
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
評
価
は
興
味
深
い
も
 
の
が
あ
る
。
十
六
、
十
七
世
紀
の
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
は
 深
 い
 内
的
理
解
、
評
 

 
 
 
  
 

価
 が
な
さ
れ
る
い
と
ま
な
く
、
主
と
し
て
政
治
的
、
経
 済
 的
理
由
に
 2
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集
団
改
宗
が
生
じ
、
ま
た
江
戸
幕
府
 の
 禁
教
に
よ
っ
て
そ
の
ほ
 

 
 

反
対
の
集
団
棄
教
が
起
こ
っ
た
。
禁
教
前
は
キ
リ
シ
タ
 
ン
に
 対
し
て
は
吉
利
 支
丹
 ・
 幾
利
 紫
貝
・
買
埋
 忠
 端
な
 ど
の
字
が
宛
て
ら
れ
て
 

は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
 V
 

江
戸
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
に
よ
っ
て
 、
キ
 リ
ス
ト
 教
 邪
教
観
は
日
本
人
の
間
に
強
 列
 に
定
着
し
、
差
別
が
 な
く
な
っ
た
の
は
戦
後
 

の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
は
明
治
以
降
、
文
明
開
化
 
の
 象
徴
と
し
て
、
進
ん
だ
も
の
、
高
級
な
も
の
と
し
て
都
市
部
 の
 イ
ン
テ
リ
層
を
中
 

心
 に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
従
来
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
に
関
し
て
は
、
 
教
義
の
問
題
、
布
教
 史
 、
殉
教
 史
 が
中
心
で
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
 ン
 民
衆
の
日
常
生
活
 

に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
伝
来
初
 
期
 よ
り
潜
伏
時
代
を
経
て
幕
末
に
い
た
る
キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
、
現
 
存
す
る
長
崎
県
下
 

生
月
島
の
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
信
徒
の
日
常
的
な
信
仰
生
活
を
紹
 介
す
る
。
 

結
論
と
し
て
、
改
宗
者
の
日
常
的
信
仰
の
姿
か
ら
見
え
て
く
る
の
 は
 、
日
本
の
神
仏
と
の
相
違
を
十
分
に
認
識
し
て
改
宗
し
た
と
 い
う
よ
り
は
、
 天
 

竺
 渡
り
の
「
 力
 あ
る
 神
 」
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
と
め
た
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
の
信
仰
の
根
底
に
は
、
常
に
変
わ
る
 
@
 
」
と
の
な
い
呪
術
的
 

な
 現
世
利
益
信
仰
が
一
貫
し
て
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 キ
リ
シ
タ
ン
、
生
活
宗
教
、
宗
教
受
容
、
 呪
 術
 、
現
世
利
益
 

生
活
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
 

宮
崎
賢
太
郎
 



明
治
六
年
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
教
令
が
取
り
下
げ
ら
れ
、
 
キ
リ
ス
ト
教
は
実
質
的
に
解
禁
に
な
っ
た
が
、
二
百
一
 一
十
年
以
上
に
わ
た
る
 

切
麦
 丹
 邪
宗
観
は
容
易
に
払
拭
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
 
民
衆
の
間
に
根
強
く
残
っ
た
。
 ヤ
ソ
 
・
ク
ロ
な
ど
と
い
 
う
 差
別
的
な
言
葉
も
よ
 

く
 使
わ
れ
、
「
ア
ー
メ
ン
・
ソ
ー
メ
ン
・
 ヒ
ヤ
ゾ
 
ー
 メ
 @
 
ノ
 ア
 
」
、
「
 
ヤ
ソ
 
・
 ミ
ソ
 
・
イ
ヌ
ノ
 ク
ソ
 」
な
ど
と
 n
 
卜
 
ド
う
 @
 
二
口
 

葉
は
 、
仏
教
徒
の
子
 ど
 

も
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
の
子
ど
も
た
ち
を
か
ら
か
う
と
 
き
に
使
わ
れ
た
。
 

明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
日
本
人
の
意
識
は
き
 
ね
 め
て
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
も
の
で
あ
っ
た
。
地
方
都
 
市
 こ
と
に
農
村
地
域
 

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
邪
宗
観
は
根
強
く
、
仏
教
界
か
 ら
も
激
し
い
攻
撃
を
受
け
た
。
一
方
、
明
治
政
府
の
欧
 
化
政
策
に
よ
っ
て
来
日
 

し
た
が
雇
い
外
国
人
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
キ
リ
ス
ト
 
教
徒
で
あ
っ
た
の
で
、
進
ん
だ
文
明
の
象
徴
と
し
て
 
キ
 リ
ス
ト
教
が
受
け
止
め
 

ら
れ
、
鎖
国
時
代
の
旧
弊
に
飽
き
足
ら
な
い
進
歩
的
な
 
若
い
士
族
 層
は
 キ
リ
ス
ト
教
、
そ
れ
も
プ
ロ
テ
ス
タ
 
ン
ト
 に
急
速
に
接
近
し
 

捷
 。
英
学
校
や
仏
学
校
の
開
校
に
 よ
 る
教
育
事
業
、
孤
 児
 救
済
や
矯
風
活
動
な
ど
の
社
会
福
祉
事
業
な
ど
も
 
社
 全
的
認
知
を
つ
る
の
に
 

寄
与
し
た
。
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
界
か
ら
は
植
村
正
久
、
新
島
襄
、
 
海
 若
名
弾
正
、
内
村
鑑
三
一
、
新
渡
戸
稲
造
ら
と
い
っ
た
 代
 表
 的
な
明
治
の
知
識
 

人
 が
輩
出
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
界
か
ら
も
大
正
時
代
に
な
 
る
と
岩
下
壮
一
、
吉
満
義
彦
、
田
中
耕
太
郎
と
い
っ
た
 東
京
帝
国
大
学
出
身
の
 

学
者
が
知
識
階
級
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
キ
リ
ス
 
ト
 教
は
長
崎
を
中
心
と
す
る
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
か
ら
 
カ
 ト
リ
ッ
ク
教
会
に
戻
 っ
 

た
 復
活
キ
リ
シ
タ
ン
を
除
け
ば
、
都
市
部
の
イ
ン
テ
リ
 
層
 に
浸
透
し
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
バ
タ
ー
臭
い
ハ
イ
 ソ
 宗
教
、
イ
ン
テ
リ
 宗
 

教
 と
い
う
印
象
を
強
く
与
え
て
い
る
。
 

 
  

 

徹
底
し
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
。
 

 
 

 
  

 

い
 た
が
、
禁
教
下
の
潜
伏
時
代
に
は
切
麦
 丹
 ・
 鬼
利
至
 端
 ・
買
埋
 死
 倉
な
ど
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
文
字
が
 宛
 て
ら
れ
、
邪
宗
門
 観
が
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 

嫡
た
 。 

 
 

 
 

層
 、
イ
ン
テ
リ
層
を
除
き
、
一
般
信
徒
の
日
常
的
な
生
 
活
の
姿
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
 

してのキリシタン 信仰 

徒 象 あ の ほ ッ 園 高 の つ 認 送 
で き る キ 逃 ど プ か く 一 こ こ め っ 世 

あ 持 と り 避 に か ら 、 般 の と ら て 間 
つ っ リ ス 光 薄 は 大 近 民 よ さ れ い 一 
た て っ ト と ら あ 学 寄 衆 う え ず る 般 
美 受 て 教 な ぎ と に り に な 許 、 と に 
智 け よ こ っ 、 な い が 対 誤 さ 真 思、 は キリス 入れろ子 様の い。 そ とに力 ている 既成の たたな たるま たいと 布 する 解毎 れれば 顔で「 ってい 

一 心 に 現 の し っ 熱 ン 婚 多   
対 左 き か て 心 に も い 酒 
し は ッ し い な な 許 。 も 

関 ス ン リ で さ 」 な   
され になっ の教皇 差別 

に ア 立 人   

  毎 
を l た 的 ト を   

た ょ 失 や チ 打 数 号 か い 
"'  一 

っ 否 ャ 事 は え 
た 定 ぺ と ハ て 

人 的 ル な イ い 

々 感 で っ ソ る     の 情 緒 て で こ 

の 一 
い る 欠 

憧 は 婚 人 、 と る る か 
れ ま 式 し 一 が 

あ 。 よ う さ ず     ィ 青 く げ 日 人 し 
に 力 日 以 な と た 本 々 ろ 

  
吉 避 欲 

し ト 木 像 合 い い 全 に キ も 妊 的 
て リ 人 の ん っ 非 国 は リ 

でッ あ ク好と に こ 

敷 ス だて信に 一 よ徒幼居 @ 
「も 要望 生 な 

っ 信 印 で 
を 胎 活 

種 ぃ 力 稚 が 教 特 も る 



に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
 

程
度
に
す
ぎ
な
い
。
 

数
の
上
だ
け
か
ら
 

世
紀
を
指
す
）
は
 お
 ク

 信
徒
総
数
は
四
十
二
一
万
人
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
 
0
.
 一
一
 

一
 
%
 強
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
加
え
て
も
 0
.
 セ
 拷
 

み
る
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
（
ザ
ビ
エ
ル
渡
来
よ
り
 最
 後
の
在
日
司
祭
が
殉
教
し
た
十
七
世
紀
中
葉
ま
で
の
 
約
  
 

お
い
に
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
 う
に
思
わ
れ
る
。
私
た
ち
は
受
洗
者
と
い
う
と
、
キ
リ
 
ス
 

当 の と 信 清 め 
時 一   間 に 徒 本 の 問 
の 六 
日 一 キ 題よ にっおに " 穂状 況 題 " 
本 四 リ ー - つ て よ お を 政 
0 年 シ い 、 び ぃ 窺 治 

が 幕 政 

    
干 よ と ン 査 り き い に す       
と が 6 段 現 用 垣 と 

推 出 c 
定 さ 熱 
さ れ j し @ 
ね た な 
る 軍車 

    に り で 
信仰 

を 
キ 今 し シ き 

キ リ 

賛 

  美 
す 

シ タ   る 
タ ン 
ン の な お の ス 

殉 

の 総 
教 

い 明 日 ト 史 
人 数 こ 治 常 数 が 

口 は と 以 的 伝 
密 約 に 陸 な 来 

中 
j し @   す の 信 初 で 

は 十 る キ 伸 朗 あ 
三 セ 。 り 主 よ @ 

ス 括 り 2- 万人 % 強 一 ト 0 幕 キ 
で で   
あ あ 散在 、 りに 末 し シ 
つ つ こ よ い タ 
た た と う た ン と に な る 民 
現 れ 力 結 キ 衆 
在 ゎ   の 
め れ リ す シ 

日 る ッ る タ 本 ク こ ン 
日常 

生 

資 
  
が 

てイひ @.@ 
と 

ん 

ど失 

わ 
れ 
て 
お 
  

残 
さ 

れ 
た 
キ 

  
シ 

タ 
ン   

一教 日 

師 
狽 Ⅱ 

の資 

料 
が 

中 
j し @ 
と 

な 
  
て 
  
る 
    

と 

も 

あ 
  
て 

ネ中 ハ 。 

手酌 

教 
義 

  

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
期
以
前
 
の
 キ
リ
シ
タ
ン
研
究
に
関
し
て
は
、
長
期
に
わ
た
る
 迫
 害
 に
よ
っ
て
日
本
側
の
 

 
 



生活宗教としてのキリシタ ン 信仰 

 
 

す
る
新
し
い
神
と
し
て
武
士
を
ひ
き
つ
け
た
の
で
は
な
 
か
ろ
う
か
。
 

ト
 教
の
教
義
を
理
解
し
、
受
洗
以
前
に
そ
の
人
が
有
し
 
て
い
た
宗
教
を
一
掃
 し
 、
い
わ
ゆ
る
 
"
 ク
リ
ス
チ
ャ
 ン
 "
 と
し
て
の
（
熱
心
 

な
 ）
信
仰
生
活
を
営
ん
で
い
る
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
 頭
 の
ど
こ
か
に
描
い
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

領
主
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
 し
 、
家
臣
回
や
頑
民
が
そ
 の
 教
え
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
な
く
集
団
洗
礼
 
に
 導
か
れ
た
よ
う
な
 

場
合
、
彼
ら
を
キ
リ
シ
タ
ン
 と
 呼
 び
う
 る
で
あ
ろ
う
か
 。
殉
教
者
の
事
例
を
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 他
の
 信
徒
た
ち
も
同
じ
よ
う
 

な
 信
仰
を
共
有
し
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
て
 
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

キ
リ
シ
タ
ン
時
代
初
期
に
は
集
団
改
宗
に
よ
っ
て
急
速
 
な
 信
徒
数
の
増
加
を
見
た
が
、
改
宗
事
業
に
従
事
し
た
 
宣
教
師
の
数
が
少
数
 

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
教
義
の
理
解
は
 十
分
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
問
答
体
の
教
義
 
書
 
「
 ド
 チ
リ
ナ
・
キ
リ
シ
タ
 

ン
ヒ
 な
ど
か
な
り
流
布
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
欧
語
も
 多
く
混
じ
り
、
理
解
で
き
た
者
は
少
数
の
高
い
教
養
を
 
身
に
つ
け
た
一
部
の
者
 

に
 限
ら
れ
て
お
り
、
一
般
の
民
衆
が
容
易
に
理
解
で
き
 
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
以
下
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
 
入
れ
た
と
い
わ
れ
る
 信
 

徒
 た
ち
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
真
の
姿
を
 、
 彼
ら
の
 日
 

 
 

2
 
 キ
リ
シ
タ
ン
武
士
お
よ
び
知
識
人
が
求
め
た
も
の
 

武
士
が
最
も
神
仏
に
す
が
る
の
は
、
戦
場
に
お
け
る
 
命
 が
け
の
戦
い
の
場
面
で
あ
ろ
う
。
「
勝
負
は
時
の
運
」
、
 「
大
我
 に
 味
方
 す
 」
 
、
 

「
運
を
天
に
任
せ
て
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
示
さ
れ
 る
よ
う
に
、
戦
い
は
常
に
自
力
の
み
な
ら
ず
、
 運
 と
か
 天
 と
い
う
よ
う
な
趣
旨
 

然
 的
な
力
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
左
右
さ
れ
る
も
の
で
 
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
出
陣
に
さ
い
し
 
、
武
士
は
そ
の
守
護
神
 

た
る
八
幡
大
菩
薩
や
摩
利
支
天
な
 ビ
 に
戦
勝
、
武
運
 長
 久
を
祈
願
し
た
。
驚
異
的
な
力
を
持
つ
鉄
砲
が
ポ
ル
ト
 
ガ
ル
人
に
よ
っ
て
も
た
 

ら
さ
れ
、
戦
国
武
将
た
ち
は
競
っ
て
こ
れ
を
求
め
た
。
 同
時
に
も
た
ら
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
も
、
鉄
砲
 
同
 様
に
大
い
な
る
力
を
有
 

  



量
術
 、
武
器
、
火
薬
と
い
っ
 

術
や
珍
奇
な
文
物
も
あ
わ
せ
 

強
い
関
心
を
示
し
た
、
西
洋
 

こ
と
に
知
識
人
屑
に
対
す
 

ビ
 の
自
然
現
象
や
地
震
な
ど
 

自
然
科
学
に
対
す
る
知
識
が
 た

 科
学
技
術
、
お
よ
び
音
楽
、
楽
器
、
絵
画
、
時
計
、
 

眼
鏡
、
 鏡
 、
酒
、
菓
子
、
服
飾
な
ど
の
優
れ
た
 
芸
 

て
 日
本
に
も
た
ら
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
 

は
 キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
説
く
前
に
、
日
本
人
が
 

の
 自
然
科
学
知
識
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
 

ス
ト
教
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
し
た
。
 

る
 布
教
は
、
地
球
が
丸
い
こ
と
、
天
体
の
運
行
、
日
蝕
 

、
月
蝕
、
月
の
満
ち
欠
け
、
 
雷
 、
雲
、
雨
、
雪
な
 

ほ
 つ
い
て
説
明
し
、
そ
の
進
ん
だ
科
学
知
識
を
示
す
こ
 

と
が
絶
大
な
効
果
を
発
揮
し
た
と
い
う
。
高
度
な
 

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
信
頼
感
を
生
じ
、
そ
の
権
威
を
 

高
め
た
。
し
か
る
の
ち
に
唯
一
の
万
物
の
創
造
工
 

も
 変
わ
り
が
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 

キ
リ
シ
タ
ン
は
宗
教
と
と
も
に
、
数
学
、
物
理
学
、
医
 学
 、
薬
学
、
天
文
学
、
宇
宙
論
な
ど
の
自
然
科
学
、
印
 
