 @
 
コ
 ㏄
の
 
コ
 ）
 っ
ぷ
 ，
の
 
・
 
じ
 。
 

 
 

ま
た
、
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
存
在
が
、
な
ん
ら
 
か
 め
 

仕
方
で
分
節
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
が
そ
の
よ
う
 
な
も
の
 

と
し
て
、
お
の
ず
か
ら
自
己
表
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 
 
 

デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
の
 
ょ
う
 な
存
在
の
根
源
的
な
自
己
表
出
性
格
に
 つ
い
て
 

の
 経
験
を
、
「
端
的
な
自
己
全
段
 
ヒ
 3
%
N
A
 一
年
の
 

コ
 
な
い
し
は
、
「
 お
の
ず
 

か
ら
開
か
れ
た
も
の
 

ヨ
ヰ
 
の
 
げ
ゴ
 。
目
の
邑
と
し
て
の
時
間
性
の
 
統
一
 ヒ
 

お
 下
り
ち
 
一
ひ
 

㏄
 こ
 
と
い
っ
た
表
現
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
る
」
 
-
 一
八
五
 

頁
 Ⅰ
 
@
 
」
こ
で
は
、
現
存
在
の
「
自
己
 
企
投
 」
と
い
う
表
現
が
 、
 存
在
の
 

「
自
己
表
出
」
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
 
、
「
 自
 

巴
金
 投
 」
と
「
自
己
表
出
」
と
は
字
面
の
上
で
は
よ
く
似
て
 ぃ
 る
が
、
 

「
自
己
余
技
」
の
「
自
己
」
は
「
現
存
在
」
を
意
味
す
る
の
に
 

対
 し
て
、
 

「
自
己
表
出
」
の
「
自
己
」
は
「
存
在
」
を
意
味
し
て
お
り
、
 

意
 抹
 す
る
 

も
の
が
ま
っ
た
く
違
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
が
両
者
を
同
一
 

祝
 す
る
 

の
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
。
著
者
は
こ
う
述
べ
て
 い
る
。
 

「
存
在
は
現
存
在
に
「
帰
属
し
て
い
る
 

口
 、
な
い
し
は
現
存
在
は
 存
在
の
 

理
解
を
「
持
っ
て
い
る
 

日
い
す
 
㏄
 コ
 こ
オ
 住
 ・
の
 レ
 が
 乙
 ，
 0
0
-
 

。
 そ
 れ
ゆ
え
、
 

現
存
在
の
理
解
の
構
造
、
つ
ま
り
は
理
解
を
構
成
す
る
時
間
性
か
 
ら
 存
在
 

を
 解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
が
、
「
存
在
と
 
時
間
口
 

の
 根
本
構
想
を
支
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
一
八
 

セ
頁
 ）
。
 

つ
ま
り
、
「
存
在
と
時
間
口
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
一
般
が
現
 
存
在
に
 

「
帰
属
す
る
」
と
考
え
て
い
る
、
と
著
者
は
解
釈
す
る
わ
け
で
あ
 

る
 。
 現
 

存
在
の
自
己
全
段
 と
 存
在
の
自
己
表
出
と
を
同
一
視
す
る
上
記
の
 よ
う
な
 



 
 

究
の
進
展
に
大
 

評
 

書
 

発
言
は
、
こ
う
し
た
解
釈
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 
実
際
に
 

は
、
ム
コ
 
の
引
用
で
参
照
を
求
め
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
見
て
も
、
「
 

存
在
が
」
 

現
存
在
に
属
す
る
と
い
う
発
言
は
ま
っ
た
く
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
 

見
い
た
 

さ
れ
る
の
は
、
「
現
存
在
自
身
に
帰
属
す
る
本
質
的
な
存
在
傾
向
 
、
す
な
 

わ
ち
所
存
在
論
的
な
存
在
理
解
」
已
下
 N
-
N
S
 
 

と
い
っ
た
表
現
 だ
 け
で
あ
 

り
 、
つ
ま
り
「
存
在
理
解
が
」
現
存
在
に
帰
属
す
る
と
い
う
 
発
 圭
一
 

ロ
 
だ
け
で
 

あ
る
。
要
す
る
に
著
者
は
、
「
存
在
理
解
」
と
「
存
在
そ
の
も
の
 
」
と
を
 

同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
 る
と
、
 

「
存
在
と
時
間
し
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
時
間
性
」
一
存
在
 

理
解
）
 

と
 時
間
性
の
「
地
平
」
 

-
 
存
在
そ
の
も
の
の
意
味
、
す
な
わ
ち
 テ
 ン
ポ
ラ
 

リ
テ
ー
ト
）
と
を
区
別
し
、
前
者
と
後
者
と
の
関
係
を
「
税
目
 」
と
か
 

「
超
越
」
と
か
い
っ
た
仕
方
で
考
え
よ
う
と
し
た
こ
と
の
意
味
が
 

ま
っ
た
 

く
 失
わ
れ
、
存
在
は
現
存
在
に
「
内
在
」
す
る
も
の
と
化
し
て
し
 
ま
う
だ
 

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
存
在
と
時
間
」
を
一
種
の
観
念
論
と
解
し
 
た
 場
合
 

に
 、
形
而
上
学
の
歴
史
を
根
抵
か
ら
覆
そ
う
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
１
 0
 思
 

想
の
独
自
注
は
、
は
た
し
て
見
え
う
る
で
あ
ろ
向
か
。
 

以
上
、
書
評
の
限
ら
れ
た
紙
幅
の
中
の
え
 、
 特
に
気
に
な
っ
た
 
占
 の
み
 

の
 指
摘
に
留
め
て
お
く
が
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
膨
大
な
数
に
 およ
ぶ
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
や
二
次
文
献
を
読
破
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 

生
涯
の
 

全
体
へ
の
一
貫
し
た
展
望
を
提
示
し
え
た
著
者
の
力
量
は
、
も
ち
 
ろ
ん
 十
 

分
 に
評
価
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
上
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
 
な
 問
題
 

点
 な
ム
フ
 
後
の
研
究
の
中
で
克
服
す
る
こ
と
も
、
著
者
の
力
量
か
ら
 
す
れ
 ば
 

  
177 (799) 



敬
 

小
林
 

本
書
の
評
を
編
集
部
か
ら
打
診
さ
れ
た
と
き
、
評
者
小
林
に
は
い
 さ
さ
 

か
の
迷
い
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
標
題
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
 
に
 幅
広
 

い
 時
代
に
わ
た
っ
て
、
し
か
も
拝
読
し
た
と
こ
ろ
極
め
て
繊
密
な
 
分
析
を
 

伴
っ
て
、
執
筆
さ
れ
た
著
者
岩
田
氏
の
労
作
に
対
し
て
、
た
ま
た
 
ま
 同
じ
 

プ
ラ
ン
ス
の
宗
教
的
な
背
景
を
伴
う
思
想
を
学
ん
で
い
る
と
は
い
 
え
、
著
 

者
の
よ
う
な
博
識
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
評
者
が
 
、
ま
 た
 何
よ
 

り
も
、
こ
の
「
あ
え
て
宗
教
と
哲
学
と
の
両
面
に
対
し
て
、
緊
張
 
状
態
に
 

た
つ
と
い
う
 点
 」
（
本
書
 
セ
頁
 
・
以
下
本
書
司
 m
 は
 頁
数
 の
み
 記
 す
 -
 を
 

基
本
的
立
場
と
し
て
掲
げ
て
い
る
本
書
に
対
し
て
、
著
者
の
べ
 
ル
 ク
ソ
ン
 

研
究
に
お
け
る
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
「
人
格
神
と
し
て
の
キ
リ
 スト
 教
 

の
神
や
そ
の
歴
史
性
に
距
離
を
と
っ
た
地
点
で
そ
の
宗
教
哲
学
を
 
構
築
 @
 
」
 

一
一
一
六
頁
 
一
 し
よ
う
と
は
必
ず
し
も
意
図
し
て
ほ
い
な
い
立
場
 に
あ
る
 

評
者
が
、
な
に
ご
と
か
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
い
は
暢
達
 いで
は
 

な
い
か
と
の
感
を
禁
じ
 
得
 な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
 ら
、
こ
 

0
 日
本
宗
教
学
会
と
い
う
、
ま
さ
に
多
様
な
分
野
の
研
究
者
を
包
 
括
し
た
 

会
の
機
関
誌
た
る
本
誌
に
お
け
る
書
評
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
 
百
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ン
ト
著
者
の
立
場
と
一
致
す
る
評
者
を
も
っ
て
適
任
と
す
る
と
は
 
限
ら
な
 

い
の
で
は
な
い
か
と
再
考
 
し
 、
こ
う
し
て
筆
を
取
る
次
第
で
あ
る
 。
著
者
 

に
よ
 り
近
接
し
た
 
視
 占
か
ら
の
書
評
は
、
お
そ
ら
く
よ
り
専
攻
 分 野
 を
限
 

定
 し
た
他
の
学
会
等
の
雑
誌
で
も
、
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
ゆ
 

え
も
し
、
本
稿
に
お
い
て
、
評
者
の
読
み
に
何
ら
か
の
 
蛆
臨
 が
あ
 る
と
し
 

て
も
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
不
可
避
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
の
 占
 

を
 予
め
、
著
者
並
び
に
読
者
に
お
断
り
申
し
上
げ
た
く
思
 
う
 。
 

さ
て
本
書
の
内
容
で
あ
る
が
、
著
者
岩
田
氏
は
ア
ラ
ン
ス
の
 
ス
ピ
 リ
チ
 

ュ
 ア
リ
ス
ム
の
流
れ
が
こ
れ
ま
で
全
体
と
し
て
「
一
貫
し
た
問
題
 
意
識
を
 

も
っ
て
論
じ
…
…
一
つ
の
 像
 と
し
て
提
示
」
 
@
 
頁
 -
 さ
れ
る
 機
 ム
広
 
ぶ
ア
山
ど
 

 
 

世
紀
の
 

ベ
ル
ク
ソ
ン
 ら
 に
 っ
 な
が
る
、
著
者
に
 
よ
 れ
 ば
 
「
ド
イ
ツ
観
念
論
 や
京
都
 

学
派
の
哲
学
な
ど
に
匹
敵
す
る
一
大
思
想
潮
流
」
 二
 二
頁
 -
 な
、
 ビ
ラ
ン
 

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
問
題
に
後
人
た
ち
が
い
か
に
答
え
て
き
た
 
か
の
 観
 

点
か
ら
一
貫
性
し
て
論
じ
、
さ
ら
に
今
日
へ
の
影
響
な
い
し
意
義
 
を
も
 示
 

そ
う
と
す
る
。
こ
の
た
め
著
者
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
到
る
「
直
観
 
の
ス
ピ
 

リ
 チ
ュ
ア
リ
ス
ム
 

-
 以
下
直
観
 S
 と
略
す
こ
の
流
れ
と
ブ
ロ
ン
 デ
ル
 に
 

及
ぶ
「
反
省
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
 
-
 
反
省
 S
 
と
略
す
こ
の
 そ
れ
を
 

区
別
し
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
の
ビ
ラ
ン
へ
の
答
え
方
を
対
比
す
る
。
 

こ
れ
ら
 

の
姿
勢
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
名
称
と
そ
の
定
義
を
 
研
究
対
 

象
 と
し
て
明
確
化
す
る
べ
く
本
書
冒
頭
に
置
か
れ
た
第
一
章
に
お
 
い
て
 詳
 

述
 さ
れ
て
い
る
。
 

か
か
る
一
貫
性
の
把
握
に
お
け
る
一
つ
の
 鍵
 と
し
て
著
者
は
「
 努
力
 

釜
ぎ
邑
 」
の
概
念
に
着
目
す
る
。
ビ
ラ
ン
に
集
中
す
る
第
二
章
 
の
中
 

で
 著
者
は
次
の
よ
う
な
論
点
で
「
努
力
」
の
概
念
に
焦
点
を
当
 て
る
。
 

るま 克係 休意 ビ   
  



書評     

の
 原
因
を
「
受
動
的
な
本
能
的
運
動
の
反
復
」
 

-
 
四
九
頁
 -
 に
求
 め
る
 ビ
 

ラ
ン
は
や
は
り
「
非
意
志
的
な
る
も
の
」
を
切
り
捨
て
も
で
き
な
 
 
 

の
こ
と
に
ビ
ラ
ン
自
身
も
そ
れ
な
り
に
気
づ
 い
 た
結
果
、
彼
は
 か
か
る
 

「
自
我
」
の
地
平
を
も
越
え
て
、
 

-
 
超
越
の
過
程
に
お
い
て
は
貢
士
 
心
や
 努
 

力
 を
要
し
て
も
、
そ
の
目
標
と
し
て
は
）
意
志
や
努
力
を
も
超
越
 
し
た
 
一
 

つ
め
 宗
教
的
な
境
地
を
理
想
化
す
る
に
到
る
。
こ
こ
に
ビ
ラ
ン
の
 「
動
物
 

的
生
 」
「
人
間
的
 生
 」
「
精
神
的
 生
 」
の
三
区
分
が
成
立
す
る
。
 

だ
 が
 著
者
 

は
 、
意
志
的
な
「
自
我
」
に
対
し
て
両
者
と
も
同
様
に
離
れ
て
い
 
る
 占
で
 

は
 
「
精
神
的
 生
 」
と
「
動
物
的
 生
 」
は
一
た
と
え
ビ
ラ
ン
が
「
 人
間
的
 

生
 」
を
経
る
か
経
な
い
か
の
占
で
概
念
的
に
区
別
し
た
に
せ
よ
、
 

実
際
に
 

内
容
的
に
は
 -
 い
か
に
区
別
さ
れ
る
の
か
が
 暖
昧
 で
あ
る
占
を
 批
判
す
 

る
 。
要
す
る
に
著
者
は
、
非
意
志
的
な
る
も
の
を
排
除
し
て
自
我
 
を
 措
定
 

し
た
 ビ
ラ
ン
の
二
元
論
が
、
最
後
に
自
我
の
有
限
性
に
突
き
当
た
 っ
て
 神
 

を
 要
求
さ
せ
た
も
の
の
、
非
意
志
性
へ
の
探
求
の
欠
如
に
最
後
ま
 
で
 妨
げ
 

ら
れ
た
結
果
、
そ
の
宗
教
哲
学
を
未
完
に
終
わ
ら
せ
た
、
と
考
え
 
る
 。
 そ
 

し
て
か
か
る
ビ
ラ
ン
の
問
題
に
ど
う
答
え
た
か
、
の
点
で
、
即
ち
 「
ビ
ラ
 

ン
の
 二
元
論
の
枠
組
み
を
破
り
な
が
ら
、
宗
教
的
生
を
受
け
入
れ
 
る
よ
う
 

な
 思
想
体
系
を
構
築
し
て
い
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
」
 

-
-
 
ハ
 0 真
 -
 、
著
者
 

は
 以
後
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
思
想
を
考
察
し
て
ゆ
く
 
 
 

か
か
る
ビ
ラ
ン
の
二
元
論
を
克
服
し
た
最
初
の
例
と
し
て
、
著
者
 
は
第
 

三
章
で
ラ
ヴ
ェ
 
ツ
ソ
ン
 を
取
り
上
げ
る
。
ビ
ラ
ン
の
よ
う
に
意
志
 を非
意
 

志
 と
の
対
立
に
お
い
て
措
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
ラ
ヴ
ェ
ッ
 
ソ
ン
 は
、
ビ
 

ラ
ン
と
は
違
っ
て
「
努
力
」
が
能
動
的
、
意
志
的
の
み
な
ら
ず
 
受
 動
的
 

非
意
志
的
で
も
あ
り
う
る
と
考
え
、
意
志
に
よ
つ
て
自
然
と
切
り
 
離
さ
れ
 

た
 自
我
を
立
て
る
ビ
ラ
ン
ち
ょ
う
ど
デ
カ
ル
ト
の
自
我
が
理
 

性
 に
よ
 

っ
て
自
炊
 と
 切
り
離
さ
れ
た
よ
う
に
 

｜
 とは
違
い
、
自
我
の
意
 志
と
自
 

然
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
努
力
を
考
え
る
。
著
者
は
「
こ
こ
に
一
人
 
の
 哲
学
 

者
か
ら
も
う
一
人
の
哲
学
者
へ
と
根
本
的
問
題
が
見
事
に
展
開
し
 
た
 好
例
 

を
貝
」
 る
 
-
 
七
一
頁
 -
 。
そ
し
て
、
自
然
と
離
れ
た
意
志
的
な
自
 我
 の
 舞
 

力
の
限
界
に
至
っ
て
「
精
神
的
 生
 」
を
求
め
た
ビ
ラ
ン
に
対
し
て
 ラ
ヴ
ェ
 

ッ
ソ
ン
 は
、
自
然
と
意
志
的
な
自
由
と
を
相
互
媒
介
す
る
努
力
を
 
手
が
か
 

り
に
「
道
徳
や
宗
教
な
ど
の
問
題
を
も
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
 」
 -
 
セ
三
 

頁
 -
 。
彼
に
お
い
て
は
愛
も
善
も
、
自
然
に
か
か
わ
る
意
志
の
努
 力
 が
習
 

慣
 化
さ
れ
る
所
に
発
す
る
。
神
も
又
、
人
間
精
神
の
中
に
内
面
化
 
さ
れ
た
 

自
然
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
ビ
ラ
ン
の
 
意
 志
と
非
 

意
志
の
二
元
論
に
代
わ
る
、
人
間
的
意
志
と
自
然
と
の
統
一
の
 
一
一
九
 
%
 
珊
 

を
 、
著
者
は
ラ
ヴ
ェ
 
ツ
ソ
ン
 に
認
め
る
。
第
三
章
の
最
後
で
著
者
 は
、
人
 

間
 的
な
自
由
と
自
然
と
の
不
調
和
の
可
能
性
を
考
慮
し
な
か
っ
た
 
ラ
ヴ
ェ
 

ッ
ソ
ン
 へ
の
問
題
視
を
留
保
し
つ
つ
も
、
ビ
ラ
ン
さ
ら
に
デ
カ
 

ル
 ト
に
遡
 

る
 二
元
論
の
一
元
化
に
お
い
て
彼
を
大
い
に
評
価
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
「
努
力
」
の
哲
学
の
、
独
特
な
が
ら
実
は
さ
ら
に
 
深
 ま
っ
 

た
 継
承
と
し
て
、
即
ち
ビ
ラ
ン
ら
の
問
題
に
対
し
「
創
造
的
に
応
 
答
 し
て
 

い
る
と
い
う
独
自
」
（
 セ
 六
頁
 -
 な
も
の
と
し
て
、
著
者
は
第
四
 章
で
べ
 

ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
取
り
上
げ
る
。
本
書
の
中
核
の
一
つ
た
る
 
当
章
 そ
の
著
 

者
の
立
論
は
極
め
て
精
細
か
つ
濃
密
で
あ
り
、
す
べ
て
を
本
稿
で
 
紹
介
し
 

尽
く
す
の
は
不
可
能
だ
が
、
ビ
ラ
ン
及
び
ラ
ヴ
ェ
ッ
 ソン
 と
の
 異
 同
に
 絞
 

 
  
 

っ
て
極
力
書
き
留
め
た
い
。
 

 
 

そ
も
そ
も
ビ
ラ
ン
が
「
努
力
」
の
概
念
を
必
要
と
し
た
の
は
、
 

先
 述
の
 

よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
「
 我
 思
う
」
に
代
わ
る
「
 我
 あ
り
」
の
 根
 拠
 を
求
 

掩
 

 
 

め
て
で
あ
っ
た
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
 

ソ
ン
 も
ビ
ラ
ン
を
批
判
し
つ
つ
も
こ
 

0
 図
式
 



自
体
は
引
き
継
い
で
い
る
。
し
か
し
 
べ
 ル
ク
ソ
ン
の
場
 ム
ロ
、
 
も
は
や
 

「
 
我
 」
 
一
 占
か
ら
始
ま
る
「
あ
る
」
の
反
省
で
は
な
く
、
「
あ
る
 
」
も
の
 

一
般
の
中
で
の
「
生
き
る
」
も
の
の
独
自
性
を
検
証
し
て
「
 

我
 」
 に
政
 ぷ
 

方
向
、
即
ち
「
実
証
科
学
に
お
い
て
蓋
然
的
な
確
実
性
が
重
な
り
 
ム
ロ
 
う
こ
 

と
で
真
理
と
し
て
の
確
実
性
が
高
ま
る
よ
う
に
、
形
而
上
学
に
お
 いて
も
 

さ
ま
ざ
ま
な
諸
事
実
の
系
列
を
交
差
さ
せ
、
蓋
然
性
を
高
め
る
こ
 
と
で
 真
 

理
へ
の
探
究
を
推
進
」
（
 
八
 0
 頁
 -
 す
る
中
で
最
後
に
「
 我
 」
 の
 精
神
に
 

及
ぼ
う
と
す
る
方
向
を
と
る
。
こ
こ
で
は
「
生
命
」
自
体
が
宇
宙
 
の
中
で
 

の
 
「
巨
大
な
努
力
」
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
な
く
し
て
は
脳
と
思
惟
 

の
 関
係
 

を
め
ぐ
る
「
物
質
と
記
憶
口
も
有
機
的
世
界
全
体
の
中
で
の
生
命
 
の
 進
化
 

や
あ
る
生
命
体
で
の
生
命
特
有
の
諸
機
能
の
関
連
を
め
ぐ
る
「
 
創
 造
 的
進
 

化
 目
も
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
 

か
か
る
べ
ル
ク
ソ
ン
の
、
著
者
の
舌
口
う
に
は
「
宇
宙
論
的
な
」
 

努
力
 

は
 、
「
物
質
と
記
憶
」
で
は
次
の
よ
う
に
表
わ
さ
れ
る
。
即
ち
 
べ
  
 

ン
は
 、
心
身
二
元
論
克
服
の
た
め
、
精
神
と
し
て
の
過
去
の
記
憶
 
な
い
し
 

潜
在
性
 
-
 レ
 ・
ヴ
ィ
ル
チ
ュ
ア
リ
テ
 
一
 と
物
質
と
し
て
の
現
在
な
 

い
し
 現
 

実
性
 
@
 
ク
チ
ュ
エ
ル
）
の
時
間
的
 三
 相
の
関
わ
り
と
し
て
そ
の
 
心
身
論
 

を
 展
開
す
る
の
だ
が
、
こ
の
中
で
、
潜
在
的
な
過
去
を
記
憶
す
る
 
努
力
と
 

記
憶
を
現
在
に
実
現
す
る
努
力
と
が
、
二
重
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
 
。
し
か
 

し
 、
著
者
は
こ
の
二
重
の
努
力
の
本
質
は
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
 
未
 解
明
と
 

見
、
「
創
造
的
進
化
 目
 以
降
に
そ
の
答
を
探
る
。
 

こ
の
「
創
造
的
進
化
Ⅰ
で
は
、
前
著
の
議
論
が
「
一
挙
に
宇
宙
論
 
的
規
 

模
 に
拡
大
」
 
-
 九
八
頁
 一
 さ
れ
、
生
命
を
生
命
た
ら
し
め
る
努
力
 が
 個
体
 

9
 種
を
越
え
た
全
生
命
、
全
有
機
体
共
通
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
 
説
か
れ
 

る
 。
本
能
も
知
性
も
元
来
、
か
か
る
生
命
の
根
源
的
な
努
力
の
発
 
現
 で
あ
 

る
が
、
本
能
は
生
命
の
内
部
に
閉
じ
、
 

生
ム
 卯
の
根
源
に
対
す
る
 関
 係
か
ら
 

切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
知
性
は
そ
の
対
象
に
縛
ら
れ
ず
そ
の
 
件
へ
  

 

本
能
が
知
性
の
助
力
に
よ
り
、
ち
ょ
う
ど
過
去
の
無
限
の
記
憶
が
 
現
実
化
 

 
 

す
る
よ
う
に
、
そ
の
閉
鎖
性
を
破
っ
て
生
命
の
根
源
の
神
秘
に
 接
す
る
 

時
 、
こ
れ
は
「
直
観
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
こ
に
著
者
は
、
ベ
ル
ク
 
 
 

節
着
 で
 未
解
明
だ
っ
た
努
力
の
本
質
の
解
明
を
見
る
。
 

そ
し
て
、
ビ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
著
者
が
未
完
と
考
え
る
そ
の
 
宗
 教
哲
 

学
が
 、
い
わ
ば
「
努
力
の
限
界
の
彼
方
に
」
想
定
さ
れ
て
い
た
の
 
に
 対
し
 

て
 、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
 ヒ で
、
前
著
の
 努
 力
 論
に
 

根
 ざ
し
た
、
い
わ
ば
こ
の
努
力
の
究
極
的
完
成
形
態
と
し
て
の
、
 

宗
教
論
 

を
 完
成
し
た
と
著
者
は
見
る
。
即
ち
 べ
 ル
ク
ソ
ン
は
、
知
性
に
よ
 

っ
て
 生
 

命
 に
不
安
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
へ
の
本
能
の
対
抗
と
し
て
、
 

知
 性
 内
部
 

に
 生
ん
だ
空
想
的
な
仮
構
に
基
礎
を
も
っ
静
的
宗
教
と
、
こ
れ
が
 
本
能
 特
 

有
 の
 自
 閉
性
を
脱
し
て
直
観
に
ま
で
高
ま
っ
た
も
の
と
し
て
の
 
動
 的
 宗
教
 

を
 区
別
す
る
が
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
家
の
神
秘
的
直
観
に
 
か
か
る
 

動
的
宗
教
の
直
観
を
見
、
そ
の
神
人
の
意
志
一
体
化
の
境
地
を
 
，
 
」
の
究
極
 

形
態
と
す
る
。
著
者
は
こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
哲
学
の
解
消
 
で
は
な
 

く
 あ
く
ま
で
哲
学
の
極
 
宮
 
で
帰
結
し
た
例
で
あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
 我 と
い
 

う
 
一
実
走
宗
教
に
と
ら
わ
れ
は
し
な
い
と
の
点
を
特
に
強
調
す
る
 

o
 こ
 

神
秘
的
直
観
の
宗
教
哲
学
こ
そ
著
者
が
、
「
努
力
に
お
い
て
神
の
 
力
 を
捉
 

え
る
」
に
到
る
こ
と
で
、
ビ
ラ
ン
の
二
元
論
と
宗
教
哲
学
の
未
め
 

几
 性
 と
を
 

と
も
に
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
努
力
が
可
能
で
 
あ
る
 存
 

在
 論
を
切
り
開
い
た
と
こ
ろ
に
 

べ
 ル
ク
ソ
ン
の
思
想
の
何
よ
り
の
 
積
極
的
 

意
味
が
あ
る
」
と
二
一
七
頁
 
-
 、
 高
く
評
価
す
る
と
こ
ろ
の
も
 の
で
あ
 

る
 。
こ
こ
に
著
者
は
ビ
ラ
ン
に
発
す
る
流
れ
の
 内
 、
「
直
観
 S
 」
 の
頂
占
 



書評と紹介 

を
見
る
。
 

こ
れ
に
対
す
る
「
反
省
 
S
 」
の
系
譜
と
し
て
、
第
五
章
で
は
 ラ
シ
 ユ
 Ⅱ
 ノ
 

ェ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ビ
ラ
ン
の
二
元
論
を
越
 
え
て
 宇
 

宙
 論
の
次
元
に
ま
で
遡
る
一
元
論
の
も
と
に
そ
の
宗
教
哲
学
を
も
 
含
む
形
 

面
上
学
を
立
て
た
の
に
対
し
て
、
ラ
シ
ュ
リ
 エ
 は
「
ビ
ラ
ン
の
「
 
自
我
 ヒ
 

と
「
非
意
志
的
な
も
の
」
か
ら
な
る
二
元
論
を
方
法
の
上
で
明
確
 
に
し
 徹
 

庵
 さ
せ
」
 る
 
-
 一
二
二
 ｜
 
一
二
三
頁
）
。
そ
し
て
自
我
を
意
志
に
 
か
か
わ
 

る
 努
力
に
の
み
結
び
つ
け
た
ビ
ラ
ン
も
非
意
志
を
排
除
で
き
な
か
 っ
た
 が
 

ゆ
え
に
意
志
な
い
し
自
我
の
超
越
を
宗
教
的
な
次
元
に
要
請
し
 た
と
 同
 

様
 、
ラ
シ
ュ
リ
 
エ
 も
自
身
の
哲
学
自
体
の
「
内
部
に
潜
む
問
題
を
 
自
覚
」
 

か
つ
「
乗
り
越
え
る
よ
う
な
思
想
を
模
索
し
た
」
 

二
 
二
三
頁
）
。
 ま
ず
 彼
 

は
 、
三
体
に
よ
る
外
界
の
意
識
に
し
て
主
体
自
身
の
自
己
開
示
 
た
 る
 
「
 
感
 

覚
 的
意
識
」
と
、
動
物
に
も
存
在
す
る
盲
目
的
な
感
覚
的
意
識
 
自
 体
 を
意
 

識
し
 反
省
す
る
人
間
特
有
の
「
知
的
意
識
」
を
区
別
す
る
が
、
 両
者
は
 

「
実
体
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
く
」
 

-
 一
二
五
頁
 -
 、
知
的
意
識
 は
 知
的
 

意
識
自
体
を
問
い
得
な
い
。
知
的
意
識
を
問
い
う
る
形
而
上
学
 の
 根
拠
 

は
、
 他
の
何
も
の
に
も
依
拠
せ
ず
そ
れ
自
体
を
定
立
、
肯
定
す
る
 「
純
粋
 

思
惟
」
に
求
め
ら
れ
る
。
純
粋
思
惟
自
体
は
経
験
に
依
拠
し
な
い
 
が
、
感
 

覚
 的
意
識
に
反
射
し
て
具
体
化
、
現
実
化
し
、
こ
こ
で
初
め
て
、
 

感
覚
の
 

み
で
は
主
観
的
印
象
に
止
ま
る
外
界
の
事
物
の
、
客
観
的
実
在
性
 
が
 認
識
 

さ
れ
う
る
。
こ
の
図
式
が
感
覚
の
無
視
で
は
な
く
と
も
、
純
粋
 
思
 推
そ
認
 

識
 根
拠
と
す
る
自
我
と
感
覚
と
の
関
係
が
二
次
的
で
し
か
な
い
 
日
 を
、
ビ
 

ラ
ン
の
非
意
志
排
除
と
同
様
著
者
は
批
判
す
る
。
 

-
 評
者
が
思
う
 に
、
純
 

粋
 思
惟
を
根
拠
と
す
る
ラ
シ
ュ
リ
 エ
 の
自
我
で
は
、
ビ
ラ
ン
に
お
 
け
る
 意
 

志
 的
な
努
力
さ
え
二
次
化
さ
れ
よ
う
㍉
だ
が
か
か
る
半
ば
 非
感
 覚
 的
な
 

自
我
の
抽
象
性
に
は
ラ
シ
ュ
リ
エ
自
身
も
納
得
せ
ず
、
か
か
る
 理
念
と
 

現
実
の
溝
を
埋
め
れ
と
、
や
は
り
何
ら
か
の
宗
教
哲
学
を
要
求
 、
 即
ち
 

目
推
 %
 塑
か
ら
「
信
仰
 ヒ
 へ
の
移
行
を
要
求
す
る
」
 

二
 
二
八
頁
 -
 。
 @
@
@
 

十
八
 

が
こ
の
要
求
は
未
完
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
う
 
シ
ュ
リ
 

ヱ
め
 、
純
粋
思
惟
に
依
拠
 し
 感
覚
と
は
二
次
的
に
し
か
関
わ
ら
な
 い
 自
我
 

の
 規
定
が
、
認
識
論
的
に
は
整
合
し
て
も
実
践
的
倫
理
的
に
は
 
理
 性
 と
自
 

由
の
不
一
致
を
も
た
ら
す
点
を
指
摘
し
つ
っ
、
か
か
る
「
反
省
 
S
 」
の
 問
 

題
 点
へ
の
「
一
つ
の
創
造
的
な
応
答
」
 

二
 
二
九
頁
 -
 者
と
し
て
 
の
 プ
ロ
 

ン
デ
ル
を
考
察
す
る
第
六
章
に
移
る
。
 

こ
の
章
も
前
々
 
章
 と
と
も
に
本
書
の
中
核
と
い
え
、
や
は
り
本
稿
 では
 

そ
の
重
み
の
一
部
し
か
伝
え
き
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
著
者
は
、
 

プ
ロ
ン
 

デ
か
 は
ビ
ラ
ン
及
び
ラ
シ
ュ
リ
 

ヱ
と
 決
定
的
に
違
っ
て
、
先
行
の
 二
人
が
 

宗
教
的
超
越
を
志
向
し
つ
つ
「
そ
れ
が
自
ら
の
哲
学
的
立
場
と
 相
 入
れ
 

な
 」
か
っ
た
 
-
 一
三
 0
 頁
 -
 の
に
対
し
、
 
ズ
 哲
学
の
深
化
）
と
（
 人
 問
と
 

宗
教
と
の
必
然
的
関
係
）
が
一
つ
」
で
あ
る
 -
 
同
）
と
見
る
 
"
 但
 し
プ
 ロ
 

ン
デ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
を
前
提
と
せ
ず
、
逆
に
人
間
の
生
の
探
求
 
か
ら
 キ
 

リ
ス
ト
教
へ
道
を
開
く
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
論
の
末
尾
と
同
様
著
者
は
 
、
こ
れ
 

か
 ア
ポ
ロ
ジ
ェ
テ
ィ
ク
で
な
く
あ
く
ま
で
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
 
強
 詣
 す
る
 

（
こ
れ
に
つ
い
て
は
最
後
に
コ
メ
ン
ト
し
た
い
Ⅰ
こ
の
思
想
は
 「
行
為
 

の
 自
己
反
省
と
い
う
独
自
の
万
法
」
二
三
一
頁
 -
 で
な
さ
れ
、
 
こ
こ
で
 

-
 非
意
志
や
感
覚
的
意
識
の
排
除
か
ら
出
発
し
た
 一
 ビ
ラ
ン
 や
う
 シ
ユ
リ
 

 
 
 
 

ェ
の
 実
践
哲
学
的
難
点
が
越
え
ら
れ
る
。
 

 
 

な
ぜ
「
行
為
」
な
の
か
 
?
 
 そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
な
理
性
の
哲
学
 
 
 

批
判
の
た
め
で
あ
る
。
 

コ
ギ
ト
 が
示
す
理
性
は
人
間
精
神
の
一
部
 
 
 

ぎ
な
い
。
デ
カ
ル
ト
的
な
主
観
客
観
の
分
離
を
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
「
 
知
性
の
 



静
態
的
り
知
助
占
 
（
下
で
 
0
-
 
コ
 づ
良
の
 づ
 仁
の
の
（
が
目
白
月
。
宙
の
 

-
.
 

の
 臣
 ㎡
の
コ
缶
①
 

ヨ
 ㏄
 ま
こ
と
 

表
現
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
行
為
は
人
間
全
体
に
関
わ
る
。
行
為
 
は
 宗
教
 

的
 信
仰
や
感
情
を
排
さ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
活
気
づ
け
る
。
 

プ
 ロ
ン
デ
 

か
 は
行
為
を
形
而
上
学
の
基
盤
と
す
る
た
め
に
、
（
 

s
c
 
げ
コ
い
 
の
で
（
 
り
 （
 
-
 
ロ
ヒ
 
①
 マ
 

-
 
実
践
の
知
 -
 と
 
八
の
 
ぃ
目
目
 の
 汁
鼠
窩
 ㌢
 ざ
 仁
安
（
実
践
の
学
 -
 0
 区
別
 

を
 必
要
と
す
る
。
前
者
は
行
為
に
必
然
的
に
伴
 うが
 、
偶
然
的
で
 
、
哲
学
 

を
 生
ま
な
い
。
普
遍
的
な
結
論
を
得
る
に
は
、
間
接
的
に
行
為
に
 
関
 わ
る
 

後
者
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
行
為
に
後
付
す
る
が
、
 

行
為
の
 

「
船
の
か
じ
」
と
な
る
。
彼
は
か
か
る
「
 

学
 」
と
そ
れ
に
先
立
つ
 

「
 知
 」
 

を
 統
合
し
た
一
つ
の
（
 お
げ
 罠
の
（
 0
 （
日
色
 -
 
全
体
的
学
則
）
を
 
め
 ざ
す
。
 

こ
こ
で
著
者
は
、
か
か
る
全
体
的
学
期
を
め
ざ
し
て
具
体
的
行
為
 
に
お
 

い
て
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
反
省
に
つ
い
て
考
察
 
す
る
。
 

反
省
は
元
来
、
動
物
の
本
能
的
行
為
と
は
違
う
人
間
の
行
為
の
意
 
識
の
中
 

で
、
そ
の
行
為
の
一
つ
の
動
機
を
他
の
諸
動
機
と
区
別
し
て
意
識
 
す
る
こ
 

と
と
し
て
生
じ
、
こ
こ
に
動
機
を
意
識
し
行
為
を
選
択
で
き
る
 
人
 間
 の
 自
 

由
 が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
「
行
為
の
反
省
に
基
づ
く
自
由
の
 
観
占
一
 
」
 

か
ら
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
動
機
選
択
を
無
視
す
る
無
差
別
の
自
由
 
観
、
知
 

性
 に
よ
っ
て
善
が
ム
ロ
 理
 的
に
把
握
さ
れ
う
る
と
み
な
す
「
善
の
決
 定 %
m
 
」
、
 

そ
し
て
動
機
の
排
除
の
上
に
道
徳
法
則
と
意
志
の
一
致
を
善
と
し
 
て
 求
め
 

る
 カ
ン
ト
倫
理
学
の
三
つ
を
批
判
す
る
。
こ
の
三
つ
と
も
、
意
志
 
が
 根
元
 

的
に
は
一
つ
で
も
、
「
意
志
す
る
意
志
 ?
 。
 ざ
コ
 （
 
ひ
づ
 0
 臼
リ
コ
 
（
③
 」
 -
 
能
 意
 

と
 略
し
た
い
 @
 
 
と
「
意
志
さ
れ
た
意
志
 ?
0
-
0
 

コ
繍
せ
 0
 三
 %
 の
 -
 」
 -
 
所
意
と
 

略
し
た
い
一
の
二
様
に
異
な
っ
て
現
れ
る
の
を
看
過
し
、
前
者
の
 
能
動
性
 

を
 無
視
し
た
こ
と
が
誤
り
の
 源
 と
い
う
。
両
者
の
一
致
を
媒
介
す
 るの
が
 

反
省
で
あ
り
、
こ
の
一
致
は
論
理
上
の
要
請
の
み
な
ら
ず
倫
理
・
 

実
践
上
 

も
 要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
反
省
は
行
為
の
意
志
を
善
 
た
 ら
し
め
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る
 
「
法
官
」
の
役
割
を
果
た
す
、
と
い
う
。
 

か
か
る
反
省
が
身
体
を
と
ら
え
る
局
面
に
お
い
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
 
と
ビ
 

 
 

ラ
ン
の
違
い
が
明
ら
か
に
な
る
。
先
の
よ
う
な
行
為
と
そ
の
反
省
 
の
 由
来
 

と
 働
き
の
解
明
は
 
、
 実
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
ビ
ラ
ン
の
二
元
論
を
批
 
 
 

つ
 越
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
か
か
る
行
為
の
反
省
の
観
点
か
ら
、
 

フ
ロ
ン
 

デ
ル
 が
ビ
ラ
ン
の
努
力
論
を
と
ら
え
直
す
に
、
ま
ず
ビ
ラ
ン
が
「
 
努
力
の
 

意
識
」
を
意
識
の
外
側
か
ら
対
象
と
し
て
論
じ
た
こ
と
が
批
判
さ
 
れ
る
。
 

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
あ
く
ま
で
意
識
の
内
部
で
、
先
述
の
「
 
能
意
 
・
 所
 意
 」
 の
 

二
つ
が
不
均
衡
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ら
の
 

再
 統
合
を
回
復
せ
 
ん
と
す
 

る
 努
力
が
生
じ
る
と
考
え
（
い
わ
ば
二
元
論
を
能
 受 の
 三
 態
と
し
 て
一
一
九
 

化
し
）
、
そ
の
上
で
、
身
体
と
感
情
・
信
念
に
も
す
で
に
反
省
・
 

理
性
に
 

つ
な
が
る
も
の
の
潜
在
性
を
認
め
て
、
ビ
ラ
ン
さ
ら
に
デ
カ
ル
ト
 
に
 反
対
 

す
る
。
デ
カ
ル
ト
や
ビ
ラ
ン
の
情
念
排
除
の
背
景
と
し
て
の
情
念
 
の
 暴
走
 

に
 対
し
て
は
、
知
性
的
静
観
で
な
く
行
為
自
体
の
自
己
反
省
こ
そ
 
が
こ
れ
 

を
 克
服
し
う
る
と
い
う
。
 

こ
こ
に
ビ
ラ
ン
の
、
 
d
 
示
教
哲
学
へ
の
超
越
の
要
請
の
未
完
性
が
 

、
 宇
宙
 

論
 的
形
而
上
学
の
次
元
に
ま
で
到
っ
た
 べ
 ル
ク
ソ
ン
と
は
別
の
形
 
で
、
 即
 

ち
 行
為
の
内
側
か
ら
の
自
己
反
省
か
ら
の
出
発
に
よ
っ
て
、
克
服
 
さ
れ
て
 

ゆ
く
の
を
、
著
者
は
大
い
に
注
目
す
る
。
龍
青
と
所
意
の
不
均
衡
 
に
 抵
抗
 

す
る
努
力
は
「
現
象
の
範
囲
内
で
満
足
し
ょ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
 
挫
折
 せ
 

。
さ
る
を
え
」
 ず
 
-
 一
六
三
頁
）
、
行
為
の
努
力
は
現
象
の
次
元
で
 
は
 
「
 
亜
一
 
」
 

に
 帰
す
。
こ
の
挫
折
を
示
す
も
の
が
迷
信
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
 
内
に
満
 

足
を
求
め
る
迷
信
を
越
え
て
、
現
象
を
越
え
た
超
自
然
的
な
次
元
 にお
け
 

る
 
「
唯
一
の
心
殊
的
な
も
の
」
を
行
為
の
努
力
は
求
め
ず
に
は
い
 

ら
れ
な
 



書評と 紹介 

い
 。
こ
れ
を
拒
む
か
受
け
入
れ
る
か
の
選
択
が
究
極
の
行
為
の
努
 
力
 で
あ
 

る
 。
こ
こ
に
宗
教
信
仰
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
プ
ロ
ン
デ
ル
は
啓
示
 に
よ
る
 

教
義
・
 碇
 
・
儀
礼
の
不
可
欠
性
を
論
じ
て
ゆ
く
。
か
く
行
為
の
努
 

力
 に
信
 

仰
を
基
礎
づ
け
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
行
為
を
排
す
る
ル
タ
ー
の
 
信
 仰
 義
認
 

に
 反
対
す
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
プ
ロ
ン
デ
ル
は
、
啓
示
の
側
か
ら
教
義
を
弁
証
す
 
る
の
 

で
は
な
く
、
人
間
の
行
為
の
側
か
ら
教
義
の
必
要
性
を
論
じ
る
 に
 到
る
 

（
評
者
の
余
談
だ
が
、
こ
の
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
方
法
論
は
実
は
若
き
 

日
め
て
 

ル
 セ
ル
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
）
。
こ
の
よ
う
に
反
省
自
体
を
 
最
終
日
 

標
 と
せ
ず
超
越
へ
の
飛
躍
に
到
る
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
、
ビ
ラ
ン
の
 
残
 し
た
 課
 

題
を
完
成
さ
せ
た
点
を
、
著
者
は
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
、
 

，
 
」
れ
が
あ
 

く
ま
で
哲
学
で
あ
っ
て
神
学
で
な
い
占
を
も
再
度
強
調
し
て
い
る
 
 
 

以
上
ビ
ラ
ン
以
来
の
二
つ
の
流
れ
の
同
項
 占と
 著
者
が
見
た
 
べ
ル
  
 

ン
と
 ブ
ロ
ン
デ
ル
と
の
比
較
が
 第
セ
 章
の
主
題
で
あ
る
。
特
に
著
 者
は
両
 

者
の
「
 沖
 」
の
議
論
の
違
い
に
着
目
す
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
は
 
佃
 は
あ
く
 

ま
で
疑
似
観
念
一
存
在
を
前
提
と
し
こ
れ
に
依
拠
す
る
二
次
的
な
 
も
の
）
 

で
あ
り
、
 
-
 動
詞
的
表
現
で
も
 -
 否
定
は
肯
定
に
比
し
て
不
完
全
 で
あ
る
。
 

否
定
や
軸
は
生
き
る
過
程
で
の
欠
如
観
に
帰
せ
ら
れ
、
確
か
に
 
日
 学
的
な
 

実
践
の
欲
求
と
し
て
生
の
持
続
の
出
発
点
た
り
う
る
が
、
し
か
し
 
根
本
間
 

題
 は
あ
く
ま
で
「
存
在
」
「
肯
定
」
で
あ
る
 

一
 評
者
は
こ
こ
で
 ア
 ウ
グ
ス
 

テ
ィ
 ヌ
ス
 を
想
起
し
た
）
。
だ
が
プ
ロ
ン
デ
ル
で
は
、
上
述
の
如
 
く
 
「
 行
 

為
の
努
力
が
無
に
帰
す
る
」
場
か
ら
宗
教
的
次
元
が
開
か
れ
た
よ
 
う
に
、
 

元
来
そ
の
行
為
の
哲
学
の
展
開
を
肯
定
か
否
定
か
の
選
択
の
形
で
 
示
し
て
 

い
る
以
上
肯
定
も
ま
た
否
定
を
引
き
受
け
て
某
ロ
定
の
可
能
性
を
 
認
め
て
 

は
じ
め
て
肯
定
が
可
能
と
な
っ
て
 

-
 お
り
、
軸
の
意
味
は
べ
 
ル
ク
 ソ
ン
よ
 

り
 大
き
い
。
著
者
は
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
無
の
議
論
の
例
と
し
て
そ
の
 ペ
シ
、
、
 

.
 

ス
ム
論
を
分
析
す
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
も
又
存
在
・
肯
定
を
最
終
の
 
主
張
と
 

す
る
が
、
そ
れ
を
示
す
過
程
で
否
定
・
皿
は
不
可
欠
の
働
き
を
な
 
し
、
こ
 

れ
を
疑
似
観
念
と
す
る
べ
ル
ク
ソ
ン
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
 
に
 著
者
 

は
 、
宇
宙
論
的
 

-
 い
わ
ば
巨
視
的
 
-
 な
 直
観
に
向
か
う
ベ
ル
ク
ソ
 ン
と
、
 

人
間
の
行
為
か
ら
出
発
す
る
 

-
 い
わ
ば
微
視
的
な
）
反
省
に
よ
る
 

ブ
ロ
ン
 

デ
ル
 と
の
、
方
法
の
違
 
い
の
 反
映
を
見
る
。
だ
が
著
者
は
、
両
者
 が
 触
れ
 

合
う
場
と
し
て
、
彼
ら
の
最
終
的
到
達
地
点
を
考
察
し
、
ブ
ロ
ン
 
 
 

「
唯
一
必
然
的
な
も
の
」
の
要
求
に
示
さ
れ
た
、
「
神
と
の
一
体
 

化
」
を
 

究
極
目
標
と
す
る
行
為
の
帰
結
 占
と
 、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
示
し
た
 生
 命
 進
化
 

の
 ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
究
極
形
態
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
「
 神
 私
家
 の
 

魂
 」
と
の
、
大
き
な
共
通
性
を
強
調
す
る
。
こ
こ
に
著
者
は
 ビ
 ラ
ン
 以
 

来
、
デ
カ
ル
ト
が
切
り
捨
て
た
身
体
や
情
念
の
側
面
を
取
り
戻
し
 
つ
つ
、
 

形
而
上
学
的
一
貫
性
を
貫
徹
し
、
最
後
は
宗
教
的
な
超
越
の
要
求
 
に
も
 言
 

及
 す
る
、
相
異
な
り
な
が
ら
最
後
に
は
触
れ
合
い
う
る
、
二
つ
の
 
流
れ
の
 

完
成
を
見
る
。
こ
れ
は
著
者
の
見
る
に
、
ド
イ
ツ
観
念
論
や
京
都
 
学
派
の
 

到
っ
た
深
遠
性
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
 

以
上
本
書
の
示
す
「
直
観
 S
 」
「
反
省
 S
 」
の
 二
 潮
流
の
展
開
を
 要
約
 

し
て
き
た
が
、
「
努
力
」
概
念
の
と
ら
え
方
に
集
中
し
た
評
者
の
 
要
約
で
 

は
 、
い
ま
一
つ
の
重
要
な
著
者
の
論
点
た
る
、
ビ
ラ
ン
、
ブ
ロ
ン
 
 
 

リ
ク
ー
ル
の
シ
ー
ニ
ュ
論
の
検
討
に
言
及
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
 
著
者
と
 

読
者
に
お
詫
び
し
た
い
。
た
だ
一
つ
、
第
八
章
の
リ
ク
ー
ル
論
の
 
内
 、
第
 

 
 

五
章
で
著
者
が
ラ
シ
ュ
リ
 

エ
 の
純
粋
思
惟
の
哲
学
に
お
け
る
感
性
 
的
な
も
 

の
の
二
次
性
を
批
判
し
た
の
と
同
様
の
文
脈
で
、
リ
ク
ー
ル
に
   

「
 学
 」
の
生
へ
の
不
可
欠
性
の
王
張
へ
の
、
理
解
と
と
も
に
 

や
は
り
 



「
（
宗
教
研
究
に
お
け
る
解
釈
学
的
研
究
）
と
（
現
実
に
宗
教
に
 

よ
っ
て
 

生
き
て
い
る
人
）
と
の
あ
 い
 だ
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま
れ
て
 い
る
の
 

も
 事
実
で
あ
る
」
三
四
六
頁
 一
 と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
 と
の
み
 

は
 、
紹
介
を
省
略
す
る
ま
い
。
 

最
後
に
評
者
の
所
感
を
示
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
本
稿
で
も
既
に
触
 
れ
た
 

よ
う
に
著
者
自
身
も
冒
頭
部
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
 何
よ
り
 

も
 、
こ
れ
ら
多
様
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
た
ち
を
貫
く
問
題
の
 一
貫
性
 

を
 明
ら
か
に
し
た
点
に
 
、
 改
め
て
賛
辞
を
送
り
た
い
。
こ
れ
ま
で
 浅学
な
 

評
者
な
ど
は
、
メ
ー
ヌ
・
 
ド
 ・
ビ
ラ
ン
 や
べ
 ル
ク
ソ
ン
に
つ
い
て
 
 
 

く
つ
か
の
著
作
を
「
つ
ま
み
食
い
」
す
る
の
み
で
、
ま
し
て
こ
の
 
二
人
ほ
 

ど
 紹
介
さ
れ
て
い
な
い
プ
ロ
ン
デ
ル
に
到
っ
て
は
、
評
者
が
 テ
｜
 マ
と
す
 

る
ガ
 プ
 リ
エ
 ル
・
マ
ル
セ
ル
に
よ
る
論
及
を
介
し
て
専
ら
間
接
的
 
な
 理
解
 

に
 甘
ん
じ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
岩
田
文
昭
氏
に
よ
る
こ
の
労
作
 
ま
、
こ
 

@
 

れ
ま
で
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
 十セ
 世
紀
と
二
十
世
紀
 中
盤
以
 

降
 の
諸
思
想
の
中
間
期
に
お
け
る
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ
思
想
の
陰
 
に
 見
ら
 

れ
が
ち
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
が
、
か
く
も
豊
か
に
展
開
さ
れ
 
て
き
た
 

こ
と
に
、
多
く
の
読
者
の
目
を
開
い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
 

そ
の
上
で
一
 
つ
 だ
け
、
評
者
が
著
者
に
伺
 い
 た
い
点
が
あ
る
。
 
本
 稿
で
 

も
 触
れ
た
よ
う
に
、
著
者
 は
 多
く
の
箇
所
で
、
こ
こ
で
検
討
さ
れ
 た
 思
想
 

家
 た
ち
の
思
想
が
あ
く
ま
で
「
哲
学
」
で
あ
っ
て
「
神
学
」
な
い
 
し
 
「
 ア
 

ポ
ロ
ジ
ェ
テ
ィ
ク
」
で
な
い
点
を
 、
 極
め
て
強
調
し
て
お
ら
れ
る
 O
 も
と
 

よ
り
例
え
ば
 
べ
 ル
ク
ソ
ン
を
神
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
ま
ず
 
奇
 妙
 で
あ
 

ろ
う
し
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
啓
示
志
向
も
い
わ
ば
間
接
的
な
も
の
で
 
あ
る
こ
 

と
は
充
分
納
得
で
き
る
。
た
だ
本
書
で
感
じ
た
の
は
、
こ
の
点
に
 つい
て
 

の
 指
摘
が
、
顕
著
な
ま
で
に
頻
繁
か
っ
強
固
だ
と
い
う
事
で
あ
る
 
。
 或
い
 

は
 著
者
は
、
実
定
宗
教
こ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
カ
ト
リ
 
ツ
ク
 -
 

 
 

に
よ
る
「
哲
学
的
真
理
の
探
究
へ
の
圧
迫
」
を
 、
 -
 フ
ラ
ン
ス
人
 
が
 
で
は
㎎
 

な
く
著
者
 ご
 自
身
が
一
特
に
強
く
意
識
あ
る
い
は
警
戒
さ
れ
る
べ
 き
、
水
引
 

 
 

書
 で
明
記
さ
れ
た
記
述
以
上
の
詳
細
な
理
由
な
い
し
必
然
性
を
お
 
持
ち
か
 

も
し
れ
な
い
の
で
、
も
し
そ
う
な
ら
ぼ
こ
の
こ
と
を
三
題
と
し
 た
 論
を
 

も
 、
今
後
ぜ
ひ
読
み
た
く
切
望
し
て
い
る
。
 

評
者
は
著
者
に
比
し
て
、
哲
学
と
い
う
枠
に
置
か
れ
な
が
ら
も
よ
 
り
神
 

学
 に
接
近
し
た
傾
向
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
立
場
か
 
ら
 思
う
 

に
、
 例
え
 ぼ
 パ
ス
 ヵ
ル
 の
企
図
し
た
「
護
教
論
」
な
ど
も
、
「
 

真
 理
 を
圧
 

殺
す
る
ド
グ
マ
チ
ス
 
ム
 」
な
の
だ
ろ
う
か
 
0
 ・
顧
み
れ
ぼ
こ
れ
の
 原
点
 た
 

る
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ら
の
護
教
論
 @
 
ウ
ロ
 の
証
言
ま
で
遡
っ
 
て
も
よ
 

ぃ
が
 ）
は
、
十
八
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
、
本
書
で
研
 
究
 さ
れ
 

た
 思
想
家
た
ち
が
生
き
た
時
代
に
お
い
て
、
「
権
力
と
し
て
の
 

教
 ム
 %
 」
 ハ
か
 
,
 

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
を
経
て
も
い
ま
だ
衰
え
き
つ
て
い
な
か
っ
た
 
状
 況
 と
は
 

正
反
対
に
、
「
強
大
な
ギ
リ
シ
ャ
思
想
の
体
系
に
対
し
て
自
ら
が
 
信
じ
る
 

事
柄
の
独
自
性
を
主
張
す
る
」
必
要
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
も
 
の
た
っ
 

た
 。
ム
コ
日
で
も
、
も
は
や
新
旧
の
キ
リ
ス
ト
教
会
も
ス
ピ
リ
 

チ
ュ
 ア
リ
ス
 

ト
 た
ち
の
時
代
に
警
戒
さ
れ
た
「
強
者
」
で
は
な
く
、
例
え
ば
 
カ
  
 

ク
 で
も
ア
ジ
ョ
ル
ナ
メ
ン
ト
を
必
要
と
す
る
ま
で
に
、
使
徒
や
教
 
父
 が
立
 

脚
 し
た
よ
う
な
、
「
弱
者
」
の
原
由
に
復
帰
せ
ん
と
し
て
い
る
。
 

，
 
」
こ
で
、
 

使
徒
や
教
父
の
「
 護
教
 
・
弁
証
」
も
、
い
わ
 
ぼ
 
「
思
想
の
出
現
の
 動
機
」
 

と
し
て
の
限
り
で
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
「
強
力
な
カ
ル
テ
 
ジ
ア
ニ
 

ス
ム
の
知
的
伝
統
」
に
対
し
て
独
自
な
哲
学
を
王
 
張
 せ
ん
と
し
た
 
こ
れ
ら
 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
精
神
と
も
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
 
か
も
し
 

れ
な
い
、
と
ま
で
舌
口
 え
ぱ
 果
た
し
て
牽
強
付
会
だ
ろ
う
か
。
 



し
か
し
こ
の
私
感
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
労
作
の
価
値
そ
の
も
の
を
 
 
 

さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
こ
と
を
も
 
再
考
す
 

る
 契
機
を
提
供
し
て
頂
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
読
者
と
と
も
に
 
著
者
に
 

感
謝
し
た
く
思
う
。
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書評と紹介 

本
書
の
題
名
で
あ
る
「
歴
史
と
探
求
」
と
副
題
の
「
レ
ッ
シ
ン
グ
  
 

ル
チ
・
ニ
ー
バ
ー
」
は
、
著
者
の
研
究
の
中
心
課
題
と
こ
れ
ま
 
で
の
 研
 

究
の
歩
み
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
著
者
の
安
 酸 敬
具
氏
は
京
都
 大
学
大
 

学
院
で
武
藤
一
雄
氏
お
よ
び
水
垣
 渉
氏
 に
師
事
し
た
が
、
こ
の
 
赴
 き
を
 異
 

に
す
る
二
人
の
師
の
中
心
課
題
を
結
合
し
た
「
実
存
と
歴
史
」
と
 
い
う
 主
 

題
が
 、
著
者
の
畢
生
の
課
題
に
な
っ
た
と
い
う
三
塁
。
著
者
 

は
 修
士
 

論
文
で
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
理
解
の
分
析
に
 取
り
組
 

み
、
続
く
博
士
後
期
課
程
と
ア
メ
リ
カ
留
学
を
通
し
て
行
わ
れ
  
 

ル
チ
研
究
は
 
、
ヴ
 
ア
ン
ダ
ー
ビ
ル
ト
大
学
の
学
位
論
文
に
纏
め
 ら
れ
、
 

い
 ま
 紐
目
 S 隠
坊
 へ
辛
 ㎏
逼
む
ま
Ⅰ
～
～
 

ぃ
コ
ミ
ぬ
藍
碇
ぎ
 
3
 束
知
ら
も
～
 
ぃ
 
Ⅰ
～
 モ
乙
 ぎ
し
 

今
井
南
里
 

聖
学
院
大
学
出
版
会
 
二
 0
0
 

一
年
三
月
二
 

0
 日
刊
 

A
5
 判
 

二
 0
 五
頁
 

五
 0
0
0
 円
 

第
四
章
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
の
理
念
の
問
題
性
 

、
マ
イ
 

不
 ツ
ケ
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
 

第
五
章
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
ニ
ー
バ
ー
の
歴
史
理
解
 
｜
フ
ク
 ヤ
て
 
な
 

ら
び
に
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
 
ト
 の
歴
史
理
解
と
の
比
較
対
照
に
お
い
て
 

 
 

あ
と
が
き
 

本
書
を
構
成
す
る
五
つ
の
章
は
、
著
者
が
諸
々
の
研
究
雑
誌
に
寄
 
稿
し
 

た
 論
文
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
 五 篇
の
論
文
か
ら
成
り
立
っ
て
 い
 8
 
 万
日
 

論
文
の
初
出
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ま
え
が
き
に
記
さ
れ
て
い
る
 ）
。
そ
れ
 

ゆ
え
、
本
書
の
各
章
は
独
立
し
た
論
文
と
し
て
読
め
る
も
の
で
あ
 
@
 、
土
車
 

を
 追
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
形
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
 
、
各
章
 

は
 著
者
の
一
定
の
問
題
意
識
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 
、
各
章
 

の
 背
後
に
あ
っ
て
こ
れ
ら
を
統
一
す
る
著
者
の
神
学
的
・
宗
教
 
哲
 学
的
 思
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安
酸
 敬
具
 著
 

「
歴
史
と
探
求
 

レ
ッ
シ
ン
グ
・
ト
レ
ル
チ
・
ニ
ー
バ
ー
 

 
 

c
a
l
@
 

せ
 
と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
次
に
著
者
の
興
味
を
惹
 い
た
 レ
 

ッ
 シ
ン
グ
に
関
す
る
研
究
が
京
都
大
学
博
士
論
文
と
し
て
実
を
 結
び
、
 

「
レ
ッ
シ
ン
グ
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
」
上
梓
の
運
び
と
な
っ
た
。
 

は
じ
め
に
、
本
書
の
目
次
構
成
を
確
認
し
て
お
き
た
い
 -
 
但
し
 、
 節
以
 

下
は
省
略
し
た
㍉
 

ま
え
が
き
 

序
章
歴
史
と
探
求
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ト
レ
ル
チ
、
ニ
ー
 
バ
 
 
 

第
一
章
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
真
理
探
求
の
問
題
 

第
二
章
ト
レ
ル
チ
の
「
わ
た
し
の
テ
ー
ゼ
」
セ
バ
ス
テ
ィ
 アン
・
 

フ
ラ
ン
ク
の
思
想
史
的
 
境
位
 に
関
し
て
 

第
三
章
ト
レ
ル
チ
の
「
信
仰
論
」
 

ム
 
底
 的
 歴
史
性
の
神
学
 の
 試
み
 



想
 、
お
 ょ
ぴ
 著
者
が
取
り
上
げ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ト
レ
ル
チ
 、ニ
  
 

の
間
の
思
想
史
的
連
関
を
浮
き
彫
り
に
す
る
役
割
を
果
た
し
て
  
 

か
 、
今
回
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
序
章
で
あ
る
五
頁
Ⅰ
 

序
章
と
あ
と
が
き
に
 
よ
 る
著
者
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
彼
ら
を
 つ
む
 

ぐ
 線
は
、
そ
の
問
題
意
識
と
問
題
に
対
す
る
思
惟
と
い
う
二
つ
の
 
面
か
ら
 

整
理
で
き
る
。
第
一
の
問
題
意
識
と
い
う
の
は
、
「
歴
史
的
真
理
 
と
 規
範
 

的
 真
理
と
の
関
係
性
の
間
頭
」
 

二
一
 
0
 三
頁
 -
 で
あ
り
、
こ
の
点
 に
 関
し
 

て
は
レ
ッ
シ
ン
グ
と
ト
レ
ル
チ
と
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
連
続
性
 
を
 認
め
 

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
す
な
 

ね
 ち
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
を
歴
史
 竹
生
成
 

と
 発
展
と
に
お
い
て
捉
え
る
「
歴
史
正
義
」
 
田
 @
 
の
ド
 

。
ふ
 
め
ヨ
 
亮
一
 は
、
 @
 

理
 ・
価
値
・
規
範
の
相
対
化
と
い
う
文
化
的
相
対
主
義
の
難
問
を
 

 
 

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
お
よ
び
教
義
学
に
お
い
て
も
間
 題
 と
な
 

る
 。
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
死
と
復
活
 とい
う
 

歴
史
的
な
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
と
っ
て
本
質
的
意
義
を
 
有
し
て
 

い
 る
一
方
、
他
方
で
は
、
近
代
性
の
要
請
に
従
え
ば
、
普
遍
的
な
 
価
値
 や
 

真
理
は
万
人
が
近
付
き
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
 で
あ
る
 

-
 一
四
頁
㍉
レ
ッ
シ
ン
グ
の
命
題
「
偶
然
的
な
歴
史
の
真
理
は
 必
然
的
 

な
 理
性
の
真
理
の
証
明
と
は
な
り
得
な
い
」
は
、
こ
の
問
題
を
端
 
的
に
示
 

す
も
の
で
あ
り
、
ト
レ
ル
チ
の
畢
生
の
根
本
問
題
も
歴
史
と
規
範
 
の
 問
題
 

で
あ
っ
た
と
い
う
二
二
頁
㍉
ニ
ー
バ
ー
の
場
合
は
、
聖
書
的
 

神
話
 や
 

キ
リ
ス
ト
教
的
象
徴
に
関
す
る
真
剣
な
捉
え
な
お
し
を
通
し
て
 
ト
  
 

的
な
「
歴
史
哲
学
」
か
ら
「
歴
史
神
学
」
へ
の
展
開
が
見
ら
れ
る
 
が
、
そ
 

れ
は
 ト
レ
ル
チ
の
問
題
を
回
避
せ
ず
む
し
ろ
歴
史
的
批
判
の
劫
火
 
を
く
ぐ
 

り
 抜
け
て
き
た
神
学
で
あ
っ
た
 
-
 一
六
頁
）
。
第
二
は
、
歴
史
と
 
真
理
の
 

問
題
を
考
え
る
際
の
、
歴
史
を
「
中
間
 時
 」
 ま
 （
ま
ョ
 一
 と
し
て
 捉
え
る
 

認
識
で
あ
る
。
歴
史
が
中
間
 時
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
理
 は
 客
観
 

的
 
・
決
定
的
に
は
証
明
さ
れ
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
も
 

 
 

義
 的
な
い
し
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
 

中
 間
 時
に
 

 
 

お
い
て
は
真
理
は
一
つ
以
上
の
形
姿
で
働
く
と
い
う
、
レ
ッ
シ
   

「
真
理
の
多
形
性
」
の
考
え
が
で
て
く
る
二
九
頁
）
。
ト
レ
ル
 チ
や
 
ニ
 

バ
ー
に
お
い
て
は
、
そ
の
思
想
の
表
現
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
 

こ
の
 

 
 

考
え
方
が
彼
ら
の
思
想
を
貫
く
一
本
の
線
で
あ
る
。
本
書
を
貫
 
い
て
い
 

る
 、
「
真
理
の
探
求
は
、
「
真
理
を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
も
っ
 

て
い
な
 

い
し
と
い
う
中
間
 
時
 的
状
況
に
お
い
て
は
じ
め
て
真
に
可
能
と
 な
る
」
 

三
一
頁
 -
 と
い
う
著
者
自
身
の
テ
ー
ゼ
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
 
史
的
 連
 

関
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

以
下
、
各
章
の
内
容
を
概
観
し
て
み
た
い
。
第
一
章
は
、
真
理
 
探
 求
 め
 

問
題
を
め
ぐ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
想
で
あ
る
。
真
理
探
求
者
と
し
 
て
知
ら
 

れ
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
真
理
概
念
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
「
 
人
 問
と
 世
界
に
 

関
す
る
あ
ら
ゆ
る
真
理
は
創
造
工
と
し
て
の
神
に
発
源
し
て
い
る
 
。
神
に
 

よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
、
真
理
は
宇
宙
の
 
根
本
道
 

理
 と
し
て
、
生
の
規
範
な
ら
び
に
目
標
と
し
て
、
最
高
の
価
値
を
 
意
味
し
 

て
い
る
」
（
三
三
頁
 -
 と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
 同
 時
に
 、
 

現
実
の
人
間
に
は
誤
謬
が
付
き
ま
と
い
、
人
間
は
真
理
の
た
め
に
 
生
き
て
 

い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
よ
う
な
真
理
と
人
間
と
の
逆
説
的
な
 
い
し
 ム
ガ
 

証
 法
的
な
関
係
三
四
頁
）
か
ら
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
不
断
 
の
 真
理
 

探
求
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
で
て
く
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
言
葉
「
 
人
 間
 の
 価
 

値
は
、
 

誰
か
あ
る
人
が
所
有
し
て
い
る
真
理
、
あ
る
い
は
所
有
し
 て
い
る
 

と
 思
っ
て
い
る
真
理
に
で
は
な
く
、
真
理
に
到
達
す
る
た
め
に
そ
 
 
 

払
っ
た
誠
実
な
努
力
に
あ
る
。
」
三
一
九
頁
 
-
 に
は
、
真
理
の
所
有
 
よ
り
も
 



書評と紹介 

真
理
の
探
求
の
方
に
価
値
を
認
め
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
考
え
方
が
 
端
 的
に
表
 

れ
て
い
る
。
思
想
史
的
な
観
占
か
ら
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
 
の
 第
一
 

点
は
 、
こ
の
よ
う
な
レ
ッ
シ
ン
グ
の
言
葉
は
先
人
の
言
葉
の
翻
案
 
で
は
な
 

く
 、
レ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
実
存
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
 

第
二
日
 

は
 、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
自
ら
の
真
理
探
求
の
モ
チ
ー
フ
を
 、
 「
い
か
 な
る
人
 

も
 、
真
理
の
認
識
に
お
い
て
、
 

彼
 独
自
の
判
断
に
し
た
が
っ
て
 進
 む
の
を
 

妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
断
固
と
し
て
要
求
す
 る
 」
三
一
 

七
頁
 -
 と
い
う
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
の
精
神
と
結
び
付
け
て
理
解
 
し
て
い
 

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
最
も
重
要
な
点
は
、
レ
ッ
シ
  
 

「
賢
者
ナ
ー
タ
ン
 ヒ
 に
お
け
る
「
三
つ
の
指
環
の
警
 楡
 」
を
 引
 用
 し
つ
 

つ
 、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
真
理
 観
と
 歴
史
を
中
間
時
と
す
る
捉
え
方
と
 の
 密
接
 

な
 関
係
を
指
摘
し
て
い
る
占
で
あ
る
。
始
源
か
ら
終
末
へ
と
向
か
 
う
 歴
史
 

の
 構
図
の
中
で
、
現
在
は
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
中
間
 
時
 で
あ
る
 。
中
間
 

時
と
し
て
の
歴
史
に
対
す
る
こ
の
自
覚
と
真
理
探
求
の
モ
チ
ー
フ
 
が
 結
び
 

つ
く
と
こ
ろ
に
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
真
理
の
多
形
性
と
い
う
 
思
想
が
 

出
て
く
る
。
そ
れ
は
、
現
在
に
お
い
て
真
理
問
題
に
は
決
着
が
つ
 
@
 
力
 よ
 
/
 @
 
㌧
 

と
い
う
諦
め
の
思
想
で
は
な
く
、
現
在
に
お
け
る
誤
謬
に
対
し
て
 
、
最
終
 

的
に
こ
れ
を
克
服
す
る
真
理
の
 力
 を
信
じ
る
思
想
で
あ
り
、
 

そ
 れ
ゆ
え
 

に
 、
中
間
時
と
し
て
の
歴
史
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
、
真
理
を
 
探
求
し
 

つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
最
高
の
価
値
に
な
る
の
で
あ
る
。
著
者
 
ま
、
レ
 

@
 

ッ
 シ
ン
グ
の
真
理
探
求
の
精
神
を
 

、
新
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 
0
%
 
貝
重
 

な
 精
神
的
遺
産
と
し
て
評
価
す
る
。
 

第
二
章
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
と
し
て
の
ト
レ
ル
チ
が
「
わ
た
 
 
 

テ
ー
ゼ
」
と
呼
ん
で
 
い
 る
も
の
、
す
な
む
ち
「
学
問
的
思
想
建
築
 に
お
け
 

る
 近
代
の
宗
教
哲
学
と
神
学
は
 、
 ル
タ
ー
の
客
観
的
な
言
葉
と
権
 

威
の
神
 

学
 よ
り
も
、
そ
し
て
啓
蒙
主
義
の
自
然
神
学
よ
り
も
、
ス
ピ
リ
 
チ
 ュ
ア
リ
 

ス
ム
 ス
 に
は
る
か
に
近
い
」
 
-
 
五
一
頁
 -
 と
い
う
テ
ー
ゼ
を
 、
め
ホ
 
教
 改
革
 

期
 に
お
け
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
 ス
 の
代
表
者
た
る
セ
バ
ス
 テ
ィ
ア
 

ン
 ・
フ
ラ
ン
ク
に
即
し
て
考
察
し
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ
は
そ
の
著
 

「
キ
リ
 

ス
ト
教
会
お
よ
び
諸
集
団
の
社
会
教
 説
ヒ
 に
お
い
て
、
「
教
会
」
 
と
「
 分
 

派
 」
に
加
え
て
、
「
神
秘
主
義
」
を
第
三
の
独
立
し
た
類
型
と
し
 
て
 提
示
 

し
た
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
デ
ィ
ル
タ
イ
ヤ
 へ
｜
 グ
ラ
ー
な
ど
の
 
セ
 バ
ス
テ
 

ィ
 ア
ン
・
フ
ラ
ン
ク
に
関
す
る
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
宗
教
 
改
革
期
 

な
ら
び
に
そ
れ
に
続
く
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
を
理
解
す
る
 た
め
に
 

は
 、
「
神
秘
主
義
」
と
り
わ
け
そ
の
代
表
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
ト
的
ス
 

ピ
リ
 チ
ュ
ア
リ
ス
ム
 
ス
 に
関
す
る
認
識
が
本
質
的
に
重
要
で
あ
る
 
と
 考
え
 

た
こ
と
に
よ
る
。
ト
レ
ル
チ
の
理
解
す
る
「
神
秘
主
義
」
類
型
の
 
特
徴
の
 

主
な
も
の
は
、
 
-
1
 ニ
 %
 教
的
 体
験
の
直
接
性
・
現
在
性
・
内
面
性
 、
 -
 
2
 
Ⅰ
 
乙
 
-
 

歴
史
や
祭
儀
や
制
度
へ
の
非
依
存
性
、
（
 

3
-
 ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 個
人
 正
義
、
 

一
 
4
 一
人
格
主
義
、
 -
5
-
 
社
会
形
成
力
 め
 脆
弱
性
、
な
ど
で
あ
る
 
一
五
八
 

頁
 Ⅰ
ト
レ
ル
チ
は
 、
 セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ラ
ン
ク
の
ス
ピ
リ
 チ
ュ
ア
 

リ
ス
ム
 ス
 を
、
教
会
と
の
結
 
び
 つ
き
を
完
全
に
断
ち
切
っ
た
 
、
一
 つ
の
と
 
乃
 

全
 に
個
人
主
義
的
な
原
理
に
ま
で
深
め
ら
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 
的
 神
秘
 

主
義
と
し
て
位
置
づ
け
る
ヱ
八
四
頁
 -
 。
そ
し
て
近
代
の
キ
リ
ス
 ト
 敦
志
 

想
 に
対
す
る
神
秘
主
義
の
意
義
に
関
す
る
ト
レ
ル
チ
の
理
解
に
よ
 
ね
 。
は
 
、
 

セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ラ
ン
ク
の
よ
う
に
「
真
の
宗
教
的
信
仰
で
 
は
あ
る
 

が
 、
歴
史
を
神
化
す
る
古
い
救
済
信
仰
へ
の
関
係
を
解
消
し
て
 し
ま
っ
 

 
 

た
 、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
救
済
信
仰
」
こ
そ
は
「
近
代
の
教
養
人
の
 
秘
 か
な
 

る
 宗
教
」
で
あ
り
、
「
現
代
人
は
古
き
神
秘
主
義
者
と
ス
ピ
リ
 
チ
   

ス
テ
ン
の
思
想
に
再
び
向
か
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
 @
 
五
頁
）
  
 



第
三
章
は
、
著
者
が
ト
レ
ル
チ
の
「
信
仰
論
」
の
邦
訳
を
行
っ
 た
際
 

に
 、
そ
の
「
解
説
あ
と
が
き
」
と
し
て
付
し
た
も
の
を
基
礎
と
 し
て
い
 

る
 。
「
宗
教
史
学
派
の
体
系
的
神
学
者
」
と
し
て
知
ら
れ
る
 
ト
レ
 ル
チ
 で
 

ほ
 あ
る
が
、
教
義
学
的
著
作
は
意
外
に
少
な
く
、
「
信
仰
論
」
は
 
 
 

 
 

フ
オ
｜
 

ル
が
 
筆
記
し
た
講
義
ノ
ー
ト
に
基
づ
い
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
 
る
 。
 し
 

か
し
、
「
ト
レ
ル
チ
の
思
想
体
系
は
、
本
来
、
そ
の
宗
教
哲
学
 
並
 ぴ
に
 歴
 

史
 哲
学
の
背
景
に
あ
る
 
神
 思
想
に
よ
っ
て
、
統
一
性
と
明
瞭
性
が
 与え
る
 

れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
」
 -
 八
二
頁
 -
 と
の
立
場
か
ら
、
 

著
者
は
 

「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ト
レ
ル
チ
解
釈
」
の
神
学
的
資
料
と
し
て
 

の
 価
値
 

を
 
「
信
仰
論
 
ヒ
に
 認
め
る
。
歴
史
と
信
仰
の
問
題
を
真
摯
に
受
け
 止め
よ
 

う
と
す
る
ト
レ
ル
チ
は
、
教
義
学
的
認
識
の
源
泉
を
「
聖
書
、
伝
 
統
、
そ
 

し
て
個
人
的
体
験
」
に
求
め
る
。
イ
エ
ス
の
福
音
と
教
会
史
上
の
 
重
要
な
 

人
物
の
思
想
や
諸
信
条
書
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に
歴
史
と
し
て
 
与
 え
ら
れ
 

た
も
の
は
、
「
個
人
的
か
つ
主
体
的
な
体
得
 

@
 
自
己
の
も
の
と
 す
る
こ
 

と
ロ
 
に
お
い
て
の
み
現
実
の
宗
教
的
生
命
力
に
な
る
」
と
し
て
 、
「
現
在
 

の
 宗
教
体
験
」
も
教
義
学
的
認
識
の
源
泉
の
一
っ
 に 加
え
ら
れ
る
 
と
と
も
 

に
 、
こ
の
個
人
的
な
宗
教
体
験
は
宗
教
改
革
者
た
ち
が
「
聖
霊
 
ノ
 託
言
Ⅰ
」
 

と
 呼
ん
だ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
 -
 八
九
頁
Ⅰ
わ
れ
わ
れ
は
 @
 
」
こ
に
、
 

歴
史
と
信
仰
と
い
う
課
題
を
ト
レ
ル
チ
が
「
信
仰
論
」
と
い
う
 
場
 に
お
い
 

て
 引
き
受
け
る
際
の
 
、
 彼
の
基
本
的
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
 う 。
 そ
 

の
よ
う
な
方
法
に
基
づ
い
て
ト
レ
ル
チ
が
提
示
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 
的
 神
機
 

念
は
、
「
意
志
概
念
と
本
質
概
念
の
厳
格
な
結
合
」
を
そ
の
固
有
 
の
 特
徴
 

と
す
る
も
の
で
あ
る
 -
 九
二
頁
㍉
一
方
で
、
神
は
「
つ
ね
に
 創
 止
迫
 
的
で
 

生
き
生
き
と
活
動
す
る
 方
 」
と
し
て
、
「
絶
対
的
意
志
」
と
し
て
 

捉
え
 ろ
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書評と紹介 

ら
 ヒ
ト
ラ
ー
へ
と
繋
が
る
線
に
お
け
る
ロ
マ
ン
正
義
的
な
自
由
の
 
理
念
で
 

あ
る
。
そ
の
問
題
性
と
は
、
ル
タ
ー
に
淵
源
す
る
「
宗
教
的
自
由
 
」
。
 
ン
、
 

カ
 

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
「
政
治
的
・
市
民
的
自
由
」
に
ま
で
展
開
 

さ
れ
ず
、
 

精
神
生
活
と
社
会
生
活
が
二
元
論
的
に
分
裂
し
た
こ
と
、
「
国
民
 
と
い
う
 

概
念
を
自
由
と
い
う
概
念
と
結
び
付
け
る
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
が
 
な
 い
 」
 

二
 
二
七
頁
 一
 ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

的
 運
動
と
し
 て
の
 啓
 

家
主
義
が
国
民
国
家
の
形
成
と
内
面
的
に
結
び
付
か
な
か
っ
た
こ
 
と
で
あ
 

る
と
指
摘
さ
れ
る
二
三
五
頁
Ⅰ
マ
ン
に
し
た
が
っ
て
こ
の
間
 
題
 の
 本
 

質
を
換
言
す
れ
ば
、
政
治
は
「
理
念
と
現
実
」
と
の
間
に
立
っ
て
 「
 刮
別
旺
迫
 

的
に
こ
れ
を
媒
介
す
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
」
が
、
ド
イ
 
 
 

大
半
は
「
理
念
と
現
実
と
の
調
停
」
に
不
可
避
的
に
随
伴
す
る
「
 
妥
協
」
 

を
 肯
定
的
・
建
設
的
な
も
の
と
し
て
は
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
 
な
か
っ
 

た
 
二
二
七
頁
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
著
者
は
、
 

ハ
 ン
ス
・
 

マ
イ
ヤ
ー
の
見
解
を
参
 
暗
 し
つ
つ
、
ド
イ
ツ
の
精
神
的
伝
統
の
中
 か
ら
も
 

う
 
一
つ
別
の
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
の
伝
統
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
 

る
 。
 そ
 

れ
は
「
ル
タ
ー
か
ら
レ
ッ
シ
ン
グ
と
カ
ン
ト
を
経
て
 へ
｜
 ゲ
ル
 
ヘ
 、
そ
し
 

て
へ
｜
 ゲ
ル
か
ら
ハ
イ
ネ
 ヘ
 、
さ
ら
に
は
マ
ル
ク
ス
へ
と
繋
が
 る
線
 」
 

二
三
六
頁
 -
 で
あ
る
。
「
啓
蒙
」
を
「
人
間
理
性
の
自
律
化
」
と
 

し
て
 

捉
え
る
カ
ン
ト
の
思
想
は
勿
論
の
こ
と
、
「
成
熟
し
た
自
律
性
は
 
人
間
 理
 

性
の
深
い
限
界
性
の
自
覚
を
踏
ま
え
つ
つ
、
彼
岸
の
声
 -
 
神
的
 ム
 
叩
ム
 
了
 @
 
 
ト
 
に
 

自
発
的
に
聴
き
従
う
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
ト
レ
ル
チ
の
用
 

語
 を
援
 

屈
 す
れ
ば
「
 自
 神
 津
 」
 @
 三
。
臼
の
 
0
 コ
 0
 ョ
 こ
と
で
も
名
づ
け
ら
 
れ
る
べ
 

き
 

レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
想
、
著
者
は
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
啓
蒙
主
義
 
の
 再
検
 

討
 に
よ
り
、
も
う
一
つ
の
「
ド
イ
ツ
的
自
由
」
の
理
念
を
提
示
す
 
る
 課
題
 

を
 指
摘
し
て
い
る
。
 

第
五
章
は
、
「
唯
一
の
一
貫
し
た
進
歩
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
し
て
の
 
歴
史
 

は
 
「
 り
 べ
 う
 ル
な
民
主
正
義
」
の
実
現
を
も
っ
て
人
類
の
絶
対
的
 
目
標
に
 

到
達
し
た
と
し
て
「
歴
史
の
終
わ
り
」
を
主
張
す
る
フ
ラ
ン
シ
ス
 
フ
ク
 

ヤ
 7
 の
歴
史
理
解
、
お
よ
び
「
歴
史
か
ら
コ
ス
モ
ス
へ
の
復
帰
」
 

を
 主
張
 

す
る
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
 

ト
 的
な
歴
史
の
廃
棄
、
こ
れ
ら
両
者
 と
は
 異
 

な
る
歴
史
理
解
の
第
三
の
可
能
性
を
、
ラ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
 

ニ
｜
  
 

歴
史
論
に
求
め
よ
う
と
す
る
論
考
で
あ
る
。
本
書
全
体
の
構
成
に
 
お
い
て
 

特
に
興
味
深
い
点
を
二
つ
挙
げ
て
お
く
。
第
一
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
 
歴
史
 哲
 

学
的
思
考
に
は
神
学
的
前
提
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
 -
 
究
極
 的
に
は
 

「
歴
史
哲
学
」
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
 
-
 き
 、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
 酌
人
間
 

学
 に
基
づ
い
て
論
ず
る
。
「
ニ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
然
 
と
 自
由
 

の
 交
差
す
る
地
点
に
立
つ
両
義
的
な
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
 
と
 時
間
 

の
 流
転
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
自
然
の
流
転
を
超
 
越
す
る
 

自
由
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
人
間
固
有
の
超
越
能
力
が
歴
史
認
識
 
を
 可
能
 

な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
人
間
を
歴
史
形
成
者
た
ら
し
め
る
の
で
 
あ
る
」
 

-
 一
七
 0
 頁
 ）
。
そ
し
て
、
時
間
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
 

の
 弁
証
 

法
的
関
係
に
お
い
て
人
間
を
捉
え
る
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
真
実
な
 
も
の
は
 

象
徴
に
お
い
て
の
み
表
現
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
ニ
ー
バ
ー
は
キ
リ
ス
 
ト
 教
内
 

象
徴
の
解
釈
を
通
し
て
、
彼
の
歴
史
神
学
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
 
。
第
二
 

は
 、
ニ
ー
バ
ー
に
お
け
る
中
間
時
の
議
論
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
 一
 方
 に
お
 

い
て
「
神
の
国
は
す
で
に
来
た
」
 一
 
現
在
完
了
）
と
言
い
、
 

他
 方
 で
は
 

「
神
の
国
は
来
る
で
あ
ろ
う
」
 
-
 未
来
 -
 と
 舌
ロ
 
う
 。
こ
れ
に
よ
っ
 
て
二
｜
 

 
 
 
 

バ
ー
は
、
イ
エ
ス
が
歴
史
の
終
局
の
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
少
な
 
く
と
も
 

部
分
的
に
は
分
離
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
矛
盾
的
な
 

 
 

念
 が
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
歴
史
は
中
間
 

時
 で
あ
る
日
と
い
う
 こ
と
で
 



あ
る
」
 
二
セ
 八
頁
 -
 
。
 

以
上
、
各
章
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
。
各
々
の
個
別
研
究
の
 背
後
 

に
 、
著
者
は
フ
ラ
ン
ク
、
レ
ッ
シ
ン
グ
、
ト
レ
ル
チ
、
そ
し
て
 ニ
 
 
 

と
い
う
思
想
史
的
連
関
を
意
識
し
て
い
た
が
、
こ
の
思
想
史
的
 
連
 関
 そ
れ
 

自
体
を
主
題
化
す
る
こ
と
は
更
な
る
研
究
を
要
す
る
と
い
う
 
-
 
四
頁
）
。
 

そ
こ
で
最
後
に
、
今
後
の
研
究
の
進
展
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
こ
 
と
が
 期
 

侍
 さ
れ
る
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
第
一
は
、
ト
レ
ル
チ
の
 「
わ
た
 

し
の
テ
ー
ゼ
」
を
巡
る
問
題
、
す
な
 ね
 ち
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
 

ム
ス
 に
 

代
表
さ
れ
る
神
秘
主
義
が
近
代
の
学
問
形
成
に
影
響
を
与
え
、
 そ
れ
が
 

「
近
代
の
教
養
人
の
秘
か
な
る
宗
教
」
に
な
っ
た
の
ほ
何
故
か
と
 

い
う
 問
 

題
 で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
そ
れ
を
通
し
て
近
代
的
精
神
と
は
 
何
 か
を
 改
 

め
て
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。
第
二
に
、
ト
レ
ル
チ
の
挙
げ
る
神
秘
 正義
 の
 

特
徴
の
一
つ
に
、
「
歴
史
や
祭
儀
や
制
度
へ
の
非
依
存
性
」
と
い
 
 
 

が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
歴
史
を
止
揚
す
る
契
機
で
あ
る
。
し
か
し
 
他
 方
で
、
 

近
代
の
特
徴
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
が
根
本
的
に
歴
史
化
し
た
と
 いう
こ
 

と
で
も
あ
っ
た
。
近
代
が
こ
れ
ら
対
立
す
る
契
機
を
含
む
理
由
な
 
い
し
 意
 

味
は
何
か
。
こ
の
こ
と
と
、
「
歴
史
と
信
仰
」
な
い
し
「
歴
史
と
 
規
範
」
 

と
い
う
近
代
の
根
本
問
題
は
如
何
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
 
あ
る
。
 

第
三
に
、
「
歴
史
」
と
い
う
概
念
が
多
義
的
で
あ
る
と
い
う
問
題
 

で
あ
る
。
 

思
想
家
が
異
な
れ
ば
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
一
の
思
想
家
 の
中
で
 

も
 、
歴
史
と
い
う
概
念
は
種
々
の
用
い
ら
れ
方
を
す
る
。
例
え
ば
 
 
 

チ
 の
場
合
で
あ
る
。
一
方
で
、
「
歴
史
は
 

、
 神
と
世
界
、
自
然
と
 精
神
、
 

存
在
と
当
為
の
「
闘
い
目
の
場
で
あ
る
 ピ
 
-
 
九
六
頁
）
と
い
う
 
場
 合
 、
歴
 

史
は
 、
そ
こ
で
規
範
が
如
何
に
成
立
し
て
く
る
か
、
歴
史
の
意
味
 
は
 何
か
 

が
 問
わ
れ
る
場
で
あ
る
。
他
方
で
、
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
キ
リ
ス
 
ト
 数
原
   

せ の こ   
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本
書
は
著
者
が
駒
 澤
 大
学
の
最
終
講
義
を
べ
 
ー
 ス
に
し
た
 
目
は
 と
け
 」
 

と
 カ
ー
 
l
 

上
下
散
人
類
学
的
視
座
か
ら
」
を
中
心
に
「
ほ
と
け
」
 

論
 に
 関
わ
 

る
 学
術
論
文
、
エ
ッ
セ
イ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

著
者
の
専
門
が
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
 
@
 
」
と
で
 

あ
る
。
日
本
の
み
な
ら
ず
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
の
各
地
に
調
査
を
 
行
い
、
 

宗
教
人
類
学
者
と
し
て
数
々
の
実
態
調
査
を
も
と
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
 
ズ
ム
 研
 

究
 に
新
し
い
地
平
を
開
い
て
き
た
。
そ
の
延
長
線
に
あ
る
の
が
 
日
 本
の
民
 

俗
信
仰
 
-
 
宗
教
 -
 研
究
で
あ
り
、
生
活
仏
教
 -
 
葬
祭
仏
教
 -
0
 
冊
 究
 で
あ
 

る
 。
そ
れ
ら
が
一
九
八
九
年
「
 聖
と
 
呪
力
日
本
宗
教
の
人
 頴
 手
序
 

説
 」
 -
 
青
 自
社
 -
 、
一
九
九
三
年
の
「
 仏
と
 霊
の
人
類
学
１
１
仏
教
 文
化
の
 

深
層
構
造
」
 
-
 春
秋
社
）
に
ま
と
め
ら
れ
、
本
書
に
つ
な
が
っ
て
 く
る
の
 

で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
研
究
に
一
貫
し
た
関
心
は
、
普
遍
宗
教
で
あ
る
仏
教
と
 
土
着
 

宗
教
・
民
俗
宗
教
で
あ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
，
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
ゐ
 

示
教
形
態
 

と
の
相
互
関
係
や
複
ム
ロ
関
係
の
諸
相
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
こ
 

ろ
に
あ
 

る
 。
そ
の
際
の
著
者
の
見
通
し
は
「
ア
ジ
ア
的
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
 
ム
 0
 基
 

鷲
見
定
 
信
 

吉
川
弘
文
館
 
二
 0
0
 

二
年
二
月
二
 

0
 日
刊
 

四
六
判
三
一
一
頁
二
三
 0
0
 円
 

佐
々
 %
 安
 幹
著
 

 
 

盤
に
 ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
 

-
 中
略
 -
 よ
り
正
確
に
 
斗
み
 

@
@
 
、
 マ
 

ナ
 イ
ズ
ム
フ
レ
ー
ア
ニ
ミ
ズ
 
と
的
 性
格
の
濃
い
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 と
い
う
 

べ
き
で
は
な
い
か
。
と
の
問
題
ほ
か
く
し
て
、
古
き
十
九
世
紀
的
 
問
題
で
 

は
な
く
て
、
優
れ
て
今
日
的
な
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
 
あ
る
。
」
 

 
 

二
六
一
頁
 -
 と
い
う
よ
う
に
 
霊
と
カ
 の
再
検
討
に
あ
る
と
い
え
 
る
 。
 そ
 

う
し
た
基
本
的
な
学
問
的
関
心
を
日
本
仏
教
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
 
で
 検
証
 

し
よ
う
と
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
主
と
し
て
日
本
仏
教
と
民
俗
 
め
 
ホ
教
 の
 

"
 あ
い
だ
 "
 の
意
味
を
問
い
な
が
ら
仏
教
と
民
俗
宗
教
主
青
票
 教
 ）
 や
 

葬
祭
仏
教
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
 

換
 舌
口
す
れ
 
ば
 
「
宗
教
文
化
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
 

-
 
経
典
・
教
理
 
-
 と
コ
 

ン
テ
ク
ス
ト
一
生
活
・
宗
教
 一
 と
の
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
 
-
 後
略
 こ
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
 
為
 、
葬
祭
・
葬
式
仏
教
の
中
核
的
要
 素
 で
あ
 

る
 
「
ホ
ト
 ケ
 」
信
仰
の
意
味
と
役
割
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

著
者
の
言
葉
を
借
り
れ
 ば
 、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
仏
教
研
究
は
「
  
 

ゆ
る
仏
教
研
究
の
 

"
 主
流
。
は
原
典
研
究
に
あ
り
、
原
典
の
理
解
 を 通
し
 

て
 仏
教
教
理
や
思
想
を
組
織
・
体
系
化
し
、
そ
の
変
遷
を
辿
る
と
 いう
 研
 

究
 傾
向
が
長
い
あ
い
だ
に
固
定
化
し
、
現
実
に
生
き
て
い
る
仏
教
 
を
 研
究
 

す
る
こ
と
は
 
"
 
傍
流
 "
 の
仕
事
で
あ
る
と
の
暗
黙
の
見
方
が
伝
統
 
的
に
あ
 

っ
 た
し
、
現
在
も
あ
る
こ
と
。
こ
の
た
め
、
例
え
ば
わ
が
国
の
文
 
就
学
的
 

仏
教
研
究
は
、
世
界
の
水
準
を
凌
ぐ
優
れ
た
成
果
を
収
め
た
反
面
 
、
仏
教
 

社
会
の
実
証
的
解
明
は
大
幅
に
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
三
仙
 
と
 霊
 の
 人
 

 
 

類
字
Ⅰ
二
三
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
で
の
研
究
は
進
ん
 
@
,
@
 

/
 Ⅰ
 
カ
 ,
 

 
 

 
 

コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
大
き
く
遅
れ
て
き
た
。
一
般
に
「
生
活
の
 中
の
仏
 

教
 」
が
社
会
学
的
、
人
類
学
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
一
九
五
 
0
 

年
代
㎝
 
1
 

以
降
と
い
う
。
近
年
で
は
民
俗
宗
教
、
民
俗
仏
教
、
葬
祭
仏
教
な
 
ど
の
 視
 



占
か
ら
コ
ン
テ
ク
ス
ト
つ
ま
り
「
生
活
仏
教
」
に
対
す
る
業
績
が
 つま
れ
 

て
き
た
が
テ
ク
ス
ト
と
の
相
互
補
完
関
係
と
い
う
地
平
に
は
達
し
 
て
い
な
 

い
 。
著
者
の
関
心
は
こ
の
点
に
あ
り
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
教
理
 
仏
 教
 と
生
 

活
仏
教
の
連
携
、
統
合
と
い
う
点
に
あ
る
。
 

そ
の
た
め
キ
ー
タ
ー
ム
と
し
て
「
 仏
 」
と
「
タ
マ
」
の
複
合
し
た
 概
念
 

と
し
て
「
ほ
と
け
」
の
用
語
を
提
案
す
る
。
長
く
な
る
が
 引
 m
 し
て
み
 

る
 。
 て
エ
 0
 円
 0
 ハ
 ロ
 ，
 0
 日
本
語
表
記
に
は
、
現
代
で
は
「
 仏
 」
 「
ほ
と
 

け
 」
「
ホ
ト
 ケ
 」
の
三
通
り
が
あ
る
。
 
-
 
中
略
 -
 教
理
上
の
 コ
 0
 円
 0
 木
し
 

に
は
「
 仏
 」
を
当
て
、
こ
れ
に
対
し
て
民
俗
的
な
 

丁
 0
 円
 0
 内
 由
 こ
ま
 
@
@
 

「
ホ
ト
 ケ
 」
を
用
い
て
き
た
観
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
ホ
ト
 ケ 」
は
 主
 

に
 死
者
・
死
霊
・
祖
霊
な
ど
霊
的
存
在
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
 

他
方
で
 

は
 仏
と
霊
的
存
在
 
-
 
タ
マ
 -
 と
の
複
合
化
さ
れ
た
存
在
を
表
示
す
 る
の
に
 

用
い
ら
れ
た
。
 
-
 
中
略
 -
 と
こ
ろ
が
こ
の
「
複
合
一
体
こ
を
考
察
 し
て
い
 

る
う
ち
に
、
こ
れ
は
単
に
教
理
と
民
俗
の
「
関
係
を
明
ら
か
に
す
 
る
の
に
 

重
要
で
あ
る
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
「
生
活
化
さ
れ
た
仏
教
」
、
 

つ
 ま
り
 日
 

本
仏
教
文
化
の
特
質
を
解
明
す
る
為
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
 コ
ア
的
 

対
象
領
域
で
は
な
い
か
と
思
う
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
「
複
合
」
の
 
場
面
を
 

よ
り
相
対
化
し
て
明
確
に
捉
え
る
た
め
に
 由
 0
 円
 0
 木
 芭
の
概
念
 を
高
望
 

理
し
て
な
っ
た
の
が
「
 仏
 」
 ｜
 
「
ほ
と
け
」
 ｜
 
「
ホ
ト
 ケ
 
-
 
タ
 マ
 こ
の
 

図
式
で
あ
り
、
 
複
 ム
ロ
 
-
 
体
 -
 
ま
た
は
領
域
と
し
て
の
「
ほ
と
け
」
 

の
 語
 の
 採
 

用
 で
あ
る
」
 
-
 
ま
え
が
き
 
-
 と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
仏
教
 と
 民
俗
、
 

空
と
 ア
ニ
マ
 宰
ま
 、
解
脱
 と
カ
 な
ど
論
理
的
に
対
立
す
る
意
味
と
 

睦
格
を
 

包
蔵
す
る
 暖
昧
で
 弾
力
的
な
概
念
で
あ
る
」
 

@
0
 
貞
 -
 と
も
 指
 摘
 す
る
。
 

本
書
は
 、
 「
ほ
と
け
」
の
用
語
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
教
理
仏
教
 