刷
術
 、
航
海
術
、
測
 

の
間
に
存
在
し
た
呪
術
的
信
心
が
 、
 新
し
い
キ
リ
ス
ト
 教
の
衣
を
ま
と
っ
た
だ
け
で
、
伝
統
的
な
現
世
利
益
的
 
信
仰
の
本
質
に
は
少
し
 

お
 札
を
護
身
符
と
し
て
宣
教
師
に
求
め
た
。
宣
教
師
た
 
ち
は
こ
の
 ょ
う
 な
行
為
を
熱
心
な
信
仰
の
証
と
み
な
し
 た
が
、
そ
れ
ま
で
武
士
 

と
な
っ
た
武
士
た
ち
は
そ
の
代
わ
り
と
し
て
、
十
字
架
 
、
メ
ダ
イ
、
ロ
ザ
リ
オ
、
聖
遺
物
、
聖
人
の
名
や
聖
主
 日
 の
一
句
な
ど
を
書
い
た
 

通
常
、
武
士
た
ち
は
出
陣
に
際
し
て
、
神
符
、
教
典
、
 
神
仏
の
小
さ
な
像
な
ど
を
御
守
り
と
し
て
携
行
し
て
い
 
た
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
 

た
 甲
冑
を
用
い
、
全
身
を
キ
リ
シ
タ
ン
ブ
ラ
ン
ド
物
で
 
固
め
た
。
 

は
 十
字
架
の
旗
印
を
用
い
、
左
の
胸
に
十
字
架
、
右
の
 
胸
 に
は
キ
リ
ス
ト
受
難
の
象
徴
で
あ
る
剃
の
冠
 と
釘
、
 昔
 に
は
十
字
架
を
描
い
 

をこ 守 と日 
っ か 本 
て 」 最 
く と 初 
ね い の 
た っ キ 

全 て リ 

の 焼 シ 

十 か タ 

字 せ ン 
架 、 大 
を そ 名 

、 0 人 
も る 村 
つ と 純 
と に 忠、 
効 十 は 
き f 手 二 % 戊 
目 染 場 
0 を に 
あ 立 句 
る て か 
干 さ う 

字 架、 せと き 

と こ に 
交 れ   

換 を そ 

し 拝 れ 
て ん ま 

く で で 
れ 出 拝 
る 陣 ん 
よ し で 
う た き 

に と た 
ト い 摩 

科文 つ , 。 -4- 
ス 波 夫 
神 は 堂 
父 難 を   
つ 色 度 
た ⑥陵 子 

。 か な 

戦 ら 欺 
場 純 ぃ 
で 忠 た 

  



生活宗教としてのキリシタン 信仰 

存
在
、
霊
魂
の
救
済
に
つ
い
て
説
き
、
日
本
の
諸
宗
教
 
が
い
か
に
偶
像
崇
拝
に
み
 ち
、
 誤
っ
て
い
る
か
を
示
し
 た
の
で
あ
る
。
 

あ
き
ま
き
 

平
安
以
来
の
天
文
道
の
名
家
賀
茂
在
昌
は
日
蝕
、
月
蝕
 
、
天
体
の
運
行
に
つ
い
て
聞
き
、
都
で
最
初
の
キ
リ
シ
 
タ
ン
の
ひ
と
り
と
な
 

た
 。
当
時
、
都
に
お
け
る
最
高
の
知
識
人
と
い
わ
れ
た
 
結
城
山
城
守
忠
正
、
吉
田
神
道
の
継
承
者
で
儒
教
に
も
 
造
詣
の
深
か
っ
た
 清
 

外
記
 枝
賢
 、
足
利
学
校
に
学
び
全
宗
派
に
つ
い
て
の
 知
 
識
を
有
し
、
八
百
人
の
門
弟
を
抱
え
て
当
代
第
一
の
 
医
 者
 と
 う
 た
わ
れ
、
 
茶
 

一
 
6
 一
 

で
も
あ
っ
た
曲
直
瀬
道
三
ら
も
キ
リ
シ
タ
ン
ま
な
 

せ
 ど
 う
 さ
ん
の
自
然
科
 学の
知
識
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
宗
に
導
か
れ
た
 の
で
あ
る
。
知
識
人
 

理
由
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
が
 

が
 キ
リ
シ
タ
ン
に
近
づ
い
た
の
は
、
驚
く
ほ
ど
進
ん
だ
 開

始
さ
れ
る
と
、
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
ま
ず
棄
教
 

自
然
科
学
の
知
識
や
技
術
に
ひ
か
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
 

し
た
の
は
武
士
 層
や
 

ナ
ハ
 

@
 
し
 
o
o
 

3
 
 キ
リ
シ
タ
ン
農
民
・
漁
民
が
求
め
た
も
の
 

武
士
層
や
知
識
人
層
の
改
宗
の
動
機
に
は
政
治
的
、
経
 
済
 的
、
思
想
的
な
も
の
、
自
然
科
学
に
対
す
る
知
的
関
 
心
な
ど
が
み
ら
れ
る
 

一
般
民
衆
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
は
ほ
と
ん
 ど
 無
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
領
主
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
 
た
か
ら
と
い
う
だ
け
 

誠
人
層
で
あ
っ
た
。
 

領
 王
の
棄
教
に
よ
っ
て
一
転
し
て
 キ
リ
シ
タ
ン
を
捨
て
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
、
集
団
棄
教
 が
 生
じ
た
が
、
そ
れ
 

も
 最
後
ま
で
棄
教
を
拒
み
、
長
い
潜
伏
時
代
を
経
て
幕
 
末
 ま
で
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
を
伝
え
た
の
は
農
漁
民
た
ち
 
で
あ
っ
た
。
 

彼
ら
が
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
求
め
た
も
の
は
何
で
あ
 
っ
 た
ろ
う
か
。
封
建
時
代
に
あ
っ
て
は
、
民
衆
は
恒
常
 
的
な
貧
困
状
態
に
あ
 

、
 彼
ら
の
切
な
る
願
い
は
ま
ず
も
っ
て
家
内
安
全
、
無
 
病
 息
災
、
病
気
平
癒
、
大
漁
・
豊
作
満
足
、
商
売
繁
盛
 
と
い
つ
た
、
今
日
も
 

し
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
現
世
利
益
的
な
も
の
で
あ
る
 。
そ
の
願
い
は
主
と
し
て
祖
先
祭
祀
、
護
符
、
呪
文
、
 
唱
名
、
ト
占
、
山
伏
 

祈
禧
師
 に
よ
る
民
間
の
加
持
荷
 禧
 と
い
っ
た
呪
術
的
な
 行
為
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
願
 い
が
 叶
え
ら
れ
る
 

ら
ば
、
 
い
 か
な
る
神
仏
で
あ
ろ
う
と
も
す
が
る
こ
と
に
 拘
泥
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

な や 少 り で 知 の が 屠 人 掠 っ の 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 



天
草
の
貧
し
い
漁
師
た
ち
は
受
洗
後
、
か
っ
て
な
い
ほ
 
ど
の
驚
く
べ
き
漁
獲
に
恵
ま
れ
、
彼
ら
 

-
 
女
 
u
 
一
 

考
え
て
い
っ
そ
う
信
仰
を
深
め
た
と
い
う
。
五
島
で
は
 
耕
作
に
当
た
っ
て
災
厄
を
除
く
た
め
に
、
 

地
 に
建
て
た
。
十
字
架
が
豊
穣
を
祈
り
、
災
厄
を
除
く
 意
味
で
神
木
や
幣
束
な
ど
と
同
じ
意
味
で
 

こ
れ
ら
の
記
録
に
み
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
民
衆
の
信
仰
は
 き
わ
め
て
功
利
的
な
も
の
で
あ
っ
て
 、
 

る
 神
を
求
め
る
の
に
な
ん
ら
抵
抗
は
な
か
っ
た
よ
う
で
 
あ
る
。
戦
国
末
期
、
こ
と
に
江
戸
時
代
に
 

数
 は
、
民
衆
の
精
神
的
救
済
機
能
を
失
い
、
む
し
ろ
 彼
 ら
の
生
活
を
管
理
統
制
す
る
も
の
と
な
っ
 

天
竺
渡
り
の
南
蛮
の
神
に
救
い
を
求
め
た
と
し
て
も
 
不
 思
議
は
な
い
。
 い
 か
な
る
教
義
で
あ
る
か
 

目
 が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
と
さ
れ
 
@
 
十
ハ
 

Ⅰ
。
 

4
 
 キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
呪
術
性
 

ザ
ビ
エ
ル
以
来
、
宣
教
師
が
布
教
に
赴
い
た
先
々
で
は
 
、
病
気
を
患
う
人
々
に
対
し
て
奇
跡
に
 

章
雄
は
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
よ
っ
て
多
く
の
病
が
 癒
や
 さ
れ
た
奇
跡
 談
は
 、
一
般
民
衆
が
キ
リ
ス
 

よ
り
は
、
当
時
医
療
の
意
味
で
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
 
巫
女
、
山
伏
な
ど
に
 よ
 る
加
持
 祈
禧
や
呪
 

キ
リ
ス
ト
教
の
色
彩
を
帯
び
て
行
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
 
の
で
は
な
い
か
と
い
い
、
そ
の
事
例
と
し
 は

こ
の
恵
み
を
洗
礼
に
よ
る
も
の
と
 

宣
教
師
の
許
し
を
え
て
十
字
架
を
田
 

-
g
g
J
 

一
 

用
い
ら
れ
た
。
 

よ
り
多
く
の
御
利
益
を
与
え
て
く
れ
 

寺
請
制
度
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
の
 仏
 

た
 。
そ
こ
に
民
衆
が
力
あ
る
新
た
な
 

と
い
う
こ
と
に
関
心
は
な
く
、
効
き
 

よ
 る
信
仰
治
療
が
な
さ
れ
た
。
岡
田
 

ト
 教
の
奇
跡
を
信
じ
て
い
た
と
い
う
 

術
 、
禁
厭
な
ど
の
習
俗
が
そ
の
ま
ま
 

て
 聖
水
、
数
珠
、
十
字
架
、
聖
者
の
 

り
 、
そ
の
後
は
立
派
な
キ
リ
シ
タ
ン
と
し
て
生
き
た
と
 

 
 

時 の 
に 迷 

重 信 
水 を 
な お 
用 こ 

い な 

て っ 

い て 

た 異 
こ 教 
と 徒 
を の 
居、 よ 
し Ⅰ う   
し 生 
  活 

も る 
し し 

治 て 
厳 い 
し た た 
ら そ 

立 れ   
な 効 
キ 果 
リ が 
シ な 

タ い 
ン こ 

に と 

な が 

る わ 
と か 
決 る 

@ 、 し、 と し 
て キ 
飲 リ 

ん シ 

だ タ 
と ン 

こ ろ た ち 
病 が 
気 病 
は 気 
治 め 

  

フ
ロ
イ
ス
の
「
日
本
史
 ヒ
 
に
よ
れ
ば
、
島
原
の
あ
る
 キ
 リ
シ
タ
ン
の
婦
人
が
重
体
に
陥
っ
て
い
た
が
、
神
仏
に
 
祈
願
し
た
り
、
種
々
 

8
 



生活宗教としてのキリ 

る 者 は 
神 。 の れ 
へ 上 る 

の 産 土 

供物 

と 字 
し 架 

の て が 
お 神 恵 
T 
が 

@ 
霊祓 に人 

ね い 

を た の 
受 り 機 
け   首邑 

て お な 
  守 も 

た 
だ 

{ 
  
し 符 

時 て と 

サ @ し 財 し 

て休 @@ @ 布 て 
も ;;:  用 

中本 お 
大 い 
ね ら 

酒、 た れ 
り て 

魚   
サ 入 る 

対 前月 
  や 文 
て 寒 閨 
右 畜 先 
手 が や 
で 病 床 
十 気 柱 
字 を @ こ 

を し 貝占 

切 な り 

る い ィ寸 

習 よ け 
慣 " つ 六 こ 

が ひこ り 

生 と 
月 飲 葬 
の ま 武 
カ せ の 
ク た と 

レ り き 

キ も は 
  す 死 

9  (251) 

ノタ、 ノ 信仰 

ロ
 
聖
水
に
よ
る
清
め
」
 

聖
水
は
多
く
の
宗
教
に
お
い
て
清
め
の
シ
ン
ボ
ル
 
と
し
 て
 用
い
ら
れ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
洗
礼
を
 
始
め
、
様
々
な
清
め
 

の
 儀
式
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
フ
ロ
イ
ス
は
「
彼
ら
（
 
平
戸
の
信
徒
）
は
聖
水
に
対
し
て
格
別
の
信
心
を
抱
い
 
て
い
る
の
で
、
重
土
曜
 

日
 に
は
、
土
地
の
者
も
余
所
か
ら
来
た
者
も
皆
、
器
を
 持
っ
て
来
て
、
聖
水
を
持
ち
帰
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
 
各
自
の
家
に
保
存
し
、
 

-
 
Ⅱ
 -
 

病
気
に
際
し
て
そ
の
聖
水
に
大
い
な
る
信
頼
を
寄
せ
た
 
」
と
報
土
ロ
し
て
い
る
。
 

現
在
も
生
月
島
の
 カ
ク
レ
 
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
、
聖
地
 中
江
の
島
か
ら
採
っ
た
聖
水
を
清
め
の
働
き
を
示
す
一
 
種
の
神
的
存
在
と
し
 

て
 信
仰
の
対
象
と
し
て
い
る
。
洗
礼
、
葬
式
、
清
め
・
 祓
い
の
儀
式
な
ど
に
用
い
、
信
徒
は
病
気
の
さ
い
に
は
 
こ
れ
を
薬
と
し
て
飲
む
 

 
 

現
在
も
ま
っ
た
く
同
じ
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
 

ロ
 
十
字
・
十
字
架
に
よ
る
奇
跡
目
 

十
字
・
十
字
架
は
キ
リ
ス
ト
教
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
 
十
字
架
は
神
の
存
在
の
象
徴
と
し
て
、
こ
れ
が
立
っ
て
 
い
 る
場
所
は
聖
な
る
 

空
間
と
み
な
さ
れ
る
。
注
連
縄
で
囲
わ
れ
た
場
所
が
神
 
域
 と
さ
れ
る
よ
う
に
、
悪
霊
の
侵
入
す
る
こ
と
の
で
き
 
な
い
空
間
で
あ
り
、
 
悪
 

-
m
-
 

霊
は
退
散
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
生
月
の
 ヵ
ク
レ
 キ
リ
シ
 タ
ン
の
あ
い
だ
で
は
、
現
在
で
も
半
紙
を
錬
で
切
っ
て
 作
っ
た
 オ
マ
 ブ
リ
 と
呼
 

 
 

遺
物
、
神
の
名
・
オ
ラ
シ
ョ
を
唱
え
る
、
十
字
を
切
る
 
等
 を
あ
げ
て
い
る
。
 



シ
タ
ン
の
あ
い
だ
に
今
も
残
っ
て
い
る
が
、
「
対
治
邦
 執
 %
 型
の
な
か
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
風
習
と
し
て
「
日
用
 