と
生
 

活
仏
教
の
相
互
補
完
関
係
や
複
合
性
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
仏
教
 
研
究
や
 

本
書
は
以
下
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
 

@
 
 「
ほ
と
け
」
と
カ
 ー
 宗
教
人
類
学
的
視
座
か
ら
 

1
 
は
じ
め
に
 

2
 
「
ほ
と
け
」
と
 カ
 

3
 
 「
ほ
と
け
」
の
力
信
仰
の
諸
相
 

4
 
 「
 
僧
 」
の
 カ
 

5
 
 「
 
寺
 」
の
 カ
 

Ⅱ
教
理
仏
教
と
生
活
仏
教
 

一
 
葬
祭
仏
教
の
諸
問
題
 

1
 
 「
葬
祭
仏
教
」
に
つ
い
て
 

2
 
 最
近
の
「
ほ
と
け
」
 
観
 

3
 
 「
あ
の
世
」
に
つ
い
て
の
 
観
と
 感
の
ギ
ャ
ッ
プ
 

4
 

「
 
仏
 」
と
「
ほ
と
け
」
 

5
 
「
ほ
と
け
」
信
仰
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
 

6
 
 「
ほ
と
け
」
と
僧
職
者
 

三
生
活
仏
教
の
諸
相
 

1
 
は
じ
め
に
 

2
 
 宗
教
人
類
学
的
仏
教
研
究
の
特
色
 

3
 
 生
活
仏
教
の
諸
相
 

4
 
 総
括
 

Ⅲ
仏
教
と
民
俗
宗
教
の
あ
い
だ
 

一
日
本
人
と
信
仰
 

1
 
は
じ
め
に
 

葬
祭
仏
教
研
究
の
 
ん
 「
後
の
方
向
性
を
し
め
し
た
の
で
あ
る
。
 

(814)@ 192 



書評 
と 紹介 

各
章
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
 

I
 
「
「
ほ
と
け
」
と
 カ
 」
で
は
、
「
ほ
と
け
」
が
礼
拝
さ
れ
、
 

祈
 願
さ
 

ね
 、
供
養
さ
れ
る
の
は
「
ほ
と
け
」
が
備
え
て
い
る
力
に
よ
る
も
 
の
で
は
 

な
い
か
と
の
見
通
し
を
立
て
る
。
事
実
日
本
で
は
「
ほ
と
け
」
は
 
極
め
て
 

2
 
 
信
仰
の
諸
相
 

3
 
 
信
仰
対
象
に
つ
い
て
 

 
 

二
霊
と
カ
 の
 間
｜
 宗
教
の
原
初
形
態
に
つ
い
て
 ｜
 

1
 

は
じ
め
に
 

2
 
6
 本
教
の
原
初
的
形
態
論
に
つ
い
て
 

3
 
 
霊
 １
カ
 論
 と
現
代
宗
教
の
問
題
 

二
 

仏
教
教
団
と
葬
祭
儀
礼
 ｜
 た
て
ま
え
と
現
実
の
間
 

1
 

は
じ
め
に
 

2
 
 
死
者
 ｜
 生
者
 ｜
 仏
教
 
-
 仏
僧
 -
 

3
 
 
最
近
の
動
向
か
ら
 
｜
 結
び
に
代
え
て
 
｜
 

四
仏
教
と
癒
し
 

1
 

は
じ
め
に
 

2
 
 
癒
し
と
宗
教
 

3
 
 
仏
教
と
癒
し
 

4
 
 
道
元
 禅
と
 癒
し
 

五
生
き
が
 い
と
 
宗
教
 

1
 

は
じ
め
に
 

2
 
 
宗
教
と
か
か
わ
り
の
か
た
ち
 

3
 
 
考
察
と
分
析
 

4
 

お
わ
り
に
 

包
括
的
、
複
合
的
な
概
念
で
あ
り
、
仏
、
菩
薩
か
ら
祖
師
、
 そ
 し
て
 死
 

霊
 、
祖
霊
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
学
問
的
、
理
念
的
 に
は
そ
 

れ
ぞ
れ
異
な
る
概
念
で
あ
る
が
「
 力
 」
を
あ
た
え
て
く
れ
る
占
で
 は 
「
 
ほ
 

と
け
 」
と
見
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
「
ほ
と
け
」
の
 
カ
ヘ
 0
 期
待
 

は
 日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
タ
イ
の
シ
ャ
ン
族
で
も
同
様
と
 
い
，
っ
 
。
 

シ
ャ
ン
族
で
は
仏
陀
の
重
要
性
は
経
典
の
教
え
る
と
こ
ろ
と
異
な
 
り
、
最
 

も
 
（
 カ
 ）
あ
る
存
在
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
仏
陀
が
 
カ
 あ
る
も
 

の
と
さ
れ
た
の
は
普
通
の
人
間
に
は
到
達
不
可
能
な
こ
と
を
成
し
 
遂
げ
、
 

並
の
人
間
に
は
望
み
う
べ
く
も
な
い
宗
教
的
境
地
を
獲
得
し
た
か
 
ら
で
あ
 

っ
 た
こ
と
に
よ
る
。
さ
ら
に
こ
の
力
を
持
つ
の
は
「
ほ
と
け
」
 

だ
 け
で
な
 

く
 、
経
典
や
僧
、
寺
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仏
と
 
カ
 の
 信
仰
 

の
 多
様
な
事
例
を
挙
げ
つ
つ
、
「
「
ほ
と
け
」
は
仏
教
と
民
俗
、
 

空
 と
 ア
ニ
 

7
%
 巴
 、
解
脱
 と
カ
 な
ど
論
理
的
に
対
立
す
る
意
味
と
性
格
を
包
 
蔵
す
る
 

暖
昧
で
 弾
力
的
な
概
念
で
あ
る
」
 

宕
 0
 真
一
こ
と
を
例
証
す
る
 。
そ
し
 

て
 
「
仏
教
研
究
は
専
ら
「
 仏
 」
に
傾
斜
し
、
 
他
 万
民
俗
学
、
人
類
 学
 研
究
 

は
ひ
た
す
ら
「
ホ
ト
ケ
ー
 霊
 」
を
追
い
続
け
て
き
た
。
こ
の
傾
向
 が 現
実
 

の
 仏
教
の
た
て
ま
え
と
現
実
の
乖
離
を
際
立
た
せ
て
き
た
事
実
は
 
否
め
ま
 

現
実
の
研
究
上
の
混
迷
を
切
り
抜
け
る
方
途
と
し
て
教
理
研
 
究
 と
民
 

俗
 研
究
の
提
携
・
協
力
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
手
が
か
り
の
 
重
 要
 な
一
 

つ
が
「
ほ
と
け
」
信
仰
の
解
明
に
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

Ⅱ
「
葬
祭
仏
教
の
諸
問
題
」
で
は
葬
式
に
お
け
る
「
理
念
」
と
 
「
 現
 

実
 」
の
 乖
畦
が
 問
題
と
さ
れ
る
。
単
に
「
理
念
」
と
「
現
実
」
の
 
乖
離
 と
 

 
 
 
 

い
う
関
心
だ
け
で
な
く
、
近
年
の
現
象
と
し
て
略
式
葬
儀
、
他
界
 
観
 ・
 ほ
 

と
け
観
の
希
薄
化
な
ど
の
著
し
い
変
化
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
 。
そ
の
㏄
 

 
 

変
化
の
要
素
と
し
て
葬
儀
を
担
う
僧
侶
の
 "
 葬
祭
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
 
 
 



あ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
、
そ
の
分
析
を
進
め
る
。
 

ま
ず
 
"
 葬
祭
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
 "
 を
明
ら
か
に
す
る
為
に
「
 葬
 祭
仏
 

教
 」
研
究
の
必
要
性
を
み
と
め
な
が
ら
も
、
 

資
 -
 
史
 -
 料
が
決
定
的
 に
 不
足
 

し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
た
上
で
曹
洞
宗
の
デ
ー
タ
に
よ
り
な
が
ら
 
分
析
を
 

行
う
。
教
義
に
立
っ
た
葬
儀
式
が
没
後
作
 僧 、
つ
ま
り
死
者
を
仏
 の
子
 と
 

し
て
 浬
葉
 に
導
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
て
、
一
般
の
人
 
々
の
 受
 

け
 取
る
「
ほ
と
け
」
 
ほ
 複
合
的
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
何
よ
り
 も 大
き
 

な
 問
題
は
 、
 僧
の
側
に
「
死
者
の
行
方
 一
 
あ
の
世
 -
 や
性
格
づ
け
 
を
 説
く
 

憎
 が
五
七
・
九
 %
 、
そ
う
し
た
問
題
に
は
触
れ
ず
、
他
の
こ
と
を
 説
く
の
 

が
四
 0
 拷
 」
と
い
う
「
 
宗
勢
 調
査
」
の
結
果
で
、
あ
の
世
と
こ
の
 

の
 教
学
の
整
備
に
伴
っ
て
僧
の
 "
 
観
 "
 と
 
一
般
の
人
々
の
 
"
 
感
 "
 世

 の
 仲
 

の
あ
い
 

今
者
で
あ
る
僧
が
あ
の
世
を
説
き
き
れ
な
い
と
い
う
現
実
を
指
摘
 
す
る
。
 

こ
の
 
"
 
葬
祭
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
 
"
 の
基
礎
に
は
僧
の
「
あ
の
世
」
 

 
 

ジ
の
 希
薄
化
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
問
う
。
そ
の
背
景
に
あ
る
 
の
が
 僧
 

侶
 養
成
に
お
け
る
知
的
な
教
学
優
先
の
姿
勢
を
あ
げ
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
死
者
Ⅱ
 
ホ
ト
ケ
 と
あ
の
世
を
め
ぐ
る
仏
教
的
・
 
知
的
 

"
 
観
 "
 と
 
一
般
人
の
民
俗
的
・
清
酌
 

"
 
感
 "
 と
は
長
い
あ
い
だ
 
重
 層
 化
、
 

複
合
化
し
て
我
国
の
。
葬
祭
文
化
 "
 な
 形
成
し
て
き
た
。
し
か
し
 

各
宗
派
 

だ
に
深
 
い
 ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
、
あ
の
世
イ
メ
ー
ジ
も
情
的
 "
 
感
 "
 か
ら
 知
 

的
 
"
 
観
 "
 に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
知
的
な
 
@
=
 

口
語
 操
 

作
 の
み
で
は
「
あ
の
世
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
す
こ
ぶ
る
 難
 し
く
な
 

る
 。
そ
こ
に
「
あ
の
世
」
に
自
信
を
失
っ
た
 "
 
葬
祭
コ
ン
プ
レ
ッ
 
ク
ス
。
 

が
 生
ま
れ
て
く
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
 ズ
レ
 は
「
 仏
 」
と
「
タ
マ
」
を
説
明
す
る
場
合
も
同
様
 で
あ
 

る
と
し
、
両
者
の
複
合
概
念
と
し
て
の
「
ほ
と
け
」
信
仰
の
実
態
 
検
証
 か
 

ら
 ス
タ
ー
ト
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
 

盆
や
施
 禽
舎
（
 施
 餓
鬼
 -
 

 
 

の
 仏
教
行
事
、
墓
地
、
墓
石
、
仏
壇
、
位
牌
な
ど
に
対
す
る
態
度
 に
は
タ
め
 

 
 

 
 

仏
へ
 」
と
い
う
発
展
的
な
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
 

こ
の
教
義
仏
教
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
問
題
を
（
 
仏
と
タ
マ
 
の
複
 

ム
ロ
 
と
し
て
の
「
ほ
と
け
」
 
論
 ）
を
持
ち
込
む
こ
と
で
解
決
出
来
る
 こ
と
を
 

教
え
て
い
る
。
 

Ⅱ
 ｜
二
 
「
生
活
仏
教
の
諸
相
」
で
も
教
理
仏
教
研
究
と
ア
ニ
ミ
ズ
 

ム
や
 

呪
術
を
主
と
す
る
民
俗
宗
教
研
究
と
が
互
い
に
提
携
す
る
こ
と
の
 
重
要
性
 

を
 語
る
。
 

E
.
 

リ
ー
チ
や
 

A
.
 

エ
 ー
ム
ズ
の
南
方
仏
教
の
人
類
学
 的 研
究
 

や
 H
.
B
.
 

エ
ア
ハ
ー
ト
な
 

ビ
 の
日
本
宗
教
研
究
の
成
果
を
通
し
 

て
 教
理
 

仏
教
と
民
俗
宗
教
が
宗
教
生
活
の
現
場
で
は
複
合
化
し
て
い
る
 と
 指
摘
 

し
 、
そ
れ
を
生
活
仏
教
と
な
ず
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
活
仏
教
 
と
い
，
 
っ
 

場
か
ら
仏
教
を
研
究
す
る
こ
と
で
教
理
仏
教
と
民
俗
宗
教
研
究
と
 
の
 協
同
 

が
 可
能
に
な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
 

Ⅲ
「
仏
教
と
民
俗
宗
教
の
あ
 

い
だ
 」
で
は
五
編
の
論
文
が
ま
と
め
 ら
れ
 

て
い
る
が
、
著
者
の
主
要
な
関
心
で
あ
る
「
ほ
と
け
」
論
に
関
係
 
し
た
も
 

の
の
内
容
を
追
っ
て
い
き
た
い
。
 

「
日
本
人
と
信
仰
」
で
は
著
者
の
住
ま
う
近
辺
の
多
様
な
宗
教
的
 
対
象
 

を
 ス
ケ
ッ
チ
 し
 、
そ
れ
が
日
本
の
平
均
的
な
風
景
で
ほ
な
い
か
と
 い
，
つ
 

そ
の
風
景
を
眺
め
な
が
ら
そ
の
地
域
の
人
び
と
の
信
仰
生
活
を
類
 
推
し
、
 

西
欧
の
影
響
に
あ
る
「
信
仰
」
の
定
義
で
は
な
く
、
日
本
人
の
信
 
何
 は
 多
 

様
で
幅
広
い
と
い
う
視
点
か
ら
の
信
仰
論
が
必
要
で
は
な
い
か
と
 
問
う
。
 

そ
し
て
日
本
人
の
信
仰
対
象
は
自
殊
に
関
わ
る
神
仏
と
、
人
が
成
 
る
 神
仏
 



書評と紹介 

-
 死
者
 -
 
タ
マ
 -
1
 祖
霊
 ｜
 伸
一
力
 こ
 、
死
者
（
タ
％
 -
 ｜
 ほ
と
け
  
 

と
 、
そ
の
他
の
神
仏
と
が
円
環
上
に
位
置
し
 、
 互
い
に
交
流
し
出
 入
り
す
 

る
 、
と
い
う
特
色
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

Ⅲ
 ｜
ニ
の
 
「
 霊
と
カ
 
の
あ
い
だ
」
で
は
長
崎
県
五
島
列
島
の
民
間
 
宗
教
 

者
の
 ホ
 ウ
ニ
ン
が
、
病
気
群
を
自
然
と
の
関
係
か
ら
生
ず
る
 疾
 病
 
"
 カ
 

ゼ
 "
 と
人
間
関
係
と
の
関
連
か
ら
生
ず
る
疾
病
の
 "
 イ
ン
ネ
ン
 "
 と
カ
テ
 

コ
 ラ
イ
ズ
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
「
 

"
 カ
ゼ
 "
 は
超
自
然
的
 
な
力
の
 

観
念
に
関
係
し
て
お
り
マ
ナ
的
と
い
え
る
の
に
対
し
て
、
イ
ン
 
ネ
 ン
は
霊
 

や
 魂
の
信
念
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
ア
ニ
マ
的
」
 

二
 
四
五
頁
 -
 

と
 仮
説
す
る
。
こ
の
仮
説
に
基
づ
い
て
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
マ
ナ
 
ノ
ズ
 ム
は
一
 

九
世
紀
の
宗
教
研
究
の
課
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
現
代
日
本
の
 
宗
教
研
 

究
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
 アニ
 ミ
ズ
 @
 ム
弘
 
柵
 な
 

ど
の
宗
教
の
原
初
的
形
態
を
整
理
し
、
あ
ら
た
め
て
事
と
 
カ
 の
 本
 質
 の
 解
 

明
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
コ
ド
リ
ン
ト
ン
の
「
非
人
 
格
 的
な
 

力
は
 常
に
人
格
Ⅱ
 
霊
と
 結
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
報
告
を
解
決
 の
 糸
口
 

と
す
る
。
つ
ま
り
 
ホ
 ウ
ニ
ン
 や
 他
の
事
例
、
つ
ま
り
コ
ン
テ
キ
ス
 ト
 で
見
 

る
と
「
 霊
と
カ
 」
は
結
合
し
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
 信 者
の
関
 

心
か
ら
舌
口
え
ば
神
仏
の
個
性
や
教
理
的
背
景
が
重
要
で
は
な
く
、
 

最
も
最
 

大
の
関
心
事
は
神
仏
の
持
つ
 
"
 力
 "
 だ
ろ
う
と
推
定
す
る
。
 

そ
 こ
か
ら
 

「
マ
ナ
イ
ズ
ム
 
テ
 レ
ー
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 -
 内
性
格
の
濃
い
 
ア
ニ
、
、
 
.
 ズ
ム
」
 

が
霊
 １
カ
 0
 本
質
と
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

Ⅲ
 ｜
三
 
「
仏
教
教
団
と
葬
祭
儀
礼
」
で
は
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
み
ら
 

れ
る
 

よ
う
に
仏
教
寺
院
の
多
く
は
葬
祭
を
主
要
な
 -
 
教
化
）
活
動
と
し
て
 
い
る
の
 

に
 対
し
て
、
教
義
を
タ
テ
マ
 

エ
 と
す
る
教
団
教
学
は
脱
葬
祭
を
主
 張
 し
て
 

い
る
と
い
う
乖
離
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
死
霊
を
め
 
ぐ
る
 観
 

以
上
、
本
書
の
概
要
を
見
て
き
た
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
 本
 重
目
 
注
は
 

「
ほ
と
け
」
と
い
う
新
し
い
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
日
本
仏
教
と
 

土
着
信
 

民
俗
宗
教
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
 
る
 。
 

こ
れ
ま
で
の
生
活
仏
教
・
葬
祭
仏
教
と
教
義
仏
教
の
関
係
性
を
明
 
ら
か
 

に
す
る
道
筋
は
大
き
く
開
か
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
宗
教
大
 
類
 学
と
 

い
う
立
場
か
ら
の
資
料
は
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
仏
教
（
 

教
 団
 -
 の
側
 

か
ら
の
情
報
、
資
料
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
著
者
の
歯
 
切
れ
を
 

悪
く
し
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
文
中
各
所
に
述
べ
ら
れ
る
「
 
調
査
の
 

必
要
を
感
じ
る
 目
 
「
詳
し
い
情
報
が
必
要
で
あ
る
」
「
今
後
検
証
 

す
べ
き
 

で
あ
る
」
と
い
う
抑
制
に
実
態
把
握
の
た
め
の
資
料
の
不
十
分
さ
 
が
あ
る
 

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
教
団
側
資
料
と
し
て
も
著
者
 
が
 所
属
 

す
る
曹
洞
宗
の
資
料
が
多
く
、
 

他
 教
団
の
資
料
は
乏
し
く
、
必
ず
 し
も
 
一
 

般
 化
さ
れ
え
な
 
い
 状
況
が
あ
る
。
そ
の
占
か
ら
は
氏
の
「
ほ
と
け
 」 払
珊
は
 

教
理
仏
教
と
民
間
・
民
俗
信
仰
の
 "
 あ
い
な
 "
 を
結
ぶ
用
語
と
し
 
て
 評
価
 

さ
れ
る
が
、
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
資
料
の
集
積
と
現
場
 
で
の
 検
 

証
が
ム
フ
 
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 " そ
の
意
味
 
で
 著
者
 

の
 
「
ほ
と
け
」
論
を
受
け
取
っ
た
我
々
は
、
具
体
的
な
生
活
仏
教
 

の
場
に
 

 
 

お
い
て
検
証
す
る
機
会
を
あ
た
え
ら
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

特
に
 、
 

近
年
の
人
び
と
の
葬
祭
に
関
す
る
状
況
 は
 大
き
く
揺
れ
動
い
て
 き
て
い
 

的
 

 
 

る
 。
葬
式
が
「
慣
習
的
」
な
行
事
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
も
 で
て
い
 

念
は
現
代
で
も
生
き
て
い
る
こ
と
の
事
例
を
挙
げ
、
 

-
 
教
義
 -
 
仏
教
が
 

「
 
仏
 Ⅱ
覚
者
の
意
味
と
死
者
Ⅱ
死
霊
の
意
味
を
複
ム
ロ
的
に
包
含
す
 

る
 ダ
 イ
 

ナ
ミ
ッ
ク
な
概
念
」
二
七
六
頁
 -
 と
し
て
の
「
ほ
と
け
」
論
の
 導
入
に
 

よ
っ
て
解
決
出
来
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
 



る
 。
仏
教
に
よ
る
葬
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
「
仏
教
 葬 離
れ
」
も
 進
 ん
で
い
 

る
 。
こ
う
し
た
傾
向
の
中
で
葬
式
や
仏
教
行
事
の
中
核
的
観
念
 で
あ
る
 

「
タ
マ
」
や
「
ホ
ト
 ケ
 」
の
感
覚
も
希
薄
化
し
て
き
て
い
る
。
 

こ
 う
し
た
 

変
化
す
る
状
況
の
中
で
「
ほ
と
け
」
論
は
ど
こ
ま
で
有
効
な
の
か
 
。
そ
う
 

し
た
課
題
も
含
め
て
、
あ
ら
た
め
て
本
書
が
終
始
一
貫
訴
え
て
 
ぃ
 る
 日
本
 

仏
教
の
実
像
解
明
の
た
め
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
研
究
の
重
要
 
性
 が
知
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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鈴
木
 
範
久
 

本
書
の
序
文
で
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
姉
崎
正
治
二
八
重
一
 一
｜
一
 

九
四
九
 -
 ほ
 つ
い
て
は
、
も
は
や
名
前
を
知
っ
て
い
る
人
も
少
な
 

く
な
っ
 

て
き
た
。
宗
教
学
関
係
者
な
ら
日
本
の
近
代
的
宗
教
学
の
確
立
に
 
大
き
な
 

地
位
を
占
め
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
 
も
、
そ
 

の
 宗
教
学
の
内
容
ま
で
理
解
し
て
い
る
人
は
ど
れ
だ
け
 い
 る
で
 あ
ろ
う
 

か
 。
ま
た
、
日
蓮
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
研
究
者
と
し
て
知
っ
て
い
る
 
人
は
 、
 

そ
れ
ぞ
れ
日
蓮
ま
た
は
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
自
己
の
関
心
に
限
ら
 
れ
た
 姉
 

磯
 煎
 順
一
・
深
澤
 英
 峰
編
 

「
近
代
日
本
に
お
け
る
知
識
人
と
宗
教
 

 
 

東
京
堂
出
版
 
二
 0
0
 二
缶
 一
 

菊
判
 
価
 十
四
二
八
頁
 
一
 

一
月
二
九
日
刊
 

二
 0
0
0
 
円
 

崎
 正
治
の
み
を
知
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
学
や
評
論
の
世
界
で
は
、
 

姉
崎
正
 

 
 

治
 と
い
う
よ
り
は
潮
風
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
潮
風
と
正
 
治
 
と
は
㎎
 

 
 

別
人
と
み
な
す
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

 
 

「
 
嚇
風
 」
と
い
う
号
に
っ
き
、
小
ロ
佳
一
（
以
下
敬
称
略
一
が
「
 皆
さ
 

ん
は
 チ
ョ
ウ
 
フ
ウ
と
 発
音
し
て
い
る
が
、
ほ
ん
と
う
は
 ト
ウ
フ
 
ウ
 な
ん
 

だ
 」
と
語
る
の
を
一
度
な
ら
ず
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
（
小
口
は
何
 
度
 も
同
 

じ
こ
と
を
繰
り
返
す
く
せ
が
あ
っ
た
 -
 。
小
口
を
は
じ
め
、
今
や
 姉
崎
正
 

治
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
た
人
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

そ
 の
せ
い
 

か
 本
書
も
「
ち
よ
う
ふ
う
」
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
 

本
書
を
読
ん
で
、
改
め
て
 
樗
殊
 と
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

一
九
 

七
三
年
に
姉
崎
正
治
先
生
生
誕
百
年
記
念
会
が
開
か
れ
て
か
ら
、
 

す
で
に
 

三
 0
 午
 近
い
年
月
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
 
、
日
本
 

の
 宗
教
学
の
「
事
始
め
」
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
当
然
、
 

姉
崎
正
 

治
は
 
つ
い
て
も
調
査
に
手
を
初
め
て
い
た
。
新
聞
に
姉
崎
の
現
代
 
的
 意
義
 

ほ
 つ
い
て
記
し
た
り
、
記
念
会
の
講
演
者
に
資
料
の
協
力
を
し
た
 
記
憶
が
 

あ
る
。
し
か
し
、
自
分
の
姉
崎
研
究
は
、
そ
の
後
、
南
北
朝
問
題
 の 扱
い
 

で
 立
ち
止
ま
り
、
き
ら
に
、
あ
る
出
来
事
が
あ
っ
て
中
断
さ
れ
た
 
。
そ
の
 

中
断
の
状
態
が
、
い
つ
の
間
に
か
 三
 0
 年
も
続
い
た
こ
と
を
知
ら
 さ
れ
 樗
 

然
 と
し
た
の
だ
っ
た
。
 

そ
の
間
に
、
東
京
大
学
宗
教
学
研
究
室
で
は
、
日
本
の
宗
教
学
史
 へ
の
 

関
心
が
高
ま
り
、
柳
川
啓
一
、
田
丸
 徳
 善
の
指
導
の
も
と
に
続
々
 

と
 成
果
 

が
 発
表
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
姉
崎
正
治
の
研
究
も
 
、
日
本
 

女
子
大
学
の
協
力
を
え
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
く
よ
う
に
な
 っ
た
 。
 

後
者
の
大
き
な
結
実
が
本
書
で
あ
る
。
こ
れ
で
筆
者
の
姉
崎
研
究
 
は
、
中
 

断
 の
ま
ま
打
ち
切
っ
て
も
、
な
ん
の
悔
い
を
残
す
こ
と
も
な
く
な
 
っ
た
 。
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こ
こ
で
は
主
と
し
て
第
一
部
の
「
姉
崎
正
治
 伝
 」
と
第
二
部
の
「
 研
究
 

論
文
」
を
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

「
は
じ
め
に
」
に
よ
る
と
姉
崎
正
治
研
究
の
端
緒
は
、
東
京
大
学
 
宗
教
 

学
 研
究
室
に
保
管
さ
れ
て
い
た
姉
崎
正
治
関
係
資
料
の
整
理
で
あ
 っ
た
 。
 

こ
れ
は
、
筆
者
の
記
憶
に
よ
る
と
、
長
年
、
書
棚
の
最
上
部
な
ど
 
 
 

ロ
ン
紙
で
包
ま
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
。
ほ
こ
り
が
沢
山
つ
 
も
り
、
 

手
で
触
る
の
も
は
 は
 か
ら
れ
る
品
物
で
あ
っ
た
。
手
を
つ
け
る
 @
 
」
と
の
で
 

き
な
い
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
か
二
つ
 
、
紐
 を
と
い
 

て
 覗
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
中
に
、
た
と
え
ば
 W
.
 ジ
ェ
ー
 ム
ズ
か
 

ら
 姉
崎
あ
て
の
手
紙
な
ど
が
入
っ
て
い
る
の
を
見
て
驚
い
た
。
 

本
書
の
著
者
た
ち
は
、
そ
の
整
理
を
し
て
い
る
う
ち
に
姉
崎
の
多
 面
性
 

と
 社
会
的
影
響
力
の
大
き
さ
に
気
づ
き
、
そ
の
人
物
像
の
解
明
を
 回
 
心
 い
 -
 
ユ
 

っ
た
 。
そ
し
て
姉
崎
の
課
題
と
し
た
「
近
代
性
と
そ
の
批
判
、
宗
 教
 の
 社
 

全
的
位
置
づ
け
、
 "
 
文
明
の
衝
突
と
葛
藤
 "
 、
毒
性
の
意
味
」
が
 、
 現
在
に
 

0
 通
じ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
。
 

第
一
部
「
姉
崎
正
治
 伝
 」
 ほ
 、
 磯
 前
、
高
橋
、
深
澤
の
三
人
の
止
 
（
著
の
 

か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
ま
ず
三
者
の
共
著
で
あ
る
こ
と
を
全
く
 
感
じ
な
 

い
 筆
の
運
び
で
書
か
れ
て
い
る
。
実
際
に
筆
を
と
っ
た
の
は
一
人
 か
も
し
 

れ
な
い
が
、
三
者
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
よ
さ
が
読
み
取
ら
れ
る
。
 

本
書
は
、
次
の
四
部
か
ら
成
る
。
 

磯
煎
順
一
、
高
橋
 原
 、
深
澤
央
陸
 

第
一
部
姉
崎
正
治
 伝
 

深
澤
央
陸
、
 
磯
 前
順
一
 

第
二
部
研
究
論
文
二
一
篇
）
 

磯
前
 順
一
、
高
橋
 原
 、
深
澤
 英
隆
 

第
三
部
姉
崎
正
治
年
譜
 

磯
前
 、
深
澤
ほ
か
 

第
四
部
姉
崎
正
治
関
係
資
料
目
録
 

姉
崎
の
自
伝
と
し
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
わ
が
生
涯
 目
 （
 養
徳
 社
、
 

一
九
五
一
 -
 が
あ
る
。
こ
れ
は
姉
崎
自
身
の
口
述
を
も
と
に
し
 た
も
の
 

で
、
一
生
の
歩
み
に
つ
き
、
本
人
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
 
を
 記
し
 

た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
伝
は
、
本
人
な
る
が
 
ゆ
え
に
 

口
を
閉
ざ
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
逆
の
誇
張
も
あ
る
。
記
憶
違
い
に
 
就
い
て
 

は
 言
う
ま
で
も
な
い
。
 

そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
右
に
述
べ
た
姉
崎
関
係
資
料
 
が
実
 

に
 大
き
く
役
立
っ
て
い
る
。
姉
崎
本
人
の
も
の
と
姉
崎
あ
て
の
 
書
 筒
 を
は
 

じ
め
と
す
る
一
級
資
料
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
 
京
 都
 の
 生
 

家
か
ら
始
ま
り
留
学
先
の
外
国
に
至
る
ま
で
、
実
に
丹
念
な
現
地
 
調
査
が
 

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
、
姉
崎
が
自
分
で
は
 
貧
 し
い
よ
 

う
に
書
い
て
い
る
生
家
が
、
当
時
と
し
て
は
む
し
ろ
裕
福
で
あ
っ
 
た
と
の
 

結
果
が
出
さ
れ
て
い
る
 "
 （
た
だ
し
本
人
が
貧
し
い
よ
う
に
受
け
 

止
め
て
 

い
 た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
捨
て
難
い
。
 
一
 

こ
う
し
た
資
料
と
現
地
調
査
の
み
な
ら
ず
、
近
代
の
宗
教
、
歴
史
 
、
社
 

会
 、
思
想
そ
の
他
の
広
範
に
わ
た
る
数
多
く
の
文
献
が
用
い
ら
れ
 
、
姉
崎
 

の
 生
き
た
時
代
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
姉
崎
の
活
躍
が
多
 
面
 に
及
 

ぶ
だ
け
に
大
変
な
作
業
で
あ
っ
た
と
思
う
。
一
ぺ
ー
ジ
 
な
 記
す
た
 め
に
 膨
 

大
な
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
要
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
く
に
 
姉
 崎
 の
小
本
 

教
学
の
展
開
と
変
化
、
社
会
や
国
家
と
の
か
か
わ
り
に
焦
点
を
あ
 
て
、
王
 

観
 的
な
「
わ
が
生
涯
ヒ
を
客
観
的
な
「
姉
崎
正
治
の
生
涯
」
に
 し
て
い
 

る
 。
姉
崎
正
治
の
伝
記
と
し
て
今
日
最
良
の
も
の
が
書
か
れ
た
と
 いっ
て
 

 
 
 
 

よ
い
。
 

第
二
部
の
「
研
究
論
文
」
に
は
、
深
澤
 英
隆
の
 
「
姉
崎
正
治
と
近
   

本
の
 
"
 
ゐ
 
下
散
問
題
 "
 
 

姉
崎
の
宗
教
理
論
と
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
 ト
 」
と
 



磯
前
 順
一
の
「
西
洋
体
験
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
姉
崎
正
治
に
 

お
け
る
 

国
家
と
宗
教
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
二
億
だ
け
で
あ
る
点
は
 
、
 多
面
的
 

な
 姉
崎
で
あ
る
ゆ
え
に
量
的
に
は
物
足
り
な
い
が
、
質
的
に
は
す
 
 
 

論
文
と
な
っ
て
い
る
。
 

ま
ず
深
澤
論
文
で
は
、
社
会
学
者
武
田
良
三
の
言
葉
を
借
り
て
、
 

宗
教
 

0
 本
質
を
問
う
「
宗
教
の
問
題
」
と
、
宗
教
が
実
際
の
社
会
や
文
 
化
の
な
 

か
で
は
た
ら
い
て
い
る
「
宗
教
問
題
」
と
を
分
け
る
。
そ
し
て
、
 

姉
崎
を
 

「
宗
教
問
題
」
を
と
お
し
て
「
宗
教
の
問
題
」
を
考
え
た
学
者
と
 

み
る
。
 

こ
れ
に
は
雑
誌
「
太
陽
」
の
宗
教
担
当
記
者
を
つ
と
め
た
こ
と
が
 
大
き
い
 

で
あ
ろ
う
。
 

政
治
家
も
宗
教
家
も
、
「
宗
教
問
題
」
に
対
し
て
「
規
範
的
介
入
 
」
 を
 

す
る
が
、
そ
れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
な
介
入
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
教
 
学
者
は
 

同
じ
介
入
を
し
て
も
、
い
つ
た
ん
「
宗
教
の
問
題
」
を
く
ぐ
っ
た
 
う
え
で
 

の
 介
入
を
な
す
。
そ
う
な
る
と
姉
崎
の
「
宗
教
問
題
」
に
対
す
る
 
発
言
に
 

は
 、
そ
の
「
宗
教
の
問
題
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
 
る
 。
 し
 

た
が
っ
て
著
者
は
、
王
と
し
て
「
宗
教
学
概
論
」
か
ら
始
ま
り
 、
「
復
活
 

の
 曙
光
 ヒ
 
「
国
運
と
信
仰
 ヒ
 
「
新
時
代
の
宗
教
」
を
順
に
取
り
上
 
げ
、
そ
 

こ
 に
み
ら
れ
る
宗
教
観
を
追
う
。
 

と
く
に
本
論
文
で
は
、
「
 
6
 
丁
教
学
概
論
」
前
後
の
姉
崎
に
強
い
影
 

皆
 を
 

与
え
た
 
べ
ン
ダ
 Ⅰ
ハ
ル
ト
マ
ン
に
紙
数
が
さ
か
れ
て
い
る
。
 
そ
 れ
と
と
 

も
に
、
姉
崎
の
宗
教
観
と
宗
教
学
と
の
顕
著
な
転
換
を
、
留
学
 に
お
い
 

て
 、
そ
の
後
の
変
化
と
展
開
を
述
べ
て
い
る
占
が
特
徴
的
で
あ
る
 
 
 

本
論
で
と
り
あ
げ
た
限
り
、
実
に
的
確
な
追
究
が
な
さ
れ
て
い
る
 
力
作
 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
ひ
と
つ
だ
け
望
む
な
ら
 
ぼ
 、
留
学
前
で
は
「
 宗
教
学
 

概
論
」
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
後
の
著
作
で
は
、
い
ず
れ
も
 
評
 %
 
珊
 あ
る
い
 

は
 時
論
 ふ
ぅ
 の
著
作
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の
々
 

ホ
 教
 、
宗
 

8
 9

 

敦
史
、
日
蓮
や
キ
リ
シ
タ
ン
の
研
究
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
 
力
 
@
 

 
 

磯
煎
論
文
は
、
留
学
を
境
と
し
て
大
き
く
変
わ
る
宗
教
お
よ
び
る
 

不
教
学
 

 
 

観
 を
手
掛
か
り
に
、
文
字
通
り
姉
崎
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
国
際
 
人
 と
し
 

て
の
思
想
、
活
動
を
み
る
。
「
姉
崎
正
治
 

伝
 」
の
叙
述
と
重
な
る
 が
、
そ
 

の
国
家
と
社
会
に
か
か
わ
る
宗
教
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
 

ま
ず
、
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
伏
線
と
し
て
、
京
都
の
生
家
の
 
父
が
 

「
家
従
」
と
し
て
仕
え
て
い
た
宮
家
と
の
関
係
を
記
す
。
 

留
学
前
に
ほ
理
想
化
し
て
い
た
ド
イ
ツ
が
、
留
学
に
よ
り
皇
帝
の
 「
土
面
 

メ
 

補
講
」
に
接
し
て
幻
滅
、
反
対
に
西
洋
文
明
批
判
に
な
り
、
帰
国
 
後
の
日
 

露
 戦
争
に
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
 
、
 常
に
 

世
間
一
般
の
愛
国
主
義
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
西
洋
批
判
に
 
も
、
実
 

は
 西
洋
か
ら
得
た
精
神
が
る
ず
か
っ
て
い
る
と
す
る
。
社
会
概
念
 
が
 国
家
 

概
念
と
容
易
に
結
合
し
や
す
い
日
本
の
状
況
に
あ
っ
て
、
姉
崎
に
 おい
て
 

も
 、
そ
こ
で
の
宗
教
の
役
割
が
、
と
き
に
普
遍
的
理
念
や
人
類
的
 
仕
ム
互
に
 

根
差
し
た
批
判
を
志
し
な
が
ら
、
結
局
は
国
家
の
政
策
に
沿
 
う
も
 の
と
な
 

っ
て
行
く
。
ア
メ
リ
カ
の
移
民
問
題
、
さ
ら
に
戦
争
に
か
け
て
、
 

東
西
の
 

協
調
に
夢
を
託
し
な
が
ら
、
つ
い
に
、
そ
の
夢
の
破
綻
か
ら
晩
年
 
の
 聖
徳
 

太
子
信
仰
に
至
る
ま
で
、
そ
の
屈
折
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
 

こ
こ
で
は
、
要
約
が
目
的
で
は
な
い
の
で
一
端
の
紹
介
に
と
ど
 め
る
 

が
 、
本
論
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、
日
本
の
宗
教
学
が
、
自
由
主
義
 
神
 学
 の
 流
 

れ
の
な
か
か
ら
生
じ
た
た
め
に
、
現
実
に
対
し
て
宗
教
の
「
 肯
 定
 的
側
 

面
 」
、
「
宥
和
」
の
機
能
を
期
待
す
る
宗
教
観
と
な
っ
た
こ
と
、
 

姉
 崎
 の
 士
ホ
 

教
学
も
同
じ
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
、
最
後
に
は
理
念
性
を
一
 

@
 
日
 め
な
が
 

ら
 天
皇
制
と
の
つ
な
が
り
に
よ
り
、
結
局
は
理
念
と
現
実
と
の
「
 
溶
解
」
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を
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
姉
崎
に
お
い
て
「
学
問
が
信
仰
世
界
 
を
 対
象
 

化
す
る
に
は
遂
に
い
た
ら
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
 

本
書
を
通
じ
て
姉
崎
の
生
涯
を
か
え
り
み
る
と
き
、
姉
崎
と
も
 
交
 流
の
 

あ
っ
た
新
渡
戸
稲
造
が
想
起
さ
れ
る
。
新
渡
戸
は
札
幌
農
学
校
 を
 除
け
 

。
は
、
東
京
帝
国
大
学
に
学
び
、
同
大
学
教
授
、
官
費
に
 

よ
 る
留
学
 、
 学
モ
 

院
 会
員
、
貴
族
院
議
員
と
い
う
よ
う
に
似
た
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
て
 い
る
。
 

二
人
と
も
宗
教
信
仰
を
も
ち
、
と
も
に
帰
一
協
会
に
か
か
わ
り
、
 

同
じ
く
 

国
際
人
で
あ
る
。
二
人
の
国
家
、
社
会
と
の
か
か
わ
り
や
、
二
人
 
が
 宗
教
 

に
 期
待
す
る
国
家
、
社
会
と
の
関
係
を
み
る
と
、
共
通
性
が
は
な
 
は
だ
 多
 

 
 

弱
さ
」
 

の
 漂
う
傾
向
を
否
め
な
い
。
 

本
書
は
、
姉
崎
の
宗
教
学
が
も
つ
、
こ
の
「
ひ
弱
さ
」
の
解
明
で
 も る
 

っ
た
 。
も
し
、
紙
面
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
日
本
の
宗
教
学
 に
 与
え
 

た
 影
響
を
論
じ
、
そ
の
官
製
で
貴
族
正
義
 的 性
格
が
、
今
日
の
日
 本
の
 

6
%
 

教
学
に
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
で
は
「
骨
太
」
の
野
性
的
宗
教
 
学
 と
は
 

な
に
か
、
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
ほ
し
か
っ
た
期
待
も
あ
る
。
 

し
 か
し
、
 

そ
れ
は
 ム
 
「
後
で
も
よ
い
。
 

第
三
部
の
年
譜
、
第
四
部
の
資
料
目
録
に
つ
い
て
は
論
じ
る
余
裕
 は
な
 

い
が
、
こ
の
よ
う
な
完
成
度
の
高
い
も
の
の
作
成
に
あ
た
り
、
 

そ
 れ
を
 支
 

接
 し
た
日
本
女
子
大
学
と
そ
の
学
生
た
ち
の
存
在
と
役
割
は
特
記
 に 値
す
 

る
 。
 

 
  

 
 
 

 
 

9
 

9
 

 
 

 
 



  

9
 

9
 

序
 

研
究
の
目
的
と
歴
史
 

 
 

昔
話
に
見
ら
れ
る
 
夢
 観
を
概
観
す
る
。
霊
魂
が
 蝶
 
-
 夢
虫
 -
 
な
ど
  
 

  

内 
容 
の 
要 
約 

  

  

河
東
 
仁
著
 

「
日
本
の
夢
信
仰
 

宗
教
学
か
ら
見
た
日
本
精
神
史
 

玉
川
大
学
出
版
部
 
二
 0
0
 
二
年
二
月
二
八
日
刊
 

A
5
 
判
五
八
二
頁
七
八
 00
 
円
 

堀
江
宗
臣
 

著
者
は
も
と
も
と
宗
教
心
理
学
、
と
り
わ
け
 ユ
 ン
ク
心
理
学
の
研
 
先
考
 

と
し
て
そ
の
キ
ャ
リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
た
。
だ
が
、
お
そ
 
ら
く
 本
 

書
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
日
本
宗
教
史
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
る
 
よ
う
に
 

な
る
だ
ろ
う
。
心
理
学
的
還
元
主
義
を
嫌
う
著
者
は
、
本
書
で
は
 ユ
ン
グ
 

心
理
学
を
脇
に
お
い
て
、
資
料
の
発
す
る
声
に
耳
を
澄
ま
す
。
 そ
の
た
 

め
 、
本
書
は
宗
教
心
理
学
の
著
作
で
は
な
く
、
日
本
宗
教
史
の
著
 
作
 と
し
 

て
 位
置
づ
け
る
の
が
正
し
い
。
だ
が
、
ユ
ン
グ
こ
そ
は
フ
ロ
イ
ト
 
の
 還
元
 

正
義
を
批
判
し
、
夢
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
よ
う
 
と
す
る
 

姿
勢
を
強
く
打
ち
出
し
た
張
本
人
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
夢
の
 
史
料
を
 

丹
念
に
読
み
解
こ
う
と
す
る
本
書
の
態
度
は
、
ま
さ
に
ユ
ン
グ
 
的
 と
 舌
口
 
え
 

る
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
書
の
構
成
に
し
た
が
っ
て
、
内
容
の
要
 
約
 を
し
 

て
お
く
。
 



・
ア
ニ
マ
ル
と
な
っ
て
肉
体
か
ら
離
脱
し
た
結
果
夢
を
見
る
 

、
と
 

ぅ
 夢
虫
モ
チ
ー
フ
と
、
枕
神
な
い
し
夢
主
神
か
ら
の
啓
示
 と 見
な
 す
 夢
主
 

押
型
モ
チ
ー
フ
が
析
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
 

脱
魂
 型
の
シ
ャ
ー
 
マ
ニ
。
 
ス
 

ム
と
葱
依
 型
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
相
当
す
る
と
さ
れ
る
。
 

い
 ず
 
。
 れ
の
夢
 

観
も
諸
外
国
に
類
語
が
あ
り
、
日
本
独
自
の
も
の
と
は
断
定
で
き
 
な
 い
 

そ
こ
か
ら
、
日
本
の
夢
観
に
は
、
普
遍
性
と
独
自
性
の
両
方
が
あ
 る
と
さ
 

れ
る
。
そ
の
よ
う
な
 
夢
 観
の
歴
史
的
変
遷
と
変
容
の
要
因
を
 、
古
 異
文
学
 

の
中
の
夢
譚
を
対
象
と
し
て
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
本
書
の
目
的
 
と
な
る
 

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
古
典
文
学
の
夢
譚
の
先
行
研
究
が
国
文
学
 
0
 分
野
 

か
ら
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
本
書
で
は
、
 

夢
観
 の
 変
 遷
 る
宗
 

教
学
の
視
角
か
ら
通
史
的
に
整
理
し
直
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
 。
「
事
情
 

仰
 」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
で
、
夢
を
宗
教
現
象
の
一
つ
と
し
 て
と
ら
 

え
、
 夢
が
果
た
し
て
き
た
宗
教
的
文
化
的
な
機
能
を
時
代
別
に
描
 
き
、
 北
耳
 

景
 に
あ
る
仏
教
思
想
や
神
祇
信
仰
の
変
遷
過
程
と
関
連
づ
け
、
 

最
 終
 的
に
 

は
 日
本
の
精
神
史
と
呼
び
う
る
も
の
を
描
く
こ
と
が
、
本
書
の
目
 
的
と
な
 

る
 。
 

本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
 原
 Ⅱ
 夢
 信
仰
」
で
あ
る
。
古
代
日
本
の
 夢
観
 

の
 二
つ
の
特
徴
 
-
1
 夢
は
神
意
を
得
る
た
め
の
回
路
、
 

2
 夢
は
覚
 醒
 時
の
 

現
実
と
同
等
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
場
 -
 が
全
人
類
的
に
普
遍
的
に
見
 ら
れ
る
 

こ
と
か
ら
、
日
本
の
夢
信
仰
の
原
由
で
あ
り
、
か
つ
人
類
全
般
に
 
地
目
 
遍
的
リ
 

に
 見
ら
れ
る
よ
う
な
 尊
 信
仰
を
、
「
 原
 Ⅱ
尊
信
仰
」
と
呼
ぶ
。
 
そ
 れ
が
 次
 

第
 に
独
自
性
を
獲
得
し
て
ゆ
く
過
程
を
描
い
て
ゆ
く
。
 

第
一
部
尊
信
仰
の
開
花
 

第
一
章
上
代
の
夢
信
仰
二
）
「
記
紀
」
と
「
風
土
記
 
目
 

ョ
記
紀
 ヒ
 の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
神
代
の
部
分
に
は
 夢
譚
が
見
 ら
れ
 

な
い
。
夢
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
神
武
天
皇
の
東
征
 譚
 そ
れ
も
 

「
日
本
書
紀
目
の
記
述
で
あ
り
、
夢
を
介
し
た
神
か
ら
の
救
い
の
 

 
 

っ
て
苦
境
を
逃
れ
る
と
い
う
筋
書
き
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
 
、
解
釈
 

一
 

 
 
 
 

を
 必
要
と
し
な
い
夢
が
大
半
で
あ
り
、
夢
は
そ
の
ま
ま
皇
位
継
承
 
を
も
 決
 

走
 す
る
公
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
こ
に
 

は
 、
神
代
の
後
を
受
け
て
、
神
の
意
思
を
帯
し
て
の
国
土
平
定
で
 
あ
る
と
 

の
 主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
国
家
的
な
危
機
に
際
し
て
、
繰
り
 
返
し
 神
 

意
を
受
け
て
行
動
し
、
成
功
を
収
め
る
男
性
天
皇
 像が
 、
 神
緑
り
 す
る
 女
 

巫
 王
か
ら
、
宗
教
的
権
威
・
政
治
的
権
力
を
奪
取
す
る
と
い
う
 
筋
 書
き
が
 

見
ら
れ
る
。
他
方
、
「
風
土
記
」
の
夢
 

譚
 は
よ
り
多
彩
で
、
 
脱
魂
 型
の
 モ
 

チ
ー
フ
、
映
像
事
と
定
型
的
な
夢
解
釈
、
誤
っ
た
解
釈
は
悪
い
結
 
果
 を
招
 

く
と
い
う
法
則
な
ど
、
当
時
の
夢
信
仰
の
実
際
を
反
映
し
て
い
る
 
 
 

第
二
章
上
代
の
夢
信
仰
 
二
ご
 

「
万
葉
集
」
の
夢
 歌
 

「
万
葉
集
」
に
お
い
て
は
、
「
夢
を
見
る
」
で
は
な
く
「
夢
に
見
ゆ
 

」
と
 

い
う
用
語
法
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
夢
を
今
一
つ
の
現
実
の
 
場
 と
見
 

な
す
考
え
方
の
現
れ
で
あ
る
と
著
者
は
考
え
る
。
そ
の
上
で
、
「
 

万
葉
集
 ヒ
 

に
は
、
 
魂
 逢
ひ
を
素
朴
に
信
じ
る
夢
、
文
学
的
手
法
と
し
て
用
い
 て
い
る
 

夢
 、
 魂
 逢
ひ
を
む
な
し
い
と
す
る
 歌
 ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
 
夢
観
が
 混
在
し
 

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

第
三
章
太
子
信
仰
と
天
神
信
仰
 
｜
脱
魂
と
 他
界
遍
歴
 

「
日
本
書
紀
」
に
は
、
聖
徳
太
子
に
ま
つ
わ
る
奇
譚
は
な
い
が
、
 

セ
世
 

絶
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
超
越
的
要
素
が
付
与
さ
れ
、
「
 
聖
 徳
 太
子
 

低
層
」
に
は
、
大
治
 夢
 、
脱
税
型
の
夢
 観
 が
登
場
す
る
。
仏
道
傍
 @ 
の
た
 

め
の
三
昧
堂
で
あ
っ
た
夢
殿
は
、
霊
夢
を
得
る
た
め
の
神
林
と
し
 
て
 理
解
 

さ
れ
る
。
さ
ら
に
 

因
 「
 ぜ
 日
物
語
集
」
で
は
、
太
子
自
身
が
夢
主
神
 

と
し
て
 



書評と紹介 

登
場
す
る
。
 

菅
原
道
真
が
天
神
と
し
て
神
格
化
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
遺
賢
 
と
 い
，
っ
 

密
教
系
の
山
岳
修
行
僧
が
洞
窟
に
お
い
て
修
行
中
に
絶
命
し
て
 
亘
 @
 
土
に
行
 

き
、
道
真
の
訴
え
を
直
接
聞
い
て
き
た
と
い
う
「
追
賞
上
人
冥
途
 
記
 日
肝
 い
 

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
書
に
は
、
 

脱
魂
型
 シ
ャ
ー
マ
ン
 
め
そ
チ
 

｜
フ
 が
ふ
ん
だ
ん
に
出
て
く
る
。
洞
窟
に
こ
も
る
と
い
う
モ
チ
ー
 
フ
は
狩
 

猟
 牧
畜
文
化
の
シ
ャ
ー
マ
ン
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
著
者
 
は
、
地
 

母
神
へ
の
体
内
回
帰
と
い
う
農
耕
民
族
に
特
有
の
モ
チ
ー
フ
 
と
し
 て
解
釈
 

す
る
。
ま
た
、
遺
賢
 が
 冥
途
 記
 に
お
い
て
悪
神
と
出
会
っ
て
 い
 る
こ
と
 

は
 、
ユ
ン
グ
心
理
学
言
う
と
こ
ろ
の
 影
 と
の
出
会
い
と
し
て
解
釈
 
さ
れ
、
 

菅
 霊
が
怨
霊
か
ら
天
神
へ
と
変
容
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
と
も
な
 ラカ
タ
 

ル
シ
ス
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
 

第
四
章
王
朝
人
の
夢
信
仰
 

二
 
@
 
 
女
流
日
記
文
学
に
お
け
 る
夢
 

「
蜻
蛉
日
記
」
で
は
、
作
者
の
身
辺
の
変
化
と
と
も
に
多
く
の
夢
 
が
見
 

ら
れ
、
当
時
の
夢
文
化
の
文
脈
か
ら
息
子
の
出
世
が
暗
示
さ
れ
 る
 。
他
 

方
 、
蜻
蛉
日
記
の
作
者
は
、
つ
ら
れ
人
生
経
験
か
ら
、
夢
を
否
定
 
し
な
い
 

ま
で
も
、
霊
夢
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
す
だ
け
で
判
断
は
下
さ
な
い
 
と
い
う
 

醒
め
た
境
地
に
達
す
る
。
 

「
更
級
日
記
」
に
は
多
く
の
霊
夢
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
作
者
は
 
、
一
 

四
歳
の
時
に
法
華
経
の
習
得
を
促
す
夢
を
見
た
の
に
、
物
語
の
世
 
界
に
耽
 

淫
 し
、
現
実
世
界
を
顧
み
ず
 、
 仏
や
夢
を
も
顧
み
な
い
。
家
庭
を
 持
ち
、
 

現
実
の
重
み
を
知
る
に
 

つ
 れ
て
、
現
世
利
益
を
求
め
、
夫
の
死
後
 は、
阿
 

弥
陀
来
迎
の
霊
夢
に
一
緯
の
望
み
を
託
す
。
素
朴
な
夢
信
仰
が
 
末
 法
 の
 世
 

が
 近
づ
く
に
つ
れ
て
 
カ
 を
弱
め
、
夢
が
、
阿
弥
陀
来
迎
や
極
楽
往
 生 を
知
 

ら
せ
る
メ
デ
ィ
ア
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
。
 

第
五
章
王
朝
人
の
夢
信
仰
 
二
こ
 

夢
解
き
と
参
籠
 

ム
 不
良
期
か
ら
摂
関
 期
 に
か
け
て
の
文
学
作
品
に
お
い
て
は
天
皇
の
 
夢
が
 

語
ら
れ
な
い
。
「
大
鏡
 
口
 に
は
藤
原
道
長
に
連
な
る
直
系
の
血
脈
 を
め
ぐ
 

っ
て
 夢
譚
が
 多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
 は
、
 夢
は
、
数
奇
な
 
 
 

浮
き
沈
み
を
了
解
す
る
説
明
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 と
り
わ
 

け
、
 
夢
の
合
わ
せ
五
次
第
で
人
生
が
左
右
さ
れ
る
と
い
う
、
王
朝
 
期
の
夢
 

観
 が
注
目
さ
れ
る
。
霊
夢
を
霊
性
の
な
 い
 
一
般
人
に
話
す
な
、
 

ム
 ロ
 八 リ
せ
万
 

で
 夢
は
吉
夢
に
も
凶
夢
に
も
な
る
 
-
 
夢
違
え
に
Ⅰ
 

夢
 買
い
の
論
 理
 、
夢
 

を
 授
け
る
観
音
菩
薩
の
存
在
な
ど
が
、
王
朝
潮
の
夢
信
仰
の
特
 徴
 で
あ
 

る
 。
積
極
的
に
夢
を
授
け
て
も
ら
お
う
と
す
る
参
籠
は
、
神
体
、
 

祈
ひ
寝
 

が
 個
人
化
し
て
私
的
な
習
俗
に
な
っ
た
も
の
と
、
著
者
は
見
る
 。
こ
れ
 

は
 、
太
古
の
昔
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
能
動
的
に
夢
を
見
よ
う
 とす
る
 

行
為
が
、
寺
社
と
い
う
聖
域
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
 と
さ
れ
 

る
 。
尊
信
仰
が
、
洞
窟
を
舞
台
と
す
る
古
来
の
地
母
神
崇
拝
と
と
 
も
に
、
 

新
た
に
到
来
し
た
母
性
的
な
 豊
銑
 性
を
備
え
た
観
音
信
仰
 と
習
ム
 同
ヰ
 

シ
エ
リ
こ
 

と
に
よ
っ
て
生
き
残
り
を
は
か
っ
た
と
 

@
 え
る
。
 

第
六
章
王
朝
人
の
夢
信
仰
二
 
%
 
 

「
源
氏
物
語
」
と
「
 浜
 松
中
 

納
言
物
語
 ヒ
 

「
源
氏
 初
 五
聖
に
は
、
夢
合
わ
せ
や
参
籠
と
い
っ
た
 夢
 信
仰
を
め
 
ぐ
る
 

習
俗
が
う
ま
く
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
夢
は
単
な
る
 ェピ
  
 

ほ
 と
ど
ま
ら
ず
、
舞
台
の
全
体
的
な
流
れ
を
予
示
す
る
機
能
を
担
 
わ
さ
れ
 

て
い
る
。
他
方
、
続
編
で
は
、
御
利
益
信
仰
で
は
救
わ
れ
な
い
「
 
生
 の
 重
 

さ
 」
ゆ
え
に
、
夢
を
拒
否
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
登
場
す
る
 。
こ
れ
は
 

 
  

 

は
 、
 夢
 信
仰
の
変
容
・
衰
退
の
兆
し
を
意
味
す
る
。
 

 
 

「
浜
松
中
納
言
物
語
」
で
は
、
夢
の
機
能
 

は
、
 遠
く
離
れ
た
も
の
 同
士
 



の
心
を
通
わ
せ
な
が
ら
、
物
語
を
進
行
さ
せ
て
ゆ
く
役
割
に
収
 飲
 さ
れ
 

る
 。
現
代
人
の
目
か
ら
は
ご
都
合
主
義
と
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
 
、
霊
夢
 

が
 信
じ
ら
れ
て
い
た
文
化
的
な
文
脈
の
中
で
こ
の
物
語
を
考
え
な
 
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

第
セ
 章
中
国
の
夢
信
仰
 

本
章
で
は
、
日
本
の
夢
信
仰
に
影
響
を
与
え
た
中
国
の
状
況
が
紹
 
介
さ
 

れ
る
。
儒
教
系
統
で
は
、
夢
を
天
来
の
予
兆
 と 見
な
す
 夢
 観
、
天
 帝
や
祖
 

霊
か
ら
の
お
告
げ
の
場
と
見
な
す
尊
親
が
主
流
で
あ
っ
た
。
た
だ
 
し
、
こ
 

れ
ば
 国
家
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
衰
退
す
る
方
向
に
あ
っ
た
。
 

ま
た
 個
 

人
 レ
ベ
ル
で
は
、
易
占
の
よ
う
に
三
流
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
 
。
道
教
 

系
の
思
潮
で
は
、
現
実
を
夢
と
並
べ
る
こ
と
で
相
対
化
し
よ
う
と
 
す
る
 者
 

え
 方
と
 、
 夢
は
睡
眠
中
の
脱
 魂
 体
験
と
す
る
考
え
方
が
見
ら
れ
る
 o
 こ
 

モ
チ
ー
フ
は
 、
 後
に
六
朝
時
代
の
志
怪
や
唐
代
の
伝
奇
小
説
な
ど
 の
 文
士
 五
 

へ
と
昇
華
さ
れ
た
。
 

第
八
章
仏
教
と
夢
 二
 
@
 
 

大
治
 夢
 ・
無
常
の
讐
 楡
 
・
修
行
 夢
 

仏
教
に
は
、
大
き
く
三
つ
の
夢
 観
 が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
 

予
 兆
夢
 

と
 大
治
 夢
 さ
ら
に
は
往
生
夢
と
い
っ
た
夢
の
神
秘
性
を
重
視
す
 6
 流
れ
 

で
、
こ
れ
は
仏
教
以
前
か
ら
の
夢
信
仰
に
由
来
し
て
お
り
、
こ
こ
 
か
ら
 観
 

昔
 霊
験
 手
 に
お
け
る
参
籠
の
習
俗
も
生
ま
れ
た
。
第
二
は
 
、
 夢
を
 空
芯
吊
の
 

書
楡
 と
す
る
流
れ
で
、
こ
れ
は
王
朝
文
学
に
し
 
ぽ
 し
ば
登
場
す
る
 
。
た
だ
 

し
 、
そ
れ
は
 仲
 常
を
超
克
し
ょ
う
と
す
る
仏
教
本
来
の
応
報
で
は
 え 
ズ
、
 

@
 

「
か
な
し
」
「
は
か
な
し
」
「
あ
ほ
 ね
 」
と
慨
嘆
す
る
だ
け
で
終
わ
 る
も
の
 

で
あ
っ
た
。
第
三
は
、
夢
中
見
仏
を
重
視
し
、
さ
ら
に
は
修
行
の
 
進
展
 度
 

を
 夢
で
調
べ
る
と
い
う
尊
親
で
あ
る
。
 

結
語
 

尊
 信
仰
の
系
譜
 

三
 
@
 
 

尊
信
仰
の
開
花
 

 
 

こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
第
一
部
を
振
り
返
り
つ
つ
、
「
古
今
和
歌
 
 
 

 
 

に
お
い
て
、
夢
の
実
在
感
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
宿
さ
 
れ
る
。
 

 
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
王
朝
人
の
夢
信
仰
の
単
な
る
風
化
・
減
圧
 
で
は
な
 

く
 、
仏
教
の
影
響
 
と
習
 ム
ロ
に
よ
る
仏
教
的
 尊
 信
仰
の
開
花
、
原
Ⅱ
 
尊
信
仰
 

が
 日
本
独
自
の
も
の
へ
と
開
花
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

前
者
で
は
、
現
在
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
過
去
の
様
相
を
知
る
た
 

物
語
集
」
で
は
、
ど
ち
ら
も
因
果
応
報
思
想
が
背
景
と
な
っ
て
 い 

が
 利
用
さ
れ
て
お
り
、
後
者
で
は
、
来
世
で
往
生
す
る
 -
 
し
た
 -
 

第
九
章
仏
教
と
夢
 二
こ
 

仏
教
説
話
 集
 に
お
け
る
 夢
 

第
二
部
 
尊
 信
仰
の
変
容
 

仏
教
説
話
集
の
始
祖
「
日
本
霊
異
記
」
と
そ
の
集
大
成
で
あ
る
「
 

め
に
 夢
 

る
が
、
 

こ
と
を
 

ム
コ
土
日
 

知
る
た
め
に
夢
が
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
 

第
一
 0
 章
 

仏
教
と
夢
二
こ
法
然
・
親
鸞
・
明
恵
の
夢
 

浄
土
教
系
統
に
お
け
る
夢
と
し
て
は
、
往
生
夢
の
ほ
か
に
も
、
 

一
 
@
 
日
 憎
む
 

ど
が
現
れ
て
指
示
や
励
ま
し
を
与
え
る
と
い
う
夢
が
あ
っ
た
。
 

こ
 れ
は
、
 

煉
 り
尊
信
仰
と
の
結
び
つ
き
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
中
国
の
善
導
 
の
 瑞
夢
 

に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
教
示
、
そ
れ
を
日
本
に
お
い
て
引
き
継
い
 
だ
 法
然
 

の
夢
に
お
け
る
善
導
と
の
対
面
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
認
証
 
夢
 と
し
て
 

解
釈
さ
れ
る
。
法
然
が
弟
子
や
信
奉
者
の
夢
に
表
れ
る
場
合
は
 
、
 認
証
 夢
 

と
い
う
よ
り
は
弟
子
達
の
誤
り
を
諭
す
夢
が
多
く
、
そ
れ
を
通
し
 
て
 法
然
 

は
神
格
化
さ
れ
る
に
い
た
る
。
し
か
し
、
伝
え
ら
れ
る
夢
で
も
っ
 

と
も
 多
 

い
の
は
往
生
夢
で
あ
る
。
往
生
夢
は
や
が
て
定
型
化
し
、
庶
民
の
 
間
で
も
 

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 
夢
 信
仰
は
日
本
全
体
と
し
て
は
衰
退
 傾
 向
 に
あ
 

っ
 た
が
、
浄
土
教
団
と
い
う
「
夢
が
た
り
共
同
体
」
（
菅
原
昭
 
英
 -
 に
お
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い
て
存
続
し
た
と
い
え
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
親
鸞
の
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
往
生
を
め
ぐ
る
 
夢
譚
 

が
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
岸
の
慈
悲
を
 
此
岸
に
 

お
い
て
判
断
す
る
こ
と
自
体
が
自
力
 慢
 、
心
の
ゆ
え
と
さ
れ
た
か
 
ら
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
神
秘
性
を
排
す
る
合
理
的
姿
勢
は
、
民
衆
へ
の
 
上
 着
 化
に
 

お
い
て
は
障
害
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
布
教
過
程
に
お
い
て
は
、
 

ゐ
ホ
祖
で
 

あ
る
 規
臆
 を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
神
秘
的
事
象
が
語
ら
れ
る
よ
 
う
 に
 な
 

る
 。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
尊
信
仰
 
で
あ
っ
 

た
 。
大
治
 夢
 、
召
命
を
受
け
る
 夢
 
二
八
角
堂
 夢
 と
口
一
、
法
然
と
出
 
会
 う
夢
 

な
ど
で
あ
る
。
 

明
恵
の
「
 夢
記
 」
で
は
、
夢
に
好
相
を
見
る
こ
と
が
、
修
行
成
就
 の
証
 

拠
 と
さ
れ
て
い
た
。
明
恵
に
は
睡
眠
中
の
夢
の
み
な
ら
ず
、
 

定
中
 見
仏
、
 

つ
ま
り
意
識
が
あ
る
程
度
活
動
し
て
い
る
状
態
で
感
得
さ
れ
る
 
夢
 も
あ
っ
 

た
 。
明
恵
自
身
も
後
者
の
方
に
高
い
価
値
を
与
え
て
い
た
。
禅
宗
 
の
 禅
が
 

無
相
の
境
地
を
目
指
す
の
に
対
し
、
明
恵
の
禅
は
、
心
中
に
 
イ
メ
 ｜
ジ
を
 

発
現
さ
せ
る
有
相
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
行
法
中
熟
眠
 
の
場
合
 

で
も
、
夢
相
を
発
現
さ
せ
る
技
法
が
存
在
し
、
睡
眠
中
の
夢
を
能
 
動
的
に
 

感
得
す
る
技
法
も
あ
っ
た
。
現
代
の
精
神
科
医
や
深
層
心
理
学
者
 
は
、
明
 

恵
の
個
人
的
特
性
を
分
析
し
て
い
る
が
、
著
者
は
、
明
恵
の
夢
を
 
御
仏
か
 

ら
の
贈
り
物
と
し
て
あ
が
め
、
共
有
し
よ
う
と
す
る
「
夢
が
た
 り
 共
同
 

体
 」
の
存
在
も
大
き
い
と
す
る
。
 

第
一
一
章
武
士
と
夢
二
）
「
平
家
 物
ま
 巴
の
世
界
 

「
平
家
初
重
 
に
 現
れ
る
尊
信
仰
に
関
す
る
定
説
に
 、
 "
 武
士
は
夢
 見
に
 

と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
通
念
が
あ
っ
た
が
、
平
家
は
貴
 
族
 化
し
 

た
た
め
に
 夢
 信
仰
の
圏
内
に
あ
っ
た
 "
 と
い
う
見
方
が
あ
る
。
 
し
  
 

現
実
に
は
三
口
 
妻
鏡
 」
の
記
述
に
も
見
ら
れ
る
よ
 う
 に
、
鎌
倉
 武
 士
も
、
 

一
瞬
の
出
来
事
に
生
死
を
か
け
る
武
士
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
予
兆
 

と
い
 @
 
っ
 

夢
の
神
秘
的
側
面
を
依
然
と
し
て
重
視
し
て
い
た
。
「
平
家
物
語
 

し
こ
よ
、
 

@
@
 

旧
来
の
夢
信
仰
が
取
り
込
ま
れ
、
参
籠
や
夢
 
ム
ロ
 
わ
せ
と
い
っ
た
 
習
 俗
も
引
 

き
 継
が
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
新
た
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
 

神
 が
自
 

ら
の
無
力
を
告
白
す
る
 
夢
譚
が
 登
場
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
 る
 。
 新
 

旧
の
夢
信
仰
が
併
存
し
て
お
り
、
そ
の
狭
間
で
揺
れ
て
い
る
の
が
 
当
時
の
 

実
情
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

第
一
二
章
武
士
と
夢
 二
こ
 

「
太
平
記
口
の
世
界
 

「
太
平
記
し
に
は
、
夢
見
に
と
ら
わ
れ
る
の
を
不
合
理
と
し
て
 

排
 撃
す
 

る
 態
度
が
見
ら
れ
る
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
一
方
で
、
 

旧
来
の
 

夢
 信
仰
の
継
承
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
が
併
存
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 

と
き
に
 

は
神
秘
主
義
と
現
実
主
義
の
葛
藤
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
 

大
き
な
 

潮
流
と
し
て
は
神
秘
主
義
か
ら
現
実
主
義
へ
と
い
う
流
れ
が
あ
る
 
が
、
現
 

美
玉
義
の
最
終
的
勝
利
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
 

第
一
三
章
尊
信
仰
の
衰
退
三
 @
 
 

長
夫
 房
 英
俊
の
夢
、
中
 世
末
 

の
夢
信
仰
 

戦
国
大
名
に
お
い
て
も
、
夢
に
対
す
る
神
秘
主
義
的
心
性
は
存
続
 
し
て
 

い
る
が
、
お
そ
ら
く
将
兵
達
の
戦
意
を
高
揚
す
る
た
め
と
い
う
 
実
 用
 主
義
 

的
な
い
し
功
利
的
な
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
。
 

そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
長
英
 房
 英
俊
の
日
多
聞
院
日
記
」
に
 は
、
 

神
仏
か
ら
の
啓
示
と
し
て
の
夢
、
予
兆
 夢
 、
死
者
と
の
交
感
の
場
 と
し
て
 

別
 

 
 

の
夢
、
そ
の
他
の
宗
教
 
夢
 が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
明
恵
の
よ
う
に
 
修
行
の
 

進
展
を
判
断
す
る
と
い
う
意
識
は
希
薄
で
あ
る
。
夢
の
メ
ッ
セ
 
｜
 ジ
を
具
 

㏄
 

 
 

体
 的
に
受
け
止
め
て
一
喜
一
憂
し
て
い
る
点
、
世
俗
的
欲
求
が
濃
 
く
 現
れ
 



て
い
る
占
が
指
摘
さ
れ
る
。
な
お
、
初
夢
の
習
俗
の
存
在
、
定
型
 

的
な
夢
 

解
釈
、
実
証
主
義
的
な
精
神
の
芽
生
え
が
確
認
さ
れ
る
。
 

第
一
四
章
 尊
 信
仰
の
衰
退
 
二
こ
 

江
戸
時
代
の
夢
習
俗
 

こ
こ
で
は
初
夢
の
習
俗
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
日
取
り
の
変
遷
、
 

模
 、
セ
 

福
神
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
、
初
夢
は
聖
な
る
空
間
で
の
参
籠
が
 

正
 月
 と
い
 

う
 聖
な
る
時
間
に
移
行
さ
れ
、
民
衆
に
ま
で
広
ま
っ
た
も
の
と
し
 

て
 意
義
 

 
 

さ
れ
る
 

が
 、
定
型
的
な
夢
解
釈
が
目
に
付
き
、
そ
の
場
限
り
の
娯
楽
と
し
 

て
 消
費
 

さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
尊
信
仰
の
興
隆
を
意
味
す
る
も
の
で
は
 

な
 
れ
 ,
 

と
 著
者
は
断
定
す
る
。
 

第
一
五
章
 夢
 信
仰
の
変
容
江
戸
時
代
の
文
芸
 
と
夢
 

本
章
で
は
江
戸
時
代
の
文
芸
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
 

夢
 信
仰
の
世
俗
 

 
 

確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
江
戸
文
芸
は
夢
の
虚
構
性
 

に
 着
目
 

し
 、
そ
こ
か
ら
再
び
夢
の
神
秘
性
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
ロ
マ
ン
 

あ
 ふ
れ
る
 

結
語
尊
信
仰
の
系
譜
 こ
 こ
妻
信
仰
の
衰
退
と
昇
華
 

-
 
第
二
部
の
要
約
）
 

村
請
 

二
）
九
条
兼
実
「
玉
葉
 
ヒ
夢
 信仰
の
転
回
 
占
 

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
九
条
兼
実
の
日
記
 

「
 
玉
 

葉
 」
に
は
、
彼
の
政
治
的
地
位
へ
の
期
待
と
夢
と
の
関
係
と
、
 

周
 辺
 の
 者
 

を
も
巻
き
込
ん
だ
「
夢
が
た
り
共
同
体
」
の
存
在
が
描
か
れ
て
い
 

る
 。
 し
 

か
し
、
関
白
の
地
位
に
上
り
詰
め
、
さ
ら
に
嫡
男
が
急
死
し
た
後
 

に
は
 
夢
 

へ
の
関
心
を
な
く
し
、
法
然
へ
急
接
近
す
る
。
と
同
時
に
、
「
 

夢
 が
た
り
 

共
同
体
」
は
念
仏
に
専
心
す
る
集
団
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
れ
は
、
 

夢
 信
仰
 

若
干
の
批
判
的
コ
メ
ン
ト
 

以
上
、
要
約
し
た
こ
と
は
本
書
の
一
部
を
拾
い
上
げ
、
つ
な
ぎ
 
あ
 わ
せ
 

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
量
の
史
料
を
大
き
な
破
綻
な
 くま
と
 

め
あ
げ
た
著
者
の
力
量
に
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
教
学
の
 
分
野
か
 

ら
 日
本
の
夢
信
仰
に
つ
い
て
網
羅
的
に
調
べ
た
も
の
と
し
て
は
 
パ
 ノ
 Ⅰ
 
斗
り
ニ
 

ア
 的
な
業
績
で
あ
り
、
偉
大
な
功
績
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
で
 
あ
る
。
 

こ
こ
で
告
白
し
て
お
く
が
、
評
者
は
日
本
宗
教
史
に
関
し
て
は
ま
 
っ
た
 

く
の
素
人
で
あ
る
。
専
門
は
宗
教
心
理
学
や
現
代
宗
教
理
論
で
あ
 
る
 。
 し
 

た
が
っ
て
、
本
書
の
記
述
の
妥
当
性
を
、
歴
史
学
や
国
文
学
の
見
 
地
か
ら
 

判
定
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
以
下
、
マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
 
若
干
の
 

が
 大
き
な
節
目
を
迎
え
て
い
た
当
時
の
状
況
を
映
し
出
す
も
の
で
 

二
こ
 

夢
幻
能
の
世
界
 ｜
夢
 信
仰
の
昇
華
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

室
町
 期
 に
入
っ
て
か
ら
登
場
し
た
世
阿
弥
の
夢
幻
能
は
、
シ
テ
の
 回
想
の
 

 
 

や
 苦
患
の
訴
え
を
主
軸
と
し
て
お
り
、
最
終
的
に
ほ
、
シ
テ
の
 
出
 現
 が
す
 

べ
て
は
 ヮ
キ
 の
見
た
夢
や
幻
想
の
な
か
で
の
出
来
事
だ
と
す
る
も
 ので
あ
 

る
 。
こ
こ
に
は
夢
の
世
界
を
現
実
の
世
界
と
連
続
す
る
も
の
と
と
 らえ
る
 

意
識
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
な
お
、
夢
幻
能
と
い
う
形
式
の
名
称
は
 
、
ヨ
 ｜
 

ロ
ッ
パ
・
ロ
マ
ン
派
に
由
来
す
る
「
夢
幻
」
と
い
う
言
葉
を
も
と
 
に
 近
代
 

に
 入
っ
て
か
ら
つ
く
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
 ロ
 マ
ン
派
 

は
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
固
有
の
原
 り
夢
 信
仰
の
世
俗
化
・
衰
退
に
面
し
 て
、
夢
 

を
形
而
上
的
・
霊
的
・
哲
学
的
な
創
造
の
源
泉
と
し
て
聖
化
す
 る
 流
れ
 

で
、
こ
こ
か
ら
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
の
深
層
心
理
学
も
出
て
く
る
 
。
 世
阿
 

弥
 に
お
け
る
 尊
 信
仰
の
文
学
的
な
昇
華
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
Ⅱ
 ロマ
 
ン
派
と
 

の
 出
会
い
を
経
て
 
、
 正
し
く
夢
幻
能
と
し
て
評
価
さ
れ
る
に
至
っ
 

-
 
十
八
 

し
 。
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批
判
的
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
き
せ
て
い
た
だ
く
。
 

本
書
の
後
半
に
入
っ
て
目
立
つ
の
は
、
世
俗
化
論
的
傾
向
で
あ
る
 
 
 

れ
は
世
俗
化
論
を
批
判
的
に
見
る
学
会
の
動
向
を
考
え
る
と
、
 

意
 外
 な
感
 

じ
が
す
る
。
現
代
の
夢
占
い
な
ど
は
単
な
る
娯
楽
で
あ
る
と
す
る
 
す
、
こ
 

カ
 

れ
は
著
者
の
考
え
る
 

"
 単
な
る
娯
楽
で
は
な
い
宗
教
性
 "
 の
狭
さ
 を
 表
し
 

て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
「
単
な
る
娯
楽
」
 

の
な
か
 

に
こ
そ
現
代
日
本
人
の
宗
教
性
が
見
え
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
 
る
た
 ろ
 

ぅ
 。
ま
た
、
著
者
が
親
し
ん
で
き
た
は
ず
の
心
理
学
的
夢
見
文
化
 
の
 扱
い
 

も
 気
に
な
る
。
こ
れ
も
世
俗
化
と
い
う
方
向
で
と
ら
え
ら
れ
る
の
 
で
あ
ろ
 

，
 
つ
 、
。
 

カ
 

「
世
俗
化
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
正
確
な
説
明
が
 
な
さ
 

れ
て
 れ
な
い
。
漠
然
と
夢
の
「
神
秘
性
」
が
失
わ
れ
る
過
程
と
し
 
て
 用
い
 

ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
せ
い
で
、
娯
楽
中
心
の
作
品
を
盛
 
り
 上
げ
 

る
た
め
の
道
具
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
世
俗
化
、
す
な
 
む
 ち
 通
俗
 主
 

義
と
、
 夢
の
虚
構
性
が
意
識
さ
れ
、
現
実
世
界
と
の
区
別
が
な
さ
 
れ
る
 ょ
 

う
 に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
世
俗
化
、
す
な
む
ち
懐
疑
主
義
 
と
 が
、
あ
 

い
ま
い
な
ま
ま
一
緒
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
二
つ
 
を
は
っ
 

き
り
と
区
別
す
る
な
ら
 
ぼ
 、
通
俗
的
で
は
あ
る
が
な
お
尊
信
仰
の
 圏内
に
 

あ
る
も
の
 
-
 通
俗
正
義
だ
が
懐
疑
主
義
で
は
な
い
 -
 と
、
 夢
を
素
 朴
に
信
 

じ
た
り
は
し
な
い
が
、
そ
れ
を
内
省
的
に
見
つ
め
よ
う
と
す
る
 
態
 度
 
（
 
懐
 

疑
 正
義
だ
が
通
俗
主
義
で
ほ
な
い
 -
 と
が
、
析
出
さ
れ
る
か
も
 し
れ
な
 

い
 。
現
代
社
会
で
消
費
さ
れ
て
い
る
通
俗
的
な
夢
占
い
は
前
者
 
に
あ
た
 

り
 、
よ
り
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
心
理
学
的
夢
見
文
化
は
後
者
に
あ
た
 
る
と
 考
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

ま
た
、
「
単
な
る
娯
楽
」
と
い
う
判
断
に
関
し
て
、
文
学
中
心
の
 
ア
プ
 

ロ
ー
チ
に
ま
つ
わ
る
問
題
も
指
摘
さ
れ
る
。
エ
リ
ー
ト
か
ら
大
衆
 
よ
り
の
 

文
人
へ
と
い
う
、
文
学
の
担
い
手
の
交
代
を
無
視
し
て
、
両
者
 を
 比
較
 

し
 、
後
者
を
娯
楽
中
心
だ
と
評
す
る
な
ら
 ぱ 、
エ
リ
ー
ト
よ
り
の
 
視
点
に
 

立
っ
た
一
面
的
評
価
と
舌
口
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
階
級
論
的
視
点
か
 

ら
の
 整
 

理
 が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
視
点
の
萌
芽
は
 
、
 実
は
 本
書
の
 

随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
女
巫
王
か
ら
男
性
天
皇
 へ
 の
 転
換
 

に
お
け
る
夢
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 

的
 役
割
、
武
士
の
貴
族
文
化
へ
の
 ア
ン
ビ
 

ヴ
ァ
レ
ン
ツ
を
示
す
も
の
と
し
て
の
夢
へ
の
態
度
、
懐
古
趣
味
の
 
き
ら
い
 

の
あ
る
夢
を
娯
楽
の
道
具
に
転
換
す
る
都
市
民
の
戦
略
な
ど
で
あ
 
る
 。
 

ま
た
、
小
さ
な
問
題
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
 

夢
 信
仰
」
と
い
う
 概
 念
が
 

や
や
不
明
瞭
な
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
た
。
 

言
葉
と
 

し
て
は
、
夢
に
対
す
る
信
仰
、
夢
に
ま
つ
わ
る
信
仰
を
意
味
す
る
 
の
で
あ
 

ろ
う
が
、
「
信
仰
」
と
い
，
三
日
 葉
 に
当
た
る
も
の
と
し
て
浮
か
び
 上
が
っ
 

て
く
る
の
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
信
仰
 
や
 、
仏
教
的
観
念
に
 
対
す
る
 

信
仰
で
あ
る
。
夢
は
一
つ
の
器
で
あ
り
、
信
仰
と
い
う
内
実
は
 
、
 そ
の
他
 

0
 具
体
的
信
念
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
叙
述
は
 
、
あ
 た
か
も
 

日
本
宗
教
史
概
説
と
い
っ
た
観
が
あ
る
が
、
悪
く
い
え
ば
夢
に
 
フ
 オ
 ー
 カ
 

ス
が
 絞
ら
れ
ず
、
夢
と
い
う
器
に
入
り
込
む
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
 
信
念
に
 

袖
を
引
っ
張
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
し
類
い
ま
れ
な
著
者
の
力
量
に
 
よ
っ
て
 

議
論
が
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
 
 
 

最
後
に
、
こ
れ
は
著
者
自
身
自
覚
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
、
「
 
原
 Ⅱ
 

尊
信
仰
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
、
概
念
と
し
て
は
あ
い
ま
い
な
 
も
の
で
 

 
 

あ
る
。
あ
い
ま
い
で
は
あ
る
が
あ
え
て
使
っ
て
み
よ
う
、
使
っ
て
 
み
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
何
か
が
見
え
る
の
だ
か
ら
と
い
う
著
者
の
意
図
に
寄
 

 
 

と
し
て
も
、
さ
ら
に
そ
れ
を
持
ち
出
す
必
要
性
が
見
え
て
こ
な
い
 
。
比
較
 



宗
教
的
な
研
究
な
ら
と
も
か
く
、
本
書
の
よ
う
に
日
本
宗
教
史
が
 主
題
 と
 

な
る
の
で
あ
れ
ば
、
 
"
 古
代
の
夢
信
仰
 "
 と
表
現
す
れ
ば
事
足
り
 る
で
あ
 

ろ
 う
 。
仮
に
比
較
の
作
業
を
今
後
の
研
究
に
ゆ
だ
れ
る
と
し
て
も
 、
最
低
 

限
必
要
な
は
ず
の
例
証
が
欠
落
し
て
い
る
。
 

以
上
は
書
評
に
付
き
物
の
「
無
い
物
ね
だ
り
」
に
過
ぎ
な
い
。
 

付
 華
摘
卜
に
 

あ
る
よ
う
な
形
で
随
時
本
書
を
補
完
し
て
ゆ
く
と
い
う
著
者
の
予
 仝
 
ロ
へ
 の
 

期
待
も
込
め
て
、
若
干
提
言
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
 

し
 
か
し
、
 

そ
れ
も
本
書
の
よ
う
な
大
部
の
労
作
へ
の
敬
意
あ
っ
て
の
も
の
で
 あ
る
。
 

  



立
川
武
蔵
 

序
章
癒
し
と
救
い
を
求
め
て
 

@
 
 現
代
に
お
け
る
癒
し
と
救
い
 

1
 章
 
日
本
近
現
代
に
お
け
る
（
癒
し
の
技
法
）
 

正
木
 

晃
 

手
 か
ざ
し
 
-
 
浄
幸
 き
の
誕
生
に
つ
い
て
 

章 に学友 こ と者でけ 

棚
次
 
正
和
 

編
著
者
の
立
川
武
蔵
 氏
 に
よ
れ
ば
、
本
書
は
国
立
民
族
学
博
物
館
 に
お
 

る
 共
同
研
究
「
癒
し
と
救
 い
の
 民
族
学
的
研
究
」
の
研
究
成
果
の
 一
部
 

あ
る
。
本
書
に
は
、
こ
の
共
同
研
究
に
参
画
し
た
十
五
名
に
及
ぶ
 
研
究
 

の
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
の
視
 

占
と
 方
法
が
交
錯
し
て
お
り
、
 
そ
 の
こ
 

が
 本
書
の
オ
ム
ニ
バ
ス
的
な
性
格
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
 
 
 

数
十
年
間
に
生
じ
た
学
問
の
方
法
や
人
間
の
行
為
の
在
り
方
に
関
 
す
る
 

化
や
危
機
的
状
況
を
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
伝
 
統
に
 

ん
で
「
癒
し
と
救
い
」
の
三
題
に
取
り
組
ん
だ
姿
勢
は
、
共
同
研
 
先
考
 

共
有
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 

本
書
は
大
き
く
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
後
に
序
章
 と
終
 

・
あ
と
が
き
が
付
さ
れ
て
い
る
。
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
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書評と紹介 

こ
こ
で
は
、
本
書
の
概
要
を
忠
実
に
紹
介
す
る
よ
り
も
、
主
題
「
 
癒
し
 

と
 救
 い
 」
が
有
す
る
問
題
地
平
と
、
そ
れ
に
関
す
る
本
書
の
射
程
 距
離
に
 

着
目
し
た
い
。
編
著
者
の
立
川
氏
は
、
斯
界
で
は
夙
に
有
名
な
 研
究
者
 

で
、
近
年
も
「
プ
ッ
 ダ
 の
哲
学
」
「
マ
ン
ダ
ラ
瞑
想
注
目
な
ど
 
話
 題
 の
 著
 

作
を
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
編
著
者
の
総
論
的
な
記
述
か
ら
 
、
本
書
 

2
 章
聖
な
る
狂
気
 

沖
縄
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
 想
依
 現
象
塩
貝
亮
子
 

蛭
 Ⅲ
 
立
 

3
 章
（
他
界
）
の
体
験
と
時
間
の
観
念
 

甲
田
 

烈
 

4
 章
魂
の
危
機
と
癒
し
 

5
 章
人
間
に
よ
る
救
済
 ｜
 即身
仏
と
の
対
話
 -
 フ
ィ
ク
 

坂
田
山
日
日
 

@
 

シ
ョ
ン
 -
 を
と
お
し
て
 

Ⅱ
ア
ジ
ア
の
伝
統
に
お
け
る
癒
し
と
救
い
 

日
野
 紹
運
 

6
 章
ヒ
ン
ド
ゥ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
救
済
 

和
田
喜
弘
 

7
 章
イ
ン
ド
自
然
哲
学
に
お
け
る
解
脱
 

森
 
稚
蚕
 

8
 章
仏
教
に
お
け
る
殺
し
と
救
い
 

小
野
田
俊
 茂
 

9
 章
チ
ベ
ッ
ト
人
の
葬
儀
 

広
田
デ
ニ
ス
 

托
章
親
捷
 思
想
に
お
け
る
 
病
 ・
治
療
・
健
全
 

Ⅲ
宗
教
実
践
の
可
能
性
 

廣
澤
隆
之
 

Ⅱ
章
人
は
「
自
然
」
に
還
れ
る
か
 

佐
久
間
哲
理
子
 

は
章
 

観
想
 法
 と
い
う
行
法
 

山
口
し
の
ぶ
 

㎎
 章
 

あ
る
ネ
パ
ー
ル
仏
教
僧
の
家
族
 

吉
崎
一
美
 

Ⅱ
草
本
フ
ー
ル
密
教
に
お
け
る
身
体
の
機
能
 

立
川
武
蔵
 

終
章
行
為
と
し
て
の
癒
し
と
救
い
 

立
川
武
蔵
 

あ
と
が
き
 

      
  



ず
 る
そ
れ
ら
の
現
象
の
本
質
に
ど
こ
ま
で
深
く
立
ち
入
っ
て
考
察
 
す
る
か
 

が
、
 問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

序
章
で
の
編
著
者
の
筆
致
は
、
全
体
的
に
や
や
控
え
め
だ
が
、
 

終
 章
で
 

は
 一
転
し
て
、
編
著
者
自
身
の
父
母
と
の
関
係
や
自
己
の
内
面
的
 

な
 成
長
 

過
程
を
赤
裸
々
に
語
る
自
伝
的
な
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
つ
つ
 、
「
 浴
む
 

る
も
の
」
が
「
聖
な
る
も
の
」
の
 

力
 に
触
れ
て
根
本
的
な
変
質
を
 
起
こ
す
 

「
変
成
」
に
つ
い
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
伝
統
 

的
な
 宗
 

教
の
身
体
技
法
が
急
速
に
衰
え
て
ゆ
く
現
実
を
直
視
し
て
い
る
 
占
 は
 同
じ
 

で
あ
る
が
、
な
お
宗
教
的
癒
し
や
救
 い
が
 成
立
す
る
た
め
に
は
、
 
「
「
 
聖
な
 

る
も
の
」
の
意
味
体
系
を
保
持
す
る
文
化
的
装
置
を
保
存
す
る
こ
 
と
と
と
 

も
に
、
そ
の
意
味
を
自
ら
の
心
身
に
お
い
て
「
 
演
示
 」
す
る
修
練
 を
す
る
 

以
外
に
な
い
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
編
著
者
の
立
場
は
 
、
察
す
 る
に
、
 

日
常
と
非
日
常
と
の
狭
間
の
甚
だ
危
う
い
地
点
に
あ
る
。
し
か
し
 
、
日
常
 

と
 非
日
常
の
狭
間
で
生
起
す
る
現
象
を
、
日
常
の
意
味
世
界
に
安
 
住
し
て
 

い
る
研
究
者
が
捉
え
る
こ
と
が
原
理
上
不
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
 

こ
 の
 立
場
 

の
 選
択
は
、
む
し
ろ
不
可
避
で
あ
る
と
舌
口
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

さ
て
、
 1
 部
 
「
現
代
に
お
け
る
癒
し
と
救
い
」
 

-
1
 章
 i
5
 
章
 -
 に
収
 

録
 の
諸
論
文
は
 、
 癒
し
と
救
い
に
関
す
る
現
状
分
析
を
試
み
た
も
 の
で
あ
 

る
 。
 1
 章
で
は
、
日
本
近
現
代
の
癒
し
の
技
法
と
し
て
の
手
か
ざ
 
し
 
-
 
浄
 

霊
 -
 を
 主
題
的
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
「
日
本
の
伝
統
宗
教
が
は
 
 
 

で
き
た
技
法
と
、
明
治
時
代
に
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
た
技
法
、
具
 
体
 的
に
 

は
 メ
ス
 メ
 リ
ズ
ム
と
の
、
い
わ
ば
合
体
融
合
か
ら
誕
生
し
た
も
の
 
」
で
あ
 

る
こ
と
を
考
証
す
べ
く
、
近
世
期
の
民
間
療
法
の
担
い
手
と
し
て
 
の
 
「
 
修
 

験
 呪
術
」
の
消
息
や
明
治
期
の
催
眠
術
流
行
の
経
緯
、
ま
た
欧
米
 
の
 近
代
 

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
や
メ
ス
 

メ
 リ
ズ
ム
な
ど
の
現
象
に
対
し
て
 

考
察
を
 

加
え
て
い
る
。
 

2
 章
で
は
、
沖
縄
に
お
け
る
 想
依
 現
象
に
着
目
し
、
現
地
で
収
集
 
 
 

事
例
や
新
聞
記
事
な
ど
の
諸
資
料
を
も
と
に
、
近
代
に
狂
気
が
 
隔
 離
 ・
 監
 

 
 

禁
 
・
排
除
さ
れ
た
と
す
る
フ
ー
コ
ー
 
説
 と
は
異
な
っ
た
狂
気
の
歴
 史
 が
沖
 

縄
 に
は
あ
り
、
 篆
依
が
 
「
神
聖
な
る
病
気
」
と
し
て
受
容
さ
れ
る
 

社
会
、
 

つ
ま
り
 想
依
が
 癒
し
や
救
い
へ
と
繋
が
り
う
る
社
会
に
固
有
の
精
 
神
風
土
 

-
 沖
縄
で
は
「
医
者
半
分
 ユ
 タ
半
分
」
と
舌
口
わ
れ
る
 -
 や
 、
ユ
 タ
 の
 
「
 
プ
 

リ
 コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
戦
術
」
な
ど
に
関
す
る
解
明
を
企
て
て
い
る
。
 

3
 章
は
、
バ
ン
ド
社
会
の
脱
 魂
型
 シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 
や
 集
約
農
耕
 社
会
 

0
%
 霊
型
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
、
「
 

@
 
」
の
 世
 」
と
「
 あ
 0
 世
」
 

を
 往
来
し
つ
っ
「
あ
の
世
」
的
な
体
験
を
「
こ
の
世
」
の
 ==
 

ロ
ま
叫
に
 
翻
訳
す
 

る
 シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
基
本
性
格
を
見
据
え
、
そ
の
諸
持
性
を
心
 
理
学
や
 

民
族
学
な
ど
の
知
見
を
交
え
な
が
ら
概
論
的
な
解
説
を
試
み
て
い
 
る
 。
 分
 

析
 の
集
古
 は
 、
他
界
の
体
験
と
し
て
の
変
性
意
識
状
態
に
絞
ら
れ
 るが
、
 

同
時
に
他
界
の
存
在
を
否
定
し
た
近
代
的
理
性
へ
の
警
鐘
も
含
ま
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
 

4
 章
で
は
、
宗
教
へ
の
恐
れ
を
導
入
の
問
い
と
し
つ
つ
、
宗
教
が
 ヱ
魂
 

の
 危
機
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
事
態
を
誘
発
す
る
可
能
性
」
が
あ
る
 こと
を
 

指
摘
し
た
上
で
、
ア
サ
ジ
ョ
ー
 リ
 の
精
神
統
ム
ロ
 
論
 、
ウ
ィ
ル
バ
ー
 
の
 精
神
 

病
理
発
達
論
、
グ
ロ
 
ブ
 の
魂
の
危
機
理
論
な
ど
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
 

 
 

理
学
の
知
見
や
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ル
テ
ィ
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
論
 を
 紹
介
 

し
 、
分
析
の
最
後
に
 
、
 魂
の
危
機
が
危
険
で
あ
る
と
同
時
に
機
 ム
 ム
で
人
 
U
 士
の
 

る
こ
と
、
宗
教
に
は
情
報
隠
蔽
の
壁
が
付
き
ま
と
う
こ
と
が
述
べ
 
ら
れ
て
 

い
る
。
 

5
 章
は
、
小
説
と
い
う
切
り
口
で
「
癒
し
と
救
い
」
の
主
題
を
取
 
り
扱
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っ
て
い
る
。
庄
内
藩
士
を
殺
害
し
て
梨
音
 
手
 に
逃
げ
込
み
、
修
行
 を
積
ん
 

で
 今
は
即
身
仏
と
な
っ
た
道
門
 海
 
-
 
Ⅲ
人
足
の
網
 助
 -
 と
 、
海
外
 で
の
 生
 

清
 に
疲
弊
し
て
帰
国
し
た
青
年
立
朋
世
は
網
 助
 が
愛
し
た
遊
女
 さ
 よ
 -
 と
 

か
 内
面
的
な
対
話
を
す
る
と
い
う
筋
立
て
だ
が
、
あ
な
が
ち
荒
唐
 
無
稽
な
 

虚
構
と
も
言
え
な
い
。
結
末
の
場
面
で
は
、
「
即
身
仏
」
 即
 「
 
罪
 人
 」
と
 

し
て
直
門
海
は
小
さ
な
厨
子
の
中
で
宇
宙
の
真
理
そ
の
も
の
と
し
 て
 座
り
 

続
け
、
一
方
の
青
年
に
は
深
刻
な
 罪
 意
識
の
中
に
生
身
の
人
間
の
 %
 湿
 と
 

心
臓
の
鼓
動
が
甦
っ
て
く
る
。
 

次
の
Ⅱ
部
「
ア
ジ
ア
の
伝
統
に
お
け
る
癒
し
と
救
い
」
（
 
6
 章
 @
 鬨
章
 -
 

に
は
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
的
伝
統
、
特
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
に
 お
け
る
 

本
主
題
の
歴
史
的
概
観
を
試
み
た
諸
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
 。
 6
 章
 