中
の
所
作
・
行
法
、
茶
 

一
リ
 
-
 

飯
に
 逢
ふ
 時
 、
手
を
以
て
十
文
字
を
画
き
て
飲
食
す
」
 
と
あ
る
の
を
み
て
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
よ
り
悪
霊
を
 
祓
い
、
神
の
加
護
を
願
 

う
 た
め
の
所
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
 

古
野
清
人
は
、
改
宗
者
の
持
つ
文
化
的
遺
物
の
俗
信
 
ま
 で
 根
こ
そ
ぎ
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
 
ク
 自
体
悪
魔
の
存
在
 

を
 肯
定
し
、
神
懸
り
や
 恩
き
 物
は
悪
霊
の
仕
業
と
し
て
 こ
れ
を
悪
魔
祓
い
に
よ
っ
て
調
伏
で
き
る
と
考
え
て
お
 
り
 、
キ
リ
シ
タ
ン
の
 あ
 

い
だ
 で
も
悪
魔
 瓶
 き
を
十
字
架
、
聖
像
や
聖
 物
 、
聖
水
 や
祈
薦
 に
よ
っ
て
 癒
 や
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
  

 

改
宗
者
は
宣
教
師
の
指
導
に
よ
っ
て
、
仏
像
、
仏
壇
、
 
位
牌
、
数
珠
、
お
 礼
 、
お
守
り
な
ど
、
そ
れ
ま
で
信
仰
 対
象
と
し
て
き
た
も
 

の
を
破
壊
、
焼
却
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
 洗
礼
を
受
け
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
る
と
、
信
徒
た
ち
は
 
さ
っ
そ
く
そ
れ
ら
に
と
 

一
 
№
 -
 

っ
て
か
わ
る
も
の
を
求
め
た
。
彼
ら
が
聖
人
の
遺
物
や
 聖
像
、
聖
画
、
十
字
架
、
メ
ダ
イ
、
ロ
ザ
リ
オ
、
聖
水
 
な
ビ
 を
手
に
入
れ
る
た
 

め
に
示
し
た
情
致
に
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
。
 

キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
し
た
あ
と
も
、
神
仏
像
の
代
わ
り
 
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
聖
像
を
、
数
珠
の
代
わ
り
と
し
 
て
 ロ
ザ
リ
オ
、
経
文
 

一
 
W
-
 

0
 代
わ
り
と
し
て
オ
ラ
シ
ョ
や
聖
書
、
守
り
札
の
代
 
わ
 り
に
十
字
架
や
メ
ダ
イ
を
求
め
た
。
確
か
に
キ
リ
ス
ト
 教
 と
仏
教
の
あ
 い
 だ
に
 

も
た
い
へ
ん
似
通
っ
た
も
の
が
お
お
く
、
一
部
の
深
く
 
宣
教
師
と
交
流
を
持
っ
た
知
識
人
を
除
い
て
は
、
ほ
と
 
ん
ど
の
日
本
人
は
そ
の
 

間
の
概
念
の
差
異
を
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
 
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
天
竺
渡
り
の
新
た
な
仏
教
の
 
一
派
と
し
て
受
け
止
め
 

た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か
つ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
 、
 こ
れ
ま
で
慣
れ
親
し
ん
で
き
た
、
呪
術
的
な
現
世
利
益
 
を
も
た
ら
す
「
物
的
 信
 

-
 
リ
 -
 

必
用
具
」
Ⅱ
呪
物
が
信
仰
維
持
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
 
っ
 た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

ド
ミ
ニ
コ
会
の
 D
.
 
コ
リ
ヤ
ー
ド
神
父
が
日
本
で
集
め
 た
 %
 悔
集
に
 、
子
供
が
重
い
病
気
を
罹
っ
た
と
き
に
 
一
 小
に
デ
ウ
ス
に
祈
っ
   



物
 崇
拝
的
傾
向
を
認
め
、
そ
れ
に
適
応
す
る
方
策
を
講
 
じ
た
。
彼
ら
は
 

で
 キ
リ
ス
ト
教
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
考
え
、
 満
 足
し
た
の
で
あ
 

即
 

け
れ
 ば
、
 真
に
日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
教
を
も
た
ら
 
す
こ
と
に
は
な
ら
な
 

 
 

 
 

が
 十
字
架
、
メ
ダ
イ
 

 
 

い
る
が
、
そ
の
よ
 う
 

 
 

は
 

本
質
的
に
は
い
っ
そ
う
異
教
的
な
性
格
を
強
め
て
 
い
く
こ
と
に
な
る
と
 

 
 

趨
 こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
自
体
異
教
的
な
要
素
を
内
包
，
 
し
て
い
る
と
い
う
こ
 

活
 

 
 

と い な 、 い ろ 日 

をう裏 意 パ美ザ ロとう本 はか 人 
味 う な り 者 。 が 
し ド ち オ え そ 表 
て ッ ら な な の 面 
い ク つ ど か 奥 的 
る ス か を っ に に 
の に せ 熱 た 潜 キ 
か 気 る 望 の む リ 

も 付 こ す で ア シ 
し い と る あ ニ タ   

よ 煽 手 憾 め 
う ら に 

で れ と 

寛 衣 
な な 

あ た っ 弘 ま 

拭 と て る 、 。 信仰 さ ， っ 
こ が さ せ こ 

の 、 ら な と 

11@ (253) 

て
い
る
。
 

仏
教
や
神
道
の
衣
を
脱
ぎ
捨
て
て
キ
リ
ス
ト
教
の
衣
を
 
ま
と
っ
て
も
、
そ
の
内
に
あ
る
現
世
利
益
的
、
呪
術
的
 
信
仰
構
造
に
は
ほ
と
 

ん
ど
変
化
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
 う
 で
あ
る
。
こ
こ
に
 は
 一
神
教
の
理
解
と
い
う
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 宣
 教
師
側
も
日
本
人
の
呪
 

た
が
効
き
目
が
な
く
、
異
教
徒
の
意
見
を
聞
い
て
山
伏
 を
 呼
び
、
 祈
禧
 を
さ
せ
、
守
り
札
も
か
け
さ
せ
た
と
 

 
 

-
 
円
 -
 

る
 。
ま
た
犯
し
た
罪
の
究
明
の
た
め
の
手
引
き
書
で
あ
 
る
 
「
サ
ル
ヴ
ァ
ト
ー
ル
・
ム
ン
ジ
」
に
も
「
神
仏
の
 

や
 。
丈
人
間
に
ぼ
ち
利
生
を
あ
た
ゆ
る
 事
 叶
う
べ
き
と
 思
い
た
る
こ
と
あ
り
ゃ
 六
 
「
ゼ
ン
チ
ョ
（
異
教
徒
）
 

日
待
ち
を
し
、
或
は
祈
禧
の
為
に
巫
女
、
陰
陽
師
な
ど
 な
 よ
び
た
る
 事
 あ
り
ゃ
 目
 
「
占
い
呪
い
な
ど
を
我
と
 

り
や
」
、
「
時
日
・
方
角
を
見
、
夢
を
信
じ
、
 

鳥
 ・
獣
の
 鳴
き
声
を
気
に
か
け
た
る
事
な
ど
あ
り
や
」
な
ど
と
 

い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
た
後
に
も
、
日
常
生
活
の
 中
で
は
伝
統
的
な
異
教
的
信
仰
を
精
算
で
き
な
か
っ
 

い
う
よ
う
な
告
白
が
見
え
 

ば
ち
を
恐
れ
た
る
 事
 あ
り
 

の
法
に
ま
か
せ
、
月
待
ち
 

す
る
か
人
に
さ
す
る
事
あ
 

い
う
 事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
 

た
者
が
い
た
こ
と
を
示
し
 



半
島
沖
の
鳥
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
の
間
で
行
わ
れ
 
て
い
た
。
「
魂
入
れ
」
と
は
石
塔
や
仏
壇
と
い
っ
た
「
 物
 」
に
魂
を
入
れ
 

と
に
よ
っ
て
 、
 単
な
る
物
的
存
在
で
は
な
く
、
生
き
た
 ア
ニ
マ
を
有
す
る
霊
的
存
在
に
変
身
さ
せ
る
儀
礼
で
あ
 
る
 。
 

こ
の
儀
礼
は
現
在
の
生
月
の
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
間
 で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
 
な
 儀
礼
と
な
っ
 

る
 。
彼
ら
は
御
前
様
（
 御
 神
体
の
掛
絵
）
、
聖
水
、
 オ
 マ
 ブ
リ
（
紙
で
作
っ
た
十
字
架
）
、
お
礼
儀
、
オ
テ
ン
ペ
 シ
 ャ
 な
ど
の
信
心
 

は
 、
聖
水
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
「
お
魂
入
れ
」
が
お
こ
 
な
わ
れ
る
と
、
そ
の
後
は
物
で
は
な
く
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
 タ
ン
の
ご
神
体
と
 

-
 
盤
 -
 

き
わ
め
て
丁
重
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

寛
文
年
間
二
六
六
一
 
｜
セ
こ
 頃
の
記
録
で
あ
る
「
 外
 目
沖
 昌
之
 者
 邪
宗
万
口
書
亡
妻
」
に
よ
れ
 ば
 、
キ
リ
シ
 タ
ン
で
あ
る
 善
 

が
 拝
ん
で
い
た
仏
の
石
を
厳
し
く
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
 
 
 

「
 一
 
も
が
石
毛
し
ま
 ん
 

右
は
 正
伝
 
-
 
補
注
弾
圧
以
前
に
拝
ん
で
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
の
 
箇
 焼
き
捨
 つ
候
 後
、
神
屋
敷
と
申
す
 処
へ
 参
り
 候
 処
 、
左
右
 三
 

に
 踏
懸
り
候
に
付
 て
 帰
り
、
 姥
へ
咄
 仕
り
 候
処
 、
正
伝
 焼
 捨
て
身
替
り
に
あ
た
へ
ら
れ
 候
品
 に
て
こ
れ
 有
 と
申
 し
 候
に
付
 て
 

と
伝
 五
郎
に
母
 相
 頼
み
、
た
ま
し
入
れ
貰
い
是
迄
 相
用
 ひ
 来
り
 候
 」
 

と
 白
状
し
た
。
善
太
郎
は
キ
リ
シ
タ
ン
の
神
像
を
焼
き
 
捨
て
た
後
、
偶
然
に
三
日
間
続
け
て
つ
ま
づ
い
た
 
石
 を
 拾
っ
て
き
て
、
「
 

ん
 
（
シ
メ
オ
ン
と
い
う
聖
人
名
か
）
」
と
名
付
け
、
 
そ
 れ
に
沖
の
島
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
頭
取
に
魂
を
入
れ
て
も
 
も
っ
て
身
替
り
 仏
 と し 頭 目 太 し 用 て る 

し ま 取 足 卜 且 て 具 い 
    

 
 

 
 
 
 

神
棚
、
新
船
、
お
札
な
ど
を
新
調
し
た
と
き
に
仏
僧
 
や
 神
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
儀
礼
が
、
十
七
世
紀
中
期
に
 
肥
前
国
大
村
 落
西
彼
杵
 

 
 

こ
こ
で
キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
た
民
衆
の
信
仰
の
姿
を
よ
 く
 示
す
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。
「
魂
入
れ
」
と
い
う
 今
 目
 で
も
石
塔
、
仏
壇
、
 

 
 

  

由
 魂
入
れ
口
 

2
 

 
 



圭ヒ 荻 

天
草
崩
れ
で
は
取
調
べ
の
結
果
、
五
千
名
以
上
の
キ
リ
 
シ
タ
ン
が
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
が
、
あ
ま
り
の
数
の
 多
さ
に
か
え
っ
て
厳
し
 

諫
 
続
い
て
天
草
下
島
の
大
江
，
・
 崎
津
 ・
高
浜
・
ム
ニ
 

昌
 の
回
付
に
一
八
 0
 五
年
女
 化
 三
大
規
模
な
「
天
草
 

 
 

3
 
 
 

 
 

-
 
ぬ
 -
 

は
 

告
に
 ょ
 り
、
一
網
打
尽
 式
に
 摘
発
処
分
さ
れ
る
こ
 と
で
あ
る
。
長
崎
の
浦
上
村
で
は
 
一
セ
九
 0
 

年
 @
 

政
 こ
に
「
浦
上
一
番
崩
れ
」
 、
 

 
 

 
 

て
 拝
ん
で
 い
 た
の
で
あ
る
。
 

ま
た
沖
の
島
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
頭
取
は
 、
 

「
 
孫
 左
衛
門
 姥
 前
方
（
以
前
）
紙
を
持
参
し
、
仏
に
た
 ま
し
入
れ
呉
れ
仮
様
に
相
 契
候
 に
付
 て
 仕
法
仕
り
遣
り
 申
し
 候
 、
家
の
つ
 

 
 

長
崎
、
天
草
は
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
初
期
よ
り
潜
伏
時
代
 

 
 

ん
ど
が
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
し
た
日
本
で
最
も
深
く
 
キ
 

に
 入
る
ま
で
、
最
も
長
期
間
に
わ
た
っ
て
宣
教
師
の
指
 

る
 -
 

リ
シ
タ
ン
の
教
育
が
浸
透
し
 

導
を
直
接
に
受
け
、
 

た
ん
 
ち
 {
 

ま
 
（
側
面
）
に
だ
ち
く
（
 葮
 竹
藪
こ
れ
有
り
、
是
に
 朝
夕
の
茶
湯
の
唱
へ
等
仕
り
 候
 」
 

と
 ロ
述
し
て
い
る
。
 孫
 左
衛
門
の
姥
も
キ
リ
シ
タ
ン
の
 頭
取
か
ら
 仏
 
（
紙
に
キ
リ
シ
タ
ン
の
神
像
を
描
い
た
も
 の
 ）
に
魂
入
れ
を
お
こ
 

な
っ
て
も
ら
つ
て
い
る
。
宣
教
師
か
ら
直
接
教
育
を
受
 
け
た
可
能
性
も
あ
る
時
代
に
生
き
た
キ
リ
シ
タ
ン
集
団
 
の
 リ
ー
ダ
ー
た
る
頭
取
 

が
 、
魂
入
れ
と
い
う
よ
う
な
極
め
て
民
俗
的
な
儀
礼
を
 
頼
ま
れ
れ
ば
事
も
む
げ
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
キ
 リ
シ
タ
ン
と
は
い
え
、
 

民
衆
の
日
常
的
な
宗
教
生
活
の
中
に
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 
的
な
伝
統
的
 神
 観
念
が
絶
え
る
こ
と
な
く
 息
づ
い
 て
 い
 た
の
で
あ
る
。
 

二
 

潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
の
日
常
的
信
仰
生
活
 

そ
の
両
地
で
、
潜
伏
時
代
の
中
期
に
、
相
次
い
 
で
 キ
リ
シ
タ
ン
崩
れ
が
発
生
し
て
い
る
。
崩
れ
と
は
 潜
 伏
 キ
リ
シ
タ
ン
の
組
織
が
 密
 



佛
 と
み
な
さ
れ
、
「
み
の
り
 
佛
 」
は
キ
リ
シ
タ
ン
用
語
 と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る
が
、
農
家
で
は
実
り
あ
る
 
佛
 と
 現
世
利
益
と
結
び
っ
 

い
 処
分
を
免
れ
、
宗
門
心
得
違
い
の
異
宗
徒
と
し
て
 寛
 大
な
処
置
を
受
け
て
い
る
。
 

1
 
 浦
上
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
 

異
佛
 信
仰
と
オ
ラ
シ
ョ
 の
 呪
文
化
 

十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
浦
上
や
 
天
草
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
い
か
な
る
も
の
を
 
神
 と
し
て
拝
み
、
何
を
 

祈
願
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
浦
上
で
は
金
属
製
、
 
石
製
、
焼
物
の
仏
像
の
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
書
画
 
で
あ
っ
た
。
十
字
架
、
 

メ
ダ
イ
の
よ
う
な
一
見
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
 物
 と
わ
か
る
 