は
 、
 聖
俗
が
 二
元
的
に
分
立
す
る
場
合
と
、
里
俗
 が
 重
な
り
合
う
 場
 ム
ロ
の
 

二
類
型
を
想
定
し
つ
つ
、
無
限
定
ブ
ラ
フ
マ
ン
一
元
論
と
タ
ン
ト
 
リ
ズ
ム
 

と
の
二
つ
の
流
れ
が
イ
ン
ド
宗
教
史
を
形
成
し
て
い
る
と
す
る
 
基
 本
 認
識
 

か
ら
、
広
範
で
多
岐
に
わ
た
る
イ
ン
ド
宗
教
史
に
関
す
る
概
説
を
 
企
て
て
 

い
る
。
と
り
わ
け
、
シ
ヤ
ン
カ
ラ
の
主
知
工
義
的
救
済
論
、
不
可
 
思
議
不
 

一
 不
二
論
者
の
チ
ャ
イ
 タ
 ニ
ヤ
の
思
想
、
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
 
思
想
な
 

ど
が
 取
 0
 上
げ
ら
れ
、
そ
の
 妻
占
が
 簡
潔
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
 

7
 章
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ソ
フ
ト
の
多
く
が
イ
ン
ド
人
の
手
 に
な
 

る
も
の
だ
と
い
う
指
摘
を
議
論
の
導
入
と
し
て
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
 シ
 力
学
 

派
の
自
然
哲
学
が
、
六
世
紀
後
半
の
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ
ー
 
ダ
 の
 思
 想
 を
中
 

心
 に
し
て
、
世
界
構
成
要
素
と
し
て
の
実
体
・
属
性
・
運
動
・
 
並
 
日
遍
 ・
 特
 

殊
 ・
内
属
関
係
と
い
う
 六
範
靖
 の
 視
 占
か
ら
概
説
さ
れ
て
い
る
。
 こ
の
 人
 

範
 席
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、
最
終
的
に
は
解
脱
に
到
達
す
る
と
 い
う
 発
 

想
 と
展
望
が
根
底
に
は
潜
ん
で
い
る
。
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章
は
 、
現
代
文
明
の
病
理
と
癒
し
グ
ッ
ズ
に
 @
 及
し
、
「
新
約
聖
 書
ヒ
 中
 

の
 
「
テ
ラ
 ペ
 ウ
オ
」
の
用
例
か
ら
「
癒
し
」
が
本
来
宗
教
的
な
 
契
 機
 を
含
 

む
こ
と
を
論
じ
つ
つ
、
「
癒
し
」
ブ
ー
ム
に
便
乗
す
る
よ
り
も
「
 
救
い
」
 

を
 自
ら
に
問
う
べ
き
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、
超
越
的
に
現
 
れ
る
 何
 

か
を
「
自
然
」
と
見
る
独
自
の
解
釈
を
も
と
に
、
釈
尊
の
目
覚
め
 
と
ア
シ
 

ュ
ヴ
ア
 ッ
 タ
樹
や
 、
空
海
の
即
身
成
仏
思
想
と
山
な
ど
、
宗
教
 思 想
 と
自
 

然
 と
の
密
接
な
関
係
に
着
眼
 し
 、
常
識
（
日
常
 -
 と
 異
常
（
井
口
 
常
 -
 を
 

循
環
し
う
る
よ
う
な
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
を
求
め
て
い
る
。
 

は
 章
で
は
、
仏
教
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
観
想
 法
 が
持
っ
可
能
性
が
門
  
 

ダ
ナ
 
・
マ
ー
ラ
ー
 ヒ
 を
手
引
き
に
探
究
さ
れ
て
い
る
。
観
想
 法の
 実
践
で
 

経
験
さ
れ
る
激
し
い
身
体
的
変
化
が
、
 

恩
霊
の
 ト
ラ
ン
ス
状
態
に
 
近
い
こ
 

と
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
の
探
究
の
原
動
力
は
、
バ
ラ
ン
ス
を
 
失
 っ
た
、
小
 

身
を
宗
教
的
な
身
体
技
法
を
活
用
し
て
「
原
始
以
来
人
類
に
普
遍
 
的
な
心
 

性
や
身
体
と
し
て
甦
ら
せ
る
」
こ
と
や
、
「
自
ら
が
実
験
台
と
な
 
り
 宗
教
 

実
践
を
行
」
う
こ
と
に
対
す
る
強
い
関
心
で
あ
ろ
う
。
 

㎎
章
は
 、
ネ
 フ
ー
ル
人
の
仏
教
 
僧
 ラ
ト
ナ
 ヵ
ジ
 尺
一
家
と
の
出
会
 い
と
 

訪
問
の
記
録
を
綴
っ
た
も
の
で
、
「
ガ
タ
ー
ン
・
ム
ガ
」
と
呼
ぼ
 
れ
る
 儀
 

礼
 
-
 鈴
の
形
の
耳
を
持
つ
廃
人
を
追
い
払
う
儀
礼
）
や
そ
れ
に
 
伴
  
 

供
養
（
死
霊
や
餓
鬼
や
吸
血
鬼
に
捧
げ
る
供
養
一
に
関
し
て
の
う
 トナ
カ
 

ジ
 氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
が
、
内
容
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
 

ネ
  
 

仏
教
の
供
養
や
護
摩
の
儀
礼
に
含
ま
れ
て
い
た
観
想
 
法
 が
次
第
に
 失
わ
れ
 

て
い
 く
様
子
が
 、
 淡
々
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
 

Ⅱ
章
は
 、
ネ
 ワ
ー
ル
密
教
 
-
 司
祭
階
級
が
主
導
す
る
儀
礼
宗
教
 -
 に
お
 

け
る
身
体
の
機
能
を
「
 壷
 」
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
 
視
 占
か
ら
分
析
 し
た
も
 

の
で
、
生
き
神
ク
マ
リ
、
仮
面
舞
踏
劇
の
踊
り
手
、
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
 
｜
 チ
ャ
 
 
 

し
て
、
 

壺
 と
し
て
の
身
体
が
愛
欲
の
否
定
と
愛
欲
の
肯
定
 -
 
受
胎
 -
 と
い
  

 

背
反
の
両
立
か
ら
獲
得
さ
れ
る
こ
と
、
「
 

壺
 」
と
「
身
体
」
と
「
 仏
教
 寺
 

 
 
 
  
 

院
 」
と
「
都
市
」
と
「
カ
ト
マ
ン
ド
ウ
盆
地
」
と
「
器
世
界
」
の
 
間
に
、
 

相
互
に
照
応
し
合
 う
 入
れ
子
構
造
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
な
ど
が
 払 珊 じ
ら
れ
 

て
い
る
。
 

以
上
、
共
同
執
筆
者
の
諸
論
考
に
つ
い
て
、
概
要
の
一
端
を
紹
  
 

た
 。
本
書
全
体
の
方
向
性
を
指
示
し
て
い
る
編
著
者
の
論
述
は
 
、
 教
示
さ
 

れ
る
占
が
多
く
 、
 総
じ
て
首
肯
で
き
た
。
特
に
、
「
神
が
か
り
、
 

想
依
 、
 

ノ
サ
 
ー
マ
ン
的
変
成
意
識
な
ど
の
宗
教
現
象
」
へ
の
理
解
を
求
め
 
て
い
る
 

こ
と
、
心
身
の
修
練
に
対
す
る
強
調
な
ど
は
、
共
感
を
以
て
読
む
 
こ
と
が
 

で
き
た
。
た
だ
、
読
み
進
む
中
で
、
 

幾
 っ
か
疑
念
が
生
じ
た
こ
と
 
も
 事
実
 

で
あ
る
。
例
え
ば
、
編
著
者
が
理
解
す
る
 里
 俗
論
は
、
「
聖
な
る
 
 
 

神
仏
」
と
「
 俗
 な
る
も
の
Ⅱ
人
間
」
と
の
二
項
対
立
を
下
敷
き
に
 し
て
お
 

り
 、
そ
の
 聖
と
 俗
の
接
合
か
ら
「
変
成
」
を
説
明
す
る
の
だ
が
、
 

聖
と
俗
 

0
 双
方
に
跨
っ
た
関
係
そ
れ
自
体
を
、
む
し
ろ
人
間
と
呼
ぶ
の
が
 
妥
当
で
 

は
あ
る
ま
い
か
。
聖
の
極
に
神
仏
を
想
定
し
 
、
 俗
の
極
に
人
間
を
 置
く
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
説
明
は
簡
便
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
俗
の
極
に
人
間
 
を
 限
局
 

す
る
そ
の
人
間
の
自
己
理
解
そ
の
も
の
が
問
題
を
苧
ん
で
は
い
ま
 
Ⅰ
 
レ
ム
 
@
 目
 。
 

宗
教
的
人
間
に
は
、
 
俗
 と
い
う
俗
は
存
在
し
な
い
。
 

こ
の
里
俗
の
理
解
は
、
既
成
宗
教
と
人
間
の
宗
教
的
霊
怪
と
の
 関
係
 

や
、
 
癒
し
と
救
い
の
関
係
に
対
す
る
考
察
に
も
微
妙
な
影
を
落
と
 
す
は
ず
 

で
あ
る
。
既
成
宗
教
へ
の
参
与
や
帰
属
の
問
題
と
、
人
間
の
本
性
 
と
し
て
 

の
 宗
教
的
霊
怪
の
問
題
 は
、
 必
ず
し
も
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
 

。
 昨
ム
 「
 

の
 癒
し
 ブ
 i
 ム
 に
は
、
自
己
否
定
の
契
機
を
伴
わ
ず
心
身
の
や
す
 
ら
ぎ
を
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かし、 性のシ で宗教 既 いう に見出 国家・ ム集団 人は 、 から個 とすれ 共同 伏社会 に視野 けでもている に心理のよう 内密な ギ ーの り」 や という 遠され ある。 のま @ 、 

ス
テ
ム
が
、
既
成
宗
教
に
は
な
い
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 
と
 と
も
に
 

作
動
し
始
め
て
い
る
よ
 う
 に
思
う
。
一
見
す
る
と
安
直
で
卑
し
 い
 
「
 
癒
 

し
 」
の
現
象
は
、
既
成
宗
教
が
用
意
し
た
「
救
い
」
の
既
成
観
念
 
か
ら
も
 

救
わ
れ
て
自
然
本
性
に
違
え
る
よ
う
な
志
向
性
を
宿
し
て
は
い
な
 
い
た
 る
 

う
か
。
本
書
の
論
調
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
が
、
「
癒
し
」
が
「
 
救
い
」
 

の
 ア
ル
フ
ァ
で
も
「
救
い
」
の
オ
メ
ガ
で
も
あ
る
可
能
性
、
つ
ま
 
り
 旧
来
 

の
 
「
救
い
」
の
シ
ス
テ
ム
を
媒
介
せ
ず
に
「
目
覚
め
」
へ
と
直
通
 

す
る
 可
 

能
 性
を
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
真
の
「
目
覚
め
」
が
壮
絶
 
な
 否
定
 

媒
介
を
要
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
既
成
の
「
 
救
い
」
 

シ
ス
テ
ム
の
硬
直
化
を
よ
そ
に
、
「
癒
し
」
の
流
行
は
、
地
球
規
 
模
 で
意
 

識
 様
態
が
変
容
し
つ
っ
あ
る
事
態
の
到
来
を
告
知
し
て
い
る
よ
う
 
に
 思
わ
 

れ
て
な
ら
な
い
。
 

最
後
に
、
共
同
執
筆
者
の
諸
論
考
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
こ
と
 
に
恵
 

謝
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
と
感
想
を
記
し
て
お
き
た
い
と
 
思
う
 

Ⅰ
 章
 
-
 
在
来
の
霊
的
技
法
に
は
ど
の
よ
う
な
古
い
歴
史
が
あ
る
の
 
か
 。
 技
 

法
の
有
効
性
を
ど
 う
 説
明
す
る
の
か
。
 -
2
 章
（
 想
依
 現
象
は
人
 体
 構
造
 

の
 理
解
に
つ
い
て
何
を
教
え
て
い
る
か
。
 

-
3
 章
 
-
 
他
界
の
体
験
 か
ら
、
 

人
間
と
世
界
の
存
在
構
造
に
関
し
て
何
が
言
え
る
の
か
。
 
-
4
 章
 
-
 
塊
 の
 

成
長
に
魂
の
危
機
が
不
可
欠
と
し
て
も
、
人
格
 一
 
ペ
ル
ソ
ナ
）
 
と
 超
人
格
 

の
 関
係
を
ど
 
う
 捉
え
る
の
か
。
 -
5
 章
 
-
 
人
間
は
無
限
だ
け
で
も
 有
限
だ
 

け
で
も
な
く
、
そ
の
双
方
に
跨
が
っ
た
存
在
で
は
な
い
か
 ご
 
6
 章
 
-
 
ア
 

｜
 ト
マ
ン
と
は
、
 
俗
 な
る
個
体
原
理
で
は
な
く
、
聖
な
る
個
体
 原 理
 で
は
 

な
い
か
。
 -
7
 章
 
@
 範
 哺
の
理
解
に
関
わ
る
論
証
 知
と
 直
観
 知
 ハ
 
般
若
 -
 

と
の
関
係
は
ど
う
説
明
さ
れ
る
か
 ご
 
8
 章
 
釜
 口
悪
を
区
別
す
る
   

善
悪
を
超
え
た
彼
岸
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
 か
 。
 
-
9
 



章
 
-
 チ
ベ
ッ
ト
の
葬
儀
の
考
察
か
ら
、
人
間
の
生
死
と
い
う
重
大
 
事
 に
つ
 

い
て
何
が
言
え
る
か
。
 -
 岡
章
宍
 煩
悩
・
菩
提
一
味
な
り
」
に
 

関
 し
て
、
 

如
来
の
光
で
罪
は
消
え
る
の
で
は
な
い
か
。
闇
は
光
に
対
抗
し
 な
 い
ご
 

Ⅱ
章
 
-
 
自
然
本
性
は
、
人
間
に
超
越
的
か
つ
内
在
的
な
も
の
で
 
は
な
い
 

か
ご
は
 章
 
-
 観
想
法
の
実
践
か
ら
開
か
れ
た
認
識
を
学
問
に
ど
 ぅ
 結
 び
 

つ
け
る
の
か
。
 -
 ㎎
章
 
-
 ネ
フ
ー
ル
仏
教
の
衰
退
過
程
を
記
述
す
 る
こ
と
 

は
 、
研
究
成
果
と
し
て
何
を
も
た
ら
す
か
 ご
 
Ⅱ
 章
 
（
 
壺
 と
し
て
 
の
 身
体
 

論
の
他
に
、
球
体
と
し
て
の
身
体
論
は
可
能
か
。
身
体
は
女
性
 性
 の
み
 

ヵ
、
ご
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伊
藤
康
典
 

本
書
の
主
要
な
研
究
対
象
で
あ
る
「
綾
子
」
は
、
岩
手
県
陸
中
 
沿
 
岩
地
 

方
 に
お
い
て
現
在
も
活
躍
す
る
晴
眼
の
女
性
 巫
 で
あ
り
、
「
口
音
 せ
 ら
す
 

る
が
、
口
寄
せ
こ
コ
と
は
分
類
で
き
な
い
。
ま
た
神
社
で
舞
を
舞
 
ぅ
が
、
 

神
社
所
属
で
も
な
く
、
神
社
に
仕
え
る
ミ
コ
で
も
な
い
」
（
 
四
 0
 頁
 -
 と
 

い
う
よ
う
に
、
従
来
の
ミ
コ
の
類
型
に
は
当
て
ほ
ま
ち
な
い
特
異
 
な
 在
り
 

万
を
示
す
。
こ
の
神
子
を
学
会
に
紹
介
し
、
精
力
的
な
研
究
を
推
 
し
 進
め
 

て
き
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
著
者
の
神
田
氏
で
あ
り
、
す
で
に
前
著
 「
神
子
 

の
家
の
女
た
ち
」
二
九
九
二
年
、
東
京
堂
出
版
 -
 を
 始
め
と
す
 る
 多
く
 

の
 業
績
を
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
 
も
な
か
 

ろ
う
。
本
書
は
、
そ
の
著
者
の
約
二
十
年
に
わ
た
る
神
子
研
究
の
 
集
大
成
 

で
あ
る
。
 

本
書
は
「
序
論
」
、
第
一
部
「
巫
女
の
研
究
 

史
 」
、
第
二
部
「
陸
中
 沿
岸
 

地
方
に
お
け
る
神
子
の
生
活
と
地
域
社
会
」
、
第
三
部
「
神
子
 
と
 修
験
の
 

か
か
わ
り
の
歴
史
的
変
遷
」
、
第
四
部
「
神
子
の
儀
礼
と
世
界
観
 
」
、
「
 
牡
栢
 

論
 

巫
女
と
修
験
の
新
た
な
研
究
に
向
け
て
」
と
い
う
四
部
構
 成
 を
取
 

り
 、
全
体
は
二
十
の
章
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
 
章
 ご
と
に
 

「
神
子
と
修
験
の
宗
教
民
俗
学
的
研
究
」
 

岩
田
書
院
 
二
 0
0
 
一
年
二
月
二
八
日
刊
 

A
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書評 

第
一
部
巫
女
の
研
究
 史
 

第
一
部
で
は
、
従
来
の
巫
女
研
究
の
概
括
と
、
そ
の
中
に
お
け
る
 
本
書
 

0
 位
置
づ
け
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
、
 

そ
 れ
ぞ
れ
 

「
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
巫
女
研
究
 
史
 」
、
「
宗
教
学
・
精
神
医
学
 
・
人
類
 

学
 に
お
け
る
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
定
六
「
巫
女
と
修
験
の
か
か
 
わ
り
に
 

関
す
る
歴
史
的
研
究
」
と
題
し
て
、
先
行
の
巫
女
研
究
の
再
検
討
 
が
な
さ
 

れ
て
お
り
、
陸
中
沿
岸
地
方
は
巫
女
研
究
の
空
白
地
帯
で
あ
る
こ
 
と
 、
お
 

よ
び
柳
田
圃
男
の
研
究
以
来
、
神
社
ミ
コ
は
形
骸
化
し
た
姿
と
見
 
徴
 さ
れ
 

て
き
た
た
め
、
神
社
で
舞
を
舞
う
神
子
も
、
巫
女
研
究
の
対
象
か
 
ら
 外
さ
 

れ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
「
本
論
の
視
 
点
｜
地
 

域
 研
究
と
巫
女
 
｜
 」
で
は
、
神
子
を
従
来
の
巫
女
研
究
に
位
置
づ
 け
る
た
 

め
の
枠
組
み
が
模
索
さ
れ
て
お
り
、
佐
々
木
 宏
幹
 に
よ
る
シ
ャ
ー
 
マ
ン
の
 

類
型
と
の
関
わ
り
で
検
討
す
る
必
要
性
の
あ
る
こ
と
な
ど
が
論
じ
 
ら
れ
て
 

い
ろ
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
「
近
世
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
神
 
子
と
修
 

験
の
歴
史
的
変
遷
と
、
現
代
に
活
躍
す
る
神
子
の
分
析
と
を
通
し
 て、
神
 

子
 と
地
域
社
会
の
人
々
が
共
感
し
て
作
り
上
げ
た
世
界
観
を
明
ら
 
か
に
す
 

る
 」
三
一
八
頁
 -
 と
い
う
本
論
の
目
的
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 従
 来
 の
 巫
 

女
の
類
型
の
中
間
地
点
に
位
置
す
る
よ
う
な
、
新
た
な
巫
女
の
姿
 
を
 提
示
 

し
 得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
著
者
の
見
通
し
が
述
べ
ら
れ
て
い
 
る
 。
 

本
書
の
内
容
を
概
説
し
て
い
き
た
い
。
な
お
著
者
は
、
調
査
対
象
 であ
る
 

ミ
コ
に
対
し
て
は
「
神
子
」
、
ミ
コ
一
般
を
論
じ
る
場
合
に
は
「
 
巫
女
」
 

の
 表
記
を
用
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
評
者
の
コ
メ
ン
ト
も
 
、
 そ
れ
に
 

従
う
も
の
と
す
る
。
 

第
二
部
陸
前
沿
岸
地
方
に
お
け
る
神
子
の
生
活
と
地
域
社
会
 

第
二
部
は
、
著
者
自
身
に
よ
る
史
料
調
査
と
民
俗
調
査
を
踏
ま
え
 
て
、
 

近
 
・
現
代
に
お
け
る
神
子
の
在
り
方
を
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
の
 

中
で
論
 

じ
た
部
分
で
あ
る
。
第
一
章
「
語
り
の
中
の
神
子
の
伝
承
」
で
は
 
、
神
子
 

に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
通
し
て
、
神
子
は
、
地
域
社
会
の
人
々
に
 
と
 っ
て
 持
 

別
 な
存
在
で
あ
り
、
修
験
者
と
本
質
的
に
同
じ
 力 を
持
つ
と
認
識
 さ
れ
て
 

き
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
二
章
「
神
仏
分
離
合
と
近
代
の
神
 子
 」
で
 

は
 、
神
子
の
制
度
上
の
変
遷
が
跡
付
け
ら
れ
て
お
り
、
明
治
初
年
 の 修
験
 

者
の
所
属
変
更
に
伴
っ
て
 
、
天
 ム
ロ
宝
寺
門
派
の
尼
僧
に
な
つ
 た
神
 子
や
 、
 

教
派
神
道
に
所
属
し
た
神
子
が
い
た
こ
と
、
そ
し
て
後
に
神
子
の
 
大
部
分
 

は
 出
雲
大
社
教
に
所
属
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
加
え
て
 
、
そ
う
 

し
た
変
遷
の
過
程
で
、
神
子
の
崇
拝
対
象
に
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
 
も
 指
摘
 

さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
「
神
子
の
系
譜
」
で
は
、
近
世
末
か
ら
 
現
 代
 に
か
 

け
て
の
神
子
の
系
譜
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
章
「
 
神
 子
の
生
 

活
誌
 」
で
は
、
現
代
の
神
子
に
つ
い
て
、
大
立
動
機
に
は
親
や
 
周
 囲
 の
 勧
 

め
と
い
う
例
が
多
い
こ
と
、
修
行
の
プ
ロ
セ
ス
は
盲
目
の
巫
女
と
 
類
似
す
 

る
が
「
 神
 懸
け
」
の
儀
式
が
な
れ
こ
と
、
お
よ
び
祭
の
場
で
託
宣
 がで
き
 

る
か
ど
う
か
が
一
人
前
の
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
 
か
に
さ
 

れ
る
。
ま
た
近
年
の
神
子
の
減
少
に
伴
い
、
日
蓮
宗
の
僧
侶
 
や
、
 突
然
の
 

葱
依
 を
き
っ
か
け
に
巫
女
に
な
っ
た
カ
ミ
ツ
 キ
 が
、
神
子
に
代
 わ
っ
て
 

様
々
な
儀
礼
の
場
面
に
進
出
し
て
い
る
現
状
も
報
告
さ
れ
て
い
る
 
。
第
五
 

章
 
「
神
子
と
地
域
社
会
の
女
た
ち
」
で
は
、
神
子
の
日
本
教
活
動
に
 

つ
い
て
 

目
 

 
 

論
じ
ら
れ
て
お
り
、
共
同
体
レ
ベ
ル
の
も
の
と
し
て
は
湯
立
 
託
も
 
日
 一
・
ト
ね
 

ま
 

り
 託
宣
・
大
漁
祈
願
の
祈
 濤
 
・
オ
シ
ラ
遊
ぼ
せ
が
あ
り
、
個
人
や
 

家
学
位
㎎
 

 
 

の
も
の
と
し
て
は
、
 
春
祈
扁
 
・
 後
 清
め
・
 ホ
ト
ケ
 降
ろ
し
・
病
気
 治
し
・
 



第
三
部
神
子
と
修
験
の
か
か
わ
り
の
歴
史
的
変
遷
 

第
三
部
 は
 、
歴
史
的
史
料
を
用
い
て
、
修
験
道
に
所
属
し
て
い
た
 
近
世
 

期
の
神
子
の
在
り
方
を
解
明
し
た
部
分
で
あ
る
。
第
一
章
「
 歴
 史
的
 概
 

観
 」
で
は
、
南
部
 落
 に
お
け
る
神
子
と
修
験
者
の
概
観
が
な
さ
れ
 

、
 他
の
 

地
方
と
較
べ
て
、
南
部
落
に
は
羽
黒
派
の
神
子
が
多
く
存
在
し
た
 
こ
と
、
 

ま
た
陸
前
沿
岸
地
方
を
含
む
 

閉
 伊
那
に
は
、
突
出
し
て
神
子
の
数
 0
 歩
 か
 

っ
 た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二
章
「
近
世
 
期
 羽
黒
山
正
善
 
院
 文
書
に
 

見
る
神
子
の
位
置
付
け
」
で
は
、
羽
黒
派
の
史
料
を
も
と
に
、
 

神
 子
は
修
 

験
者
と
同
様
に
本
山
か
ら
の
直
接
支
配
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
お
 
ょ
び
神
 

子
は
修
験
者
と
は
別
に
信
者
を
持
ち
、
独
自
に
宗
教
活
動
を
展
開
 
し
て
い
 

た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
三
章
「
近
世
 
期
 修
験
文
書
に
見
 る
 神
子
 

の
 変
遷
」
で
ほ
、
明
星
派
以
外
の
神
子
に
つ
い
て
、
南
部
落
で
は
 当
山
派
 

の
神
子
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
、
お
よ
び
本
山
派
の
神
子
 
は
、
修
 

験
者
と
同
様
、
年
行
事
に
対
す
る
上
納
金
や
祝
儀
金
の
拠
出
を
義
 
務
 づ
け
 

第
四
部
神
子
の
儀
礼
と
世
界
観
 

第
四
部
で
は
、
神
子
の
執
り
行
う
儀
礼
の
分
析
を
通
し
て
、
神
子
 
0
 世
 

界
 観
の
究
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
湯
立
託
宣
と
神
子
 
舞
 」
に
お
 

い
て
は
、
神
子
が
法
印
や
神
楽
 
衆
と
 組
ん
で
執
行
す
る
湯
立
託
宣
 と
 神
子
 

舞
が
 取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
遠
い
 
異
 界
の
神
 

で
あ
る
「
タ
カ
 
神
 」
と
、
地
域
の
産
土
神
で
あ
る
「
ト
コ
ロ
 

神
 」
 の
 託
宣
 

が
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
、
神
々
の
世
界
が
遠
来
の
神
と
 
地
域
の
 

神
と
い
う
よ
う
に
二
重
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
 

さ
 ら
に
 修
 

験
 道
の
観
念
的
・
抽
象
的
な
神
々
の
世
界
と
一
般
民
衆
の
持
つ
 
神
 観
念
の
 

ズ
レ
 が
、
そ
う
し
た
二
重
構
造
を
成
立
さ
せ
て
い
る
と
い
う
推
測
 
を
 示
し
 

て
い
る
。
ま
た
湯
立
託
宣
た
お
け
る
神
子
は
、
 

糠
祈
 祀
の
霊
媒
の
 
よ
う
な
 

単
な
る
霊
の
容
れ
も
の
で
は
な
く
、
託
宣
の
神
を
自
ら
に
降
ろ
し
 
、
儀
礼
 

の
場
を
リ
ー
ド
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 第
二
章
 

「
オ
シ
ラ
サ
 マ
 儀
礼
の
諸
相
」
で
は
、
オ
シ
ラ
サ
 て
 に
関
す
る
 儀
 礼
 に
は
 

窓
 き
も
の
落
と
し
・
 
厄
 祓
い
・
地
鎮
祭
・
 
家
祈
禧
 

恵
比
寿
 

直
し
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
六
章
「
禁
忌
 と
託
 官
 二
で
 

は
 、
地
域
の
女
が
神
子
を
必
要
と
す
る
背
景
に
つ
い
て
考
察
が
加
 
え
ら
れ
 

て
お
り
、
女
た
ち
は
神
子
と
の
ふ
れ
あ
い
や
、
儀
礼
を
通
し
て
 
得
 ら
れ
る
 

ヵ
 タ
ル
シ
ス
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
女
た
ち
 こ
ま
、
 

@
@
 

神
々
 や
ホ
ト
ケ
 
の
声
を
聞
い
て
、
自
分
が
家
族
を
守
る
の
だ
と
い
 

ぅ
 自
覚
 

の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
灸
日
誌
 
は
 つ
い
て
、
 女
 た
ち
も
 

神
子
も
、
心
身
の
不
調
を
「
 糠
 き
も
の
」
と
の
関
係
で
説
明
す
る
 

共
通
の
 

体
系
を
持
つ
こ
と
、
そ
し
て
神
子
に
は
、
そ
う
し
た
状
況
を
回
復
 
し
 得
る
 

力
 が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
半
で
は
、
 

墓
石
 や
 

過
去
帳
の
精
査
に
よ
っ
て
、
陸
中
沿
岸
地
方
で
は
俗
家
出
身
の
神
 

 
 

か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
第
四
章
「
近
世
 
期
 陸
中
沿
岸
地
方
の
 
神
子
の
 

 
 

生
活
と
社
会
」
で
は
、
ま
ず
神
子
が
本
山
派
年
行
事
か
ら
宗
教
 
活
 動
の
場
 

と
し
て
「
祝
祭
場
」
を
 
宛
 わ
れ
て
い
た
事
例
や
、
そ
の
祝
祭
場
を
 巡る
神
 

子
 同
士
の
争
い
の
事
例
を
も
と
に
、
修
験
道
の
組
織
に
お
け
る
 
神
 子
の
位
 

置
 づ
け
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
続
い
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
 
神
 子
の
生
 

活
 が
取
り
上
げ
ら
れ
、
修
験
と
神
子
は
常
に
夫
婦
で
あ
っ
た
わ
け
 
で
は
な
 

く
、
 多
く
の
場
合
、
神
子
は
弟
子
を
養
女
に
取
っ
て
跡
継
ぎ
と
し
 てい
た
 

こ
と
な
ど
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
 



書評と紹   

以
上
、
本
書
の
概
要
を
駆
け
足
で
辿
っ
て
き
た
が
、
神
子
と
い
う
 
宗
教
 

者
の
全
体
像
を
提
示
し
た
と
い
う
点
、
お
よ
び
先
行
の
巫
女
 所
 究
の
中
 

に
 、
そ
の
神
子
を
位
置
づ
け
た
と
い
う
点
に
、
本
書
の
最
大
の
特
 
徴
 が
あ
 

各
地
域
の
様
々
な
信
仰
と
儀
礼
の
要
素
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
，
 

」
と
、
 
そ
 

し
て
神
子
の
減
少
な
ど
に
よ
り
、
現
在
、
変
遷
の
過
程
に
あ
る
こ
 
と
が
 論
 

じ
ら
れ
て
い
る
。
第
三
章
「
治
療
儀
礼
」
で
は
、
神
子
の
治
療
 
儀
 礼
 に
つ
 

い
て
、
彼
女
た
ち
の
治
療
儀
礼
に
は
修
験
道
の
影
響
が
強
く
み
る
 
れ
る
こ
 

と
 、
ま
た
神
子
の
動
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
依
頼
者
を
癒
し
 
0
 世
界
 

に
 導
く
一
助
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
第
四
章
 「
死
者
 

儀
礼
」
で
は
、
神
子
が
関
与
す
る
死
者
儀
礼
と
し
て
後
清
め
と
 口 寄
せ
が
 

取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
死
の
 ケ ガ
 ン
 を
 祓
 ぅ
 意
味
 

の
み
な
ら
ず
、
死
霊
が
生
者
に
取
り
糠
か
な
い
よ
う
追
い
 

倣
 う
と
 い
う
 観
 

念
 が
み
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
死
霊
の
供
養
 
ぜ
 け
で
は
 

な
く
、
死
者
の
怨
念
の
解
消
が
、
そ
の
目
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
 
が
 指
摘
 

さ
れ
て
い
る
。
第
五
章
「
神
子
の
世
界
観
」
で
は
、
神
子
の
世
界
 
観
に
関
 

す
る
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
神
子
の
語
り
に
注
目
し
た
場
合
 、
そ
の
 

「
世
界
」
は
具
体
的
で
、
 
冥
 界
や
他
界
が
身
近
な
場
所
に
設
定
さ
 れ
て
ぃ
 

る
の
に
対
し
て
、
儀
礼
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
な
る
神
子
の
世
界
 
親
 は
 、
 

本
人
に
は
そ
の
自
覚
が
な
く
と
も
、
修
験
道
の
影
響
が
強
く
残
さ
 
れ
て
お
 

り
 、
抽
象
的
・
観
念
的
な
部
分
も
多
く
み
ら
れ
る
と
論
じ
ら
れ
て
 いる
。
 

第
六
章
で
は
、
神
子
が
神
仏
の
媒
介
者
と
な
り
得
る
論
理
を
追
求
 
す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
神
子
の
 
位
置
づ
 

け
が
試
み
ら
れ
、
神
子
は
、
霊
媒
と
精
霊
統
御
者
の
両
方
を
使
い
 
分
け
る
 

存
在
で
あ
る
と
結
ば
れ
て
い
る
。
 

る
も
の
と
思
わ
れ
る
ひ
前
者
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
多
年
に
わ
た
 るブ
イ
 

 
 ル
ド
ワ
ー
ク
が
実
を
結
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
記
述
は
実
見
と
 
粘
り
 

強
い
聞
き
取
り
に
裏
付
け
ら
れ
た
信
頼
す
べ
き
も
の
と
な
っ
て
 
い
 る
 。
 し
 

か
も
先
行
研
究
が
著
者
の
業
績
以
外
無
い
に
等
し
い
現
状
で
は
、
 

よ
木
丁
重
目
 

が
 

学
会
の
貴
重
な
財
産
と
な
り
、
今
後
の
研
究
史
を
刺
激
し
て
い
く
 こと
は
 

間
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
前
著
の
段
階
で
は
 
課
題
と
 

し
て
残
さ
れ
て
い
た
研
究
史
の
整
理
と
自
説
の
位
置
づ
け
を
図
っ
 
た
も
の
 

で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
著
者
は
、
日
本
の
巫
女
研
究
に
新
た
な
 
地
平
を
 

切
り
開
い
た
と
評
価
し
得
る
。
も
っ
と
も
、
巫
女
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
 
ズ
ム
の
 

研
究
を
専
門
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
評
者
に
と
っ
て
、
こ
の
分
野
 
の
 批
評
 

は
 、
い
さ
さ
か
荷
が
重
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
特
に
修
験
道
 
と
 関
連
す
 

6
 部
分
に
つ
い
て
、
評
者
な
り
に
気
付
い
た
点
を
指
摘
す
る
こ
と
 
で
 書
評
 

の
 任
を
果
た
す
こ
と
に
し
た
い
。
 

ま
ず
は
神
子
の
縄
張
で
あ
る
「
祝
祭
場
」
を
問
題
に
し
た
い
。
 

巫
 女
と
 

修
験
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
で
は
、
巫
女
は
修
験
者
 
の
妻
 、
 

な
い
し
は
 恩
祈
 禧
の
霊
媒
と
し
て
の
み
取
り
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
 った
 。
 

し
か
し
著
者
は
、
陸
中
沿
岸
地
方
の
神
子
を
通
し
て
、
修
験
道
 
所
 属
 の
 巫
 

支
 は
、
修
験
者
に
従
属
す
る
存
在
で
は
な
く
、
一
人
の
独
立
し
た
 
宗
教
者
 

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
 こ
の
点
 

は
 、
今
後
の
巫
女
研
究
や
修
験
道
研
究
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
た
 
も
の
と
 

し
て
、
充
分
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
修
験
者
に
対
す
る
 
霞
場
と
 

は
 別
に
、
本
山
派
年
行
事
が
神
子
に
対
し
て
祝
祭
場
を
宛
っ
て
 
い
 た
と
い
 

 
 
 
 

う
 事
例
も
、
こ
う
し
た
著
者
の
見
解
を
裏
付
け
る
証
左
と
み
る
 
@
 
」
と
が
で
 

き
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
修
験
者
の
霞
 
場
と
 
 
 

祈
 祭
場
の
関
係
と
い
う
点
に
つ
い
て
ほ
、
著
者
の
議
論
は
、
や
や
 
暖
昧
で
 



あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
例
え
ば
、
祝
祭
場
を
巡
る
神
子
同
士
 
ハ
り
 
争
乱
 珊
 

ほ
 つ
い
て
、
著
者
は
、
「
一
方
の
神
子
が
他
の
神
子
 

ょ
 り
も
「
 当
 た
る
」
 

と
 周
囲
の
人
々
の
評
判
が
立
っ
て
、
神
子
へ
の
依
頼
が
越
境
し
て
 きた
た
 

め
の
紛
争
と
も
考
え
ら
れ
る
」
 

-
 
四
七
七
頁
 
-
 と
い
う
よ
う
に
、
 
祝
祭
場
 

は
 託
宣
を
職
分
と
す
る
神
子
同
士
の
縄
張
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
 
る
 
一
方
 

で
、
別
の
箇
所
で
は
、
「
 
霞
 職
は
年
行
事
に
よ
っ
て
在
地
の
修
験
 者
に
 宛
 

行
 さ
れ
て
、
 霞
 よ
り
は
制
限
付
き
あ
る
い
は
権
利
の
少
な
い
祝
祭
 
場
 が
神
 

子
に
宛
行
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
」
 

-
 
四
八
二
頁
 -
 と
い
う
 よ
う
に
、
 

富
場
と
祈
祭
場
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
ほ
ぼ
同
じ
性
格
を
持
っ
 とい
う
 

推
定
も
な
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
場
 ム
ロ
 
、
 責
 場
と
祈
祭
場
は
同
一
 
の
 地
域
 

に
 重
な
り
合
い
、
併
存
す
る
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
 に
 対
し
 

て
 、
後
考
の
場
合
、
両
者
は
基
本
的
に
排
除
し
合
う
関
係
に
あ
り
 
、
神
子
 

と
 修
験
者
が
競
合
す
る
場
面
も
想
定
し
得
る
。
こ
の
両
者
の
縄
張
 の 在
り
 

方
 に
重
点
を
置
い
て
考
察
を
進
め
た
な
ら
 

ぱ
 、
よ
り
明
確
に
神
子
 と
 修
験
 

者
と
の
関
係
を
提
示
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

ま
た
本
主
白
で
は
、
近
年
の
神
子
の
減
少
に
伴
い
、
様
々
な
儀
礼
の
 

場
に
 

神
子
以
外
の
宗
教
者
が
進
出
し
て
い
る
と
い
う
興
味
深
い
事
例
も
 
報
告
さ
 

れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
 ム
ヮ
 
後
の
研
究
テ
ー
マ
 
の
 一
つ
 

に
な
る
も
の
と
期
待
し
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
変
化
 
の
 過
程
 

に
 注
目
す
る
と
い
う
著
者
の
視
占
を
評
価
す
れ
ぼ
こ
そ
、
一
つ
の
 
疑
問
も
 

生
じ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
が
現
在
の
神
子
の
活
動
を
、
ほ
と
ん
ど
 
検
討
す
 

る
こ
と
な
く
近
世
か
ら
の
連
続
で
捉
え
て
い
る
占
で
あ
る
。
 

例
え
 ば
、
現
 

在
の
神
子
が
執
り
行
っ
て
い
る
葬
儀
後
の
後
清
め
は
、
よ
く
知
ら
 
れ
て
ぃ
 

る
よ
う
に
修
験
者
の
職
分
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
考
慮
に
 
入
れ
る
 

と
 、
 後
 清
め
に
携
わ
る
宗
教
者
の
交
代
は
今
に
始
ま
っ
た
わ
け
 で
は
な
 

く
 、
明
治
初
年
に
、
ま
ず
急
激
に
減
少
し
た
修
験
者
の
穴
を
埋
め
 る
と
い
 

う
 形
で
、
神
子
が
後
清
め
の
場
に
進
出
し
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
 
性
も
考
 

れ
 
6
 

 
 

え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

最
後
に
、
本
書
の
「
神
子
と
修
験
の
宗
教
民
俗
学
的
研
究
 
ヒ
と
い
 う
題
 

㏄
 

者
に
 つ
い
て
も
 
一
 舌
口
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
 
う
に
、
 

本
書
の
研
究
対
象
は
、
あ
く
ま
で
も
神
子
で
あ
り
、
神
子
を
離
れ
 
て
 修
験
 

が
 取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
 
神
子
 と
 

修
験
の
…
 ヒ
 と
い
う
題
名
は
賛
否
が
分
か
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
 
。
ま
た
 

「
…
宗
教
民
俗
学
的
研
究
 
ヒ
 と
い
う
方
法
論
に
つ
い
て
、
そ
の
 説
 明
 が
本
 

文
の
中
で
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
点
は
非
常
に
残
念
に
思
わ
れ
た
 
。
そ
の
 

た
め
に
、
あ
る
い
は
著
者
の
恩
師
に
当
た
る
宮
家
 
華
 氏
 が
 構
築
し
 た
 宗
教
 

民
俗
学
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
読
者
も
い
た
と
予
想
さ
れ
る
が
、
儀
礼
 
か
り
 
構
吐
迫
 

分
析
に
よ
る
世
界
観
の
解
明
を
課
題
と
し
な
が
ら
も
、
歴
史
的
変
 
遷
や
地
 

域
 社
会
と
の
関
連
を
重
視
す
る
著
者
の
方
法
論
は
、
や
は
り
著
者
 
独
白
の
 

「
宗
教
民
俗
学
」
で
あ
る
よ
う
に
評
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
 

次
 同
作
 で
 

は
 、
ぜ
ひ
著
者
の
構
想
す
る
宗
教
民
俗
学
の
方
法
論
を
披
歴
し
て
 いた
だ
 

き
た
い
。
 

以
上
、
本
書
に
多
く
の
こ
と
を
学
び
な
が
ら
も
、
評
者
の
能
力
不
 
定
 か
 

ら
 偏
っ
た
批
評
に
終
始
し
て
し
ま
っ
た
。
著
者
な
ら
び
に
読
者
の
 
御
 寛
恕
 

を
乞
 い
た
り
。
な
お
本
書
は
、
著
者
が
一
九
九
九
年
に
 

慶
礁
 義
塾
 

大
学
 

よ
 

り
 学
位
を
受
け
た
博
士
論
文
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
 
と
、
す
 

で
に
修
験
道
研
究
の
分
野
で
は
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、
 

二
 0
 O
 
 一
年
 

に
 第
十
一
回
日
本
山
岳
修
験
学
会
賞
を
受
賞
し
て
い
る
こ
と
を
 
付
 け
 加
え
 

て
お
く
。
 



書評  
 紹介 

不
着
 は
 、
中
世
 南
 オ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
 

入
 「
日
の
べ
ル
ギ
ー
。
中
世
 
こ
ま
 

@
@
 

ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
国
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
こ
 

う
 称
す
る
 -
 の
ブ
 ラ
 

バ
ン
ド
地
方
の
霊
位
の
系
譜
を
素
描
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 
地
 万
は
、
 

ラ
イ
ン
地
方
と
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
を
結
ぶ
中
間
点
に
位
置
し
て
い
 
た
こ
と
 

か
ら
、
西
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
い
て
重
要
な
要
所
で
あ
っ
 た
 。
 ま
 

た
、
 最
も
人
口
密
度
が
高
く
、
都
市
化
が
進
行
し
 、 物
と
人
が
行
 き
 交
う
 

活
気
あ
ふ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
神
と
の
新
た
な
出
会
い
 
を
 試
み
 

る
 冒
険
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
評
者
は
西
欧
の
女
性
史
の
文
 
敵
 を
目
 

に
す
る
中
で
し
ぼ
し
ぼ
「
ベ
ギ
ン
」
と
い
う
名
称
に
出
会
う
こ
 と
が
あ
 

り
、
 長
く
気
に
か
か
る
存
在
で
あ
っ
た
。
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
 
史
の
 素
人
が
 

評
す
る
こ
と
に
対
し
て
 
塙
 路
を
覚
え
つ
つ
も
、
本
書
か
ら
学
び
 考
 え
る
こ
 

と
が
多
か
っ
た
の
で
書
評
を
試
み
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
 

特
に
興
味
を
覚
え
た
の
は
、
本
書
を
貫
い
て
い
る
二
つ
の
試
み
に
 
対
し
 

て
で
あ
る
。
一
つ
目
は
「
 
霊
 佳
史
の
試
み
」
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
 数
 に
お
 

い
て
「
毒
性
」
と
い
う
言
葉
は
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
が
、
 

一
 九
世
紀
 

末
頃
か
ら
は
霊
的
生
活
の
実
践
を
表
す
だ
け
で
は
な
く
、
霊
的
 
生
 活
 の
 領
 

薄
井
 
篤
子
 

創
 支
社
 

二
 0
0
 

一
年
一
月
二
 0
 日
刊
 

A
5
 
判
四
五
 0
 頁
セ
五
 0
0
 
円
 

國
 席
田
武
者
 

「
ベ
ギ
ン
運
動
と
プ
ラ
バ
ン
ド
の
 霊
性
 」
 

域
を
対
象
と
す
る
学
問
的
研
究
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
 

二
 0
 世
紀
後
 

半
 に
は
、
神
秘
体
験
や
聖
性
へ
の
道
が
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
て
 
い
る
と
 

い
う
見
解
が
浸
透
し
、
日
常
的
な
状
態
と
神
秘
的
な
状
態
と
の
 
垣
 根
 が
か
 

な
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
本
書
で
の
「
 霊性
 」
も
、
特
定
の
者
が
 
享
受
す
 

る
 特
別
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
以
降
 
の
 
「
 霊
 

性
を
宗
教
的
体
験
の
全
体
を
包
摂
す
る
概
念
と
し
て
、
日
々
の
 
信
 何
 と
 連
 

続
 的
に
捉
え
る
方
向
」
に
沿
っ
て
、
「
神
と
の
出
会
い
、
神
の
経
 
験
 、
神
 

と
の
親
密
な
関
係
」
と
い
，
 っ
 普
遍
的
な
宗
教
的
経
験
を
指
し
て
い
 る
 。
 本
 

書
は
神
と
の
出
会
い
を
表
現
し
検
証
し
よ
う
と
す
る
「
霊
怪
 
史
 」
 な
る
も
 

の
を
提
唱
す
る
。
 

も
う
一
つ
は
女
性
た
ち
の
宗
教
参
加
を
宗
教
史
に
位
置
づ
け
る
 
試
 み
で
 

あ
る
。
一
二
世
紀
末
、
福
音
の
純
粋
な
理
想
を
生
き
よ
う
と
す
る
 
女
性
た
 

ち
は
既
存
の
社
会
的
・
宗
教
的
構
造
に
自
分
ら
の
場
を
見
出
せ
ず
 
、
 新
し
 

い
 生
き
方
を
模
索
し
て
い
た
。
彼
女
ら
の
宗
教
的
経
験
が
ブ
ラ
バ
 
 
 

霊
位
の
形
成
に
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
本
書
の
 
ね
ら
 ぃ
 

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
試
み
は
別
々
に
あ
る
の
で
は
な
く
 
、
 深
く
 

交
差
し
て
い
る
と
い
う
 視
占
が
 評
者
に
は
興
味
深
か
っ
た
。
 

本
書
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
王
八
公
が
異
な
 っ
て
 

い
る
。
第
一
部
は
、
サ
ン
 
"
 テ
ィ
エ
 リ
 の
修
道
院
長
で
あ
っ
た
 ギ
 ョ
 ー
 ム
 

-
 一
 0 セ
五
 Ⅰ
 八
 0
 ｜
 
一
一
四
七
項
Ⅰ
第
二
部
は
、
一
三
世
紀
 末
の
プ
 

ラ
バ
ン
ド
地
方
で
「
ベ
ギ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
女
性
た
ち
で
あ
る
。
 

第
三
部
 

は
 、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
司
祭
で
あ
っ
た
ヤ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
ル
ー
ス
 
 
 

 
 
 
 

ク
二
 
二
九
三
 ｜
一
 三
八
一
 -
 で
あ
る
。
そ
こ
に
は
共
通
し
て
 

流
 れ
て
ぃ
 

る
 テ
ー
マ
が
あ
り
、
筆
者
は
結
論
に
お
い
て
「
ブ
ラ
バ
ン
ド
の
 
霊
 
 
 

形
成
す
る
諸
要
素
を
整
理
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
要
約
し
、
 

コ
メ
ン
 



Ⅰ
 
第
 1
 部
 

サ
ン
 @
 テ
ィ
エ
 リ
 の
ギ
ョ
ー
 ム
 の
 霊
性
 

「
第
一
章
サ
ン
 @
 テ
ィ
エ
 リ
 の
ギ
ョ
ー
 ム
 と
そ
の
時
代
」
で
は
、
 
彼
の
 

生
涯
と
そ
の
時
代
背
景
を
考
察
す
る
。
リ
エ
ー
ジ
ュ
生
ま
れ
の
 
ギ
 
ョ
 ー
 ム
 

は
 、
一
一
一
一
年
に
ラ
ン
ス
の
北
西
に
あ
る
 サ
 ン
 "
 テ
ィ
エ
 リ
 の
 ペ
ネ
デ
 

ィ
 ク
ト
会
の
大
修
道
院
長
に
選
ば
れ
た
。
そ
の
少
し
前
に
彼
は
 
、
  
 

ヴ
ォ
ー
の
 
シ
ト
｜
会
 大
修
道
院
の
院
長
で
あ
り
、
教
会
史
上
、
不
 世
 出
の
 

指
導
者
・
神
学
者
と
称
さ
れ
る
べ
ル
ナ
ー
ル
 二
 
0
 九
 0
 ｜
 
一
一
 五三
）
 

と
 出
会
っ
て
い
る
。
二
人
の
出
会
い
は
 べ
 ル
ナ
ー
ル
が
病
に
倒
れ
 
、
健
康
 

0
 回
復
に
つ
と
め
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ギ
ョ
ー
 
ム
 も
 病
 に
倒
 

ね
 、
二
人
は
身
体
を
安
め
な
が
ら
日
が
な
一
日
「
魂
の
霊
的
あ
り
 
万
 」
 を
 

め
ぐ
っ
て
語
り
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
深
い
親
交
ゆ
え
に
ギ
ョ
ー
 
ム
の
多
 

く
の
著
作
が
 
べ
 ル
ナ
ー
ル
の
も
の
と
し
て
読
み
継
が
れ
て
し
ま
い
 

、
彼
自
 

身
の
研
究
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

ギ
ョ
ー
 ム
 は
労
働
と
霊
的
読
書
や
個
人
的
観
想
を
重
視
す
る
 シト
 １
ム
 互
 

の
 清
貧
な
生
活
に
憧
れ
て
お
り
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
出
会
っ
て
一
層
 
そ
の
 願
 

望
を
募
ら
せ
、
つ
い
に
院
長
職
を
捨
て
て
、
ラ
ン
ス
近
郊
の
 
シ
ニ
 ｜
 修
道
 

院
 に
入
っ
た
。
 
一
 修
道
士
と
し
て
生
活
し
な
が
ら
「
ロ
ー
マ
信
徒
 へ
の
手
 

細
注
解
」
、
「
黙
想
的
祈
り
」
「
身
体
と
魂
の
本
性
に
つ
い
て
 

些
 「
 
雅
歌
 注
 

解
ヒ
 な
ど
を
書
い
て
い
る
。
ギ
ョ
ー
 ム
 の
 霊
性
を
 方
向
づ
け
た
 
出
 夫
事
と
 

し
て
ピ
エ
ー
ル
・
ア
ベ
ラ
ー
ル
と
大
論
争
が
あ
る
。
ア
ベ
ラ
ー
ル
 
は
 批
判
 

的
 
・
弁
証
法
的
，
哲
学
的
方
法
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
神
学
に
適
 

屈
 し
、
 

信
仰
を
知
解
し
よ
う
と
し
た
。
ギ
ョ
ー
 ム
 は
理
性
偏
重
的
な
 
ア
ベ
  
 

の
や
り
方
を
批
判
し
、
ア
ベ
ラ
ー
ル
は
ギ
ョ
ー
 
ム
 を
時
代
遅
れ
の
 
神
学
に
 

ト
を
 述
べ
て
書
評
と
し
た
い
。
 

執
着
し
て
い
る
と
し
て
反
論
し
て
い
る
。
こ
の
時
代
は
学
問
の
方
 
法
論
を
 

め
ぐ
っ
て
神
学
が
大
き
な
転
機
を
迎
え
て
お
り
、
修
道
院
も
刷
新
 
の
時
代
 

れ
 
8
 

 
 

を
 迎
え
て
い
た
。
こ
の
世
紀
の
変
わ
り
目
に
 、 南
フ
ラ
ン
ス
の
 
ト
  
 

 
 

7
 カ
騎
士
の
報
わ
れ
な
い
至
純
の
愛
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
成
就
 
よ
 り
も
 

 
 

燃
焼
過
程
に
重
き
を
お
く
叙
情
詩
を
作
り
始
め
て
い
た
が
、
ま
さ
 に 同
時
 

期
 、
修
道
院
で
も
神
へ
の
愛
が
深
め
ら
れ
て
い
た
。
 

「
第
二
章
サ
ン
 @
 テ
ィ
エ
 リ
 の
ギ
ョ
ー
 ム
 の
霊
怪
」
で
は
彼
の
垂
 ぬ
性
観
 

を
 考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
神
を
直
接
的
に
把
握
す
る
に
は
何
よ
り
 
も
 愛
が
 

必
要
で
あ
る
と
い
う
「
愛
に
よ
る
 知
 」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
で
 展
開
す
 

る
 。
ま
た
、
人
間
は
神
の
似
姿
を
と
ど
め
て
い
る
か
ら
偉
大
な
 
の
で
あ
 

り
、
 神
の
似
 姿
 で
あ
る
自
己
を
知
る
こ
と
は
、
己
が
そ
の
 

似
楽
 で
 あ
る
 神
 

を
知
る
こ
と
に
な
る
、
と
舌
口
 う
 。
人
間
理
性
は
創
造
主
の
十
全
な
 認
識
に
 

達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
神
学
が
王
 張
 す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
 、
ギ
ョ
 

１
ム
 は
 魂
の
中
に
愛
が
広
が
る
と
き
、
隠
れ
た
神
を
見
、
感
じ
る
 こ
と
を
 

渇
望
す
る
。
 

彼
ら
の
霊
的
生
活
の
始
ま
り
お
よ
び
そ
の
 霊
性
 観
に
は
、
個
人
的
 経
験
 

か
 位
置
し
て
い
る
。
二
人
は
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
「
雅
歌
 
ヒ
の
 注
釈
を
 通
じ
て
 

愛
の
対
話
を
発
見
し
、
人
と
神
と
の
霊
的
結
婚
で
あ
る
一
致
に
よ
 っ
て
 神
 

の
神
秘
を
直
接
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
霊
的
な
人
間
 
は
神
と
 

は
 根
本
的
に
不
平
等
な
が
ら
も
、
神
と
一
つ
に
な
る
。
そ
の
霊
的
 
結
婚
に
 

お
い
て
花
嫁
で
あ
る
魂
は
、
自
分
自
身
が
花
婿
を
愛
す
る
以
上
つ
 
ね
に
 彼
 

か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
神
秘
的
経
験
に
お
け
る
魂
の
受
 
動
性
お
 

よ
び
不
平
等
に
対
す
る
「
愛
の
怒
り
」
と
い
う
概
念
に
発
展
す
る
 
。
た
だ
 

し
 霊
的
経
験
は
象
徴
的
・
寓
意
的
な
万
法
で
し
か
表
現
で
き
な
い
 
。
 ギ
ョ
 

１
ム
 は
 
「
こ
の
外
的
世
界
の
い
か
な
る
被
造
物
も
、
た
ん
に
こ
の
 

至
高
の
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箱
型
の
複
製
で
あ
り
、
神
の
内
的
真
理
の
類
似
で
し
か
な
い
」
 

-
 「
信
仰
の
 

謎
 し
と
 範
 理
論
を
提
唱
す
る
。
 

ギ
ョ
ー
 ム
や
べ
 ル
ナ
ー
ル
の
 霊
性
 思
想
は
「
修
道
院
神
学
」
と
い
 

う
名
 

で
 称
さ
れ
る
。
中
世
に
お
い
て
神
学
と
は
修
道
院
に
お
い
て
し
か
 
な
か
っ
 

た
が
、
徐
々
に
弁
証
論
が
町
の
学
校
で
さ
か
ん
と
な
り
、
一
一
世
 
結
末
に
 

な
る
と
、
修
道
院
世
界
の
観
想
的
傾
向
と
学
校
の
知
的
傾
向
と
の
 
あ
い
な
 

0
 差
異
が
大
き
く
な
る
。
一
二
世
紀
に
は
修
道
院
文
化
が
大
い
に
 
貢
献
す
 

る
も
の
の
、
一
三
世
紀
に
は
ス
コ
ラ
哲
学
が
隆
盛
期
を
迎
え
、
 

修
 通
院
 神
 

学
は
勢
い
と
独
創
性
を
失
っ
て
い
く
。
修
道
院
神
学
は
、
聖
書
や
 
教
父
の
 

著
作
と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
教
の
源
泉
」
だ
け
か
ら
知
識
を
汲
み
、
 

観
想
 生
 

活
を
送
る
こ
と
で
人
間
と
神
と
の
出
会
い
に
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
。
 

論
理
的
 

分
析
よ
り
も
直
感
に
訴
え
て
、
神
の
経
験
を
記
述
す
る
「
経
験
の
 
堂
 ，
 
問
 」
 

で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
修
道
院
神
学
を
峯
 立
 惟
神
学
 口
 と
 呼
ぶ
 

こ
と
を
筆
者
は
提
唱
す
る
。
「
愛
に
よ
る
 

知
 」
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
 
て
、
ギ
 

ョ
 ー
 ム
 は
神
学
 
-
 大
学
 -
 と
霊
 桂
一
修
道
院
）
の
二
つ
の
領
域
を
 区
別
し
 

た
 。
個
人
の
経
験
は
疑
わ
れ
が
ち
で
あ
る
修
道
院
の
中
で
、
自
分
 
の
 内
的
 

経
験
に
つ
い
て
の
省
察
か
ら
始
め
た
彼
ら
の
 霊性
 神
学
は
、
キ
リ
 
ス
ト
 教
 

を
 個
人
の
内
的
信
仰
へ
と
方
向
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
 
る
 。
 

二
 、
第
Ⅱ
 部
 

ベ
ギ
ン
運
動
と
そ
の
霊
怪
 

ま
ず
「
第
一
章
ブ
ラ
バ
ン
ド
の
 
べ
 ギ
ン
運
動
」
に
お
い
て
、
 

二
 O
 世
 

紀
 に
な
っ
て
本
格
化
し
た
べ
ギ
ン
運
動
研
究
史
を
整
理
す
る
。
 

べ
 ギ
ン
 の
 

起
源
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
一
二
ー
三
世
紀
の
 ョ
 ー
ロ
ッ
 パ
は
新
 

し
い
宗
教
感
情
が
発
酵
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
清
貧
な
悔
い
改
め
 
の
 生
活
 

へ
の
希
求
、
聖
職
者
の
富
と
傲
慢
へ
の
抗
議
、
聖
書
を
日
常
詰
で
 

読
ん
で
 

信
心
の
源
泉
に
直
接
触
れ
た
い
と
い
う
欲
求
が
高
ま
る
中
、
一
般
 
信
徒
 層
 

が
 托
鉢
修
道
会
と
関
係
し
宗
教
的
刷
新
運
動
に
参
加
す
る
 よう
 に
 

で
は
純
潔
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
結
婚
ま
で
の
禁
欲
的
な
長
い
独
 

な
る
。
 

夏
生
活
 

そ
の
中
に
登
場
し
た
女
性
た
ち
が
 

べ
ギ
ン
 の
先
駆
者
と
み
な
さ
れ
 
る
 。
 
一
 

三
世
紀
の
中
頃
に
な
る
と
、
フ
ラ
ン
ド
ル
と
ブ
ラ
バ
ン
ド
の
人
口
 
密
度
は
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
最
高
水
準
に
達
し
た
。
人
口
の
増
加
を
抑
え
る
た
 
め
の
 晩
 

婚
 化
は
長
い
独
身
生
活
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
 のも
と
 

と
い
う
生
き
方
が
 
べ
ギ
ン
 を
生
む
条
件
と
な
っ
た
と
筆
者
は
指
摘
 す
る
。
 

女
性
た
ち
が
新
し
い
都
市
生
活
様
式
を
見
出
す
な
か
で
使
徒
的
 
生
 活
 の
 新
 

た
な
実
践
に
取
り
組
ん
だ
結
果
が
 

べ
 ギ
ン
運
動
で
あ
っ
た
と
言
え
 よ
う
。
 

彼
女
た
ち
は
修
道
誓
願
を
せ
ず
、
俗
世
に
と
ど
ま
っ
て
家
も
仕
事
 
も
 財
産
 

も
 放
棄
せ
ず
、
結
婚
も
し
た
。
そ
れ
か
ら
司
祭
の
も
と
に
集
ま
り
 
、
指
導
 

者
も
生
ま
れ
、
共
通
の
霊
的
体
験
の
た
め
の
小
さ
な
共
同
体
を
 形
成
し
 

た
 。
そ
の
後
、
堀
に
か
こ
ま
れ
た
 べ
 ギ
ナ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
世
俗
 か
ら
 隔
 

離
し
て
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
。
 

半
 修
道
女
の
よ
う
な
彼
女
も
は
や
 が
て
 世
 

俗
的
 
・
宗
教
的
な
法
人
格
を
与
え
ら
れ
て
、
 

旧
 ベ
ル
ギ
ー
で
は
 
独
 立
し
た
 

「
ベ
ギ
ン
心
教
区
」
を
作
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ラ
イ
ン
円
地
方
 

に
も
 多
 

く
の
べ
ギ
ン
 
が
活
動
し
て
い
た
が
、
比
較
的
少
人
数
の
集
団
で
自
 
由
 に
活
 

勤
 し
て
い
た
。
ラ
イ
ン
地
方
の
べ
 

ギ
ン
 が
早
く
に
姿
を
消
す
の
に
 
対
し
、
 

旧
 ベ
ル
ギ
ー
の
 べ
ギ
ン
 は
集
団
を
形
成
し
て
い
た
た
め
に
 二
 0
 世
 組
 ま
で
 

生
き
延
び
る
。
 

そ
の
語
源
も
ま
た
定
か
で
は
な
い
。
ベ
ギ
ン
運
動
に
好
意
的
な
も
 
の
は
 

彼
女
ら
を
「
敬
虔
な
女
性
た
ち
」
と
呼
び
、
ベ
ギ
ン
と
い
う
呼
称
 
を
 避
け
 

 
 

て
い
た
ふ
し
も
あ
る
。
一
二
世
紀
前
半
リ
エ
ー
ジ
ュ
司
祭
で
あ
っ
 

た
 ラ
ン
 

べ
｜
ル
，
り
 
・
 べ
｜
ジ
ュ
 は
、
都
市
化
が
進
む
リ
エ
ー
ジ
ュ
で
 民
 
 
 

教
 活
動
を
唱
導
し
て
お
り
、
そ
の
改
革
運
動
と
べ
 

ギ
ン
 ら
の
共
同
 体
 の
 生
 



活
 に
は
多
く
の
類
似
 
占
 が
あ
る
と
い
う
。
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
敵
意
を
 持つ
 聖
 

職
者
た
ち
は
「
異
端
者
ラ
ン
ベ
ー
ル
」
と
中
傷
し
て
お
り
、
こ
の
 「
異
端
 

考
斎
 ぎ拐
 」
と
い
う
 浮
 名
が
女
性
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
た
の
 で
は
な
 

い
か
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
に
は
、
 

粗
 末
 な
衣
 

服
 の
 色
 と
い
う
説
も
あ
る
。
粗
末
な
服
を
身
に
ま
と
っ
た
女
性
た
 
ち
が
 清
 

貧
と
 貞
節
の
理
想
を
生
き
よ
う
と
す
る
姿
が
「
異
端
」
と
し
て
 
蔑
 現
 さ
れ
 

て
い
た
時
代
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
 

「
第
二
章
ワ
ニ
ー
の
マ
リ
と
初
期
の
べ
 ギ
ン
 」
に
お
い
て
筆
者
 は
ヴ
 

イ
 ド
 リ
 の
 ジ
 ヤ
ッ
ク
が
記
し
た
「
ワ
ニ
ー
の
マ
リ
 伝
 」
を
「
 女
 性
 の
 間
 

題
 」
 ｜
 女
性
を
宗
教
生
活
に
参
加
さ
せ
る
試
み
が
提
起
す
る
問
題
 
１
 の
中
 

に
 位
置
づ
け
て
考
察
す
る
。
「
ワ
ニ
ー
の
マ
リ
 伝
 」
に
よ
る
と
 、
マ
リ
 

三
 
一
 セ
 セ
 ー
 
一
二
一
三
年
）
は
幼
い
頃
か
ら
信
心
深
く
、
十
四
 

歳
 で
結
 

婚
し
た
の
ち
も
敬
虔
な
生
活
を
あ
こ
が
れ
続
け
て
サ
ン
 "
 ニ
コ
ラ
 修
道
院
 

に
 属
す
る
建
物
に
隠
凄
し
、
し
ば
し
ば
啓
示
を
受
け
た
。
ジ
ャ
ッ
 ク
 は
 て
 

リ
 0
 名
声
に
ひ
か
れ
て
ワ
ニ
ー
を
訪
れ
、
後
に
マ
リ
ら
の
共
同
体
 の 霊
的
 

指
導
者
に
な
っ
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
の
伝
記
は
初
期
の
べ
 
ギ
ン
 の
生
活
 が
わ
か
 

る
 貴
重
な
資
料
で
あ
る
が
、
彼
女
ら
を
教
会
に
公
認
さ
せ
る
た
め
 に
 重
日
 
か
 

れ
た
聖
人
伝
と
い
う
性
格
を
持
つ
。
ま
た
南
の
異
端
者
カ
タ
リ
派
 
に
 対
す
 

る
 宣
教
と
し
て
、
北
の
べ
 
ギ
ン
 
・
マ
リ
を
活
用
し
た
と
も
推
測
さ
 
れ
る
。
 

一
一
世
紀
以
来
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
異
端
運
動
の
争
い
の
中
で
 

女
性
の
 

宗
教
参
加
が
問
題
と
な
っ
た
。
カ
タ
リ
派
で
は
貴
族
の
女
性
た
ち
 
が
慰
籍
 

式
を
受
け
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
に
あ
た
る
完
全
 者
 
③
 銭
 

片
 
の
り
 
ロ
 ⑧
の
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
女
よ
り
 も
 活
発
 

で
あ
っ
た
。
カ
タ
リ
派
の
魅
力
は
、
そ
の
厳
格
正
義
に
あ
り
、
 

肉
 体
と
性
 

生
活
も
軽
蔑
し
て
い
た
。
 
ジ
 ヤ
ッ
ク
は
 
て
 り
を
例
に
し
て
、
カ
ト
 
 
 

限 な   
(842)@ 220 
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そ
か
な
愛
の
物
語
と
い
っ
た
風
で
あ
る
、
と
筆
者
は
指
摘
す
る
。
 

ま
た
 彼
 

支
 は
、
霊
的
発
展
と
は
太
古
か
ら
み
言
葉
の
中
で
存
在
す
る
こ
と
 
を
や
め
 

な
か
っ
た
自
分
の
範
型
へ
の
回
帰
、
と
と
ら
え
る
。
 

三
 、
第
Ⅲ
 部
 

ル
ー
ス
ブ
ル
ー
ク
の
毒
性
 

一
四
世
紀
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
最
大
の
神
秘
 

家
 と
称
さ
れ
る
 
ヤ
ン
 

フ
オ
 

ン
 ・
ル
ー
ス
ブ
ル
ー
ク
は
、
ブ
ル
ッ
セ
ル
の
南
西
で
生
ま
れ
、
 

二
 四
歳
で
 

司
祭
と
な
っ
た
。
「
第
一
章
ル
ー
ス
ブ
ル
ー
ク
の
生
涯
と
作
品
 」
に
お
 

い
て
筆
者
は
彼
の
業
績
を
検
討
す
る
。
最
高
傑
作
と
さ
れ
る
「
 霊
的
 結
 

婚
 」
を
初
め
と
し
て
、
彼
は
ブ
ラ
バ
ン
ド
の
方
言
で
著
述
し
て
い
 
る
 。
 当
 

時
 、
民
衆
の
間
に
神
と
の
よ
り
直
接
的
・
個
人
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 
。
こ
ン
ョ
 

ン
を
 求
め
る
気
持
ち
が
高
ま
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
自
由
心
霊
派
 
と
 思
わ
 

れ
る
異
端
運
動
は
、
修
道
院
の
外
で
使
徒
的
清
貧
の
生
活
を
送
ろ
 
う
と
す
 

る
 民
衆
を
魅
了
し
て
お
り
、
彼
は
、
知
識
も
愛
も
必
要
と
せ
ず
、
 

賛
辞
 や
 

感
謝
の
気
持
ち
で
神
を
た
た
え
る
こ
と
も
も
は
や
必
要
な
い
と
 
考
 え
る
そ
 

の
 教
え
に
 
べ
ギ
ン
や
 
民
衆
た
ち
が
結
び
つ
く
こ
と
を
阻
止
し
よ
 う
と
し
 

た
 。
一
万
、
峯
 皿
的
 幕
屋
」
で
は
、
聖
職
者
の
腐
敗
を
糾
弾
 し
、
 聖
職
 禄
 

漁
り
の
現
状
を
告
発
し
た
。
そ
し
て
、
友
人
と
と
も
に
聖
職
 禄
 を
 返
上
 

し
 、
霊
的
共
同
体
の
生
活
を
開
始
し
た
。
ル
ー
ス
ブ
ル
ー
ク
は
 
そ
 の
後
も
 

霊
的
指
導
者
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
が
、
そ
の
霊
的
教
え
な
ら
び
に
 
そ
の
 表
 

現
に
は
疑
念
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
「
神
と
一
つ
 

に
な
る
」
 

「
神
と
と
も
に
神
で
あ
る
」
と
い
う
プ
ラ
バ
ン
ド
の
霊
位
の
伝
統
 

的
 表
現
 

が
 問
題
あ
り
と
さ
れ
、
死
後
、
作
品
が
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
る
 
際
 、
修
 

正
や
留
保
が
つ
け
ら
れ
た
。
 

「
第
二
章
 
霊
 性
の
系
譜
 ｜
 サ
ン
 "
 テ
ィ
エ
 リ
 の
ギ
ョ
ー
ム
，
 
ハ
デ
 ウ
エ
 

イ
ヒ
 
・
ル
ー
ス
プ
ル
ー
ク
」
で
は
、
三
人
の
関
係
を
検
討
す
る
。
 

ギ
ョ
ー
 

以
上
、
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
た
。
一
二
世
紀
か
ら
 

 
 

世
紀
に
か
け
て
脈
々
と
流
れ
る
渇
望
が
作
品
か
ら
生
き
生
き
と
 

伝
 わ
っ
て
 

ム
の
 作
品
は
（
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
名
で
は
あ
っ
た
が
）
、
プ
ラ
バ
ン
 
ド
 で
は
 

よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
ル
ー
ス
プ
ル
ー
グ
も
知
り
う
る
状
況
に
あ
 った
 。
 

筆
者
は
物
理
的
な
可
能
性
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
表
現
の
一
部
を
 
自
分
の
 

作
品
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
一
方
、
ル
ー
ス
プ
ル
ー
 クと
ハ
 

デ
 ウ
ェ
イ
 ヒ
 に
つ
い
て
も
筆
者
は
両
者
の
テ
ク
ス
ト
を
比
較
し
 
、
  
 

ブ
ル
ー
ク
は
 
ハ
デ
 ウ
ェ
イ
 ヒ
 の
作
品
を
読
ん
で
明
ら
か
に
影
響
を
 

魂
 と
の
神
秘
的
結
婚
に
お
け
る
霊
的
 一
 性
、
観
想
と
活
動
の
調
和
 

人
間
の
霊
的
生
の
構
造
と
神
の
三
位
一
体
的
生
命
と
の
対
応
関
係
 

が
れ
た
。
神
と
の
愛
の
物
語
は
彼
女
の
文
学
的
セ
ン
ス
と
優
れ
た
 

よ
る
知
な
ど
に
基
づ
く
毒
性
 が
 ギ
ョ
ー
 ム
 か
ら
 ハ
デ
 ウ
ェ
イ
 ヒ
 に
 

に
 特
徴
的
な
概
念
で
あ
る
と
見
な
す
「
接
触
」
を
考
察
す
る
。
 

範
 

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

筆
者
は
、
プ
ラ
バ
ン
ド
地
方
に
お
け
る
霊
位
の
系
譜
を
跡
付
け
、
 

四
 、
結
論
 

受
け
て
 

、
 愛
に
 

、
 神
と
 

表
現
力
 

聖
諭
、
 

受
け
継
 

最
後
 

で
 深
め
ら
れ
、
さ
ら
に
 
べ
ギ
ン
 の
女
性
た
ち
の
中
で
豊
か
に
さ
れ
 

た
 。
 彼
 

女
 ら
の
毒
性
 は
 、
民
衆
と
接
し
て
い
た
ル
ー
ス
プ
ル
ー
グ
の
 よ
 う
 な
 下
級
 

聖
職
者
に
受
け
継
が
れ
て
、
プ
ラ
バ
ン
ト
の
日
常
語
で
開
花
し
た
 
 
 

ス
プ
ル
ー
グ
の
考
え
る
霊
的
道
程
の
 、
 特
に
最
終
段
階
で
現
れ
 る
 神
の
 

「
接
触
」
と
は
「
神
の
愛
が
魂
に
霊
的
に
触
れ
る
こ
と
」
を
指
す
 

。
そ
れ
 

は
た
え
ず
繰
り
返
さ
れ
、
人
間
は
い
っ
そ
う
神
を
求
め
、
神
と
一
 

つ
と
な
 

る
 。
こ
こ
で
は
神
の
概
念
よ
り
も
、
神
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
 
人
 間
 が
経
 

 
 

験
す
る
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 
 
 



く
る
。
先
行
研
究
も
多
く
紹
介
し
て
あ
り
、
門
外
漢
に
と
っ
て
 
あ
 り
が
た
 

か
っ
た
。
特
に
関
心
を
惹
か
れ
た
の
は
、
や
は
り
 べ
 ギ
ン
運
動
を
 
論
じ
た
 

第
 Ⅱ
部
で
あ
る
。
「
ベ
ギ
ン
」
と
は
絶
え
ず
他
者
か
ら
の
呼
称
で
 
あ
り
、
 

「
ベ
ギ
ン
」
と
は
一
体
誰
な
の
か
、
何
を
も
っ
て
「
ベ
ギ
ン
」
と
 

み
な
す
 

の
か
と
い
う
問
い
は
避
け
ら
れ
な
い
。
女
性
た
ち
の
宗
教
活
動
を
 
ど
う
 位
 

置
 づ
け
る
か
と
い
う
状
況
で
生
じ
る
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
 

宗
教
と
 

ン
ェ
 ン
ダ
ー
に
関
心
の
あ
る
評
者
に
と
っ
て
大
変
刺
激
的
で
あ
っ
 

ナ
ハ
 

，
 
@
0
 
 

ベ
 

ギ
ン
自
体
は
宗
教
的
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
増
加
し
て
い
く
が
、
 

一
方
で
 

一
般
信
徒
の
女
性
が
聖
職
者
の
職
務
や
祭
式
上
の
役
割
か
ら
遠
ざ
 

け
ら
れ
 

る
 傾
向
は
む
し
ろ
進
ん
だ
。
ベ
ギ
ン
運
動
が
前
提
と
す
る
女
性
の
 
自
立
性
 

は
 、
教
会
に
不
安
を
与
え
、
結
果
的
に
女
性
た
ち
一
般
の
宗
教
的
 
権
限
は
 

制
限
さ
れ
て
い
っ
た
。
ベ
ギ
ン
に
し
て
も
、
賞
賛
さ
れ
る
の
は
そ
 
の
 純
潔
 

性
 ・
貞
節
性
で
あ
り
、
聖
職
者
は
女
性
の
神
秘
的
体
験
を
非
合
理
 

的
な
女
 

性
の
本
性
と
結
び
付
け
た
。
啓
示
は
聖
職
者
に
よ
っ
て
解
読
さ
れ
 
ね
ば
な
 

ら
な
か
っ
た
。
女
性
た
ち
の
活
動
が
異
端
と
し
て
排
除
さ
れ
る
か
 
、
ま
た
 

は
 男
性
聖
職
者
の
権
威
を
支
え
る
か
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
こ
 
と
は
、
 

古
今
東
西
の
宗
教
史
で
は
珍
し
く
な
い
。
女
性
た
ち
の
主
張
が
男
 
性
の
 @
 
ヨ
 

説
 に
よ
っ
て
す
り
返
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
至
る
と
こ
ろ
で
 
起
 @
 
」
っ
て
 い
 

る
 。
そ
の
意
味
で
本
書
で
の
考
察
は
 、
 他
の
事
例
に
も
大
い
に
 
参
 者
 に
な
 

る
 。
 

そ
れ
で
も
、
他
者
か
ら
見
た
 べ
ギ
ン
 だ
け
で
は
な
く
、
か
ろ
う
じ
 て
ハ
 

デ
 ウ
ェ
イ
 ヒ
ら
 女
性
た
ち
の
霊
的
経
験
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
 6
 点
が
 

本
書
の
魅
力
で
あ
る
 
-
 
マ
リ
 は
 伝
記
を
通
し
て
Ⅰ
そ
れ
は
女
性
 
た
ち
の
 

経
験
が
無
視
さ
れ
が
ち
の
宗
教
史
の
中
に
お
い
て
貴
重
な
記
録
で
 
あ
る
。
 

神
と
の
出
会
い
の
中
で
の
人
間
の
経
験
に
比
重
を
置
く
プ
ラ
バ
ン
 
ド
の
霊
 

性
は
 、
彼
女
ら
に
自
由
と
強
さ
を
与
え
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
 

神
と
の
 

霊
的
一
体
と
い
う
決
定
的
な
体
験
に
よ
っ
て
、
彼
女
た
ち
が
男
性
 
仙
川
三
 

=
 口
説
明
 
0
 移
 
口
 

の
 支
配
す
る
神
学
の
中
で
自
分
た
ち
の
言
葉
を
獲
得
し
た
瞬
間
が
 こ
こ
に
 

｜
 

 
 
 
 

 
 

あ
る
。
 

女
性
の
神
秘
体
験
、
特
に
結
婚
神
秘
思
想
で
の
幻
視
体
験
は
 
ス
キ
 サ
 ン
 

ダ
ラ
ス
な
受
け
取
ら
れ
方
を
招
き
や
す
い
。
後
に
は
心
理
学
に
 よ
っ
て
 

「
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
と
い
う
女
性
の
性
的
な
欲
動
の
発
現
と
し
て
 

解
 秋
 さ
れ
 

も
し
た
。
し
か
し
、
本
書
に
よ
っ
て
男
性
た
ち
も
同
様
に
神
に
 恋
焦
が
 

ね
 、
花
婿
で
あ
る
神
か
ら
愛
を
受
け
入
れ
る
体
験
を
持
っ
て
い
た
 こと
が
 

明
ら
か
に
な
る
。
本
書
で
我
々
は
 、
 （
花
嫁
）
と
い
う
表
現
を
取
 

っ
て
は
 

い
る
も
の
の
、
女
性
と
い
う
身
体
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
 

男
性
も
 

同
様
に
持
ち
う
る
 
歓
 び
や
快
楽
に
向
き
合
う
。
と
は
い
っ
て
も
 女
 性
 た
ち
 

が
 男
性
聖
職
者
た
ち
と
同
等
の
評
価
を
受
け
た
な
ど
と
見
な
す
の
 
は
 早
計
 

で
あ
る
。
神
秘
 
穿
 た
ち
に
と
っ
て
性
の
差
異
は
重
要
な
問
題
で
な
 く、
彼
 

ら
は
体
験
の
中
で
そ
れ
を
通
過
・
越
境
す
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
 
ろ
う
。
 

霊
位
の
系
譜
を
検
証
し
、
男
女
と
い
う
性
差
を
超
え
て
同
じ
考
え
 
が
共
 

有
さ
れ
て
き
た
と
い
う
指
摘
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
筆
者
は
 
ジ
 ェ
ン
ダ
 

｜
 と
い
う
批
判
的
分
析
視
座
を
直
接
言
及
し
な
い
が
、
そ
の
視
点
 
は
 含
ま
 

れ
て
い
る
と
評
者
は
受
け
取
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
筆
者
の
提
 喝
 す
る
 

「
霊
怪
 史
 」
と
は
、
従
来
の
人
間
の
宗
教
的
経
験
の
分
析
視
点
に
 
見
直
し
 

を
 求
め
、
新
た
な
視
座
を
提
示
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
 そ
こ
に
 

は
、
 目
に
み
え
な
い
領
域
を
い
か
に
記
述
す
る
か
と
い
う
問
題
が
 つ
き
ま
 

と
う
。
筆
者
は
社
会
史
的
視
点
に
立
っ
て
 
霊
 性
を
歴
史
の
中
に
位
 置
 づ
け
 

よ
う
と
し
て
お
り
、
 
霊
 桂
家
た
ち
の
 
霊
 性
の
詳
細
な
分
析
と
、
 
彼
 ら
を
 取
 

り
 巻
く
社
会
的
状
況
の
分
析
が
共
存
し
て
い
る
点
が
本
書
の
魅
 力
 で
あ
 



書評と紹介 

る
 。
系
譜
に
重
点
が
あ
る
た
め
に
や
む
を
え
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
 
が
 興
味
 

深
い
人
物
で
あ
る
た
め
、
も
う
す
こ
し
説
明
が
欲
し
く
も
あ
る
。
 

ベ
ギ
ン
 

運
動
に
つ
い
て
も
、
中
世
に
お
け
る
様
態
は
実
に
多
種
多
様
で
あ
 つ
た
と
 

思
わ
れ
る
の
で
他
の
べ
 ギ
ン
 
の
姿
に
も
触
れ
て
ほ
し
い
思
い
も
 残
っ
た
 

が
 、
本
書
は
べ
ギ
ン
運
動
の
全
体
 史
 が
第
一
の
目
的
で
は
な
く
、
 

こ
れ
 以
 

上
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

最
後
に
、
本
書
の
試
み
は
、
個
人
の
中
で
養
わ
れ
、
祈
り
や
瞑
想
 
な
ど
 

と
 結
び
つ
き
、
深
い
魂
の
動
き
や
境
地
と
し
て
理
解
さ
れ
る
現
代
 
の
 
「
 
霊
 

性
 
-
 ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
 ィ
 こ
の
あ
り
方
を
想
起
さ
せ
る
。
も
 ち
ろ
ん
 

中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
と
現
代
の
宗
教
傾
向
を
同
様
に
 
妾
 曲
る
 @
 
し
と
 

は
 危
険
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
バ
ン
ド
の
霊
的
生
活
の
特
徴
は
、
各
人
 
が
 自
分
 

の
 召
命
に
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
的
生
活
形
態
を
組
織
し
、
公
的
請
願
 
や
 規
制
 

で
は
な
く
、
自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
敬
虔
な
生
活
を
試
み
た
こ
 と
で
あ
 

る
 、
と
筆
者
は
言
う
。
宗
教
で
は
時
と
場
所
が
取
り
決
め
ら
れ
 
て
い
る
 

が
、
 聖
な
る
も
の
は
時
と
時
間
も
凌
駕
し
て
し
ま
う
。
規
則
も
条
 
件
 も
な
 

い
、
無
限
性
の
申
を
過
ぎ
て
ゆ
く
も
の
、
そ
れ
が
 

聖
 性
の
属
性
で
 
は
な
 い
 

か
 。
真
正
な
体
験
を
失
 い
 が
ち
な
制
度
的
宗
教
と
区
別
す
る
た
め
 に
 
「
 
重
 ぬ
 

性
 」
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
現
在
、
彼
ら
彼
女
ら
の
こ
だ
わ
り
 
は
 非
常
 

に
 身
近
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
、
 

霊
佳
 史
の
有
効
佳
を
認
め
る
 状
 況
 に
い
 

る
 。
心
で
神
を
感
じ
る
経
験
に
光
を
当
て
る
こ
と
で
近
代
ム
ロ
理
工
 

義
 や
近
 

代
 科
学
の
知
の
枠
組
み
を
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
現
代
の
霊
性
 
と
 響
き
あ
 

ぅ
 部
分
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
評
者
が
自
分
の
関
心
に
ひ
き
 つ
け
て
 

考
え
た
こ
と
で
あ
る
。
今
後
の
霊
性
史
の
試
み
が
持
つ
可
能
性
 ほ
 つ
い
 

て
 、
そ
の
先
に
は
何
が
あ
る
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
 
の
 説
明
 

は
な
く
、
実
際
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
を
読
ん
で
、
（
 
神
 の
 直
接
 

的
 体
験
）
（
女
性
）
の
二
点
は
、
神
学
の
よ
う
な
知
の
体
系
に
混
 
乱
 を
も
 

た
ら
す
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
痛
感
し
た
。
筆
者
の
視
点
は
 、
理
 性
 と
感
 

性
 、
思
想
と
身
体
、
組
織
と
個
人
、
男
性
と
女
性
、
な
ど
が
 交
 わ
る
 地
 

点
 、
せ
め
ぎ
あ
 ぅ
 地
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
地
白
 を
 評
者
 

も
ま
た
描
き
た
い
と
い
う
思
い
を
強
く
し
た
。
 

門
外
漢
で
あ
る
た
め
、
筆
者
の
意
図
や
論
の
展
開
を
十
分
に
消
化
 で
き
 

ず
 、
一
方
的
な
読
み
で
終
始
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
筆
者
 の
 御
 覧
 

恕
を
乞
う
ば
か
り
で
あ
る
。
多
く
の
、
特
に
宗
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 
0
 間
頭
 

に
 関
心
を
抱
い
て
い
る
方
に
一
読
を
勧
め
た
い
。
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本
書
は
南
山
大
学
人
類
学
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ア
ジ
ア
 
移
 民
の
 

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
 と
 宗
教
」
の
成
果
報
告
書
で
あ
る
。
「
人
の
移
 動
 」
と
 

一
文
化
の
創
造
・
再
編
」
と
い
う
問
題
を
、
現
代
に
お
け
る
人
口
 

の
国
際
 

移
動
と
関
係
づ
け
て
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
、
と
り
わ
け
 
ア
 ジ
ア
 に
 

お
い
て
移
動
す
る
人
々
の
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
と
「
宗
教
」
の
 
関
 保
佐
 を
 

問
 う
 こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
各
論
文
の
事
例
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
 
に
 富
ん
 

で
い
る
が
、
定
住
後
の
環
境
と
の
関
係
調
整
の
中
で
形
成
さ
れ
る
 
移
民
集
 

固
め
 
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
、
そ
の
実
現
過
程
に
深
く
関
与
す
る
要
因
 
と
し
て
 

の
 宗
教
を
取
り
扱
っ
た
も
の
が
比
較
的
多
い
。
 

た
だ
、
吉
原
が
総
論
で
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
あ
え
て
論
文
を
 
テ
 １
 7
 

別
に
分
類
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
は
じ
め
と
す
る
 キ
ー
ワ
 

｜
ド
の
 概
念
規
定
も
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
る
た
め
、
一
冊
 0
 本
 と
 

し
て
は
問
題
の
核
心
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
き
ら
れ
は
あ
る
。
 

各
 払
 
冊
立
山
 り
 

要
旨
は
「
総
論
」
で
も
丁
寧
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
 は 同
じ
 

く
 
「
 
総
弘
已
 の
な
か
で
吉
原
が
注
目
し
た
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
 

と
宗
 教
 の
 関
 

係
 の
あ
り
方
を
表
現
す
る
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
祀
る
」
と
い
う
 
印
 象
 的
な
 

長
谷
千
代
子
 

風
響
社
二
 0
0
 

一
年
三
月
三
 

0
 日
刊
 

A
5
 判
三
八
九
頁
 
五
 0
0
0
 円
 

吉
原
和
男
、
 ク
ネ
 ヒ
ト
・
ペ
ト
ロ
 編
 

「
ア
ジ
ア
移
民
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
宗
教
」
 

フ
レ
ー
ズ
を
中
心
と
し
て
あ
え
て
整
理
を
試
み
つ
っ
、
各
論
文
を
 
レ
 ダ
ュ
 

｜
 す
る
こ
と
に
し
た
い
。
収
録
さ
れ
て
い
る
論
文
は
以
下
の
と
 
お
 
 
 

る
 。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
原
和
男
「
総
論
 ｜
 ア
ジ
ア
移
民
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
宗
教
」
 

川
上
郁
雄
「
在
日
ベ
ト
ナ
ム
系
住
民
の
宗
教
実
践
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
 
ア
イ
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
 

田
沼
幸
子
「
在
日
ビ
ル
マ
 
人
 と
日
本
人
の
相
互
行
為
に
お
け
る
 自
 己
 表
象
 

｜
 
「
期
待
」
と
「
ず
れ
」
」
 

王
維
「
中
華
街
に
お
け
る
祭
祀
・
芸
能
の
創
出
と
華
僑
エ
ス
 

ニ
シ
テ
 

ィ
の
 再
編
 ｜
 長
崎
・
神
戸
・
横
浜
を
比
較
し
て
」
 

韓
 

貴
地
「
中
国
朝
鮮
族
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
と
 展開
 ｜
 

韓
国
人
に
よ
る
影
響
を
中
心
と
し
て
」
 

藤
井
健
志
「
移
民
の
宗
教
の
（
社
会
的
形
態
）
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
 
｜
 ム
ロ
 
@
 

系
 仏
教
運
動
を
手
が
か
り
と
し
て
」
 

五
十
嵐
真
子
「
拡
散
す
る
ム
ロ
 湾
 社
会
と
宗
教
 ｜
 新
興
宗
教
を
例
と
 
し
て
」
 

三
尾
裕
子
「
ム
ロ
 
湾
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
一
考
察
 ｜ 廟
宇
 を
 通
じ
 

た
 両
岸
交
流
を
契
機
と
し
て
」
 

床
 目
 郁
哉
「
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
学
 
 
 

ル
 ー
 諸
島
 サ
 7
 人
の
事
例
か
ら
」
 

宮
原
 

暁
 
「
交
錯
す
る
呼
称
と
モ
ノ
の
や
り
と
り
ー
フ
ィ
リ
ピ
ン
 

華
僑
・
 

華
人
研
究
再
考
に
向
け
て
」
 

芹
澤
知
宏
一
ベ
ト
ナ
ム
華
人
力
ト
リ
ッ
ク
教
会
研
究
序
説
 
｜
 移
民
 

・
難
民
 

研
究
の
応
用
例
」
 

村
上
忠
良
「
パ
タ
ー
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
容
 
｜
 タ
イ
 国
 お
部
パ
 



最
初
に
問
題
の
枠
組
み
を
確
認
し
て
お
く
。
吉
原
の
総
論
の
中
で
 
紹
介
 

さ
れ
て
い
る
こ
の
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
祀
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
 
は
、
プ
 

ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
系
人
の
宗
教
を
取
り
上
げ
た
前
山
の
著
書
「
 
異
邦
に
 

「
日
本
」
を
祀
る
」
を
出
典
と
す
る
。
前
山
の
事
例
で
は
、
移
住
 

当
初
は
 

ブ
ラ
ジ
ル
を
仮
の
宿
と
と
ら
え
て
い
た
日
本
人
が
日
本
と
い
う
国
 
安
本
）
 
へ
 

の
 帰
郷
を
断
念
し
た
と
き
か
ら
、
日
本
的
宗
教
を
異
郷
ブ
ラ
ジ
ル
 にお
い
 

て
 積
極
的
に
展
開
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
 ト
と
さ
 

れ
て
い
る
。
こ
の
事
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
「
移
民
」
に
注
目
 
す
 る
こ
と
 

の
 意
義
は
、
本
人
に
と
っ
て
自
明
の
存
在
で
あ
っ
た
「
国
家
」
 

か
 ら
の
 乖
 

離
 と
い
う
モ
メ
ン
ト
に
あ
る
。
移
民
と
は
「
国
家
」
か
ら
の
種
々
 
の
 乖
離
 

体
験
の
の
ち
に
、
新
た
に
自
分
た
ち
の
生
活
世
界
と
ア
イ
デ
ン
テ
 ィ テ
ィ
 

を
 再
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
 
そ
そ
の
 

試
行
錯
誤
の
中
で
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
や
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
現
象
す
 
る
の
か
 

が
 重
要
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
 ほ
 つ
い
 

て
 、
前
山
は
「
日
本
移
民
が
移
住
前
に
日
本
に
居
住
し
て
い
た
と
 
き
に
も
 

っ
て
い
た
も
の
を
私
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
呼
ん
で
い
な
い
」
と
 

述
べ
て
 

一
 
l
l
 
一
 

い
る
。
前
山
の
い
う
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
、
移
住
後
に
必
要
に
迫
ら
 
れ
て
 新
 

た
に
創
造
さ
れ
る
な
に
か
な
の
で
あ
る
。
こ
の
 
視
 占
は
必
ず
し
も
 
太
宇
 
重
日
 
の
 

 
 

 
 

評
 

宗
教
に
つ
い
て
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
 
取
り
 

 
 

タ
ー
ン
系
移
民
の
宗
教
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
 

谷
口
俗
人
「
雲
南
系
漢
人
に
お
け
る
移
住
・
家
族
・
祭
祀
 ｜
 タ
イ
 北
部
の
 

事
例
か
ら
」
 

さ
て
以
上
の
よ
う
に
本
書
で
は
、
国
家
か
ら
の
乖
離
を
体
験
し
た
 
移
民
 

と
い
う
視
点
か
ら
見
て
宗
教
お
よ
び
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
な
に
か
 
が
 主
要
 

な
 問
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
ユ
ニ
ー
ク
 
な
方
法
 

論
を
提
示
し
つ
つ
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
藤
井
と
宮
原
で
あ
 
る
 。
 多
 

く
の
論
文
が
宗
教
を
手
が
か
り
に
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
主
題
化
し
よ
 
う
と
し
 

て
い
る
な
か
で
、
藤
井
論
文
が
主
題
化
す
る
の
は
名
詞
的
な
意
味
 
で
の
十
本
 

教
 で
あ
る
。
藤
井
は
あ
る
宗
教
運
動
を
分
析
単
位
と
し
、
「
ど
の
 

よ
う
な
 

宗
教
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
核
と
な
り
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
は
な
 リス
 な
 

い
の
か
」
二
六
五
頁
）
と
問
い
か
け
る
。
そ
の
分
岐
点
と
し
て
 藤
井
が
 

注
目
す
る
の
は
宗
教
の
「
社
会
的
分
節
構
造
」
と
「
社
会
的
形
態
 
」
で
あ
 

る
 。
「
社
会
的
分
節
構
造
」
と
は
そ
の
山
下
教
の
社
会
と
の
か
か
わ
 

り
 方
や
 

社
会
的
機
能
な
ど
、
各
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
分
節
の
さ
れ
方
で
 
あ
り
、
 

「
社
会
的
形
態
」
と
は
そ
の
分
節
の
結
果
そ
の
宗
教
が
と
る
に
い
 

た
っ
た
 

存
在
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
あ
る
宗
教
の
と
る
形
態
は
そ
 
の
 固
有
 

の
 性
質
に
よ
っ
て
の
み
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
宗
教
を
受
け
 いれ
る
 

社
会
の
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
 
が
 考
慮
 

 
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
移
民
が
必
要
と
す
る
宗
教
 
と
は
な
 

に
 か
を
 問
う
 も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
藤
井
は
主
に
中
国
 ・
ム
ロ
 湾
お
 

2
 

系
の
移
民
に
広
が
っ
た
仏
光
山
と
い
う
仏
教
運
動
の
「
社
会
的
形
 
熊
ご
に
 

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
全
体
の
傾
向
を
ま
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
 
る
 。
 た
 

だ
 最
低
限
、
宗
教
を
教
派
や
宗
教
集
団
の
よ
う
に
名
詞
的
側
面
に
 
お
い
て
 

捉
え
る
タ
イ
プ
の
議
論
と
、
「
信
じ
る
こ
と
」
「
祀
る
こ
と
」
の
よ
 

う
に
 動
 

詞
 的
な
側
面
に
お
い
て
捉
え
る
タ
イ
プ
の
議
論
と
を
見
分
け
る
 
必
 妻
 が
あ
 

ろ
う
。
 



着
目
し
つ
つ
、
宗
教
教
団
と
し
て
の
組
織
化
が
進
ん
で
 い
 る
タ
イ
 プ
 の
ら
 
示
 

教
は
自
律
性
が
高
く
、
ホ
ス
ト
社
会
の
人
々
を
信
者
と
し
て
獲
得
 
し
や
す
 

い
の
に
対
し
て
、
組
織
化
が
進
ん
で
い
な
い
タ
イ
プ
の
宗
教
は
 
ェ
 ス
ニ
 ツ
 

ク
な
 原
理
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
る
、
と
暫
定
的
に
結
論
し
 
て
い
る
 

二
八
 0
 頁
 -
 。
今
後
は
ホ
ス
ト
社
会
の
「
社
会
的
分
節
構
造
」
の
 分
析
 

と
 照
合
す
る
こ
と
で
、
移
民
と
ホ
ス
ト
社
会
が
共
同
作
業
的
に
作
 
り
 上
げ
 

る
 新
た
な
宗
教
形
態
に
つ
い
て
の
議
論
が
期
待
さ
れ
る
。
 

宮
原
論
文
は
藤
井
論
文
と
は
対
照
的
に
、
動
態
的
な
過
程
と
し
て
 
の
め
 
ホ
 

数
 に
着
目
し
て
い
る
。
宮
原
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
華
人
と
非
 
華
人
の
 

間
で
行
な
わ
れ
る
「
モ
ノ
の
や
り
と
り
」
あ
る
い
は
「
物
質
的
Ⅰ
 
霊
的
 相
 

立
作
用
」
と
い
う
人
間
関
係
が
呈
す
る
濃
淡
の
上
に
政
治
的
な
 
駆
 け
 引
き
 

も
 加
わ
っ
て
、
あ
る
種
の
華
人
集
団
に
対
し
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
 
名
 詞
が
ィ
 

ン
デ
ッ
ク
 ス
 と
し
て
導
入
さ
れ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
。
例
え
ば
 
 
 