よ
う
な
も
の
は
、
発
見
を
恐
れ
て
、
お
そ
ら
く
深
く
 

隠
 匿
し
た
か
、
処
分
し
て
 

し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

浦
上
一
番
崩
れ
の
調
書
に
で
て
く
る
像
の
名
称
に
は
 
次
 の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
 

一
 
「
 
セ
 太
郎
へ
佛
の
名
申
し
聞
き
候
は
サ
ン
タ
マ
リ
ヤ
 
と
も
申
す
他
に
も
併
有
り
、
名
は
御
座
候
へ
ど
も
抜
出
 
申
さ
ず
 候
 」
 

二
 
「
親
の
代
よ
り
阿
弥
陀
は
拝
ま
ず
も
、
 リ
ラ
づ
 佛
を
 拝
み
 候
 」
 

三
 
「
大
村
 
領
 北
村
 セ
 兵
衛
と
申
す
も
の
 ヲ
シ
 メ
サ
 で
 と
 申
す
人
を
私
へ
見
せ
申
し
 候
間
 、
い
か
様
な
る
物
に
 候
裁
 と
調
合
ひ
 相
 尋
ね
 

候
処
 、
 ヲ
シ
 メ
サ
 マ
と
 申
す
人
と
申
し
、
是
を
戴
き
 候
 へ
ば
宜
 き
車
こ
れ
百
段
申
し
 候
 。
 絵
 踏
の
様
に
御
座
候
 品
 に
て
御
座
候
」
 

四
 
酒
屋
の
 セ
 太
郎
は
「
私
債
 八
ケ
年
 ほ
ど
以
前
旅
僧
 に
 勧
め
ら
れ
、
吉
事
宗
一
 ケ
午
 ほ
ど
信
仰
仕
り
 候
共
 、
 よ
ろ
し
き
事
も
御
座
な
 

く
打
 捨
て
申
し
 候
 。
商
家
に
て
は
 利
有
佛
と
 唱
へ
、
 百
 姓
 に
て
は
み
の
り
 佛
と
 唱
へ
申
し
 候
 」
 

五
 
「
私
所
持
の
佛
は
親
代
よ
り
持
ち
 伝
 へ
に
て
聖
徳
 太
子
と
承
り
 伝
へ
 申
し
 候
 」
 

六
 
「
 
観
 よ
り
譲
り
こ
れ
有
り
 候
 佛
を
念
じ
 候
 よ
り
 外
 覚
へ
之
 な
く
 候
 。
名
は
存
知
申
さ
ず
 候
 。
阿
弥
陀
か
何
 か
 存
知
申
さ
ず
 候
 」
 

二
の
「
 リ
ラ
づ
佛
 」
と
は
デ
ウ
ス
の
 転
誰
 で
あ
ろ
う
。
 四
の
「
村
有
 佛
 」
は
 リ
ラ
づ
佛
と
 同
じ
で
あ
る
が
、
 商
 家
で
は
利
益
が
あ
る
   



け
て
 イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
五
は
先
祖
伝
来
と
い
う
 
こ
と
で
、
聖
徳
太
子
 像
 と
伝
え
ら
れ
、
六
は
も
は
や
 阿
 弥
陀
仏
か
何
か
で
、
 名
 

前
は
亡
失
さ
れ
て
い
る
。
神
像
の
名
前
か
ら
す
る
と
、
 
総
じ
て
通
常
の
神
仏
と
は
ど
こ
か
異
な
っ
た
雲
仙
、
 
も
 し
く
は
由
来
不
明
で
あ
 

る
が
父
祖
伝
来
の
あ
り
が
た
い
 仏
 と
し
て
拝
ま
れ
て
い
 た
よ
う
 で
あ
る
。
 

浦
上
の
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
が
神
像
を
拝
む
目
的
は
 
、
上
掲
 三
 に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
是
を
戴
き
候
へ
ば
 宜
き
事
 こ
れ
有
り
 候
 」
 

に
 尽
き
る
よ
う
で
あ
る
。
宜
し
き
こ
と
が
あ
る
と
い
う
 
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
四
に
 
あ
る
 よ
う
 に
、
旅
僧
 か
 

ら
 吉
事
宗
と
し
て
勧
め
ら
れ
、
一
年
ほ
ど
試
し
て
み
て
 
も
あ
ま
り
「
宜
し
き
 事
 」
が
な
け
れ
ば
簡
単
に
捨
て
も
 し
て
い
る
。
 

キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
を
や
め
た
理
由
と
し
て
、
あ
ま
り
 宜
 し
き
事
も
な
い
と
い
う
他
に
、
「
祭
日
に
は
暦
に
た
ね
 蒔
き
よ
し
と
御
座
候
 

日
 に
も
 作
方
 仕
ら
ず
、
外
に
日
ど
り
御
座
候
に
付
き
、
 右
の
日
限
な
ど
繰
り
申
し
 候
 て
は
大
分
 差
 支
へ
不
勝
手
 に
 御
座
候
間
 相
 止
め
 申
 

し
候
 」
と
、
農
作
業
に
差
支
え
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
 
い
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
え
に
は
「
障
り
の
 日
 」
と
い
 う
の
が
あ
り
、
祝
い
日
 

安
息
日
）
に
は
労
働
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
漁
業
関
係
 
者
は
さ
ら
に
切
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
信
仰
生
活
と
 
労
 働
 め
ど
ち
ら
を
優
先
さ
 

せ
る
か
と
い
う
の
は
、
今
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
 
で
あ
る
。
 

 
 

物
 崇
拝
 へ
 

 
 

神
は
 、
 「
て
い
う
す
 丁
 デ
ウ
ス
）
 様
 と
申
す
は
日
天
 と
 存
じ
奉
り
、
毎
朝
夫
 な
拝
 

 
 

捌
み
 申
し
 候
 」
と
今
富
村
百
姓
礼
方
日
記
に
あ
り
、
 
浦
上
異
宗
徒
が
「
 リ
ラ
っ
丁
 デ
ウ
ス
）
佛
は
日
月
の
 御
子
」
と
い
う
に
酷
似
し
て
 

 
 

 
 

は
 
い
ろ
。
 て
い
う
す
 様
は
「
作
神
」
と
さ
れ
、
こ
れ
 を
 拝
む
時
に
は
、
仏
像
所
持
者
は
「
あ
ん
め
ん
じ
ん
す
 
、
あ
ん
め
ん
じ
ん
す
、
あ
ん
 

 
 

 
 

、
 道
の
さ
ん
と
め
、
不
慮
の
煩
、
頓
死
の
各
、
悪
事
 
災
難
こ
れ
な
き
や
う
に
ひ
と
 

柿
ゑ
に
願
ひ
 奉
る
」
と
唱
え
、
所
持
者
以
外
は
「
 あ
 ん
 め
ん
じ
ん
す
、
あ
ん
め
ん
じ
ん
す
」
と
だ
け
唱
え
る
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>
 
つ
 

高
浜
村
百
姓
礼
方
日
記
に
 ょ
 れ
ば
、
天
草
崩
れ
に
際
し
 て
 没
収
さ
れ
た
多
数
の
信
仰
対
象
に
は
寛
永
通
宝
の
よ
 
う
 な
貨
幣
、
刀
の
目
 

貫
 、
鏡
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
キ
リ
シ
タ
ン
 
名
を
与
え
て
拝
ん
で
い
た
。
錬
一
文
Ⅱ
デ
 
イ
タ
 ス
 サ
マ
 、
 銭
 一
文
 ぃ
 ア
ン
メ
ン
 

ゼ
ン
ス
九
ヤ
 殿
 、
大
黒
天
Ⅱ
サ
ン
タ
元
ヤ
、
人
形
Ⅱ
 ク
 ル
キ
サ
マ
 Ⅱ
西
行
法
師
、
目
貫
Ⅱ
 ジ
 ス
ワ
ン
サ
 マ
、
寿
 名
神
Ⅱ
 マ
ヤ
サ
マ
、
秩
 

文
三
十
四
番
 歌
 縁
起
Ⅱ
マ
ル
 ヤ
サ
マ
 、
 丸
鏡
 Ⅱ
マ
ル
 ヤ
 サ
マ
 、
蛮
国
 仏
 Ⅱ
 ク
ル
ギ
 殿
な
ど
で
あ
る
。
古
野
清
人
 は
 
「
秘
蔵
の
異
 仏
 、
異
 

一
 
%
 一
 

具
に
神
仏
が
乗
り
移
っ
て
い
る
と
信
じ
て
礼
拝
し
て
い
 
た
 、
一
種
の
呪
物
崇
拝
者
、
象
徴
信
仰
者
で
あ
っ
た
」
 
と
 分
析
し
て
い
る
。
 

天
草
の
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
が
そ
の
信
仰
に
求
め
た
も
の
 
は
 、
「
高
浜
村
百
姓
仁
平
後
家
た
っ
 外
 三
人
口
書
（
一
八
 0 五
年
こ
ぼ
そ
の
 典
 

型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

「
私
共
旦
那
 寺
 宗
門
の
外
、
家
々
性
来
た
り
を
取
り
行
 
い
候
儀
 に
て
、
マ
ル
 ヤ
と
 申
す
佛
を
信
仰
仕
り
 候
 ど
も
 、
悪
事
災
難
を
除
 

き
、
無
病
息
災
に
て
作
物
等
宜
し
く
、
来
世
は
親
子
 
兄
 第
 一
同
宜
し
き
所
に
生
れ
、
安
楽
の
身
と
成
り
 候
由
承
 り
 伝
え
、
内
密
に
 

信
仰
仕
り
佛
を
拝
み
 候
節
は
ア
 メ
ン
ジ
ン
ス
の
唱
え
 候
 迄
 に
て
、
委
細
の
訳
は
相
弁
え
申
さ
ず
 候
 。
」
 

家
内
安
全
・
無
病
息
災
，
豊
作
満
足
と
い
う
の
は
、
 
日
 本
人
が
神
仏
に
求
め
る
定
番
で
あ
る
。
あ
の
世
に
お
い
 
て
 親
子
兄
弟
一
緒
に
 

幸
せ
に
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
来
世
志
向
の
影
 
響
 と
み
な
さ
ず
と
も
、
民
衆
の
素
朴
な
心
情
と
解
し
 
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
 

 
 同

口
書
に
は
続
け
て
興
味
深
い
記
載
が
あ
る
。
マ
ル
 
ヤ
 と
い
う
仏
を
拝
ん
で
も
、
次
第
に
不
幸
せ
に
な
り
、
 
そ
 の
 原
因
を
逆
に
異
 仏
 

一
刀
 
一
 

を
 信
仰
し
た
罰
で
は
な
い
か
と
考
え
、
信
仰
す
れ
ば
 
幸
 せ
に
な
れ
る
と
聞
い
た
 準
提
 観
音
を
祀
り
、
ま
た
村
の
 坊
さ
ん
か
ら
血
脈
を
授
 

か
り
、
仏
教
を
熱
心
に
信
仰
す
れ
ば
幸
せ
に
な
る
か
も
 知
れ
な
い
と
思
い
、
五
年
ほ
ど
前
か
ら
 異
法
 
（
キ
リ
シ
 
タ
ン
 一
は
 止
め
た
と
い
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生活宗教としてのキリシタ ン 信仰 

 
 

 
 

に
 認
め
ら
れ
た
の
ち
、
幕
末
に
再
渡
来
し
た
カ
ト
リ
ッ
 ク
 教
会
に
戻
っ
た
人
々
を
「
復
活
キ
リ
シ
タ
ン
」
 、
そ
 の
後
も
潜
伏
時
代
と
か
 

  

あ 
6 日 

こ 本 
と 国 
を 内 

強 に 
ぃ 残 
ら 留 
れ し 

た て 
蒔 い 

ィ犬 た 
0 景 

  
を 岡 

「 潜心 祭 
伏 西 
キ マ   
シ シ 

タ ョ 

ン が 

」 殉 
と 教 
呼 し 

ぶ た   
一 六 
八 四 
セ 四 年 
年 正保 - 明 - 
一万 治 - -   
  
- よ   
明治 降 、 
信 初 
側 頭 
の ま 

白 で 由 
が 仏 

基 数 
奉 征 
的 で 

心 火 立 も 五 し で 

日を授 神たるうな現現代 「丈 棟 0 ね 、 ジュ 治り 年 難 勝っ て し 、 
キ 美人をそ かヮ幸儀 たた 些 

三 リ の が 赤 れ り ン せ し が 

  

。 れ年十いこ   セ 」 小   
ク 守 ン ょ 
レ り の っ 

ム ロ キ   
ン い よ 得 
の う う ち   

村     
生 は 

  
渡り歩 れてぃ 辰 とし、 

      タ 益   
い し と 

タを り 求れ こ し， スワンゼン 、 ジ ジ 勝つ ば 。   か め は ス ン と ョ   と 、 ネ中 九 三 教 ア 
恐 観 仏 ヤ 次 え ン   れ め の 

な え り る る 罰 
い 抜 は 民 れ か 土兵衛 様 」と 平は湿 られ、 
o い な 衆 た と 唱 毒 そ は 

て い の 教 思 え を の 五 唯   素 え い れ 患、 と 島 
木卜 を 彗至 @ ま Ⅰ @  き ひこ 

組め な 受 提   
射 よ 信 け 観 /fc2-   

ラ マ Ⅰ 少 に 



一
 
㏄
 一
 

わ
る
こ
と
な
く
寺
や
神
社
と
の
関
係
を
保
ち
続
け
、
 現
 左
 に
い
た
っ
て
い
る
人
々
を
「
カ
ク
 レ
 キ
リ
シ
タ
ン
」
 
と
 呼
ぶ
。
 

カ
ク
レ
 
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
改
宗
 し
 た
 者
の
子
孫
で
あ
る
が
、
明
治
に
入
っ
て
信
仰
の
自
由
 
が
 認
め
ら
れ
た
後
も
 

カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
一
線
を
画
し
、
潜
伏
時
代
よ
り
伝
承
 
さ
れ
て
き
た
信
仰
形
態
を
維
持
し
続
け
て
い
る
人
々
の
 
こ
と
で
あ
る
。
オ
ラ
 シ
 

ョ
や
 儀
礼
な
ど
に
末
だ
多
分
に
キ
リ
シ
タ
ン
的
要
素
を
 
留
め
て
い
る
が
、
長
年
月
に
わ
た
る
指
導
者
不
在
の
も
 
と
 、
日
本
の
民
俗
信
仰
 

 
 

と
 深
く
結
び
つ
き
、
重
層
信
仰
、
祖
先
崇
拝
、
現
世
 
利
 益
 、
儀
礼
主
義
的
傾
向
を
強
く
示
し
て
い
る
。
現
在
も
 
長
崎
県
下
の
外
海
・
 五
 

島
地
方
・
 
王
 p
 島
の
北
方
に
あ
る
生
月
島
に
残
存
し
て
 い
 る
が
、
生
月
島
を
除
い
て
は
ほ
 ほ
 解
散
状
態
に
あ
る
  
 

1
 
 カ
 ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
 転
 換
 

カ
ク
レ
 
キ
リ
シ
タ
ン
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
 タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
 初
 期
 に
か
け
て
キ
リ
シ
 

 
 

タ
ン
に
改
宗
 し
 、
そ
の
後
の
江
戸
幕
府
の
厳
し
い
弾
圧
 に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
徒
た
ち
は
教
え
を
捨
て
る
こ
と
 
な
く
、
表
向
き
は
仏
教
 

 
 

徒
を
装
い
な
が
ら
隠
れ
て
そ
の
信
仰
を
守
り
通
し
た
。
 
幕
末
に
宣
教
師
が
再
渡
来
し
た
が
、
正
統
な
カ
ト
リ
ッ
 
ク
の
 教
会
に
戻
る
こ
と
 

な
く
、
今
も
先
祖
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
信
仰
を
隠
し
 
て
 伝
え
て
い
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

「
キ
リ
シ
タ
ン
に
改
宗
し
た
」
と
い
う
当
時
の
記
録
に
 接
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
改
宗
者
は
従
来
の
伝
統
的
な
 
神
仏
を
捨
て
、
唯
一
 

絶
対
な
る
神
を
信
じ
て
迫
害
に
も
耐
え
、
敬
虔
な
信
仰
 
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
が
ち
 
で
あ
る
。
た
し
か
に
 キ
 

リ
シ
タ
ン
的
な
衣
を
受
け
入
れ
は
し
た
が
、
そ
の
次
の
 
下
の
信
仰
の
本
質
に
は
さ
ほ
ど
根
本
的
な
変
化
は
み
ら
 
れ
ず
、
日
常
的
な
信
仰
 

生
活
の
場
面
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
呪
術
的
な
現
世
利
益
 
性
格
が
強
か
っ
た
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
と
お
り
で
 
あ
る
。
日
本
の
宗
教
史
 

に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
の
意
義
は
、
従
来
の
重
層
的
な
 信
心
に
、
天
竺
渡
り
の
さ
ら
に
パ
ワ
フ
ル
 な
 、
な
ん
で
 も
 願
い
事
を
叶
え
て
く
 

れ
そ
う
な
神
が
新
た
に
ひ
と
つ
加
え
ら
れ
た
と
い
う
の
 が
 実
体
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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な
が
ら
 オ
ジ
 様
は
歴
史
的
に
神
聖
な
お
授
け
を
お
こ
 な
 っ
て
き
た
の
で
、
オ
ヤ
ジ
 様
 以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
 ブ
 １
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
 

即
興
味
深
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
 オ
ジ
 様
を
通
し
 て
 生
月
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
日
常
的
な
信
仰
生
活
の
 有
様
を
眺
め
て
い
く
こ
と
に
 

 
 

タ
 
し
た
い
。
 

 
 

 
 

け
れ
ば
な
ら
ず
、
任
期
は
一
期
 二
 一
、
四
年
が
普
通
で
あ
 
る
が
、
後
継
者
が
い
な
け
れ
 

 
 

は
ば
 交
代
も
で
き
ず
、
オ
ヤ
ジ
役
も
兼
務
し
な
が
ら
 五
期
十
五
年
間
務
め
た
例
も
あ
る
。
後
継
者
選
出
は
原
 
別
 と
し
て
互
選
に
よ
る
が
、
 

 
 

と
も
多
い
。
古
参
と
は
 祈
濤
師
に
カ
ク
レ
 の
神
様
で
あ
 る
 
「
御
前
様
」
の
霊
を
乗
り
 

 
 

摘
 
移
ら
せ
、
直
接
に
「
神
様
の
お
下
が
り
 

補
帯
 」
 を
 受
け
て
後
継
者
を
決
め
る
方
法
で
あ
る
。
御
前
様
 
の
 意
志
に
逆
ら
い
、
役
を
断
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る
 宮
座
制
度
に
酷
似
し
て
い
る
。
 
ツ
 モ
ト
は
ま
さ
に
 
頭
 尾
 に
相
当
す
る
。
 

生
月
島
の
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
組
織
は
「
オ
ジ
 
役
 
（
 
オ
 ジ
様
 ）
」
 
｜
 「
 
オ
ャ
ジ
役
 （
オ
ヤ
ジ
 
様
 ）
」
 
｜
 「
復
申
」
 
の
 

信
徒
た
る
「
垣
内
」
か
ら
な
る
。
オ
ジ
様
は
お
授
け
（
 

洗
礼
）
を
行
い
、
最
高
役
職
と
さ
れ
て
き
た
が
、
最
近
 

で
は
 

ど
 行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
長
老
・
顧
問
 
格
 と
し
て
位
置
付
 
け
ら
れ
、
実
質
的
に
は
 
ツ
 モ
ト
の
オ
ヤ
ジ
様
が
王
 
彼
 を
 務
め
 三

役
と
、
末
端
の
 

お
 授
け
も
ほ
と
ん
 

て
い
る
。
し
か
し
 

る の 宅 に 
2
 
 生
月
島
の
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
組
織
 

 
 

カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
現
存
す
る
地
区
の
中
で
、
唯
一
 未
 だ
に
健
全
な
組
織
が
残
さ
れ
、
数
多
く
の
行
事
が
営
 
ま
れ
て
い
る
生
月
島
 

お
け
る
彼
ら
の
日
常
的
な
信
仰
生
活
の
姿
を
紹
介
し
よ
 う
 。
通
常
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
諸
行
事
は
「
 ツ
 モ
ト
 」
と
呼
ば
れ
る
、
 自
 

に
ご
神
体
を
預
か
る
「
オ
ヤ
ジ
 様
 」
の
家
で
行
わ
れ
る
 。
 ッ
 モ
ト
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
様
は
、
 納
 F
 に
祀
ら
れ
 て
き
た
の
で
、
外
部
 

者
か
ら
は
納
戸
神
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、
島
内
で
は
 
御
 前
様
 と
呼
ぶ
。
カ
ク
 レ
 の
組
織
は
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
以
 来
の
信
徒
組
織
で
あ
 

コ
ン
フ
ラ
リ
ア
が
今
日
ま
で
続
い
て
き
た
も
の
と
み
る
 
@
 
こ
と
も
て
き
る
力
 

@
 
@
 @
 
3
 
 

Ⅰ
 
リ
亡
 

、
 実
際
の
形
態
は
日
本
の
民
俗
信
仰
 
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
 

  



神
聖
に
保
つ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
 

オ
ジ
役
は
在
任
期
間
中
は
夫
婦
の
交
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ジ
役
の
清
浄
さ
 

前
後
一
週
間
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
 

日
常
生
活
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
 

4
 等
は
 オ
ジ
様
 専
用
の
も
の
が
用
意
 

の
洗
濯
機
の
 ニ
 ム
ロ
備
え
て
い
る
人
も
 

い
わ
れ
て
い
る
。
 

生
月
の
中
で
も
も
っ
と
も
厳
格
な
 

オ
ジ
 役
の
任
務
で
あ
る
お
授
け
が
神
聖
な
行
事
と
し
て
 

重
視
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
昔
は
 

わ
り
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
赤
不
浄
の
た
め
に
 

ケ
ガ
レ
 が
あ
る
と
さ
れ
る
女
性
と
接
す
る
 

が
 失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
は
そ
こ
ま
で
は
要
求
 

さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
お
授
け
の
 

と
さ
れ
て
い
る
。
 

が
あ
り
、
オ
ジ
様
は
必
ず
一
番
風
呂
に
入
ら
ぬ
 ぼ
 な
ら
 ず
 、
タ
オ
ル
 、
 石
け
ん
、
洗
面
器
、
タ
ラ
 

さ
れ
て
い
る
。
洗
濯
も
家
族
の
も
の
と
一
緒
に
し
て
は
 な

ら
ず
、
家
族
の
洗
濯
機
 と
ォ
ジ
様
 専
用
 

い
る
。
物
干
し
竿
も
専
用
の
も
の
を
使
い
、
オ
ジ
様
の
 干

し
物
の
下
を
く
ぐ
っ
て
は
い
け
な
い
と
 

し
き
た
り
が
残
っ
て
い
る
光
触
地
区
で
は
、
行
事
の
初
 

め
に
か
な
ら
ず
儀
礼
の
一
部
と
し
て
お
茶
 

品
 -
 

オ
ジ
 役
は
オ
ヤ
ジ
 段
 以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
タ
ブ
ー
が
 課
 せ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
タ
ブ
ー
の
ほ
と
ん
ど
は
 
ケ
ガ
 レ

を
 避
け
、
心
身
を
 

っ
 た
り
す
れ
ば
「
神
様
に
各
め
ら
れ
る
」
、
す
な
む
ち
 出
 ホ
 ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
役
職
者
は
男
性
が
務
め
る
の
が
 本

来
の
姿
で
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は
男
性
は
出
稼
ぎ
や
 

、
 漁
で
船
に
乗
っ
て
 

い
た
り
す
る
の
で
出
席
で
き
な
い
こ
と
も
多
く
 、
 妻
や
 祖

母
が
代
理
で
出
た
り
す
る
こ
と
が
お
お
い
。
 
ツ
 モ
ト
 行

事
に
参
加
す
る
と
 ぃ
 

ぅ
 こ
と
は
、
御
前
様
に
接
触
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
 

ケ
ガ
レ
 を
避
け
る
た
め
に
特
に
赤
不
浄
（
月
経
や
出
産
 

の
血
の
不
浄
）
が
嫌
わ
 

ね
 、
以
前
は
代
理
で
あ
っ
て
も
閉
経
し
た
女
性
に
限
ら
 

れ
て
い
た
と
い
う
。
現
在
は
閉
経
前
の
女
性
も
参
加
を
 

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
 

す
く
な
く
と
も
月
経
中
は
 、
ツ
 モ
ト
行
事
に
参
加
す
る
 こ

と
は
控
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
 

3
 
 オ
ジ
 役
の
 タ
 プ
ー
ケ
 ガ
し
 の
排
除
 

  



生活宗教としてのキリシタン 信仰 

ト れ 式 礼 事 え 真 る   
の が ま 

で 

レ ウ レ 様 姿 回 た 一 ク 。 そ は 
キ 酒 キ へ は 化 く 定 レ 御 の オ 

座 て 行 
6 座 事 

韮野 こ る の 

ィ代 

と 。 と 

に オ き 

よ ジ に 

つ 横 座 
て や る 
ケ オ 畳 

ト せ き 果 式 願 ガ ヤ に 
て よ り な る 的 を レ ジ は 

が 様     移 「が 御 
ク 込 直轄 る 飲 用 

  レ イ ん 会 汽 の む 真 
の だ を 場 産 

の 仏 遊 杏 と 

儀 教 の 行事カ 、 （ ） 3 け が 呼 

平 し と は 、 宴 る 直 は   の 異 キ そ 会 た 接 れ 
中 な   め 畳 る 
で り ス と の で に TT ， 一 用 あ 組 重   い か   る れ の 

」 も た ス ら む や な か 。 て と 

な す 、 = ね ら 4 ム 経 ち は き 

る ず 教 て 構 ケ に 
ビ 面霊木上 悪日「   生 よ 白 成 ガ だ 

り 黙 さ     も に れ が 用 

行 う 公 様   が 平中 仁ョ   移 れ 
キ 用 道 木 棉 る ら     の 的 道 と れ 

た 立 じ l ス ら 形 犠 打 考 る 

  

が
ふ
る
ま
わ
れ
る
が
、
オ
ジ
 
様
と
 オ
ヤ
ジ
様
だ
け
に
は
 
権
威
の
象
徴
と
し
て
そ
の
他
の
参
加
者
よ
り
も
背
の
 

高
 い
 湯
呑
み
が
出
さ
れ
 



だ
け
に
許
さ
れ
た
行
事
で
、
オ
ジ
様
は
お
授
け
を
頼
ま
 

お
 授
け
に
用
い
る
聖
水
は
、
生
月
島
の
場
合
、
殉
教
者
 れ

る
と
、
お
授
け
の
一
週
間
前
か
ら
終
わ
る
ま
で
夫
婦
 

の
島
 と
し
て
最
大
の
崇
敬
を
受
け
て
い
る
、
中
江
の
 の

 交
わ
り
を
断
ち
、
 牛
 

島
か
ら
採
っ
て
き
た
 

0
 世
話
や
下
肥
な
ど
の
不
浄
も
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
昔
は
三
日
前
か
ら
は
一
切
仕
事
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
 
。
お
授
け
が
終
わ
っ
て
 

も
 一
週
間
は
毎
日
御
神
酒
と
生
臭
を
御
前
様
に
お
供
え
 し
 、
オ
ラ
シ
ョ
を
あ
げ
る
。
オ
ジ
様
は
家
族
と
生
活
用
 
具
を
別
に
し
、
墓
参
り
 

も
し
な
い
。
神
聖
な
お
授
け
の
行
事
を
行
う
 
オ
ジ
 様
は
 一
切
の
 ケ
 ガ
 ン
 を
避
け
、
精
進
生
活
を
お
く
る
。
 

オ
ジ
 様
は
お
授
け
の
当
日
早
朝
に
水
垢
離
を
と
る
。
 
全
 裸
で
 水
を
か
ぶ
り
、
濡
れ
た
体
は
拭
き
も
せ
ず
、
下
着
 
も
 付
け
な
い
。
 タ
オ
 

か
て
 拭
け
 ぼ
 タ
オ
ル
の
 ケ
 ガ
 ン
 が
移
る
と
考
え
る
。
 新
 し
 い
 タ
オ
ル
な
ら
ば
 よ
い
 で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
 ム
ロ
 
理
 主
義
的
な
現
代
人
 

0
 発
想
で
、
俗
世
の
一
切
は
 ケ
ガ
レ
た
 存
在
と
み
な
さ
 れ
る
。
濡
れ
た
体
の
ま
ま
、
直
接
妻
か
ら
 ケ
ガ
レ
 の
 む
 ぃ
 聖
な
る
着
物
で
あ
る
 

お
 授
け
専
用
の
御
用
着
物
を
着
せ
て
も
ら
 ぅ
 。
お
授
け
 が
 終
わ
る
ま
で
は
便
所
に
立
つ
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
 
小
用
を
足
す
と
き
に
は
 

自
分
で
は
で
き
ず
、
妻
に
裾
を
開
い
て
も
ら
う
。
手
に
 
ケ
 ガ
 ン
 が
移
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
で
あ
る
。
 

「
サ
ン
ジ
ュ
ワ
ン
様
の
お
 水
 」
が
使
用
さ
れ
る
。
中
江
 の
 島
に
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
役
職
者
が
行
っ
て
 オ
ラ
 シ
ョ
 を
上
げ
る
と
、
 ど
 

ん
な
日
照
の
と
き
で
も
必
ず
お
水
が
岩
の
隙
間
か
ら
 
染
 み
だ
し
て
く
る
と
い
う
。
仏
教
徒
や
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
 
が
 行
っ
て
も
決
し
て
お
 

水
は
出
て
こ
な
い
と
固
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
島
か
ら
 
採
っ
て
き
た
お
水
に
は
さ
ら
に
「
お
魂
入
れ
」
の
儀
式
 
を
お
こ
な
い
、
霊
的
な
 

力
 を
付
与
し
て
神
水
と
す
る
。
お
魂
が
入
れ
ら
れ
た
 後
 の
水
は
「
サ
ン
ジ
ュ
ワ
ン
 様
 」
と
称
さ
れ
、
神
の
水
 と
 い
 う
 よ
り
は
、
そ
の
お
 

水
 自
体
が
魂
を
有
す
る
一
種
の
神
様
と
し
て
扱
わ
れ
る
 
。
お
水
は
お
水
瓶
に
入
れ
て
保
管
さ
れ
る
が
、
何
十
年
 
た
っ
て
も
決
し
て
腐
ら
 

な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
現
象
が
神
の
存
 
在
を
彼
ら
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
カ
ク
 
レ
 の
信
仰
は
止
め
ら
 れ
な
い
と
感
じ
さ
せ
て
 

  

こ
こ
で
は
、
最
も
重
要
な
行
事
の
一
つ
で
あ
り
、
オ
ジ
 
様
 が
主
宰
す
る
「
お
授
け
（
洗
礼
こ
を
と
り
あ
げ
る
 
0
 
お
 授
け
は
 オ
ジ
様
 

2
 

2
 



 
 