ピ
ン
に
移
住
し
た
華
人
が
地
元
住
民
と
の
付
き
 
ム
ロ
 
い
や
商
売
上
の
 
取
引
の
 

仕
方
を
通
じ
て
「
中
国
人
」
と
し
て
の
自
覚
を
高
め
た
り
、
混
血
 
に
よ
っ
 

て
 
「
 脱
 華
人
」
化
し
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
き
ら
に
 は 政
治
 

状
況
を
反
映
し
て
「
中
国
人
」
に
な
っ
た
り
、
「
華
人
」
に
な
つ
 

た
り
、
 

「
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
民
」
に
な
っ
た
り
も
す
る
。
こ
れ
は
極
め
て
 

実
 践
 的
な
 

視
 占
か
ら
の
議
論
で
あ
り
、
「
他
者
と
貸
し
借
り
を
す
る
」
、
「
 

縁
 起
 を
担
 

ぐ
 」
、
「
賭
け
に
出
る
」
、
「
名
乗
る
」
な
ど
の
一
つ
ひ
と
っ
の
行
動
 
を
 通
し
 

て
 、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
祀
り
続
け
る
の
か
、
放
棄
す
る
の
か
、
 

ど
 の
よ
う
 

な
 エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
新
た
に
祀
る
の
か
が
、
日
常
生
活
の
中
で
行
 
為
 遂
行
 

的
に
決
ま
っ
て
く
る
モ
メ
ン
ト
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
 思
わ
れ
 

る
 。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
実
体
視
を
方
法
的
に
徹
底
し
て
避
け
た
 
意
 欲
 的
な
 

論
考
と
い
え
よ
う
。
 

こ
の
ほ
か
で
は
、
移
民
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
 
諸
相
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を
 捉
え
た
事
例
研
究
が
多
数
を
占
め
る
。
特
に
ホ
ス
ト
 国 住
民
と
 

の
間
で
 

花
 

の
 関
係
構
築
過
程
を
重
視
す
る
議
論
が
目
立
っ
。
田
沼
論
文
は
時
 
と
 相
手
 

 
 
 
  
 

に
よ
っ
て
変
幻
す
る
在
日
ビ
ル
マ
人
の
自
己
表
象
を
描
き
出
し
て
 
い
る
。
 

在
日
ビ
ル
マ
人
た
ち
は
日
本
人
が
抱
い
て
い
る
「
優
し
い
仏
教
徒
 
」
あ
る
 

い
は
「
民
主
化
の
熱
心
な
活
動
家
」
と
い
う
理
想
的
な
ビ
ル
マ
 

大
  
 

ジ
 を
感
じ
取
り
、
自
己
表
象
を
調
整
す
る
。
日
本
人
の
期
待
と
現
 
実
 と
の
 

ず
れ
は
、
美
し
い
誤
解
や
ビ
ル
マ
人
の
と
り
つ
く
ら
い
に
よ
っ
て
 
顕
在
化
 

し
な
い
こ
と
も
あ
る
が
、
顕
在
化
す
る
と
日
本
人
は
理
想
的
イ
メ
 
 
 

の
 ギ
ャ
ッ
プ
に
戸
惑
う
こ
と
に
な
る
。
田
沼
が
指
摘
し
て
い
る
の
 
は
 在
日
 

ビ
ル
マ
人
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
あ
く
ま
で
日
本
人
と
の
関
係
に
 
規
 定
 さ
れ
 

な
が
ら
現
象
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
気
に
 な
る
の
 

は
 、
自
己
表
象
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
関
係
が
明
確
で
な
い
占
で
あ
 
る
 。
 自
 

己
 表
象
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
同
義
語
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
 
け
ら
れ
 

る
が
、
日
本
人
の
期
待
に
沿
 

う
 自
己
表
象
の
表
出
に
失
敗
し
た
 場
 合
 の
 彼
 

ら
 の
と
り
つ
く
ら
い
や
反
論
は
、
自
己
表
象
と
は
異
な
る
エ
ス
ニ
 

シ
 テ
 ィ
 

の
 
一
部
を
形
成
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
面
白
い
視
点
を
取
り
な
 

が
ら
、
 

「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
概
念
に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
い
た
こ
と
が
 

惜
 し
ま
れ
 

る
 。
 

正
論
文
は
、
長
崎
、
神
戸
、
横
浜
の
華
僑
社
会
に
お
け
る
エ
ス
ニ
 

シ
テ
 

ィ
 再
編
の
様
子
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
華
僑
社
会
で
 
は
 ラ
ン
 

タ
ン
フ
ェ
ス
テ
イ
バ
ル
や
春
節
祭
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
表
出
の
媒
体
 
と
な
っ
 

て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
論
文
の
ユ
ニ
ー
ク
な
占
は
そ
れ
ぞ
れ
の
 
地
域
で
 

新
た
に
創
出
き
れ
た
祭
り
が
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
特
質
を
反
映
 
 
 

る
こ
と
を
示
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
差
異
は
主
に
日
本
人
と
の
 
け
き
 合
 



書評と紹介 

い
 方
が
「
長
崎
は
親
戚
付
き
合
い
、
 

埜
 p
 は
友
人
付
き
合
い
だ
が
 
、
横
浜
 

は
ま
だ
隣
人
付
き
合
い
に
と
ど
ま
る
」
二
三
二
頁
 -
 と
い
う
、
 
 
 

社
会
と
の
関
係
の
違
い
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
。
谷
口
論
文
の
事
 
 
 

ホ
ス
ト
社
会
の
対
応
と
移
民
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
相
関
関
係
が
明
 
白
に
現
 

れ
て
い
る
。
日
中
戦
争
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
、
大
躍
進
な
ど
 
を
 機
に
 

タ
イ
王
国
北
部
に
逃
れ
た
漢
民
族
の
人
々
は
祖
先
祭
祀
等
の
習
俗
 
を
 選
択
 

的
に
維
持
し
つ
つ
漢
民
族
の
一
下
位
集
団
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
 イテ
ィ
 

を
 保
っ
て
き
た
。
彼
ら
の
表
出
す
る
雲
南
系
漢
人
と
い
う
エ
ス
ニ
 シテ
ィ
 

は
 、
タ
イ
王
国
が
彼
ら
を
「
難
民
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
押
し
込
め
 
、
移
入
 

者
に
対
す
る
関
わ
り
を
最
小
限
に
と
ど
め
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
 
に
 由
来
 

す
る
。
こ
の
た
め
彼
ら
は
「
華
人
系
タ
イ
 国 住
民
」
と
し
て
受
け
 い
れ
る
 

れ
る
機
会
を
失
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
法
制
度
や
教
育
シ
ス
テ
ム
 
ま
で
 視
 

野
 に
入
れ
た
政
府
レ
ベ
ル
の
対
応
が
な
け
れ
ば
こ
の
問
題
は
容
易
 
に
は
 収
 

捨
 し
な
い
と
谷
口
は
い
う
。
移
民
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
ホ
ス
ト
 
国
 に
よ
っ
 

て
 作
ら
れ
る
一
面
を
示
し
た
興
味
深
い
事
例
と
い
え
る
。
 

こ
の
ほ
か
、
最
近
の
新
た
な
移
民
と
の
交
流
が
古
く
か
ら
の
移
民
 
の
ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
さ
ぶ
っ
た
り
、
活
性
化
し
た
り
す
る
事
例
 
も
 報
告
 

さ
れ
て
い
る
。
村
上
論
文
に
よ
る
と
、
近
年
新
た
に
母
国
パ
キ
ス
 
タ
ン
 か
 

ら
 商
業
活
動
を
目
的
に
チ
ェ
ン
ラ
ー
イ
 ヘ
 移
住
し
て
き
た
人
々
の
 
帯
同
す
 

る
 
「
パ
タ
ー
ン
人
ら
し
さ
」
が
 
、
 「
タ
イ
的
な
る
も
の
」
を
す
で
 
に
 内
在
 

化
さ
せ
て
い
る
古
く
か
ら
の
パ
タ
ー
ン
系
移
民
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
 

ア
 イ
デ
 

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
覚
醒
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
。
タ
イ
社
会
 
に
 適
応
 

し
た
移
民
二
世
三
世
は
「
パ
タ
ー
ン
ら
し
さ
」
を
失
 
う
 傾
向
に
あ
 る
が
、
 

一
方
の
近
年
の
移
住
者
は
タ
イ
社
会
に
ま
だ
う
ま
く
適
応
で
き
な
 

ぃ
代
わ
 

り
に
 パ
タ
ー
ン
 人
 と
し
て
の
資
質
は
よ
り
多
く
有
し
て
い
る
。
 

し
 た
が
っ
 

て
 両
者
が
相
互
補
完
的
に
助
け
合
う
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
 
タ
イ
 社
 

会
の
中
で
の
安
定
を
確
保
し
つ
つ
パ
タ
ー
ン
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 
ィ
を
維
 

持
し
、
再
生
産
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
村
上
は
結
論
し
て
い
 
る
 。
 

韓
 論
文
は
隣
接
国
家
に
居
住
す
る
同
じ
民
族
の
ケ
ー
ス
を
扱
っ
 
て
い
 

る
 。
現
在
中
国
に
暮
ら
す
朝
鮮
族
 は 日
本
の
植
民
地
支
配
や
占
領
 の 影
響
 

を
 受
け
て
中
国
へ
移
住
し
た
人
が
多
数
を
占
め
る
。
彼
ら
は
中
国
 への
 帰
 

属
 感
覚
を
は
つ
き
り
と
持
っ
て
お
り
、
と
く
に
若
い
世
代
は
朝
鮮
 
語
 よ
り
 

も
 中
国
語
を
得
意
と
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
 

八
 0
 年
代
に
入
っ
て
 
浸
透
し
 

て
き
た
市
場
主
義
経
済
原
理
や
韓
国
か
ら
の
新
た
な
移
民
の
流
入
 
に
よ
っ
 

て
 朝
鮮
族
の
文
化
が
改
め
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
 
し
た
 情
 

況
の
中
で
、
言
語
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
、
国
籍
を
異
に
し
な
が
 
ら
も
 民
 

族
 出
自
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
共
鳴
さ
せ
る
 
役
 割
 を
担
 

っ
 た
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
二
一
尾
論
文
の
ム
ロ
湾
の
事
例
は
や
や
異
な
る
経
過
 
を
辿
 

っ
て
い
る
。
台
湾
の
人
々
の
信
仰
対
象
と
な
っ
て
い
る
 

嫡
祖
 の
 多
 く
は
そ
 

の
 祖
廟
が
中
国
福
建
省
に
あ
り
、
ム
ロ
 
湾
と
 大
陸
を
つ
な
ぐ
祭
祀
 巡
 花
圃
 を
 

構
成
し
て
い
た
が
、
新
中
国
の
成
立
と
そ
の
後
の
政
治
的
対
立
 に
よ
っ
 

て
、
 久
し
く
断
絶
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
八
 セ
年
 ご
ろ
か
ら
 ム
口
 
清
め
 

人
々
が
福
建
省
へ
 
嫡
 祖
の
祖
廟
を
尋
ね
て
再
び
巡
礼
す
る
よ
う
に
 
な
り
、
 

交
流
が
再
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
 
交
 流
 に
よ
 

っ
て
確
認
さ
れ
た
の
は
中
国
大
陸
と
の
文
化
的
・
民
族
的
共
通
 性
 よ
り
 

も
 、
現
代
中
国
と
の
政
治
・
経
済
・
社
会
、
そ
し
て
人
々
の
考
え
 
方
 や
意
 

 
 
 
 

識
の
違
い
で
あ
っ
た
と
三
尾
は
述
べ
る
。
そ
こ
で
は
ム
ロ
湾
の
民
間
 

信
仰
は
 

 
 

 
 

む
し
ろ
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
差
異
化
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

こ
れ
ら
の
事
例
が
浮
き
彫
り
に
す
る
の
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
形
 
威
に
 



大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
は
宗
教
の
果
た
す
役
割
や
移
民
集
団
 
固
 有
 の
 性
 

質
 と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
国
際
レ
ベ
ル
の
政
治
・
経
済
的
環
境
 
で
あ
る
 

と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
 
見
 れ
ば
、
 

宗
教
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
お
け
る
彼
我
を
形
成
す
る
た
め
の
道
具
 

て
い
る
。
彼
ら
の
う
ち
仏
教
徒
 は
 日
本
人
に
混
じ
っ
て
仏
教
寺
院
 と

い
え
 

の
 檀
家
 

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
川
上
論
文
に
お
け
る
在
日
ベ
ト
 
ナ
ム
系
 

住
民
の
事
例
は
、
以
上
の
各
論
文
の
議
論
を
凝
縮
し
て
い
る
よ
 
う
 に
 思
わ
 

れ
る
。
こ
の
論
文
の
中
で
川
上
は
在
日
ベ
ト
ナ
ム
系
住
民
の
エ
ス
 ニ
シ
テ
 

ィ
 表
出
の
大
き
な
き
っ
か
け
と
し
て
、
共
有
さ
れ
た
難
民
体
験
を
 
指
摘
し
 

に
は
な
ら
ず
に
「
在
日
ベ
ト
ナ
ム
統
一
仏
教
教
会
」
を
組
織
し
て
 
宗
教
 活
 

動
 を
行
な
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
は
日
本
人
信
者
と
と
も
に
宗
教
 
行
事
に
 

参
加
す
る
も
の
の
、
「
在
日
ベ
ト
ナ
ム
人
力
ト
リ
ッ
ク
共
同
体
」
 

と
い
，
 つ
 

別
 組
織
で
の
活
動
も
行
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
活
動
の
背
景
に
 
あ
る
の
 

は
 宗
教
迫
害
を
行
な
っ
た
祖
国
か
ら
難
民
と
し
て
脱
出
し
た
 経
 験
 で
あ
 

り
 、
そ
の
過
酷
な
経
験
を
共
有
し
な
い
日
本
の
宗
教
へ
の
違
和
 感
 で
あ
 

る
 。
と
こ
ろ
が
日
本
に
生
ま
れ
育
っ
た
二
世
三
世
は
こ
う
し
た
 
土
 ハ
通
の
難
 

民
 体
験
が
な
く
、
む
し
ろ
 べ
 ト
ナ
ム
に
も
日
本
に
も
居
場
所
が
な
 
 
 

う
 不
安
定
な
感
覚
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
在
日
ベ
ト
ナ
ム
 
系
 住
民
 

の
 宗
教
的
実
践
は
、
あ
る
者
に
と
っ
て
は
自
己
と
家
族
、
自
己
と
 
祖
国
の
 

つ
 む
 が
り
の
確
認
と
一
時
の
「
安
定
」
を
求
め
る
場
と
な
っ
て
 
お
 り
、
ま
 

た
あ
る
者
に
と
っ
て
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
「
不
安
定
性
」
を
 
喚
起
さ
 

せ
ら
れ
る
場
と
な
っ
て
い
る
。
「
宗
教
実
践
の
場
は
自
己
の
ア
イ
 
デ
ン
テ
 

ィ
 テ
ィ
の
不
安
定
性
と
可
変
性
に
覚
醒
し
つ
つ
、
自
己
の
ア
イ
デ
 
ン
テ
ィ
 

テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
 
場
 」
 宍
 七
頁
 -
 と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
 
る
 。
 

以
上
、
国
家
か
ら
の
乖
離
体
験
を
経
て
人
々
が
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
 
を
紀
 

る
 」
過
程
の
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
総
括
を
試
み
た
が
、
本
書
に
 はこ
の
 

視
点
を
や
や
相
対
化
す
る
よ
う
な
事
例
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

床
 

 
 

 
 

は
 ス
ー
ル
ー
諸
島
に
お
い
て
十
分
な
拘
束
力
を
発
揮
で
き
な
い
 

国
 家
と
、
 

 
 
 
 

国
家
の
拘
束
力
を
絶
対
視
し
な
い
不
法
滞
在
民
の
生
き
方
を
報
土
 

ロ
し
ア
巳
い
 

る
 。
彼
ら
の
一
部
は
身
分
証
明
書
の
偽
造
や
金
銭
に
よ
る
取
引
な
 
ど
で
フ
 

ィ
 リ
ピ
ン
と
マ
レ
ー
シ
ア
の
二
重
国
籍
状
態
を
実
現
し
、
普
段
は
 マ
レ
ー
 

シ
ア
 人
 と
し
て
暮
ら
し
、
メ
ッ
カ
巡
礼
の
際
は
巡
礼
の
順
番
待
ち
 
が
 比
較
 

的
 短
く
て
す
む
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
パ
ス
ポ
ー
ト
を
申
請
し
て
巡
礼
に
 
赴
く
と
 

い
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
 
テ
ィ
テ
 

ィ
 の
ほ
う
が
よ
り
重
要
な
の
で
あ
り
、
国
家
的
帰
属
は
操
作
さ
れ
 
る
も
の
 

に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
故
郷
と
し
て
の
「
国
家
」
の
喪
失
感
と
い
っ
 

た
あ
る
 

種
の
悲
劇
性
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
国
家
概
念
に
呪
縛
さ
れ
 
た
 近
代
 

的
 発
想
を
問
い
直
す
興
味
深
い
事
例
と
い
え
る
。
 

五
十
嵐
論
文
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
現
在
の
ム
ロ
 
湾
系
 移
民
に
広
が
 
っ
て
 

い
る
 雲
 仙
 眞
佛
 宗
と
い
う
新
興
宗
教
の
例
で
あ
る
。
教
祖
本
人
が
 北
米
に
 

移
住
し
て
 教
 勢
を
伸
ば
し
た
こ
の
宗
教
集
団
は
台
湾
人
移
民
の
間
 
で
 グ
ロ
 

｜
バ
ル
 に
広
が
り
、
彼
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
支
え
る
役
割
を
果
 
た
し
て
 

い
る
と
い
う
。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
宗
教
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
 
曲
 @
 型
 的
な
 

事
例
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
結
論
に
収
 叙
 さ
せ
る
だ
け
で
は
も
っ
 
た
 い
な
 

い
 部
分
も
感
じ
さ
せ
る
。
例
え
ば
 五
ケ
 国
語
の
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
 を
 発
行
 

す
る
な
ど
世
界
戦
略
を
持
っ
た
教
団
で
あ
り
、
ム
ロ
 
湾
 以
外
の
信
者
 を
 獲
得
 

し
 始
め
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
れ
 ば
 、
国
境
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
 境
 界
 を
越
 

え
る
新
宗
教
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

ま
 た
、
五
 

十
 嵐
の
推
測
で
は
信
者
の
主
力
は
や
む
を
得
ず
国
を
離
れ
た
 い
わ
 ゆ
る
 難
 

民
 で
は
な
 く
 、
高
等
教
育
や
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
、
政
治
的
安
定
 
や
 自
由
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一良 敬 」うつら い 見かえがつ っ、 い 民つ 」 い以 

  
      

@
 
ま
 

を
 求
め
て
自
ら
能
動
的
に
国
を
選
ぶ
タ
イ
プ
の
移
民
の
よ
う
だ
が
 
、
 彼
ら
 

が
な
に
ゆ
え
に
伝
統
的
な
宗
教
で
は
な
く
、
新
宗
教
を
選
ん
だ
の
 
か
を
 考
 

-
1
 ）
前
山
峰
「
異
邦
に
「
日
本
」
を
祀
る
 
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
人
の
宗
教
 

と
 エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
 
目
 御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
七
年
、
四
頁
。
 

本
 書
 

察
す
る
こ
と
も
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
移
民
の
性
質
を
知
る
上
で
 
興
 味
 深
い
 

で
は
二
四
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

芹
澤
論
文
は
べ
ト
ナ
ム
 
人
 と
華
人
の
民
族
間
関
係
と
宗
教
の
関
連
 
を
考
 

察
す
る
た
め
の
研
究
序
説
で
あ
る
。
 

旧
 サ
イ
ゴ
ン
の
華
人
力
ト
リ
 

ッ
ク
教
 

会
 に
務
め
て
い
た
二
人
の
神
父
が
体
験
を
語
っ
た
貴
重
な
イ
ン
タ
 
ビ
ュ
ー
 

が
 採
録
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
こ
う
し
た
材
料
を
も
と
に
エ
ス
 ニ
シ
テ
 

ィ
と
 宗
教
の
関
係
を
考
察
す
る
段
階
に
は
ま
だ
到
っ
て
い
な
い
よ
 
ぅ
 で
あ
 

る
が
、
今
後
の
研
究
の
展
開
に
期
待
し
た
い
。
 

な
お
、
本
書
の
「
あ
と
が
き
」
と
し
て
南
山
大
学
人
類
学
研
究
所
 のあ
 

ゆ
み
と
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
経
緯
に
つ
い
て
、
も
う
一
人
の
 
編
者
 ク
 

ネ
ヒ
ト
 に
よ
る
簡
潔
な
解
説
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
 

229 (851) 



0
 第
六
一
回
学
術
大
会
 

日
本
宗
教
学
会
第
六
一
回
学
術
大
会
は
、
九
月
一
三
日
一
金
一
 

り
一
 五
日
 

一
日
 -
 に
か
け
て
、
大
正
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
催
さ
れ
 
、
上
、
 

三
 0
 人
の
参
加
者
、
三
二
六
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 

九
月
一
三
日
 
-
 
金
 ）
 

一
一
時
三
 0
 分
 @
 
一
五
時
 

各
種
委
員
会
 

一
四
時
四
 0
 分
 @
 
一
五
時
 

開
会
式
 

公
開
講
演
会
 

一
五
時
 @
 
 一
 セ持
 

目
 維
摩
経
」
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
発
見
の
意
義
」
 

大
正
大
学
学
長
松
濤
調
達
 

「
生
命
倫
理
と
宗
教
」
大
正
大
学
教
授
藤
井
正
雄
 

一
七
時
三
 0
 分
 @
 
一
九
時
三
 0
 分
 

理
事
会
 

・
九
月
一
四
日
工
 -
 

研
究
発
表
・
特
別
部
会
九
時
 
り
 
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
り
一
 セ
 持
口
 0
 分
 

会
員
総
会
 

一
八
時
 り
二
 0
 時
 

懇
親
会
 

・
九
月
一
五
日
（
 日
 -
 

九
時
 @
 
一
二
時
 

研
究
発
表
 

「
宗
教
研
究
 口
 編
集
委
員
会
一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
・
特
別
部
会
一
三
時
三
 
0
 分
 @
 
一
六
時
三
 0
 分
 

木 
ヱマ 

報 

(852) 

  
行ム 一 " 議 

O 
出場 日 l 

委 ・ 0 実 席   
者 所 持 H 事 行委 員会 広報 目上   

になめの   
九束 

談笑 長つ   
て 委 も て 
実員 と 

務 会で 
を 委総 

    ム ム 
担員務 
当 の ， 

時一     
す 人材 O 

分 る選 。 を 務   
実行 プ   

    

ログ @@ っ @ 。 
  

員美 う   博一     

  O 
、 議 出場 日 @ 

準 席   
情事 者 所 持 H 

委 @   
貝 
ム ム 一帯 才木工 大 0 分 二 00 二 

      
委員         

鎮木   
岡昭 分 

      
宮 

    
家 
準 

博一     

230 

閉
会
式
 



0
 日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 
二
年
九
月
一
三
日
（
金
 -
 一
二
時
二
一
 
0
 分
も
一
四
時
 
時
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
池
上
長
正
、
大
村
英
昭
、
加
藤
智
見
、
櫻
井
治
男
、
 
 
 

ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
、
中
野
 
毅
 、
渡
辺
和
子
 

議
事
 

報
 

一
、
二
 0
0
 
二
年
度
学
会
賞
受
賞
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
業
績
の
 

審
査
 

慎
重
な
審
査
の
結
果
、
今
年
度
は
該
当
な
し
と
決
定
し
た
。
 

ム
 五
 

余
 で
メ
イ
ン
テ
ー
マ
、
全
体
部
会
の
テ
ー
マ
、
個
別
部
会
の
名
称
 
な
ど
 

を
 決
定
し
、
 I
A
H
R
 

ア
ン
テ
ス
会
長
に
連
絡
す
る
。
 

Ⅰ
 
l
A
H
R
 

ア
ン
テ
ス
 
釜
 ・
 ト
耳
 ⑬
 ヱ
ム
長
 、
ゲ
ー
ル
 
ツ
ミ
 ・
 の
   

事
務
局
長
、
テ
ル
・
ハ
ー
ル
 あ
 ・
（
 
戟
ヱ
 a
a
r
-
 

大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
 担
当
 

理
事
と
の
日
本
で
の
打
ち
合
わ
せ
に
つ
い
て
 

一
二
月
初
旬
、
実
行
委
員
会
の
小
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
 

I
A
H
 
R
 ア
 

ン
テ
ス
会
長
池
 
と
 高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
で
テ
ー
マ
な
ど
の
打
ち
 ム口
わ
 

せ
を
す
る
。
ア
ン
テ
ス
会
長
以
下
の
日
本
滞
在
費
は
日
本
宗
教
学
 
ム
 互
で
Ⅰ
 

持
ち
、
宿
泊
場
所
は
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
と
す
る
。
 

Ⅰ
一
二
月
一
一
 @
 
一
 三
日
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
 

ウ
エ
 リ
ン
 ト
ン
で
 

行
わ
れ
る
 I
A
H
R
 

地
区
大
会
 
-
 メ
イ
ン
テ
ー
マ
旧
 き
 二
の
 由
呂
 @
 

旧
 0
 コ
ト
 
。
 え
 
㌧
空
名
 

e
n
 

苗
く
 
⑬
 オ
 0
 ヨ
 レ
ム
 a
a
 註
 珪
の
穿
り
 田
 こ
の
 案
内
 

を
 会
員
に
知
ら
せ
る
。
同
大
会
の
理
事
会
で
の
 二
 0
0
 
五
年
東
京
 大
会
 

メ
イ
ン
テ
ー
マ
等
の
決
定
を
も
と
に
第
一
回
案
内
の
原
稿
を
作
 成
す
 

る
 。
な
お
 I
A
H
R
 

日
本
代
表
理
事
の
月
 本
 常
務
理
事
の
同
大
ム
 ム
へ
 の
 

出
張
費
を
日
本
宗
教
学
会
で
負
担
す
る
。
 

    O 日本 ホ " 了は月百 承 " に井 出場 席 通 情報 

語 l さ希行委 l 軍 者所持 仕 

委 @ 

良 
    

英文 

  
  日 - 金 - 九一良） 議 奥山 倫 室 一 

  明、 
  
  晴一一 喜 
  

の開 

O 面 方 賢 一     太 @ 
設 る に 請   
を こ つ を 中 立 
  と い 一 

が て 一 
村 時 

  生 

231 (853) 

0
 情
報
化
委
員
会
 -
 
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
 
-
 

日
時
二
 0
0
 
二
年
九
月
一
二
一
日
 -
 
金
 ）
一
二
時
三
 0
 分
も
一
一
一
 
一
時
二
一
 

O
 分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
奥
山
 倫
明
 、
葛
西
賢
人
、
間
瀬
 啓
允
 （
 
長
  
 

議
事
 

Ⅰ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ン
に
つ
い
て
 

日
本
語
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
改
良
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。
ホ
ー
ム
 
 
 

ジ
 0
 管
理
体
制
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の
あ
り
方
、
関
連
学
会
・
機
関
と
 
 
 

ン
ク
等
に
つ
い
て
意
見
が
交
換
さ
れ
た
。
英
文
木
ー
 
ム
 ペ
ー
ジ
に
 関
し
 

て
は
早
急
に
開
設
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 



0
 庶
務
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 

二
年
九
月
一
三
日
一
会
 

-
 一
 三
時
三
 0
 分
り
一
四
 晴
二
一
 

O
 分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
宇
都
宮
輝
夫
、
金
井
新
 
三
 （
 
長
 -
 
、
鈴
木
右
目
、
田
島
 照
 久
、
 

棚
次
 正
和
、
藤
田
正
勝
 

議
事
 

Ⅰ
ア
ン
ケ
ー
ト
処
理
に
つ
い
て
 

ア
ン
ケ
ー
ト
処
理
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
を
お
こ
な
っ
た
。
ま
た
 
、
四
 

用
 に
会
員
に
発
送
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
を
整
理
し
て
一
二
月
 
発
行
 

の
ヨ
 示
教
研
究
 ヒ
に
 掲
載
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
 

-
 
別
記
参
照
 
 
 

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
中
心
に
行
 う
 こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
 之
ナ
 の
の
Ⅰ
の
・
の
Ⅰ
の
（
電
子
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
及
び
オ
ン
ラ
イ
 ン
 ジ
 ャ
 

｜
 ナ
ル
 -
 に
つ
い
て
 

之
下
 0
 の
（
の
。
 

ロ
 Ⅰ
の
上
で
円
宗
教
研
究
」
を
公
開
す
る
際
の
著
作
権
 0 間
 

題
は
 
つ
い
て
意
見
が
交
換
さ
れ
た
。
今
後
「
宗
教
研
究
」
に
掲
載
 
さ
れ
 

る
 論
文
に
関
し
て
は
、
 
之
下
 の
の
Ⅰ
の
。
 

ロ
 Ⅰ
の
上
で
の
公
開
に
関
す
る
 
承
諾
 

を
 得
る
こ
と
と
し
、
過
去
の
論
文
に
関
し
て
は
 口
 ホ
教
研
究
」
に
 
一
定
 

期
間
、
 Z
 下
目
 乙
白
 Ⅰ
の
上
で
の
公
開
に
関
す
る
説
明
を
掲
載
し
 ,
 @
 
Ⅰ
 
ト
 
@
 
卜
 
サ
 

@
 

公
開
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
論
文
は
公
開
し
な
い
こ
と
を
理
事
 
ム
 ム
 円
仁
 
提
 

冒
 す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 

一
 
、
池
澤
委
員
よ
り
、
 
二
 0
0
 

五
年
に
開
催
さ
れ
る
 

I
A
H
R
 東
 東
大
会
 

の
 ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
、
宗
教
学
会
ホ
ー
ム
 
 
 

ジ
と
 の
リ
ン
ク
等
が
検
討
さ
れ
た
。
 

    O 
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会 報 

0
 理
事
会
 

日
時
二
 0
0
 二
年
九
月
一
三
日
 -
 
金
 -
 一
七
時
三
 
0
 分
ち
一
九
 時
 二
一
 

O
 分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
 
洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
池
上
長
正
、
池
澤
 優
 、
市
川
裕
 、
井
 

上
 順
孝
、
宇
都
宮
輝
夫
、
大
貫
 隆
 、
大
村
英
昭
、
小
田
 淑
 

子
 、
加
藤
智
見
、
金
井
新
三
、
鎌
田
 繁
 、
菊
多
雅
子
、
坂
井
 

宿
主
、
櫻
井
治
男
、
澤
井
義
次
、
島
 君
 、
 島
薗
進
 、
嶋
田
義
 

仁
 、
下
田
正
弘
、
鈴
木
右
目
、
ポ
ー
ル
，
ス
ワ
ン
ソ
ン
、
 薗
 

日
垣
、
高
田
信
良
、
竹
沢
尚
一
郎
、
田
島
照
久
、
棚
沢
正
 

和
 、
月
水
昭
男
、
土
屋
 博
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
中
野
 毅
 、
 申
 別
府
 

温
和
、
中
 牧
 弘
光
、
中
村
生
 雄
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
西
山
茂
、
 

野
村
文
子
、
橋
本
武
人
、
長
谷
正
常
、
花
岡
水
子
、
藤
井
正
 

雄
 、
藤
田
正
勝
、
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
目
星
野
英
紀
、
間
瀬
 

啓
允
 、
三
友
優
杏
、
宮
家
 準
 、
山
中
 弘
 、
渡
辺
和
子
、
渡
 逼
 

貴
陽
、
渡
辺
 学
 

こ
と
が
紹
介
さ
れ
、
本
学
会
員
に
も
知
ら
せ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 
-
@
 

@
@
 

ハ
 。
 

一
 、
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
に
つ
い
て
 

ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
が
、
年
次
大
会
で
日
本
宗
教
に
関
す
る
部
会
 
を
設
 

け
 、
渡
辺
 学
 国
際
委
員
が
窓
口
に
な
っ
て
協
力
し
て
い
る
こ
と
が
 報
告
 

さ
れ
た
。
日
本
宗
教
学
会
で
も
 IA
H
R
 

東
京
大
会
へ
の
協
力
を
 依
頼
 

す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

              

  
  
    

結 宗 てた 。 挙 の て承一 認年 年 

の 朝 
結 さ度 度 
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あ 

庶務 

報   真   上ロ 

野 が 

龍 報 王氏 を委 海、 生ロ 

  
    

嘱に 催 通 事   
宮   が   ね 、   坂 決 ム 

ム良 

O 一 承   で 宥 定   認 @ レ 
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@
 
I
A
H
R
 

東
京
大
 ム
ム
 
に
つ
い
て
 

宮
家
大
会
準
備
委
員
長
よ
り
 二
 0
0
 

一
年
九
月
一
四
、
一
五
日
 
の
 理
事
 

会
 ・
評
議
員
会
・
総
会
以
降
の
準
備
の
経
緯
が
説
明
さ
れ
、
承
認
 

さ
れ
 

た
 。
そ
れ
を
も
と
に
、
実
行
委
員
会
を
一
 

0
 戸
上
旬
を
め
ど
に
 
立
 ち
上
 

げ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
検
討
し
、
 

I
A
H
R
 

会
長
な
ど
と
打
ち
 
ム
 ロ
わ
斗
ヒ
 

を
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
で
の
地
区
大
会
に
月
末
 
常
務
理
 

喜
 
-
I
A
H
R
 
日
本
代
表
理
事
）
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
 
 
 

一
 、
各
種
委
員
会
報
告
 

現
在
の
庶
務
、
国
際
、
情
報
化
の
委
員
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
 
、
一
一
 

0
0
 
三
年
四
月
五
日
に
予
定
の
理
事
会
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
 
。
 そ
 

れ
ま
で
は
現
行
の
形
で
委
員
会
を
継
続
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
 
 
 

各
委
員
長
か
ら
九
月
一
三
日
に
開
催
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
 
ム
 
五
で
の
 

決
議
事
項
が
報
告
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
次
の
こ
と
が
決
定
さ
れ
 
,
@
 

@
@
 

ハ
 。
 

①
庶
務
委
員
会
 

四
月
に
会
員
に
発
送
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
「
宗
教
研
究
」
 

一
一
一
一
一
一
 

四
号
で
発
表
し
、
新
会
長
の
運
営
の
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
す
る
 
 
 

②
国
際
委
員
会
 

ア
ジ
ア
の
宗
教
学
会
に
つ
い
て
は
、
中
国
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
 
ム
 開
催
 

の
話
、
協
力
の
申
し
出
に
対
す
る
対
応
を
実
行
委
員
会
で
検
討
す
 
る
 。
 

S
I
S
R
 

の
大
会
に
つ
い
て
会
員
に
情
報
を
提
供
す
る
。
 

・
ア
メ
リ
カ
宗
教
学
会
に
対
し
て
は
引
き
続
き
密
接
な
交
流
を
は
 

 
 

I
A
H
R
 

東
京
大
会
に
関
し
て
も
協
力
を
依
頼
す
る
。
 

③
情
報
化
委
員
会
 

・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
入
力
を
完
了
し
た
デ
ー
タ
（
 

全
 体
 の
 約
 

日
時
二
 0
0
 二
年
一
二
月
一
 0
 日
 -
 
火
 -
 一
 三
時
 @
 
一
セ
 持
 

場
所
日
本
学
術
会
議
大
会
議
室
 

テ
ー
マ
「
生
命
を
考
え
る
」
 

発
頭
 

信
 康
幸
弘
一
東
京
大
学
助
教
授
 
-
 

生
命
の
ひ
ろ
が
り
 

半
分
 -
 を
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
送
付
す
る
万
法
で
会
員
に
提
供
す
 
る
 。
 

 
  

 
 
 

希
望
者
は
メ
ー
ル
で
事
務
局
に
お
申
し
込
み
下
さ
 

，
 Z
 下
の
田
の
。
 由
 Ⅰ
の
上
で
の
「
宗
教
研
究
 
ヒ
 掲
載
論
文
の
公
開
に
 つ

い
て
 

 
  
 

は
 、
著
作
権
の
問
題
も
あ
る
の
で
、
継
続
審
議
と
す
る
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
関
連
事
項
 

①
第
一
九
期
日
本
学
術
会
議
会
員
候
補
者
・
推
薦
人
の
選
出
に
つ
 
い
て
 

日
本
学
術
会
議
の
あ
り
方
が
総
ム
ロ
科
学
技
術
会
議
一
議
長
は
首
相
 

-
 で
 

九
月
下
旬
頃
に
決
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
学
術
会
議
の
対
応
が
 一
 O 

月
 初
旬
の
学
術
会
議
総
会
で
決
定
の
予
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 @ 
」
の
 決
 

定
 に
基
づ
い
て
候
補
者
な
ど
の
推
薦
の
依
頼
が
あ
っ
た
場
合
は
従
 
来
道
 

り
 、
常
務
理
事
会
で
対
応
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

②
宗
教
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

宮
家
宗
教
学
研
 連
 委
員
長
よ
り
、
本
年
六
月
二
四
日
に
行
わ
れ
た
 何所
 

速
王
 催
の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
テ
ー
マ
「
い
の
ち
と
宗
教
」
 

-
 に
つ
 い
て
 

報
告
が
あ
っ
た
。
 

③
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

金
井
哲
 研
連
 委
員
 ょ
 り
、
同
研
 連
 主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
下
記
   

程
で
行
 う
 こ
と
が
予
告
さ
れ
、
日
本
宗
教
学
会
か
ら
は
立
教
大
学
 
の
佐
 

藤
田
氏
に
講
演
を
依
頼
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 



0
 評
議
員
会
 

日
時
二
 0
0
 
二
年
九
月
一
四
日
工
）
一
二
時
 
@
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

場
所
大
正
大
学
一
号
館
大
会
議
室
 

出
席
者
一
二
 0
 名
 

議
事
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 、
会
計
報
告
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

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
会
員
に
つ
い
て
 

一
 、
編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
 

一
 、
 l
A
H
R
 

二
 O
0
 
五
年
東
京
大
会
に
つ
い
て
 

一
 、
各
種
委
員
会
報
告
 

報
 

宮
家
会
長
か
ら
各
委
員
会
の
審
議
の
内
容
が
報
告
さ
れ
た
。
 

全
一
、
日
本
学
術
会
議
関
連
事
項
 

生
命
と
倫
理
の
あ
い
だ
（
ウ
ェ
ル
ネ
ス
安
ら
ぎ
）
の
視
点
 
 
 

森
下
直
賞
 -
 浜
松
医
科
大
学
教
授
 -
 

金
田
晋
 -
 東
亜
大
学
教
授
 -
 

か
た
ち
の
 
い
 の
 ち
 

新
約
聖
書
に
お
け
る
生
命
を
考
え
る
 

佐
藤
研
（
立
教
大
学
教
授
一
 

一
度
限
り
の
生
 l
l
,
 

学
の
死
生
観
か
ら
 

土
田
健
次
郎
 -
 早
稲
田
大
字
教
授
 -
 

頼
 富
本
宏
 
-
 
種
 智
院
 大
学
学
長
 -
 

生
命
・
仏
教
・
倫
理
 

O
 総
会
 

日
時
二
 0
0
 二
年
九
月
一
四
日
工
一
一
六
時
四
 0 分
 @
 
一
七
 時
田
 

O
 分
 

場
所
大
正
大
学
三
号
館
 三
 二
三
号
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
数
五
六
九
名
、
定
足
数
一
九
 
0
 名
 、
出
 店
 者
 

敬
 
-
 
委
任
状
提
出
者
を
含
 芭
三
 0
 三
名
、
よ
っ
て
総
会
 は
 

成
立
し
た
。
 

議
事
 

一
 、
開
会
 

一
 、
議
長
に
藤
井
正
雄
常
務
理
事
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
 

一
 、
会
計
報
告
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

一
 、
名
誉
三
百
 
具
に
 つ
い
て
 

一
 、
 I
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
東
京
大
会
に
つ
い
て
 

一
 、
各
種
委
員
会
報
告
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
関
連
事
項
 

一
 、
宮
家
現
会
長
の
挨
拶
 

一
 、
島
 薗
 次
期
会
長
の
挨
拶
 

一
 、
閉
会
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O
l
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
東
京
大
会
実
行
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 二
年
一
 0
 月
一
二
日
三
一
一
四
時
 @
 
一
六
管
 一
 
一
 
O
 分
 

場
所
東
京
大
学
文
学
部
教
官
談
話
重
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
池
澤
 
優
 、
市
川
裕
、
宇
都
 宮
輝
 

夫
、
大
貫
 隆
 、
奥
山
 倫
明
 、
金
井
新
 三
 、
木
村
武
史
、
気
 多
 

雅
子
、
櫻
井
 義
秀
 、
澤
井
義
次
、
島
南
進
、
嶋
田
義
仁
、
下
 

田
正
弘
、
鈴
木
 君
弓
 、
ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
、
高
島
 淳
 、
 

田
島
照
久
、
土
屋
 博
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
中
野
 毅
 、
長
谷
部
八
 

朗
 、
深
澤
 英
隆
 、
藤
田
正
勝
、
藤
原
聖
子
、
星
野
英
紀
、
松
 

村
 一
男
、
村
上
興
国
、
山
中
 
弘
 、
渡
辺
 学
 

0
 
 目
下
散
研
究
 ヒ
 編
集
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 

二
年
九
月
一
五
日
（
 

日
 -
 一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

場
所
大
正
大
学
二
号
館
会
議
室
 

出
席
者
声
名
定
道
、
薄
井
 
篤
子
 、
気
 多
 雅
子
、
佐
藤
憲
昭
、
下
 日
工
 

弘
 、
ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
、
関
一
敏
、
竹
村
 牧
男
 、
長
谷
 

部
 八
期
、
深
澤
 
英
隆
 、
藤
原
聖
子
、
山
中
 弘
 、
渡
辺
雅
子
、
 

島
薗
進
 会
長
 

議
事
 

一
 、
刊
行
報
告
 

三
三
三
号
論
文
一
二
本
、
書
評
一
二
本
。
 

一
 、
編
集
方
針
 

・
編
集
主
任
の
交
代
。
 

三
三
四
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
 ぴ
 評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

議
事
 

6
 3

 

一
 、
島
 薗
 会
長
が
こ
れ
ま
で
の
経
緯
と
、
会
議
の
概
要
を
説
明
し
 
@
@
 

申
 
@
 
ハ
 。
 

 
 

 
 

一
 、
大
会
組
織
委
員
会
に
つ
い
て
、
全
五
六
名
か
ら
な
る
暫
定
 構
 

一
 、
開
催
に
向
け
て
、
下
部
委
員
会
・
事
務
局
体
制
案
が
承
認
さ
 

案
 を
も
と
に
、
来
年
一
月
の
常
務
理
事
会
で
承
認
を
求
め
て
い
く
 

今
後
の
進
展
の
中
、
必
要
に
あ
れ
せ
て
随
時
、
下
部
委
員
会
を
設
 

が
 了
承
さ
れ
た
。
 

て
い
く
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
 

広
報
渉
外
委
員
会
担
当
月
 本
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
会
担
当
鶴
岡
 

財
務
委
員
会
担
当
池
澤
 

総
務
委
員
会
担
当
市
川
 

実
行
委
員
長
島
画
会
長
 

成
員
 原
 

れ
た
。
 

遣
 し
 

こ
と
 

 
 
 
 

 
  
 

一
 、
今
後
の
予
定
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
経
緯
を
と
る
こ
と
と
な
 
る
 。
 

・
 二
 0
0
 

二
年
一
二
月
 

l
A
H
R
 

執
行
部
と
の
折
衝
 
テ
 レ
ナ
  
 

セ
ッ
シ
ョ
ン
 、
総
 ム
ロ
部
会
、
サ
 
ブ
 
・
テ
ー
マ
な
ど
の
協
議
 
-
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
立
ち
上
げ
 

・
 二
 0
0
 

三
年
三
月
フ
ア
ー
ス
ト
・
サ
ー
キ
ュ
ラ
 
｜
 

・
 二
 0
0
 

四
年
三
月
セ
カ
ン
ド
・
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
、
ア
プ
ス
ト
 
ラ
ク
ト
 

一
 、
会
議
の
大
枠
に
つ
い
て
 

Ⅲ
日
本
宗
教
学
会
と
の
 
接
ム
ロ
 の
仕
方
に
つ
い
て
 

・
ツ
ア
ー
期
間
に
、
日
本
語
で
の
発
表
を
集
中
し
て
行
う
こ
と
と
 

す
る
。
 

・
 二
 0
0
 

四
年
度
の
秋
の
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
は
取
り
や
め
 
る
 。
 た
 

だ
し
、
総
会
（
も
し
く
は
総
会
主
体
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 -
 は
開
 催
す
 

る
 。
 



㈲
パ
ネ
ル
 と
 部
会
と
の
関
係
 

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
の
責
任
は
日
本
側
が
持
つ
よ
う
に
し
、
パ
ネ
 

 
 

の
 イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
日
本
が
も
つ
よ
う
に
し
た
い
。
 

パ
ネ
ル
と
部
会
と
を
併
用
し
て
い
く
路
線
で
、
今
後
 
l
A
H
R
 

執
 行
部
 

と
 折
衝
し
て
い
く
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。
 

㈹
メ
イ
ン
・
テ
ー
マ
に
つ
い
て
 

・
総
合
タ
イ
ト
ル
を
 
廣
臼
笹
 。
戸
の
 0
 コ
曲
文
銭
口
 
店
 持
久
・
 と
す
 る
 。
 

た
だ
し
和
訳
を
「
宗
教
・
相
克
・
平
和
」
と
す
る
か
「
宗
教
 
｜
 相
克
と
 

平
和
」
と
す
る
か
、
ま
た
説
明
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
 
折
衝
 

を
 通
じ
て
つ
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
と
き
、
日
本
側
か
ら
盛
り
 
込
む
 

べ
き
内
容
を
提
案
し
て
い
く
。
 

㈲
サ
 ブ
 
・
テ
ー
マ
 

-
 日
本
側
事
務
局
作
成
 -
 に
つ
い
て
 

 
 

テ
ー
マ
 

を
 再
検
討
し
、
以
下
の
通
り
と
し
た
。
な
お
、
こ
れ
に
日
本
の
主
 
張
 る
 

入
れ
る
と
す
れ
 
ば
 な
に
が
適
当
か
、
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
 
 
 

①
戦
争
と
平
和
 @
 そ
の
宗
教
的
要
因
 

②
技
術
・
環
境
・
生
命
 -
 モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
語
を
除
い
て
、
内
容
的
 に現
 

代
の
生
命
倫
理
や
環
境
問
題
を
技
術
と
い
う
視
点
で
包
摂
す
る
 
@
 
し
と
 

で
、
焦
点
が
絞
り
や
す
い
と
い
う
判
断
に
よ
る
 
一
 

③
普
遍
主
義
的
宗
教
と
土
着
宗
教
 

④
差
別
と
境
界
一
暴
力
と
人
権
の
案
も
出
た
が
、
人
権
で
は
近
代
 のみ
 

の
 虞
が
あ
る
こ
と
、
目
の
 
コ
接
や
 差
別
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
を
 広
  
 

取
り
こ
む
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
た
 -
 

報
 

⑤
宗
教
研
究
の
方
法
と
宗
教
学
理
論
の
新
展
開
 

会
 

・
テ
ー
マ
に
関
し
て
ほ
、
日
本
的
、
ア
ジ
ア
的
テ
ー
マ
、
 

あ
る
い
は
芳
一
 

0
 報
告
一
日
本
宗
教
学
会
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
庶
務
委
員
 
ム
め
 

庶
務
委
員
会
は
二
 
0
0
 

二
年
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
学
会
の
 
組
織
 

と
 運
営
全
般
に
関
す
る
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
発
送
 
致
 一
一
 

0
 エ
ハ
 

六
 、
回
答
数
 二
 二
一
四
、
回
収
率
一
一
・
三
 %
 で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
 
掲
載
す
 

る
も
の
は
、
回
答
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
会
員
諸
氏
の
意
見
を
項
目
 
ご
と
に
 

整
理
し
、
そ
こ
に
現
れ
た
基
本
的
諸
傾
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
  
 

ア
ン
ケ
ー
ト
整
理
の
作
業
は
、
各
庶
務
委
員
が
一
個
の
大
項
目
を
 
受
け
 

持
つ
と
い
う
分
担
方
式
で
行
っ
た
。
そ
の
後
一
定
の
調
整
を
全
員
 
で
 行
っ
 

た
が
、
六
つ
の
大
項
目
す
べ
て
に
統
一
的
な
表
現
形
態
を
与
え
る
 
こ
と
は
 

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
内
容
的
な
 蛆 轄
や
誤
り
は
な
い
の
で
 ダ
 
」
了
承
 頂
 

き
た
い
と
思
う
。
 

庶
務
委
員
会
は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
今
後
の
学
会
の
発
展
の
た
 め
、
 

有
効
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
回
答
を
寄
 
せ
ら
れ
 

た
 会
員
諸
氏
に
た
い
し
て
は
こ
の
場
を
か
り
て
、
 

ご
 協
力
に
た
い
 
す
る
お
 

礼
を
申
し
上
げ
た
 

神
 教
的
視
点
を
さ
ら
に
強
く
打
ち
出
せ
る
テ
ー
マ
を
主
題
化
し
て
 
設
置
 

す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
な
お
、
具
体
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
 