 
 
 
 

 
 

数
 に
頼
ら
ず
、
新
宗
教
に
求
め
る
の
は
、
実
際
に
問
題
 を
 解
決
し
て
く
れ
る
か
ど
う
 

 
 
 
 
 
 

趨
 

か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
教
え
が
い
か
な
る
 
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
強
い
関
心
を
示
さ
な
 
い
よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
 時
 

3
 

 
 

卸
代
 に
も
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
究
極
的
な
淵
に
 
立
た
さ
れ
て
い
た
人
々
は
 、
 新
た
な
天
竺
渡
り
の
力
 あ
 る
 神
に
す
が
る
こ
と
に
よ
っ
 

  翻
 

そ
の
宗
教
は
魔
法
ま
た
は
妖
術
と
考
え
ら
れ
、
 絶
 対
 神
へ
の
信
仰
よ
り
も
、
超
自
然
的
な
力
を
操
る
呪
術
 
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
 

 
 

の
 教
え
に
従
っ
て
神
の
観
念
を
正
し
く
記
憶
し
よ
う
と
 
す
る
よ
り
も
、
自
分
た
ち
の
 

 
 

-
 
㏄
 一
 

 
 

事
 叶
え
た
も
 う
 神
に
作
り
か
え
た
の
で
あ
る
。
 

彼
ら
の
信
仰
の
根
底
に
 

ト
 
カ
 。
 

キ
リ
シ
タ
ン
と
な
っ
 

渡
り
の
「
 力
 あ
る
 神
 」
 は

、
 常
に
変
わ
る
こ
と
の
な
 い
 呪
術
的
な
現
世
利
益
信
 仰
が
一
貫
し
て
存
在
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
 
ナ
つ
 

た
 者
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
の
神
仏
と
の
相
違
 を
 十
分
に
認
識
し
て
改
宗
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
大
竹
  
 

と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
と
め
た
の
で
あ
る
。
古
野
 に
ょ
 れ
ば
、
宣
教
師
た
ち
は
超
自
然
的
な
力
を
有
し
、
 

日
常
的
な
信
仰
の
実
際
の
姿
は
、
江
戸
幕
府
の
徹
底
し
 
た
 禁
教
政
策
に
よ
っ
て
次
第
に
日
本
の
民
俗
信
仰
 
と
融
 合
し
、
変
容
を
遂
げ
て
 

行
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
 
布
教
の
当
初
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
衣
を
ま
と
っ
た
 
よ
う
に
は
見
え
て
も
、
 

お
わ
り
に
 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
生
月
島
の
力
 ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
人
々
の
信
仰
生
活
の
実
態
は
 、
キ
 リ
ス
ト
教
の
範
時
に
 

認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
初
 
期
か
ら
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
 
し
 た
と
い
わ
れ
る
人
々
の
 

  
る 



;
 
王
 

-
1
@
 
 
五
軒
 井
 隆
史
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
 史
 」
吉
川
弘
文
館
、
一
 
九
九
 0
 年
 、
二
七
 0
 頁
 。
 

-
2
@
 
 
五
軒
 井
 隆
史
に
よ
れ
ば
、
一
六
 
0
 
一
年
当
時
の
キ
リ
シ
タ
 
ン
の
 数
は
約
三
十
万
人
、
一
六
一
四
年
頃
に
は
三
十
七
万
人
で
 
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
と
 

い
う
。
回
書
、
一
一
頁
。
 

-
3
-
 遠
 見
融
は
従
来
の
徳
Ⅲ
時
代
初
期
の
人
口
総
数
千
八
百
万
 
人
 説
を
大
幅
に
修
正
し
、
一
千
万
人
以
下
で
あ
る
と
し
た
。
 

ロ
 ペ
ス
・
ガ
イ
 
-
 井
手
勝
美
 

訳
一
 「
初
期
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
お
け
る
準
備
布
教
」
キ
リ
シ
タ
 

ン
 文
化
研
究
シ
リ
ー
ズ
 一
 、
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
、
一
九
 -
 
八
八
年
、
二
八
頁
 
注
 

一
一
。
 

（
 
4
@
 
 ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
 

-
 松
田
毅
一
・
川
崎
 桃
太
訳
 -
 「
 
日
 木
皮
 し
 第
六
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
、
三
一
三
頁
。
 

（
 
5
 ）
司
書
第
七
巻
、
三
八
頁
。
 

-
6
-
 回
書
第
五
巻
、
一
 
セ
ハ
｜
 
一
八
九
頁
。
 

（
 
7
 ）
回
書
第
一
二
巻
、
一
二
六
頁
。
 

-
8
 ）
回
書
第
一
二
巻
、
四
一
頁
。
 

-
9
 ）
岡
田
章
雄
「
農
民
生
活
と
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
」
 宰
 キ
リ
シ
 タ
ン
風
俗
と
南
蛮
文
化
」
岡
田
章
雄
著
作
集
 二
 、
思
 文
閣
 、
一
九
 八
三
年
Ⅰ
六
七
頁
。
 

-
 じ
回
書
、
一
九
 ｜
 二
四
頁
。
 

@
-
 

前
掲
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
第
九
巻
、
一
四
 0
 頁
 。
 

-
 は
 ）
拙
著
「
カ
ク
 レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
世
界
」
東
京
大
学
出
 
版
 会
、
一
九
九
六
年
、
二
 
0
 五
｜
二
 0
 七
頁
参
照
。
 

-
 
円
 -
 
同
書
、
二
 
0
 セ
 ー
 二
 0
 八
頁
。
 

-
 と
「
キ
リ
シ
タ
ン
 
書
 
・
 排
耶
書
 」
日
本
思
想
大
系
二
五
、
岩
 波
 書
店
、
一
九
七
 0
 年
 、
四
七
 0
 頁
 。
 

@
-
 

古
野
清
人
「
古
野
清
人
著
作
集
 五
 

キ
リ
シ
タ
ニ
ズ
ム
の
 
比
較
研
究
」
三
一
書
房
、
一
九
 セ
 三
年
、
 セ
四
｜
セ
 
五
頁
。
 

-
 じ
 
前
掲
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
第
一
 

0
 巻
 、
一
八
五
頁
。
 

理 て 
で 問 
あ 題 
6 を 

か 解 
と 決   
う て 
よ も 

， っ も 

な う   
  
は が 

さ 先 
し 決 
あ で 
た あ 
つ り 

て   
の キ 
関 り 

，し @  、 ン 

事 タ 

で ン 

は の 
な 教 
か え 
っ が   
で 統 

あ 的 
ろ な 

  
  
教 
え 

と 

  
か 
ヰ @ し 

異 
な 
  

ど 

ち 

ら 
が 

真 

  



生活宗教 としてのキリシタン 信仰 

 
 

 
 

て
 
天
使
）
 

文
 
洗
礼
 

外
道
 

-
 は
 
-
 

 
 

マ
 ダ
メ
ン
ト
 

比
丘
尼
を
、
お
 0
 
コ
 
（
 
い
 
の
ロ
ザ
リ
乙
は
数
珠
を
 
、
 吉
利
 

ク
 。
 
田
紳
 庚
の
 
コ
ロ
 
仁
 
一
ぃ
里
道
惣
は
仏
舎
利
と
言
い
換
え
た
だ
け
の
 

も
の
で
あ
る
と
 
ぃ
 

う
 。
前
掲
「
キ
リ
シ
タ
ン
 

書
 ・
 排
耶
書
 
」
、
四
六
二
 

｜
 四
六
三
頁
 
 
 

（
㎎
）
渡
辺
 
照
宏
は
 「
呪
文
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
呪
物
で
あ
 

る
 。
仏
教
に
限
ら
な
い
が
、
日
本
人
の
あ
い
だ
に
は
、
現
在
で
 

6
 手
に
触
れ
る
こ
と
の
で
 

き
る
呪
術
力
の
表
現
と
し
て
、
護
符
な
ど
に
頼
る
こ
と
が
多
い
。
 

重
物
崇
拝
に
関
連
し
て
、
聖
者
崇
拝
も
呪
術
信
仰
の
一
種
で
あ
 

る
 。
」
と
述
べ
て
い
 

る
 。
「
日
本
の
仏
教
 

ヒ
 岩
波
新
書
、
九
八
 

｜
一
 
0
 一
頁
。
 

穣
 @
 
 
コ
リ
ヤ
ー
ド
 
-
 
大
塚
光
信
校
注
）
「
 

俄
悔
録
ヒ
 
岩
波
文
庫
 一
九
八
六
年
、
三
七
頁
。
 

一
 
㏄
 @
 
 
同
き
巳
 一
一
四
 
｜
 一
一
五
頁
。
 

@
-
 
キ
リ
シ
タ
ン
と
仏
教
と
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
 

キ
 リ
シ
タ
ン
と
仏
教
」
 

-
 
日
本
仏
教
研
究
会
編
「
日
本
の
仏
教
 

L
 第
 二
期
、
第
一
巻
「
仏
教
 

と
 出
会
っ
た
日
本
 

1
 
｜
 思
想
の
受
容
と
展
開
口
法
蔵
 

館
 、
一
九
九
 
八
年
 -
 参
照
。
 

-
 
ク
 -
 前
掲
拙
著
「
カ
ク
 

レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
世
界
 

ロ
 
、
二
一
山
 

ハ
 
ー
 二
 二
一
頁
参
照
。
 

-
 
然
 -
 藤
野
保
・
清
水
紘
一
編
「
大
村
見
聞
 

集
 」
 高
 秘
書
店
、
一
 
九
九
四
年
、
七
一
三
頁
。
 

-
 
ど
 
浦
上
一
番
崩
れ
関
係
の
資
料
と
し
て
、
「
日
本
庶
民
生
活
 

史
料
集
成
第
一
八
巻
民
間
宗
教
」
三
一
書
房
、
一
九
 

セ
 二
年
 
所
収
の
「
浦
上
異
宗
徒
 

一
件
」
、
七
六
三
 

｜
 八
三
二
頁
を
参
照
、
引
用
し
た
。
引
用
に
さ
 

い
 し
て
は
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
適
宜
送
り
仮
名
を
付
し
た
。
 

（
 
篆
 @
 
 
天
草
崩
れ
関
係
の
資
料
と
し
て
、
前
掲
古
野
清
人
「
古
野
 

清
人
著
作
集
 
五
 
キ
リ
シ
タ
ニ
ズ
ム
の
比
較
研
究
 

L
 所
収
の
「
 
文
化
年
間
に
お
け
る
天
草
 

の
 キ
リ
シ
タ
ン
」
、
一
三
八
ー
二
三
三
頁
を
参
照
、
引
用
し
た
。
 

引
用
に
さ
い
し
て
は
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
適
宜
送
り
仮
名
を
 

付
し
た
。
 

-
 
色
 
。
 
前
掲
古
野
「
古
野
清
人
著
作
集
 

五
 
キ
リ
シ
タ
ニ
ズ
ム
の
 

比
較
研
究
 
ヒ
 
、
一
三
三
頁
。
 

（
 
乙
准
抵
 観
音
と
も
書
く
。
六
観
音
あ
る
い
は
 

セ
 観
音
の
一
つ
 
で
、
胎
蔵
界
 
量
陀
羅
通
 
知
 暁
 に
位
す
る
。
巨
眼
を
持
ち
、
一
八
 

背
の
観
音
で
、
除
災
、
 

延
 

 
 

命
 、
子
の
な
い
者
に
子
宝
を
恵
む
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

（
㏄
「
然
る
 
処
 同
類
並
び
に
私
共
の
内
に
も
、
段
々
不
仕
合
 

-
 
Ⅱ
不
幸
せ
 
-
 等
に
て
、
身
代
相
立
ち
難
き
 

様
 罷
り
成
り
候
も
の
 

多
 く
 御
座
候
に
付
き
、
 
右
撰
 

体
 他
心
を
含
み
、
 

異
法
 信
仰
仕
り
 
候
故
 、
罪
を
受
け
不
仕
合
に
も
 

御
座
候
 
裁
 と
疑
惑
仕
り
居
り
 

候
処
 、
 準
提
 観
音
を
信
心
仕
り
 

候
 へ
 ぼ
 、
仕
合
よ
く
 
願
 
5
2
 

望
も
相
叶
い
 
候
由
 に
て
、
 
右
 観
音
の
絵
像
を
庄
屋
よ
り
施
行
こ
れ
 

有
り
、
村
中
軒
別
に
百
枚
死
相
 

授
り
 、
尚
又
村
内
庵
主
よ
り
 

血
 派
 手
授
け
ら
れ
候
に
 



付
き
、
仏
法
を
実
意
に
信
仰
仕
り
 候
は
 、
仕
合
相
直
り
 
候
儀
も
 @
 」
 れ
 有
る
べ
き
 
我
 と
、
そ
れ
よ
り
実
法
の
儀
は
打
捨
て
候
存
念
に
 
相
成
り
、
 

五
ケ
年
程
 

 
 

 
 

以
前
よ
り
 相
 止
め
当
時
果
決
信
仰
仕
ら
ず
 候
 」
 

 
 
 
 

-
 袈
カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
カ
ク
 
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
魂
の
通
奏
低
音
」
長
崎
新
聞
社
、
二
 
0
0
 

一
 一
年
、
二
一
頁
参
照
。
 

 
 
 
 
 
 

茄
 @
 
 こ
れ
ら
の
 カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
の
特
色
に
つ
い
て
は
 

、
前
掲
拙
著
「
カ
ク
 レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
世
界
」
、
一
八
八
 
｜
 
一
九
四
頁
参
照
。
 

元
 -
 
長
崎
県
下
の
 
カ
ク
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
組
織
の
現
状
に
つ
い
て
 

は
 、
拙
著
「
カ
ク
 
レ
 キ
リ
シ
タ
ン
魂
の
通
奏
低
音
」
、
四
四
 
｜
 四
八
頁
参
照
。
 

-
 留
 
海
老
澤
有
道
「
キ
リ
シ
タ
ン
の
弾
圧
と
抵
抗
」
雄
山
 閣出
 版
 、
一
九
 セ
 
一
年
、
二
一
四
 ｜
三
 
一
五
頁
。
 

冤
 -
 
数
多
く
の
 
オ
ジ
 様
に
課
せ
ら
れ
た
タ
ブ
ー
に
つ
い
て
は
、
 

前
掲
拙
著
「
カ
ク
 レ
 キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
世
界
ヒ
五
八
 ｜
六
 0
 
、
二
三
 0
 
｜
 二
三
三
頁
 

参
照
。
 

-
 巴
 
前
掲
古
野
清
人
「
古
野
清
人
著
作
集
 五 

キ
リ
シ
タ
ニ
 
ズ
 
ム
の
 比
較
研
究
」
、
七
九
頁
。
 

（
㏄
 -
 
周
書
、
一
三
四
頁
。
 



現
れ
て
い
る
、
ド
イ
ツ
語
説
教
第
八
六
番
を
取
り
上
げ
 

た
い
。
こ
の
説
教
が
 
、
 ベ
ギ
ン
に
お
け
る
「
生
活
の
山
本
 

教
 」
と
し
て
の
キ
リ
ス
 

わ 
れ 
わ 
れ 
@@ ヰひ 

エ 
  
ク 
  
  
@ 
の 

  
学 
の 

教 
師 
  
Ⅰ の 

のの 

ヨ 

の （ 
い こ 

の Ⅱ   
  
よ 

@ 
も 

「 生 
の 
教 
師 
  
Ⅰ。 
サの 

ⅠⅢ ノ 

0P 
のヰ 

の Ⅱ   
  
と 

し 

て 

の 

偵 Ⅰ 

面 
が 

よ 

@ 

27@ (2i   

  
「 生     

活 
空 席 論文 ギンの睡眠等キーワ 要 仰と生 ベギ れは、 トはパ た 日 。 
示教 

@ と 聖業 ンベ リ 々 旨 

    
と 

田領 元働 と に 働べ 

し 

て ギン 常の生信仰 の と に基づ 化され 観を 、 関わ の 学 び 、 信 へと 

の 生 を く た聖 り ま仰信 
キ 活 下情百害のたが 仰 
  と寧仰様や放 そ宿主 
  
  
  

教 
元き 土砂 デ っ教た信 

    
を 
考 
え 

る 

ょ易 
ヱ " 
口   

べ 
ギ 
ン れ 

@@ 了ふ @ 
格 
好 
の 

素材 

で 
あ 
る 

べ 
ギ 
  
@ 
つ 
い 
て 
概 
説 

    
後、 た     か   

やべ信 そ め っ 

ベ
ギ
ン
に
お
け
る
信
仰
と
生
活
の
一
致
 



ベ
ギ
ン
と
は
現
在
の
べ
ル
ギ
ー
や
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
 や
 フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
中
世
後
期
に
活
躍
し
た
、
 半
 聖
 半
俗
の
女
性
の
信
 

何
者
達
を
指
す
呼
称
で
あ
る
。
最
初
の
べ
 ギ
ン
 は
 、
リ
 エ
ー
ジ
ュ
で
一
二
 0
0
 

年
代
に
登
場
し
て
い
る
。
 

ベ
ギ
 ン
の
 特
徴
は
、
正
規
の
 

修
道
士
の
よ
う
な
誓
願
を
立
て
ず
、
出
入
り
も
自
由
な
 
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
エ
 ー
リ
カ
・
ヴ
ィ
ッ
は
 、
 ベ
ギ
ン
に
 
つ
い
て
次
の
様
に
書
い
 

て
い
る
。
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
、
引
用
し
て
お
  
 

「
ベ
ギ
ン
会
は
ヴ
ァ
ル
ド
派
の
よ
う
に
、
貧
し
い
が
 清
 潔
 な
教
会
を
作
ろ
う
と
す
る
都
会
の
清
貧
運
動
の
一
部
 
で
あ
っ
た
。
都
市
住
 

民
 の
あ
ら
ゆ
る
階
層
か
ら
集
ま
っ
た
 べ
 ギ
ン
会
の
女
性
 は
 、
相
互
に
独
立
し
た
宗
教
集
会
を
作
り
、
自
分
た
ち
 
が
 定
め
た
会
則
に
も
と
 

と
 t
e
 

コ
ロ
 

め
 の
 ゆ
 ③
、
女
中
奉
公
（
 紬
 a
g
 
口
日
の
コ
 
の
（
③
、
葬
儀
 

づ
い
て
生
活
し
た
。
彼
ら
の
共
通
点
は
、
貧
困
の
理
想
 
に
よ
り
清
純
な
生
活
を
目
ざ
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
女
性
 

尾
 
（
㏄
①
㏄
侍
が
 

侍
 
侍
立
 
コ
 幅
の
臼
 
0
 コ
の
付
③
、
物
乞
い
（
 ロ
 の
巨
の
）
）
Ⅰ
に
 

た
ち
は
自
分
た
ち
の
 生
 

よ
っ
て
立
て
て
い
た
。
 

活
 き
 、
と
く
に
織
物
分
野
の
仕
事
（
付
の
 
メ
き
 ㏄
の
目
の
Ⅱ
 

匡
お
 ア
の
下
 Ⅱ
 ヴ
の
ド
 

（
の
 
し
 、
通
商
 
日
ゆ
 コ
ロ
の
 
こ
 、
病
人
と
老
人
の
 看
護
 
宋
 r
a
 
コ
 斤
目
。
目
色
 

ほ
か
は
親
戚
や
支
援
者
の
贈
物
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
 
た
 。
ベ
ギ
ン
会
の
集
会
は
町
の
司
法
権
に
従
属
し
て
 
ぃ
 る
 。
市
民
権
の
一
部
を
 

持
ち
、
都
市
共
同
体
の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
 
べ
 ギ
ン
 会
 活
動
は
、
発
達
し
た
都
市
の
生
活
に
か
な
っ
た
 
女
性
の
信
仰
生
活
形
態
 

一
 
l
 一
 

と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 キ
 ・
西
部
の
多
く
の
町
で
急
速
 に
 広
ま
っ
た
」
 

  

ぺ 

ギ 
ン 

Ⅰ - - 
つ 

し Ⅹ 

て 

え @ Ⅰ   
い さ 教 

。 ら る 
に 説 

最 明 
後 す 
も こ る 一 わ 
れ 葉 
わ に 

れ 滴 
は ち 

て 
日 い 
本 る 

の か 
炒 ら 

好 で 
大 あ 

洩 る。 

原寸 

市 
と 

べ 
ギ 
ン 

と 

を 

信仰 

と 

生 
業 
の 
  
致 
と 

  

ぅ観 

占   
か 
ら 

上ヒ 

較 
し 

て 
み 

  



  。 ギ ン における 信   

-
4
 
一
 

｜
ル
 醸
造
が
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
 

最
後
に
 、
 ベ
ギ
ン
の
手
仕
事
に
つ
い
て
、
最
新
の
書
物
 か
ら
引
用
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
 サ
イ
モ
ン
ズ
が
著
し
 

報
た
寂
 女
達
の
都
市
中
世
低
地
地
方
の
べ
 ギ
 ン
 共
同
体
一
二
 0
0
 ｜
 一
五
六
五
」
と
い
う
書
物
 で
あ
る
。
そ
の
八
五
頁
に
 
日
 

河
く
、
 
「
ベ
ギ
ン
は
施
し
を
受
け
た
り
、
積
極
的
に
 物
乞
い
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
自
身
の
手
仕
事
 
に
よ
っ
て
生
活
費
を
稼
い
だ
。
 

生
 

肥
 
そ
れ
は
ま
た
、
使
徒
的
理
想
に
対
応
す
る
こ
と
で
 
も
あ
っ
た
。
手
仕
事
は
ま
た
、
社
会
的
、
霊
的
に
重
要
 
な
 役
割
を
果
た
し
た
。
 ベ
ギ
 

ン
の
 仕
事
は
、
慈
善
と
、
わ
ず
か
な
収
入
を
稼
ぐ
こ
と
 
と
の
両
方
の
目
的
で
、
病
院
や
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
家
 
で
の
奉
仕
、
そ
し
て
 個
 

人
の
家
に
お
け
る
個
別
の
看
護
を
含
ん
だ
。
ベ
ギ
ン
の
 中
に
は
、
近
く
の
畑
で
農
作
業
に
勤
し
む
者
や
、
動
物
 
を
 飼
う
者
、
家
禽
を
育
 

て
る
者
、
ま
た
野
菜
を
育
て
る
者
が
い
た
。
そ
れ
は
、
 
町
の
市
場
で
売
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
他
に
 
、
メ
イ
 ド
 と
し
て
働
く
者
も
い
 

  

た
 」
の
で
あ
る
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
は
オ
ラ
ン
ダ
の
中
 

ベ
ギ
ン
の
日
常
生
活
に
つ
い
て
は
、
他
に
た
と
え
ば
 
エ
 

で
も
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
に
ほ
と
ん
ど
隣
接
し
た
町
で
 

｜
 デ
ィ
ト
・
エ
ン
ネ
ン
 著
 
「
西
洋
中
世
の
女
た
ち
 ヒ
 

あ
る
。
ち
な
み
に
著
者
 

の
 記
述
か
ら
も
窺
え
 

る
 。
 日
く
 
「
ベ
ギ
ン
達
が
教
会
構
内
の
墓
の
手
入
れ
を
 し
た
り
病
人
の
訪
問
を
し
た
り
す
る
の
は
大
目
に
み
ら
 
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
 し
 

か
し
織
物
業
と
刺
繍
は
妨
害
さ
れ
た
。
絹
織
女
工
た
ち
 
は
べ
 ギ
ン
達
を
安
価
な
労
働
力
と
見
て
い
た
し
、
偽
の
 
絹
 が
彼
女
達
の
せ
 い
 に
 

さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
一
四
六
九
年
の
市
 参
事
会
禁
令
が
、
修
道
院
や
 べ
 ギ
ン
館
に
お
け
る
 絹
加
 工
業
を
や
め
さ
せ
る
た
 

め
に
出
さ
れ
た
」
。
 

-
2
@
 
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
当
時
の
ケ
ル
ン
の
 
ベ
ギ
ン
の
状
況
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
 
は
、
 次
に
示
す
オ
ッ
ト
 

｜
 ・
ニ
ュ
ー
ベ
ル
 著
 
「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
中
世
の
べ
 ギ
ン
居
住
地
と
社
会
的
居
住
地
」
の
叙
述
か
ら
も
 
想
 像
 で
き
る
。
「
す
で
に
 一
 

三
 二
六
年
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
の
 べ
 ギ
ン
達
は
織
物
製
 造
 に
お
い
て
、
当
地
の
 ツ
 シ
フ
ト
に
加
入
す
る
ほ
ど
 大
 き
な
存
在
と
な
っ
て
 い
 

-
 
Ⅰ
 
U
-
 

は
、
 同
じ
頁
で
、
ベ
ギ
ン
の
手
仕
事
に
つ
い
て
「
紡
績
 業
や
織
物
業
、
芸
術
的
な
極
め
て
優
秀
な
仕
事
 
ゃ
 刺
繍
 の
ほ
か
、
パ
ン
屋
 や
ビ
 



ベ
ル
ギ
ー
の
 べ
 ギ
ン
運
動
は
、
や
が
て
ド
イ
ツ
に
展
開
 

す
る
。
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
ケ
ル
ン
に
は
一
三
 
0
0
 年
 代
 前
半
 

0
 、
 
0
0
0
 
人
中
二
、
 00
0
 
人
の
べ
 ギ
ン
 が
い
た
と
 て
 シ

ュ
ー
・
パ
リ
ス
と
い
う
年
代
記
作
家
が
報
告
し
て
い
 
る
 。
こ
の
 

ギ
ン
と
 決
定
的
な
出
会
い
を
果
た
し
た
の
が
、
ド
イ
ツ
 神

秘
主
義
の
巨
星
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
あ
 

る
 0
 エ
ッ
 

説
教
に
は
 べ
ギ
ン
 の
存
在
に
呼
応
す
る
と
思
わ
れ
る
 表
 現
 が
散
見
す
る
。
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
幼
少
に
し
て
ド
ミ
ニ
コ
 会
 修
道
院
に
 入

り
、
や
が
て
学
問
的
に
頭
角
を
あ
ら
わ
し
パ
リ
 
や
ケ
 ル

ン
 で
 

リ
 大
学
教
授
を
二
度
勤
め
、
そ
の
後
、
各
地
の
修
道
院
 

長
を
勤
め
た
。
晩
年
の
 
一
 三
二
 0
 年
代
、
エ
ッ
ク
 
ハ
 ル

ト
 は
 ケ
 

し
 、
ド
ミ
ニ
コ
 会
 修
道
院
に
併
設
さ
れ
て
い
た
神
学
大
 学

 
（
シ
ュ
ツ
デ
ィ
ウ
 ム
ゲ
ホ
 ラ
ー
レ
）
の
学
頭
に
も
 な
る
。
 し
 

時
に
説
教
者
、
牧
会
者
で
も
あ
っ
た
。
当
時
、
ケ
ル
ン
 

の
 シ
ュ
ト
ル
ク
ガ
 ッ
セ
 に
面
し
て
い
た
ド
ミ
ニ
コ
 会
修
 通

院
の
 近
 

-
6
6
u
 

一
 

ギ
ン
館
が
散
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
住
む
べ
ギ
ン
達
は
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
円
熟
し
た
説
教
の
聴
衆
で
あ
り
、
 日

常
的
に
 

受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
 

に
 、
人
口
四
 

ケ
ル
ン
の
 べ
 

ク
ハ
ル
ト
の
 

学
ん
だ
。
 
パ
 

ル
ン
 に
登
場
 

か
し
彼
は
同
 

辺
 に
は
、
 べ
 

そ
の
牧
会
を
 

コ
 
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
べ
 
ギ
ン
 

一
 
5
-
 

た
 。
し
か
し
、
大
き
な
 べ
 ギ
ン
共
同
体
に
お
い
て
は
、
 

織
物
産
業
で
働
く
者
が
多
か
っ
た
」
。
 

な
お
、
比
較
的
最
近
、
わ
が
国
の
研
究
者
に
よ
る
 
べ
ギ
 ン

 関
係
の
大
著
が
二
冊
出
版
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
 

ま
で
に
紹
介
し
て
お
 

く
 。
一
冊
は
上
條
敏
子
 著
 
「
ベ
ギ
ン
運
動
の
展
開
と
べ
 

ギ
ン
 ホ
 ブ
 の
形
成
単
身
女
性
の
西
欧
中
世
」
 
元
 水

書
房
、
 二
 0
0
 
一
年
 -
 
、
 

も
 う
 
一
冊
は
、
 國
 荷
田
武
者
「
ベ
ギ
ン
運
動
と
ブ
ラ
バ
 ン

ト
 の
 霊
性
 L
 （
創
立
社
、
二
 
0
0
 
一
年
 -
 
、
で
あ
る
。
 

  



ベギンにおける 信仰 と 

そ
こ
で
、
ま
ず
、
こ
の
説
教
が
 べ
ギ
ン
 な
る
会
衆
に
対
 し
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
と
 
思
 わ
れ
る
く
だ
り
に
つ
 

 
 

い
て
、
最
初
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
最
後
か
ら
 
二
つ
目
の
段
落
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 ロ
く
、
 

 
 

 
 

 
 
 
 

「
マ
リ
ア
が
主
の
足
元
に
座
っ
て
主
の
言
葉
を
聞
い
て
 い
 
た
時
は
、
ま
だ
彼
女
が
学
ん
で
 
い
 
た
時
で
あ
っ
た
。
 

よ
う
や
く
学
校
に
入
 

 
 3

 

っ
て
、
彼
女
が
生
き
る
こ
と
を
学
び
だ
し
た
時
だ
っ
た
 か
ら
で
あ
る
。
の
ち
に
彼
女
が
学
び
お
わ
り
、
キ
リ
ス
 ト
が
 昇
天
 し
 、
彼
女
が
 

生活の一致 

る す た は に る れ 三上 
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聖
霊
を
受
け
た
時
、
は
じ
め
て
彼
女
は
奉
仕
の
生
活
を
 
開
始
し
、
海
の
彼
方
に
ま
で
も
旅
を
し
、
説
教
を
し
、
 
教
え
、
使
徒
た
ち
に
 仕
 

え
る
女
、
洗
濯
す
る
女
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
 

マ
リ
ア
が
「
学
び
終
わ
っ
た
 時
 」
、
マ
リ
ア
は
も
は
や
 
マ
 リ
ア
で
は
な
く
マ
ル
タ
で
あ
る
。
故
に
、
「
奉
仕
の
生
 活
を
開
始
し
、
海
の
 

彼
方
に
ま
で
も
旅
を
し
、
説
教
を
し
、
教
え
、
使
徒
た
 
ち
に
仕
え
る
女
、
洗
濯
す
る
 女
 」
と
な
っ
て
い
た
の
は
 、
ま
ず
マ
ル
タ
で
あ
る
 

が
 、
そ
れ
は
同
時
に
べ
 ギ
ン
 で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
普
通
、
福
音
に
対
す
る
 
マ
リ
ア
の
従
順
な
態
度
が
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
 こ
 こ
で
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 