ま
、
 

@
 

「
死
生
学
」
「
先
住
民
の
人
権
」
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
の
対
話
」
 

「
 
斗
請
 

宗
教
の
対
話
」
な
ど
が
提
案
さ
れ
た
。
 

・
 ム
フ
 
後
の
 

I
A
H
R
 

と
の
折
衝
に
あ
た
っ
て
は
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
 に
 
「
 
公
 

開
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
を
設
け
、
宗
教
間
対
話
な
ど
を
論
題
と
し
 よ
 
え
カ
 
さ
 

ら
 、
日
本
の
主
張
・
研
究
関
心
を
前
面
に
出
し
て
い
く
方
針
が
子
 
承
さ
 

れ
た
。
 

一
 
、
次
回
の
実
行
委
員
会
は
二
 

0
0
 

三
年
二
月
に
開
催
す
る
。
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1
 学
術
大
会
に
つ
い
て
 -
 総
会
の
あ
り
方
、
発
表
形
式
，
公
開
講
 演
，
シ
 

ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
 
-
 

Ⅲ
総
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
 

形
式
的
す
ぎ
る
 -
2
 一
 、
出
席
者
が
少
な
い
 -
2
-
 、
時
間
短
縮
の
 希
望
 

@
-
 
、
有
料
の
べ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
が
必
要
 @
-
 

㈲
研
究
発
表
の
時
間
，
形
式
に
つ
い
て
 

発
表
時
間
１
発
表
時
間
の
拡
大
・
延
長
（
 

仰
肖
 う
ち
、
五
分
延
長
 
-
.
,
-
 

l
l
 、
 

一
 0 分
 延
長
一
ぜ
、
一
五
分
以
上
延
長
 -
4
 こ
 、
発
表
者
数
の
制
 限
 

-
9
 ）
、
従
来
の
一
五
分
利
 
と
 拡
大
枠
二
 三
 0 分
位
 ）
の
発
表
と
の
 併
 m
 

-
6
 ）
、
発
表
時
間
の
厳
守
（
 2
-
 

発
表
形
式
 ｜
 パ
ネ
ル
形
式
 
@
 
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
 
-
 の 希
望
、
特
 刑
部
会
 

の
 充
実
 -
 
的
一
 、
部
会
の
割
り
振
り
が
不
適
当
 -
4
 ）
 、
 予
め
送
付
さ
 
れ
 

た
 
レ
ジ
ュ
メ
を
見
て
採
否
を
決
定
 

一
 
3
 Ⅰ
レ
ジ
ュ
メ
 集
 希
望
（
 3
-
  
 

レ
ジ
ュ
メ
掲
載
を
止
め
る
べ
き
 

-
1
 ）
、
ス
ラ
イ
ド
、
 

0
H
P
 
の
 有
 効
 

利
用
（
 1
-
 

そ
の
他
の
意
見
 
｜
 全
日
程
を
二
日
間
に
す
る
 -
3
-
 、
特
別
部
会
 
と
 個
人
 

発
表
の
時
間
帯
を
重
ね
な
い
 -
3
 ）
、
司
会
の
役
割
に
注
文
 
-
 
も
っ
  
 

有
意
義
な
議
論
を
 ニ
 4
 一
 、
 H
P
 
に
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
掲
載
す
 べ
 

き
 -
2
-
 、
部
会
制
の
徹
底
 -
 部
会
運
営
制
の
導
入
 ニ
 1
 ）
 

㈹
公
開
講
演
等
に
つ
い
て
 

無
記
入
品
Ⅰ
現
行
の
ま
ま
で
よ
い
（
適
当
で
あ
る
ニ
 %
 
、
特
に
 な
し
 

一
 
7
 一
 、
開
催
校
の
名
誉
と
し
て
行
っ
て
お
り
、
他
校
か
ら
も
講
演
 
者
を
 

呼
ぶ
べ
き
 
-
6
 ）
、
公
開
講
演
は
止
め
る
べ
き
（
 2
-
 、
講
演
者
を
一
 
大
に
 

限
定
す
る
 
-
2
 ）
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
を
取
り
入
れ
る
べ
き
（
 
2
-
 、
毎
 

回
 楽
し
み
に
し
て
い
る
 -
2
 ）
、
出
席
者
が
少
な
い
 
一
 
1
-
 、
テ
ー
マ
 
を
ア
 

  

  (1) を は   

目   
さ 評い評 ないで に 

し ¥ 

挙， 

い ム ム 

ヱて 
評 

議員 て し @ い，っ 大会     

すてれポし ンま 三の拡 と つ 

が論 「 形 て ん 

奔 る 求 なが 

る い に 

  
ッ
プ
 
・
デ
ー
ト
な
も
の
に
 
@
 

一
 

8
 

以
上
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
整
理
す
る
と
、
①
「
総
会
の
あ
り
方
 
 
 



3
 学
会
費
に
つ
い
て
 
-
 
年
会
費
額
、
学
生
会
費
 叢
 

Ⅲ
年
会
費
に
つ
い
て
 

高
い
 -
 笹
 、
安
い
 -
0
-
 
、
妥
当
 -
 
円
 -
 
、
特
に
な
し
 -
 
リ
 -
 

「
妥
当
」
の
う
ち
に
は
「
高
い
が
事
務
の
対
応
や
現
状
の
諸
 
サ
｜
 ビ
ス
 

か
ら
す
る
と
や
む
を
え
な
い
」
、
「
現
状
を
維
持
し
て
ほ
し
い
」
、
「
 

必
要
な
 

ら
ば
上
げ
て
も
よ
い
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
も
の
も
含
ま
れ
 る
 。
 

「
高
い
」
と
い
う
回
答
に
は
、
複
数
学
会
に
所
属
せ
ざ
る
を
得
な
 い
学
 

主
 と
し
て
は
で
き
る
だ
け
安
く
し
て
ほ
し
い
と
い
っ
た
希
望
が
複
 
数
 記
入
 

報
 

さ
れ
て
い
た
。
「
高
い
」
と
い
う
回
答
と
「
学
生
会
費
の
必
要
性
 
」
と
に
 

会
は
高
い
連
動
性
が
み
ら
れ
る
。
 

い
 う
意
見
で
一
 3
-
 、
も
っ
と
若
い
人
や
、
女
性
を
た
く
さ
ん
理
事
 や
許
 

議
員
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
望
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
 

㈹
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
 活
 m
 し
、
 会
の
記
録
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 で
 公
開
 

し
て
は
ど
う
か
と
の
意
見
が
あ
っ
た
（
 

5
 ）
。
 

そ
の
他
、
数
は
少
な
い
が
留
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
 

㈲
理
事
を
直
接
選
挙
で
選
ん
で
は
ど
う
か
 -
1
-
 

㈲
中
央
集
権
的
に
な
っ
て
い
な
い
か
 -
1
-
 

㈲
会
長
の
直
接
郵
便
投
票
は
経
費
の
 ん
ダ
 で
は
な
い
か
 
T
 
）
 

な
ど
の
意
見
が
あ
っ
た
。
 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
こ
の
項
目
で
は
、
「
と
く
に
問
題
が
な
い
 
」
と
 

い
う
意
見
や
無
回
答
が
多
か
っ
た
が
、
理
事
会
や
評
議
員
会
の
 
硬
 直
仁
・
 

形
骸
化
を
指
摘
す
る
意
見
、
お
よ
 ぴ
 イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
 

会
議
録
 

を
 公
開
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
こ
と
に
 
は
 留
意
 

す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

「
特
に
な
し
」
と
い
う
回
答
は
「
特
に
問
題
は
な
い
」
、
「
特
に
提
 

案
は
 

な
い
」
と
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

㈲
学
生
会
費
に
つ
い
て
 

必
要
一
弘
 
-
 、
不
要
一
 
7
-
 

圧
倒
的
に
そ
の
設
置
が
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
不
要
 
」
 の
 

理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 

・
 昨
ム
フ
 の
学
生
は
一
般
会
員
よ
り
余
裕
が
あ
り
、
学
生
会
費
 
制
は
 不
要
。
 

・
大
会
参
加
費
や
懇
親
会
費
で
学
生
会
費
を
設
け
て
も
、
正
会
員
 

へ
の
 字
 

生
 割
引
は
い
か
が
と
思
い
ま
す
。
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
と
学
生
と
 
の
境
 

界
 が
事
務
局
で
管
理
し
に
く
い
で
し
ょ
う
し
、
半
人
前
扱
い
で
は
 
自
由
 

な
 研
究
が
で
き
ま
せ
ん
。
 

・
豊
か
な
時
代
、
受
益
者
負
担
の
原
則
に
か
ん
が
み
、
学
生
会
費
 

の
 必
要
 

注
を
感
じ
ま
せ
ん
。
 

・
学
生
会
費
 は
 必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
た
め
正
会
員
の
学
 
ム
ム
 
賈
ぶ
 朋 

高
く
な
る
の
も
考
え
も
の
で
す
。
 

・
学
生
も
会
員
で
あ
る
な
ら
徴
収
す
れ
ば
 

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
意
見
も
あ
っ
た
。
 

学
会
時
の
懇
親
会
で
も
学
生
区
分
を
設
定
し
て
く
だ
さ
る
と
、
 

参
加
し
 

や
す
く
な
り
ま
す
。
 

・
会
費
の
多
様
化
は
運
営
の
複
雑
化
に
つ
な
が
り
ま
す
か
ら
慎
重
 

に
 長
短
 

を
 検
討
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
 

各
人
の
経
済
力
に
応
じ
た
考
慮
を
し
て
ほ
し
い
。
あ
る
意
味
で
 
は
 籍
の
 

 
 
 
 

あ
る
大
学
院
生
の
ほ
う
が
恵
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
 
 
 

g
 

ろ
う
か
。
 

3
 

2
 

「
宗
教
研
究
」
の
配
布
を
つ
け
な
い
低
額
の
会
員
も
設
け
る
。
 



4
 
「
宗
教
研
究
」
に
つ
い
て
（
内
容
、
募
集
方
法
等
 

-
 

回
収
さ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
二
三
四
件
の
う
ち
、
本
槙
 は
 つ
い
て
は
 

己
 
-
 
一
 
一
 
-
 
巾
 

載
 の
な
い
も
の
 
一
 
㏄
Ⅰ
お
お
む
ね
現
行
で
よ
い
 -
 
㌘
Ⅰ
特
に
一
問
 
顕
 -
 
な
し
 

-
 葮
 、
計
一
二
九
件
。
残
り
の
 一
 
0
 五
件
に
以
下
の
よ
う
な
長
短
 
ノ
 単
複
 

さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。
 

㈹
全
体
に
つ
い
て
田
作
 

も
っ
と
幅
広
く
寄
稿
者
を
 -
 こ
 、
地
方
の
若
い
人
々
に
も
つ
と
 チ
 ヤ
ン
 

ス
を
 -
1
-
 
、
よ
り
活
気
あ
る
内
容
に
一
 
1
 ）
、
旧
態
依
然
の
ス
タ
イ
 
か
な
 

踏
襲
す
る
か
 
丁
 -
 と
い
っ
た
希
望
と
懸
念
の
ほ
か
に
、
具
体
的
 
提
 案
と
 

し
て
次
の
意
見
が
あ
る
。
コ
ホ
 
教
 研
究
ヒ
誌
に
（
あ
る
い
は
そ
の
 
イ
 -
 
一
、
 

ン
 

ア
チ
ブ
で
 
豆
 （
同
研
究
の
成
果
発
表
を
 
T
 
）
 
、
 個
々
の
大
学
等
で
 の
プ
 

ロ
ジ
ェ
ク
 ト
 な
ど
の
成
果
発
表
の
場
と
し
て
も
 @
 
Ⅰ
ま
た
、
 
調
 査
研
 

究
 と
思
想
研
究
の
号
の
二
分
 -
2
-
 
、
研
究
ノ
ー
ト
な
ど
論
文
と
学
 会
要
 

旨
の
中
間
形
態
を
（
 1
-
 、
論
文
・
研
究
余
録
・
研
究
ノ
ー
ト
・
 

室
 
目
許
 .
 

紹
介
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー
を
も
う
け
、
そ
れ
ぞ
れ
審
査
の
角
度
基
準
 
を
変
 

職
階
に
応
じ
て
 

-
 特
に
、
大
学
か
ら
研
究
費
や
学
会
出
席
の
た
 
 
 

張
 費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
Ⅰ
学
会
費
に
い
く
 
つ
、
 
カ
 

の
段
階
を
も
う
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
 い
 で
す
。
 

・
維
持
会
員
制
は
今
日
の
時
代
状
況
か
ら
し
て
不
要
で
あ
る
。
 

・
実
存
思
想
協
会
事
務
局
か
ら
の
経
験
で
す
と
、
学
生
会
費
を
設
 

け
ま
す
 

と
、
未
納
 分
 が
増
え
ま
す
。
ま
た
赤
字
が
発
生
し
ま
す
。
 

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
年
会
費
の
額
に
つ
い
て
ほ
ほ
 ほ 妥
当
で
あ
 
る
と
 

受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
が
、
学
生
会
費
の
設
置
に
つ
 いて
は
 

そ
の
要
望
が
か
な
り
強
い
と
判
断
さ
れ
る
。
 

    
善書 現執証 図様 論 - ン丁 とた遊客 、 投 - てらの講読論え   

そ の る   を数立 
こ 意一 0  缶Ⅱ 末 
に 見方 た 眼居 

せ に に 
  

  る 離山 とし 件の 学会 
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も
 出
さ
れ
た
。
内
容
と
評
者
に
つ
い
て
は
、
書
評
者
の
か
た
よ
り
 
と
評
 

着
発
掘
の
必
要
一
 1
-
 、
会
員
の
出
版
物
を
と
り
あ
げ
す
ぎ
る
 -
1
 -
 、
学
 

術
 書
中
心
に
、
批
判
を
ふ
く
の
た
有
意
義
な
書
評
を
 -
1
-
 
と
い
う
 

意
見
 

が
 出
さ
れ
た
。
ま
た
、
㈲
に
も
ふ
れ
る
が
、
書
評
へ
の
応
答
・
 

反
 払
魏
 
か
り
 

場
を
 -
2
-
 
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
 

㈲
特
集
に
つ
い
て
Ⅱ
 
件
 

現
代
性
が
あ
り
興
味
深
い
 

-
 こ
 、
有
効
で
あ
る
 
-
1
-
 
、
 楽
し
み
 
-
 l
-
 、
 

特
集
号
の
回
数
の
増
加
を
希
望
 -
1
-
 
を
は
じ
め
、
否
定
的
な
意
見
 は
な
 

か
っ
た
が
い
く
つ
か
の
注
文
が
出
さ
れ
た
。
ま
ず
内
容
に
つ
い
 て
、
 

「
史
学
雑
誌
 目
の
 
「
回
顧
と
展
望
」
の
よ
う
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
 

宗
 数
所
 

究
 動
向
の
必
要
 -
1
-
 
、
よ
り
細
か
い
テ
ー
マ
の
設
定
 @
-
 、
学
ム
 ム
の
テ
 

１
 7
 セ
ッ
シ
ョ
ン
を
ふ
ま
え
た
特
集
 ロ
又
 1
 一
 、
毎
回
違
う
分
野
と
 
地
域
 

に
ま
た
が
る
よ
う
に
 
-
1
 ）
、
そ
の
つ
ど
の
時
代
で
な
く
 

一
 0
 年
く
  
 

あ
た
た
め
た
論
文
へ
の
希
望
（
 
1
-
 も
 出
さ
れ
た
。
形
式
と
手
続
き
 に
つ
 

い
て
は
、
特
集
に
一
般
公
募
論
文
を
含
め
る
 -
2
-
 
、
特
集
号
は
定
 期
で
 

な
く
随
時
に
（
 1
-
 、
予
算
上
の
間
 題
 が
な
け
れ
ば
特
集
号
は
別
 冊
で
 

一
 
1
 Ⅰ
な
お
、
特
集
に
一
般
公
募
論
文
を
 、
の
 
一
意
見
で
は
、
 ょ
 9
 目
 

白
 で
新
鮮
な
思
想
表
現
の
可
能
性
を
開
く
た
め
に
、
論
文
要
旨
に
 
よ
っ
 

て
 選
抜
し
、
 査
読
 手
続
き
を
省
く
こ
と
、
ま
た
聖
典
以
外
の
引
用
 0
 な
 

い
 思
想
表
現
な
ど
の
奨
励
も
、
と
い
う
案
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。
 

㈲
紀
要
 号
は
 つ
い
て
 

乃
件
 

不
要
 @
-
 、
一
号
分
を
割
く
必
要
へ
の
疑
問
 -
1
-
 
、
改
善
へ
の
 希
望
 

@
-
 、
別
枠
 か
 大
会
要
旨
 集
に
 -
@
 と
い
う
意
見
が
あ
る
一
方
で
 
、
発
 

報
 

表
 者
全
員
が
寄
稿
で
き
る
制
度
と
し
て
紀
要
号
を
評
価
す
る
 -
6
 -
 、
現
 

行
 四
枚
の
原
稿
枚
数
の
増
加
を
希
望
 -
7
 ）
と
い
っ
た
積
極
的
評
価
 
が
み
 

ム
石
 

ら
れ
る
。
改
善
策
と
し
て
は
、
要
旨
作
成
に
か
か
わ
る
ル
ー
ル
 
づ
 
 
 

-
1
-
 、
特
別
部
会
の
成
果
報
告
が
十
分
で
な
 い （
 1
-
 、
掲
載
論
文
 
も
部
 

令
制
に
 
T
 
）
、
四
枚
の
要
旨
以
外
に
他
の
号
で
の
発
表
の
掲
載
を
 

一
 l
-
 

の
ほ
か
、
「
第
一
項
目
学
術
大
会
に
つ
い
て
」
の
改
善
策
と
連
 勤
 し
 

て
 次
の
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。
学
術
大
会
の
発
表
者
中
、
人
数
 
制
限
 

を
も
つ
け
て
紀
要
を
も
と
に
 

三
 0
 枚
 程
度
の
論
文
掲
載
を
一
工
 
-
 、
 学
術
 

大
会
を
一
五
分
発
表
 @
 
骨
質
疑
 -
 と
 二
五
分
発
表
 
二
一
 0
 分
 質
疑
 -
 こ
二
 

4
 

介
 し
、
後
者
の
み
掲
載
す
る
か
、
一
五
分
発
表
を
全
廃
す
る
 丁
 -
 、
学
 

会
 大
会
に
テ
ー
マ
発
表
 二
 
テ
ー
マ
に
ひ
と
り
一
時
間
 
X
 三
、
四
 名
 -
 を
 

設
け
て
執
筆
依
頼
（
 1
-
 。
紀
要
号
の
校
正
は
現
在
、
疑
問
点
な
ど
 を
著
 

者
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る
が
、
 

F
A
X
 
校
正
へ
の
感
謝
 -
 ェ
一
と
著
 
者
校
 

正
 の
な
い
こ
と
へ
の
不
安
 
-
1
-
 が
出
さ
れ
た
。
 

㈲
反
論
・
論
争
の
場
に
つ
い
て
 
4
 件
 

す
べ
て
批
判
や
応
答
の
場
へ
の
希
望
だ
が
、
 

よ
 り
詳
し
く
は
、
 
公
 閲
読
 

手
 が
で
き
る
方
法
を
 T
 
）
、
紙
面
が
退
屈
で
あ
り
、
「
社
会
学
 
評
 払
掘
ヒ
 

に
な
ら
っ
た
批
判
と
応
答
の
場
を
 

-
1
-
 、
書
評
に
応
答
 欄
 を
も
う
 け
る
 

-
2
-
 
。
 

㈹
欧
文
論
文
に
つ
い
て
 

6
 件
 

欧
文
一
英
文
 -
 雑
誌
の
必
要
一
 4
 一
 、
欧
文
論
文
の
掲
載
を
 -
2
 ㍉
 

㈹
技
術
的
な
問
題
そ
の
ほ
か
 

文
字
を
大
き
く
分
か
り
や
す
く
（
 
3
 ）
と
い
う
意
見
と
、
文
字
行
間
 
が
大
 

き
す
ぎ
る
 
-
1
-
 と
い
う
意
見
が
あ
る
。
後
者
は
、
文
字
数
の
増
加
 に
よ
 

 
 

っ
て
発
表
の
機
会
の
増
加
を
の
ぞ
む
意
見
。
ま
た
、
た
ま
る
一
方
 
0
 ム
 ム
 

 
 

 
 

誌
 を
ど
う
す
る
か
と
い
う
悩
み
 @
-
 

も
。
 

2
 



5
 々

 ヱ
 -
 
具
相
互
の
学
術
交
流
に
つ
い
て
 

-
 研
究
会
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 等
 -
 

無
記
入
射
 

記
入
 珊
｜
 特
に
な
し
 
-
 
れ
 Ⅰ
現
行
の
ま
ま
で
よ
い
（
 4
-
 、
実
現
は
 困
難
 

-
6
 Ⅰ
学
会
と
し
て
何
も
す
る
べ
き
で
は
な
い
 -
7
 Ⅰ
学
会
 

と
し
て
何
か
す
べ
き
 
-
 
Ⅲ
）
 

ロ
 
学
会
と
し
て
何
か
す
べ
き
と
し
て
寄
せ
ら
れ
た
意
見
」
 

・
学
会
が
「
情
報
提
供
の
場
」
と
な
る
㎝
 

抽
象
的
に
 
@
-
 。
 H
P
 
の
充
実
 @
 
）
、
ウ
ェ
 ブ
 サ
イ
ト
に
会
員
 
専
 用
 

B
B
S
 
開
設
（
 4
 Ⅰ
分
野
ご
と
の
メ
ー
リ
ン
。
ク
リ
ス
ト
作
成
 

-
2
 ）
  
 

研
究
会
活
動
を
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
で
配
信
（
 

2
 ）
。
会
員
業
績
の
 デ
 
 
 

タ
ベ
ー
ス
化
 -
1
-
 
。
具
体
的
内
容
１
国
際
宗
教
史
学
会
へ
の
 机
 入
 

一
 
1
-
 、
日
本
学
術
会
議
所
連
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
フ
ォ
ー
 
ラ
  
 

-
1
-
 
、
 他
の
宗
教
研
究
団
体
の
動
向
 @
-
 。
 

・
学
会
主
導
で
研
究
会
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
設
置
 

筏
 

抽
象
的
主
張
 う
 -
 。
形
態
 ｜
 地
方
ご
と
に
 
茄
 ）
、
専
門
分
野
ご
と
 
 
 

朽
 -
 、
問
題
・
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
・
対
象
地
域
。
目
的
 ｜ 大
学
を
越
 え
 

た
 交
流
 -
 こ
 、
宗
教
を
越
え
た
交
流
 -
1
-
 
、
若
手
交
流
の
場
を
設
 置
 

-
6
-
 
、
特
定
研
究
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
参
加
者
募
集
 -
1
-
 
、
研
究
会
 活
 

動
か
ら
科
研
 費
 申
請
件
数
増
加
を
目
指
す
 -
1
 ㍉
性
格
 ｜
 特
別
部
 ム
 %
 

の
 継
続
 -
2
-
 
、
成
果
を
特
別
部
会
に
 @
-
 。
テ
ー
マ
 
-
9
 ）
 ｜
 宗
教
 学
 

史
 、
宗
教
史
学
史
 ノ
死
 /
 環
境
 ノ
 戦
争
と
平
和
 /
 葬
送
儀
礼
と
 
ゐ
 
ホ
皓
笘
 

意
識
Ⅰ
 墓
と
 家
族
制
度
Ⅰ
世
界
の
温
泉
信
仰
 ノ
 現
代
社
会
に
喫
緊
  
 

テ
ー
マ
 /
 啓
発
的
内
容
。
大
会
 時
 １
部
会
単
位
で
交
流
の
時
間
を
 持
 

つ
 -
2
-
 
、
 似
た
も
の
を
集
め
て
テ
ー
マ
部
会
設
定
 @
-
 
、
開
催
 校
  
 

オ
リ
ジ
ナ
ル
企
画
に
期
待
 -
1
-
 
。
「
宗
教
研
究
 ヒ
の
 活
用
 -
2
 ）
 ｜
 研
 

究
 会
の
成
果
を
別
冊
と
し
て
刊
行
。
 

2
 

 
 

 
 

・
そ
の
他
 
2
 

学
会
が
出
版
助
成
金
制
度
を
設
け
る
 @
-
 
、
本
 ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
 
 
 

 
 
 
 
 
 

賛
同
 -
1
-
 。
 

こ
れ
よ
り
明
ら
か
に
な
る
占
を
以
下
に
列
挙
し
ま
す
。
 

-
 
複
数
回
 吾
 -
 

①
こ
の
質
問
項
目
に
対
す
る
回
答
は
、
全
回
答
数
の
 七
 0
.
 
一
 % に
 相
当
 

す
る
一
五
六
件
 よ
 せ
ら
れ
、
あ
る
程
度
関
心
を
集
め
た
話
題
と
思
 われ
 

る
 。
 

②
学
会
と
し
て
対
応
す
べ
き
と
す
る
「
積
極
的
推
進
」
は
一
一
八
 
什
 
-
 
会
 

体
の
五
三
・
六
 0
@
 
と
 最
多
。
 

・
積
極
的
推
進
の
内
容
は
「
学
会
は
情
報
提
供
の
場
」
「
学
会
 が
 
研
究
 

会
 
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
主
導
」
「
そ
の
他
」
に
三
分
可
能
。
 

・
「
学
会
が
情
報
提
供
の
場
」
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
回
答
は
舘
 

什
一
会
 

体
 の
一
六
・
八
 
0
?
-
 で
、
そ
の
三
分
の
二
は
学
会
の
 H
P
 
の
充
実
 に
期
 

侍
 す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

・
「
学
会
が
研
究
会
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
王
導
」
す
べ
き
と
考
え
 

6
 回
答
 

が
 最
多
で
、
㏄
什
一
全
体
の
三
五
・
九
 
%
 ）
に
の
 ほ
ろ
 。
 

・
そ
の
形
態
と
し
て
は
、
 
地
 万
別
組
織
と
専
門
分
野
別
（
問
題
 

一
 

@
 
ア
 イ
 シ
 

プ
リ
ン
・
対
象
地
域
 -
 組
織
が
そ
れ
ぞ
れ
四
分
の
一
。
 

・
「
そ
の
他
」
は
、
本
設
問
と
直
接
に
は
無
関
係
な
回
答
。
 

③
注
目
す
べ
き
は
、
学
会
と
し
て
王
導
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
「
 
積
極
的
 

反
対
」
意
見
も
 
7
 件
あ
る
 点
 。
 

理
由
は
い
ず
れ
も
明
確
で
、
研
究
会
，
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
研
究
者
 
0
 目
 

発
 的
組
織
と
み
な
し
て
お
り
、
学
会
の
任
務
と
し
て
「
王
導
」
 

す
 る
こ
 

と
を
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
 



 
 

「
そ
の
他
」
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
で
き
る
。
 
 
 

報
 

6
 そ
の
他
 

「
特
に
な
し
」
「
現
行
の
ま
ま
で
よ
い
」
「
実
現
は
困
難
」
の
 

計
 
-
 紐
件
 

-
 
全
体
の
一
四
・
一
 %
-
 も
 、
こ
れ
と
同
じ
考
え
方
か
 

ヮ
 

④
そ
の
他
、
集
計
中
に
受
け
た
印
象
は
以
下
の
よ
 う
 。
 

他
の
学
会
と
の
比
較
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
 場
ム
ロ
 
、
「
宗
教
と
社
 ム
五
 
」
 学
 

会
 、
そ
し
て
日
本
社
会
学
会
・
日
本
民
俗
学
会
を
具
体
例
に
あ
げ
 て
い
 

る
 。
こ
れ
ら
の
学
会
運
営
方
法
を
知
る
こ
と
は
、
本
会
連
 
営
 を
考
 え
る
 

上
 で
も
参
考
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

「
積
極
的
推
進
」
の
中
に
は
抽
象
論
で
記
載
す
る
も
の
（
理
想
 
払
珊
 
っ
こ
 

が
 多
い
の
に
対
し
、
「
王
導
す
べ
き
で
な
い
」
と
す
る
意
見
で
は
 
、
 払
冊
 

-
-
 

Ⅰ
 

者
の
考
え
る
学
会
の
存
立
意
義
を
踏
ま
え
た
上
で
論
じ
る
 
場
ム
ロ
 一
 
現
実
 

ぬ
柵
ヮ
 
・
 
一
 が
多
い
。
 

以
上
よ
り
、
「
会
員
相
互
の
学
術
交
流
」
は
多
く
の
会
員
か
ら
 
歓
 迎
さ
 

れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
問
題
は
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
 
学
会
が
 

対
応
す
る
か
と
い
う
占
に
な
る
と
思
う
。
 

現
実
を
見
据
え
た
上
で
私
見
を
述
べ
る
な
ら
、
学
会
は
あ
く
ま
で
 
研
究
 

会
や
 プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
と
い
う
こ
と
に
 
な
る
も
 

の
と
思
わ
れ
る
。
提
供
す
る
内
容
と
し
て
は
、
①
既
に
行
わ
れ
て
 
い
る
 研
 

完
全
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
情
報
、
②
今
後
立
ち
上
げ
る
 
研
 完
全
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
参
加
募
集
、
③
研
究
会
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
 
タ
 不
を
作
 

る
 会
員
相
互
の
意
見
交
換
の
 "
 場
 。
（
ウ
 エ
フ
 サ
イ
ト
の
 B
B
S
 
設
置
等
 -
 

な
ど
が
あ
り
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
学
会
の
 HP
 

の
有
効
利
用
が
 

不
可
欠
 

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

のす 二 グ を 
権 る種う安 

くして 利の細 T ） にし、 んま、 @   
日 大会 は 
を 賞具 し 

知 と 全い 

員に送 らせて -2 佳作 賞 ） 
ほ な る 
し 設べ 

ム 
        教 あ に に 現 。 

制 い 充   
学 者 を 整 た い 実 、 案問題 性」 調 る（ ） 1 還元で 発信す 

査 き べ に       る き つ 
没 年       よ で い 

243@ (865) 



0
 二
 0
0
 
一
年
度
庶
務
報
告
 

一
事
業
 

①
学
術
大
会
 

第
六
 0
 国
学
術
大
会
は
二
 0
0
 
一
年
九
月
一
四
日
よ
り
一
六
日
の
 
三
日
 

間
 、
久
留
米
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
詳
細
は
「
宗
教
研
究
 Ⅰ
一
二
 

三
 0
 号
に
掲
載
。
 

②
日
本
宗
教
学
会
賞
は
大
谷
栄
一
氏
 -
 
東
洋
大
学
非
常
勤
講
師
 -
 の
 「
 
近
 

伏
日
本
の
日
蓮
主
義
運
動
 ヒ
に
 対
し
て
授
与
さ
れ
た
。
 

一
一
 ム
ム
 
ム
口
 

総
会
二
回
 -
 
、
常
務
理
事
会
三
回
 
-
 
、
理
事
会
三
回
）
、
評
議
 貝
金
 

二
回
）
、
選
挙
管
理
委
員
会
一
一
回
 
-
 
、
評
議
員
選
考
委
員
会
 三
 回
 ）
 
、
 

学
会
賞
選
考
委
員
 ム
至
 二
回
 -
 、
 国
ホ
 
教
 研
究
」
編
集
委
員
会
二
三
 画
一
、
 

国
際
委
員
会
イ
ン
フ
ラ
関
係
小
委
員
 ム
 
三
四
回
）
 
、
 I
A
H
R
 
二
 O
 O
 五
 

年
 東
京
大
会
準
備
小
委
員
会
三
回
 -
 
、
 I
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
東
 宗
太
 

金
 準
備
委
員
ム
万
 
-
 二
回
 一
 
、
庶
務
委
員
会
二
回
 -
 
、
庶
務
委
員
会
・
 情
報
 

化
 委
員
 ム
 
三
合
同
ニ
一
回
 -
 、
国
際
委
員
 ム
至
 二
回
 一
 
、
情
報
化
 委
 @
 
見
ム
 
ム
 

稿
な
ど
（
 1
-
 

会
員
業
績
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
 

具
体
的
内
容
１
国
際
宗
教
史
学
会
へ
の
加
入
、
日
本
学
術
会
議
所
 
連
主
 

催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
他
の
宗
教
研
究
団
体
の
動
向
 

向
 

尋
ね
る
事
柄
を
限
定
し
て
い
な
い
の
で
、
回
答
内
容
は
多
様
で
あ
り
、
 
@
 、
 

か
つ
全
体
の
回
答
数
も
少
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
あ
る
程
度
ま
と
 
ま
っ
た
 

希
望
と
し
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
機
動
性
の
あ
る
 
情
 報
 提
供
 

を
 望
む
者
が
多
か
っ
た
。
 

0
 新
人
会
員
 
-
 
九
月
一
二
一
日
承
認
 分
 -
 

る
川
球
 道
大
正
大
学
大
学
院
一
丁
二
五
 
0
 ｜
 0
 八
七
四
小
 田
原
市
 

鴨
宮
 四
四
 -
 
ハ
 

岩
崎
真
紀
筑
波
大
字
大
学
院
一
丁
一
九
四
 
｜
 0
 三
 一
一
町
 田
 市
相
 

原
町
三
七
 0
 ｜
三
 
一
 

郡
鳴
 

昭
示
大
正
大
学
大
学
院
一
丁
一
五
三
ー
 
0
0
 六
一
目
 黒
 区
中
 

目
黒
 五
｜
 二
四
 ｜
 
一
二
祐
天
寺
 寮
一
 0
 三
一
 

柴
田
宝
山
大
正
大
学
大
学
院
一
丁
一
一
四
 
1
0
0
 
二
三
 
化
 区
 滝
野
 

Ⅲ
 ニ
ー
 四
三
 ｜
一
｜
二
 0
 二
 

鈴
木
肌
 行
 

大
正
大
学
大
学
院
一
丁
 二
 セ
コ
ー
 

0
0
 

三
一
般
 椿
市
西
 

船
入
１
元
 ｜
 八
面
 船
 ハ
イ
ム
 B
 号
 

孫
佛
茗
龍
 
谷
大
学
大
学
院
一
丁
 
六
 0
0
 ｜
 八
八
三
三
束
 都
市
下
 

東
区
西
 酢
屋
 町
一
六
大
宮
 荘
 B
 二
 O
 ニ
ー
一
 

津
田
譲
治
京
都
大
学
大
学
院
一
丁
丁
 
ハ
 
0
 上
ハ
｜
 八
二
二
七
束
 都
市
左
 

東
区
田
中
里
 
ノ
前
町
 五
四
 ｜
一
 

浅
野
ハ
イ
ツ
 
三
 A
 

中
川
憲
次
福
岡
安
学
院
大
学
助
教
授
一
丁
八
一
一
 

｜
一
 三
一
 三
福
 

両
市
南
区
 
日
佐
 三
一
 
｜
 四
二
 ｜
 
一
職
員
住
宅
 

中
平
了
悟
 
龍
 谷
大
学
大
学
院
一
丁
六
六
一
 

｜
 0
 九
七
九
尾
 崎
 市
上
 

二
回
 一
 、
計
二
九
回
の
会
合
が
開
か
れ
た
ひ
詳
細
は
「
宗
教
研
究
 
Ⅰ
一
二
 

 
 

 
 

二
八
号
 @
 
二
 二
二
 0 
号
に
掲
載
。
 

 
 

 
 

三
会
誌
発
行
状
況
 

 
 

ヱ
本
数
研
究
」
 

三
 
二
八
号
も
三
三
一
号
が
刊
行
さ
れ
、
論
文
二
 三
 本
、
 

展
望
二
本
、
書
評
二
八
本
、
第
六
 
0
 
国
学
術
大
会
公
開
講
演
二
本
 、
研
 

突
発
表
二
五
 
セ
 本
が
掲
載
さ
れ
た
。
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会 報 

原
口
弘
之
 

藤
本
 

浄
 手
 

細
谷
幸
子
 

松
井
私
恵
 

柳
下
事
代
 子
 

矢
野
隆
享
 

和
田
史
書
 

西
本
祐
 掃
 

坂
部
 ニ
 ー
三
六
 ｜
八
 

大
谷
大
学
大
学
院
一
丁
丁
 
ハ
 0
 ニ
ー
 八
四
四
八
京
都
市
上
 

東
区
今
出
川
通
り
大
宮
 西
 入
る
元
 北
 小
路
町
一
六
二
 

斉
 

藤
 ビ
ル
 五
 0
 四
号
 

大
正
大
学
大
学
院
 
十
 一
五
一
 ｜
 0
0
 セ
二
 

渋
谷
区
 幡
 

ケ
 合
一
一
 
｜
 一
一
二
八
 

｜
一
 

大
正
大
学
大
学
院
一
丁
一
七
六
 1
0
0
 
二
三
練
馬
区
中
 

村
北
ニ
 ー
 二
 0
 ｜
 
一
二
 ｜
八
 0
 二
 

東
京
大
学
大
学
院
一
丁
一
八
一
 

1
0
0
0
 
五
三
鷹
市
中
 

京
三
 ｜
一
｜
三
 0
 
 コ
ー
ポ
麻
生
一
 
0
 二
 

大
正
大
学
大
学
院
一
丁
 一
 三
五
 ｜
 0
0
 
三
三
江
東
区
三
 

好
二
 ｜
 
一
七
 ｜
 
一
二
一
 

大
正
大
学
大
学
院
一
丁
二
七
五
 ｜
 0
0
 
一
二
習
志
野
市
 

水
大
久
保
 二
 ー
ハ
ー
 
二
 

大
正
大
学
大
学
院
一
丁
一
八
七
ー
 0
0
 四
二
小
平
市
 仲
 

W
 三
 O
 

大
正
大
学
大
学
院
一
丁
 一
セ
 0
 ｜
 0
0
0
 
一
 
豊
島
区
西
 

巣
鴨
 四
 １
人
 ｜
セ
 

グ
レ
ー
ス
西
巣
鴨
 二
 0
 
一
 

阿
部
利
洋
 

渡
辺
 

学
 

平
藤
 喜
久
子
 

鶴
岡
貞
雄
 

村
本
諸
司
 

森
本
さ
と
し
 

仲
原
 

孝
 

小
林
 

敬
 

今
井
両
生
 

鷲
見
定
 信
 

鈴
木
箆
入
 

堀
江
完
工
 

棚
次
 

正
和
 

伊
藤
 

辰
典
 

薄
井
 

篤
子
 

長
谷
千
代
子
 

福
 元
 
瑞
江
 

青
木
健
 

佐
藤
 

郁
之
 

浄
曲
真
一
 

稲
場
至
信
 

ル
ー
ド
ヴ
ィ
ッ
 
ヒ
 大
学
哲
学
博
士
 

東
京
大
学
大
学
院
 

筑
波
大
学
大
学
院
 

東
京
大
学
大
学
院
 

フ
ラ
ン
ス
国
立
社
会
科
学
高
等
研
究
院
日
本
研
究
所
 
共
 

同
研
究
員
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
 

南
山
大
学
教
授
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
 

東
京
大
学
教
授
 

神
戸
市
外
国
語
大
字
教
授
 

立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
 

大
阪
市
立
大
学
助
教
授
 

酪
農
学
園
大
学
助
教
授
 

西
南
学
院
大
学
助
教
授
 

大
正
大
学
助
教
授
 

立
教
大
学
名
誉
教
授
 

聖
心
女
子
大
学
専
任
講
師
 

筑
波
大
学
教
授
 

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
 

神
田
外
語
大
学
非
常
勤
講
師
 

南
山
宗
教
文
化
研
究
所
研
究
員
 

執
筆
者
紹
介
 
執
筆
 捜
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2001 年度 日本宗教学会 決算報告 

く 収入 コ く支出 ノ 

会費 17,058,770 会読直接刊行 賞 6.373,061 

賛助会費   会話発送 費 l.1371190 

会読売上金 31,500 編集諸費 322,999 
第 f6n 回 大会参加費 1,269,300 第 60 回大会費用   
出版助成金   日本宗教学会賞賞金   
岸本・諸声・ 石津・ 堀 ・ 増谷   学会賞諸費 147,510 

柳川・玉城 基金利子 7,086 選挙関係費 352,992 

預金利子 763 会合 費 774,259 
著作権 使用料 143,002 通信連絡 費 635,320 

将来計画く IAHR 他 ) 積立金 1,801,460 事務 m 品費 294.791 

前年度繰越金 898,763 印刷費 404,467 

本部 費 4,347,870 

関係学会費 107,890 

事務所 費 1,487,964 

名簿作成費 683,676 

ホームページ 作成費 ( 将来計画質より ) 

  
将来計画く lAHR 他 ) 積立金 2,420 ， 780 

次年度繰越金 1,309,195 

計 23,280 ． 644 計 23,280 ， 644 

2002 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く支出 ノ 

会費   会読直接刊行 費   
賛助会費   会話発送 費   
会読売上金   編集諸費   
第 61 同大会参加費   第 fI 日大会費用   
出版助成金   日本宗教学会賞賞金   
岸本，諸 声 ・石津・ 堀 ・埴谷・ 学会賞諸費   
柳川・玉城 基金利子   選挙関係費   
預金利子   会合 費   
著作権 使用料 138,899 通信連絡 費   
将来計画く IAHR 他 ) 積立金 2,420 ， 780 事務用品 費   
前年度繰越金 l.309,195 印刷費   

本部 費   
関係学会費   
事務所 費   
データベース 作成費   
将来計画く lAHR 他 ) 積立金 4,000 ， 000 

予備費 423,674 

計 24,673,674 計 24.673,674 

(868)@ 246 



Ethiopian Christianity and Remaking Religious Symbolism 

ABE Toshihiro 

This paper focuses on two topics. One is to provide a case study of the 
faith and worship of Ethiopian Christianity, especially from the perspec- 
tive of its symbolism. The other is to apply the functional structure which 
would be abstracted through the former section for the issue of inter- 
religious dialogue. 

The peculiar features of Ethiopian Orthodox Church as described by 
some scholars are its syncretism composed of ancient Judaic practices and 
the Early Eastern Christian faith. Japanese-living in a non-Christian 
society-are often unfamiliar with the Eastern Churches (except for the 
Russian Orthodox Church), but the Ethiopian Church is seen as pagan 
even by Eastern Orthodox Churches. The most clear problematic is their 
worship of replicas of the Ark of the Covenant-'Tabot(e)'-which is a 
relic from the very early days of the Old Testament. 

I avoid, however, becoming involved in factual debates on Tabot (e), 
and instead examine how the representation of Christ might give some 
clues on how we could manage to consider the more common symbol that 
embodies ultimate reality without eliminating any social groups. This 
kind of motive is also required these days in light of the issue of "identity 
politics on representation." 

I summarize the Ethiopian Christian's way of representations of Christ 
as follows: they represent the point of contact between God and Man 
using metaphorical symbols but metonymical icons, and they allow 
multiple representations (and plural interpretations to them) utilizing the 
peculiar metaphorical form. 

Reflecting both feminist theologies and assertions against anti- 
Semitism, use of the crucifix and the cross in Western Churches is 
examined from the point of view that explores alternatives to symbolize 
Christ's uniqueness. 



Construction and Development of Altruism 
in Believers of New Religious Movements 

Special Reference to New Religious Movements in the UK 

INABA Keishin 

The subject of "altruism" in the field of sociology, psychology, and philoso- 
phy is increasingly popular recently, and one of the vital issues is whether 
or not religion promotes altruism. By presenting the case study of two 
new religious movements, the Jesus Army and the Friends of the Western 
Buddhist Order, this paper examines whether the religious settings change 
people's mental attitudes and behaviour towards altruism and what fac- 
tors bring this about. 

The two religious movements examined here are categorized respective- 
ly as "ethical prophecy" and "exemplary prophecy" according to Max 
Weber's classification. This difference provides the opportunity for con- 
sidering whether there are differences in the interpretations of altruism by 
the members pursuing different religious paths, their motivations for 
altruistic acts, and their development of altruism. 

Until now, very little research concerning altruism in new religious 
movements has been carried out. Cleary, then, it becomes apparent that 
new research is required on altruism in new religious movements. This 
research showed that altruism in the two new religious movements was 
developed not so much by sermons that motivate members to carry out 
altruistic acts as  it was by the relationships with other members who have 
the same faith. 



Docetism in rDzogs-chen Thought 

TSUMAGARI Shin'ichi 

It is important to understand ontological matters, not only in philosophical 
study but also religious study. T o  explore ontological aspects in the 
rNying-ma-pa sect of Tibetan Buddhism, this article deals with Docetic 
thought in rDzogs-chen thought. rDzogs-chen thought, especially in 
"Tshig don rin po che'i mdzod," a Buddhist text written by Lonchen- 
Rabjam (1308-1364)-recognized as a representative philosopher and a 
supreme visionary by the Nyingma-pa-addresses the question of "Being," 
a question of supreme concern for the human individual. 

In "Tshig don rin po che'i mdzod" the universe is seen as "the spontane- 
ously arising of the appearances of the basis (ye gzhi) "-which refers to 
primordial purity, the supernatural phase,-and divides two aspects of the 
universe as "the impure appearances of the basis" (gzhi snang ba ma dag 
pa) and "pure appearances of the basis" (gzhi snang dag pa).  The former 
is explained as a process in which the appearances of the basis becomes 
associated with "three unenlightenments" (ma rig pa gsum) and "four 
conditions of delusions" (rkyen bzhi), the latter explained as the self- 
appearance of intrinsic awareness from the basis as the "eight spontane- 
ously accomplished gates" (lhun grub kyi sgo bgyad). 

Through considering these different viewpoints of the universe, I 
attempt to explain how it is that human being exists in rDzogs-chen 
thought. 1 conclude that the universe is situated as self-appearances of 
primordial purity or "basis" in the Buddhist philosophy of the rNying-ma- 
pa sect. 



Religious Language in Miyazawa Kenji's Stories 

SATO Ikuyuki 

Shinsho sukecchi (mental sketch) in Miyazawa Kenji is not simply an 
ornamental heading for his literary writings. It is not only a unique 
method of how Miyazawa wrote his texts, but also a definition of the 
character of his texts. In naming his texts Shinsho sukecchi, he made a 
curious assertion that his literary texts were not fictional ones. It seems 
that his texts keep some distance from fiction. This distance contains the 
possibility of shifting his texts to another modality of language, not 
fictitious but symbolic. Narrators in his texts often turn out to be just 
mediators of the words that the wind or a stone narrates. In Shinsh~ 
sukecchi, the narrators become anonymous. And this anonymity creates a 
distance from fiction. It was Nature that made the narrator anonymous. 
For Miyazawa Nature was a religious symbol that revealed the reality of 
the world for human beings. His texts were written and originated in 
Nature. The words of his texts were the words that came from Nature. 
In Shinsho sukecchi he aimed to make his texts a symbolic language by 
means of originating his words in Nature. He tried to make his words 
share an ability with the cosmic symbolism of Nature to reveal reality for 
human beings by identifying the words of his texts with the words of 
Nature. We see here the possibility of Shinsh~ sukecchi to shift to 
religious language. 



The Transformation of the "Sacred Book" 
in Zoroastrianism 

AOKI Takeshi 

This paper focuses on the transformation of the concept of "sacred book 
(s)" in Zoroastrianism from a historical point of view. The Avestd had 
been transmitted as  "songs of praise" for gods by Zoroastrian priests from 
B.C. 1200 to the 7th century A.D. After the Muslim conquest of Persia in 
the 7th century, however, the Zoroastrian concept of "sacred book (s) ," 
being influenced by Islamic concepts, changed drastically. 

First, the image of ZarathuStra underwent serious transfiguration from 
a "Persian priest" to a "Semitic prophet." Second, the concept of the 
Avestd was transformed into the "revelation" of Semitic monotheism. 
The Avestd, having lost its substantial meaning, had no more opportunity 
to be put to practical use and, finally, gave way to the Qur'zn as a 
fountainhead of Zoroastrian authority. 



Der Sinn der Transzendentaltheologie Kants 
im Rahmen der modernen Religionsphilosophie 

FUKUMITSU Mizue 

Diese Abhandlung zielt darauf ab, aufgrund von Kants epistemologischer 
Behauptung der kopernikanischen Wende die Kluft zwischen seiner theo- 
retischen und der praktischen Philosophie zu uberwinden. Die Glaubens- 
einstellung wird als auBerste Freiheit postuliert und zu anderen mensch- 
lichen Einstellungen, der des theoretischen Wissens, des praktischen 
Handelns sowie auch des asthetischen Interesses ohne Nutzlichkeitser- 
wagungen, in Beziehung gesetzt. Damit sind solche traditionellen Gottes- 
beweise unmoglich geworden, welche menschliche Endlichkeit und gott- 
liche Unendlichkeit auseinander halten und nach einem Inhalt-"Religi- 
on" oder "Gott" oder "Transzendenz"-fragen. Es konnte sein, daB Kant 
andeuten wollte, dal3 die Transzendentaltheologie nur ein Scheindasein 
fuhrt und sich von der Theologie fernhalten soll. 