は
 敢
え
て
一
般
的
な
解
釈
を
退
け
て
、
マ
リ
ア
よ
り
も
 
マ
ル
タ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。
 

ま
ず
イ
エ
ス
の
足
元
に
座
っ
て
そ
の
言
葉
に
聞
き
入
っ
 
た
 マ
リ
ア
に
つ
い
て
、
「
三
つ
の
事
柄
が
マ
リ
ア
を
 私
 た
ち
の
王
の
足
元
に
 

座
ら
せ
た
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
三
つ
の
事
柄
と
は
、
 
「
神
の
善
意
」
と
「
大
き
な
、
表
現
で
き
な
い
望
み
」
 と
「
（
キ
リ
Ⅰ
 ハ
 ト
 の
 舌
口
業
 

か
ら
来
る
）
甘
い
慰
め
と
喜
び
」
で
あ
っ
た
。
 

そ
の
反
対
に
マ
ル
タ
を
立
ち
働
か
せ
た
も
の
も
三
つ
あ
 
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
円
熟
し
た
年
齢
す
ぎ
馬
（
二
の
 

ア
巴
 （
の
こ
」
と
「
極
限
 

に
ま
で
鍛
錬
さ
れ
た
存
在
の
根
底
す
ぎ
 
毛
 0
-
 
も
言
す
め
 ヰ
の
 
Ⅰ
㏄
Ⅱ
 
コ
コ
 
片
ロ
小
ロ
の
の
 

ゅ
コ
 
の
Ⅱ
 
コ
ど
プ
 
の
付
の
 

-
 」
 レ
 Ⅰ
「
賢
明
さ
」
 、
 そ
し
て
「
愛
す
る
客
の
 

高
い
気
品
」
で
あ
っ
た
。
 

マ
ル
タ
が
イ
エ
ス
に
対
し
て
、
マ
リ
ア
が
手
伝
 う
よ
う
 に
 促
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
 
ェ
ッ
ク
 ハ
ル
ト
は
好
意
的
で
 

あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
マ
ル
タ
の
そ
の
言
葉
を
「
 
憤
 怒
か
ら
で
は
な
い
」
も
の
と
し
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
 
マ
 リ
ア
に
対
す
る
「
愛
の
 

好
意
」
だ
と
言
い
、
次
の
様
に
続
け
る
。
 

「
マ
ル
タ
が
マ
リ
ア
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
マ
リ
ア
が
 マ
ル
タ
を
知
っ
て
い
る
よ
り
以
上
で
あ
る
。
マ
ル
タ
は
 
す
で
に
長
 い
間
 、
正
 

  



肥
ぐ
 近
く
」
と
舌
口
っ
た
の
は
、
す
べ
て
の
被
造
物
が
 「
手
段
と
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
手
段
（
 絹
 @
 
（
（
色
に
 は
 二
種
類
あ
る
。
一
 

つ
は
、
 

信
 

れ
 

こ
れ
が
な
く
て
は
私
は
神
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
 
な
い
。
つ
ま
り
、
時
間
の
中
の
業
 

ま
縛
已
と
 生
業
 

で
、
こ
れ
は
永
遠
の
至
福
を
 

 
 

，
 

少
な
く
す
る
も
の
で
は
な
業
は
徳
の
働
き
で
 

外
的
に
為
す
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
生
業
は
内
的
に
注
 意
 深
く
気
を
利
か
せ
て
行
な
 

 
 

 
 

ギ
ベ
 う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
手
段
は
、
ま
さ
に
 

そ
の
よ
う
な
手
段
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
 
な
 ぜ
な
ら
、
私
た
ち
が
時
間
の
   

揃
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
彼
ら
は
は
る
か
天
の
 

、
水
 

遠
 と
の
境
に
い
る
の
と
同
じ
く
ら
い
の
も
の
を
も
っ
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
私
が
「
 

す
 

し
く
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
生
き
る
こ
と
は
 最
 も
 高
貴
な
認
識
を
贈
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
（
 -
 
の
 
す
 0
 コ
㎎
 -
 
す
の
 
什
年
曲
い
 
の
卸
の
宙
 
計
の
 

す
 ㏄
拝
の
臣
二
の
こ
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
歓
喜
や
光
 よ
 り
 も
よ
り
よ
く
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
き
る
と
い
 
う
こ
と
は
、
こ
の
身
体
 

で
 経
験
で
き
る
す
べ
て
の
も
の
、
た
だ
し
神
は
除
く
が
 
、
そ
の
す
べ
て
を
真
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
多
く
 
の
場
合
、
永
遠
の
光
が
 

与
え
る
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
明
ら
か
な
認
識
を
生
き
る
 
こ
と
は
与
え
て
く
れ
る
」
 

刃
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
も
の
の
 

面
目
が
躍
如
と
し
て
い
る
。
 

の
の
 
毛
戟
し
 」
と
い
う
言
葉
が
際
立
つ
て
い
る
部
分
を
引
 

そ
れ
ら
の
も
の
は
あ
な
た
の
う
ち
に
は
い
な
い
 
ヒ
と
 

㊥
の
旧
宅
し
で
も
妨
げ
ら
れ
な
い
人
で
あ
る
。
自
分
の
 

「
生
き
る
こ
と
」
が
「
高
貴
な
認
識
」
に
目
な
が
る
と
 

「
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
は
「
あ
な
た
は
思
い
煩
っ
て
 

さ
て
こ
こ
で
、
こ
の
説
教
に
お
い
て
「
生
き
る
こ
と
」
 

そ
ば
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
の
の
中
に
は
い
な
い
。
 

い
う
意
味
で
あ
る
。
思
い
煩
っ
て
い
る
人
と
は
、
 
自
 

崩
 し
て
お
き
た
い
。
 

い
う
捉
え
方
に
、
は
や
「
生
の
教
師
 
百
 字
の
日
色
紅
の
こ
 

い
る
 ヒ
と
 舌
口
っ
た
が
、
 @
 
し
れ
は
「
あ
な
た
は
多
く
 か
 
り
も
 

一
切
の
業
ヲ
宅
巴
を
永
遠
の
光
の
像
に
な
ら
っ
て
 

と
ほ
ほ
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
「
 

彼
ら
は
も
の
の
す
ぐ
近
く
に
 

分
 の
ど
の
よ
う
な
生
業
 

き
ち
ん
と
行
な
 う
 人
々
 

の
の
そ
ば
に
い
る
が
、
 

生
業
む
の
目
の
（
す
 め
 Ⅱ 

」
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 



ト
 は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、
「
こ
の
世
の
も
の
の
そ
ば
に
 い
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
も
の
の
中
に
い
て
は
 
な
ら
な
Ⅱ
 
い
 」
と
舌
口
 
ぅ
の
 

世
 の
も
の
は
使
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
享
受
す
べ
き
で
な
 く
、
 神
の
み
を
享
受
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
 
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
 

中
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
時
間
の
中
の
知
性
的
な
行
 
為
に
よ
っ
て
 、
 神
に
ま
す
ま
す
 近
 づ
き
、
神
に
ま
す
ま
 す
 似
る
た
め
で
あ
る
。
 

こ
れ
は
聖
パ
ウ
ロ
が
「
時
を
克
服
し
な
さ
い
亨
の
の
 痒
 往
 の
め
 
円
 
（
）
。
今
は
悪
い
時
代
な
の
で
す
 宝
 フ
ェ
ソ
の
 
信
 徒
へ
の
手
紙
五
章
一
六
節
 

一
 

と
い
っ
た
と
き
も
こ
の
意
味
で
あ
っ
た
。
「
時
を
克
服
 す
る
」
と
は
、
絶
え
ず
知
性
で
神
へ
と
登
る
こ
と
で
あ
 
る
 。
し
か
も
、
像
に
よ
 

る
 表
象
の
区
別
性
で
は
な
く
、
知
性
的
な
生
け
る
真
理
 
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
時
代
が
悪
い
」
と
は
次
の
よ
う
 な
 意
味
で
あ
る
。
時
代
 

は
 夜
を
示
し
、
も
し
、
夜
が
な
け
れ
ば
、
昼
も
な
く
、
 
昼
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 
す
 べ
て
は
一
つ
の
光
で
あ
 

ろ
う
。
光
の
生
活
と
舌
口
っ
て
も
、
そ
の
中
に
ま
だ
何
か
 暗
闇
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
高
貴
な
霊
に
べ
 
｜
ル
 を
か
け
 、
永
遠
の
至
福
を
覆
っ
 

て
い
る
う
ち
は
 何
 ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
 そ
う
舌
ロ
Ⅱ
 

い
 た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
が
「
あ
な
 
た
が
た
は
光
の
中
を
歩
 

き
な
さ
い
」
（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
二
章
三
五
節
 

-
 と
 =
 
二
口
 
っ
 た
の
も
、
同
じ
意
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
光
の
中
 
で
 働
く
も
の
は
、
一
切
 

の
手
段
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
っ
て
 、
 神
へ
と
登
っ
て
 行
く
の
で
あ
る
。
彼
の
光
は
彼
の
生
業
で
、
彼
の
生
業
 
は
 彼
の
光
で
あ
る
」
 

「
生
業
」
が
自
分
の
「
光
で
あ
る
」
よ
う
な
生
き
方
は
 、
 こ
の
世
の
中
で
、
こ
の
世
を
超
え
て
生
き
る
生
き
方
 
で
あ
る
。
そ
こ
の
と
 

こ
ろ
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
こ
の
よ
う
な
人
々
は
も
 
の
の
そ
ば
に
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
の
の
中
に
は
い
な
 
い
 。
彼
ら
は
も
の
の
す
 

ぐ
 近
く
に
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
彼
ら
は
は
る
か
 
天
 の
 永
遠
と
の
境
に
い
る
の
と
同
じ
く
ら
い
の
も
の
を
も
 
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
 

と
 言
う
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
す
べ
て
の
 
被
 造
物
が
「
手
段
と
な
る
 ヒ
と
 舌
口
 
う
 。
こ
れ
は
、
ア
ウ
 グ
ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 の
「
 使
 

用
と
 享
受
の
区
別
」
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
 
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
」
 と
い
う
書
物
の
中
で
、
 

一
 
g
u
g
-
 

「
あ
る
も
の
は
享
受
の
対
象
で
あ
る
が
、
あ
る
も
の
は
 使
用
の
対
象
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 
言
 ぃ
 換
え
れ
ば
、
「
こ
の
   



で
あ
る
。
 

な
お
わ
れ
わ
れ
は
、
毛
の
㍉
 
オ
と
 的
の
目
浅
す
⑪
と
い
う
舌
口
薬
 

を
 次
の
様
に
訳
し
分
け
た
。
す
な
 
む
 ち
 、
 毛
の
（
 
オ
は
 「
 
業
 
（
 
わ
ざ
 こ
と
 訳
 

し
 、
 潟
目
の
 
「
す
の
を
田
島
照
久
氏
に
倣
っ
て
「
生
業
」
と
 
訳
し
た
。
 

と
こ
ろ
で
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
キ
リ
ス
ト
の
足
元
に
座
 
っ
て
説
教
に
聞
き
入
る
マ
リ
ア
を
評
価
し
な
い
わ
け
で
 は
な
い
。
マ
リ
ア
は
 

ま
ず
、
マ
ル
タ
の
よ
う
に
立
ち
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
人
は
皆
、
マ
リ
ア
か
ら
マ
ル
タ
へ
の
道
を
辿
り
、
真
の
 
マ
リ
ア
に
至
ら
ね
ば
な
 

ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
神
に
至
る
道
で
あ
 
り
 、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
道
に
つ
い
 
て
 語
っ
て
い
る
。
 

「
（
神
に
い
た
る
）
第
一
の
道
と
は
多
種
多
様
な
「
生
業
 
」
を
通
じ
、
燃
え
あ
が
る
愛
で
も
っ
て
、
全
被
造
物
の
 
中
で
神
を
探
す
こ
と
 

を
 言
う
」
 

「
（
神
に
い
た
る
）
第
二
の
道
は
 
、
 道
な
き
道
で
あ
り
、
 自
由
で
あ
り
、
か
っ
束
縛
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
に
お
 
い
て
、
人
は
自
身
と
 

全
て
の
事
物
を
、
意
志
も
像
も
な
し
に
は
る
か
に
超
え
 
出
で
、
そ
し
て
遠
ざ
か
る
。
し
か
し
、
末
だ
本
質
的
な
 
永
続
性
を
持
っ
て
は
い
 

な
 い
 」
 

 
 

呼
ば
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
我
が
家
に
在
る
こ
 
と
で
あ
り
、
 神
 自
身
の
有
に
 

抱
 
お
い
て
直
接
に
神
を
見
る
こ
と
で
あ
る
」
 

第
三
の
道
に
お
い
て
「
直
接
に
神
を
見
る
」
と
 
い
う
舌
口
薬
が
出
て
く
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
 ヱ
ッ
ク
 ハ
ル
ト
は
決
し
て
自
由
心
霊
 

t
<
i
j
,
 
 

信
 
派
を
は
じ
め
と
す
る
異
端
的
な
神
秘
主
義
に
く
み
 

し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
 
任
意
深
く
警
戒
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

ボ
 
そ
れ
を
証
明
す
る
言
葉
が
、
こ
の
説
教
に
は
あ
る
 。
 日
く
、
 

 
 

や
か
さ
な
か
っ
た
」
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「
マ
ル
タ
が
心
配
し
た
の
は
、
姉
妹
が
歓
喜
と
甘
美
さ
 の
中
に
立
ち
止
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
 
り
 、
だ
か
ら
姉
妹
が
 

自
分
の
よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
」
 

「
俗
物
ど
も
は
、
感
覚
的
な
事
物
が
現
前
し
て
も
、
 

何
 も
 感
じ
な
い
よ
う
な
状
態
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
出
来
 
る
と
思
 い
 こ
ん
で
 
ぃ
 

る
 。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
 

「
あ
る
人
達
は
 、
 業
か
ら
解
放
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
り
た
 い
と
思
っ
て
い
る
。
わ
た
し
は
あ
え
て
舌
口
う
が
、
 

そ
爪
り
 よ
う
な
こ
と
は
あ
り
 

え
な
い
の
で
あ
る
」
 

こ
の
よ
う
に
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
マ
リ
ア
が
マ
ル
タ
 
を
 通
っ
て
真
の
マ
リ
ア
に
至
る
過
程
を
重
視
す
る
。
 
そ
 し
て
、
そ
の
過
程
に
 

お
い
て
起
こ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
舌
口
 
う
 。
 

「
何
と
驚
く
べ
き
こ
と
か
。
内
に
立
つ
が
ご
と
く
外
生
 ユ
ち
、
 摘
む
と
同
時
に
摘
ま
れ
、
見
る
と
同
時
に
見
ら
 
れ
た
も
の
白
身
で
あ
 

り
 、
保
持
す
る
と
同
時
に
保
持
さ
れ
る
と
は
。
こ
れ
こ
 
そ
 目
的
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
精
神
が
愛
す
る
永
遠
 
と
 
一
つ
に
な
り
、
安
ら
 

ぎ
の
内
に
留
ま
り
続
け
る
と
こ
ろ
」
 

こ
こ
に
は
、
「
 生
 」
そ
の
も
の
が
包
含
す
る
逆
説
的
 事
 態
 が
よ
く
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
逆
説
 
的
 事
態
の
把
握
に
 立
 

ち
つ
つ
、
「
生
業
」
を
通
し
て
「
生
き
る
こ
と
を
学
ぶ
」
 べ
き
 

Ⅰ
あ
る
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
舌
口
 

ネ
 

う
ハ
 り
で
あ
る
。
 で
は
「
生
き
る
こ
と
を
 

学
ぶ
」
と
、
ど
の
よ
う
な
結
果
に
至
る
の
か
。
 

そ
れ
は
「
よ
く
鍛
錬
さ
れ
た
身
体
（
の
ぎ
 毛
 0
-
 盤
ま
 の
 （
 
浅
才
 驚
 」
を
も
た
ら
す
。
そ
れ
は
「
成
熟
し
た
堅
固
な
 
徳
と
 、
わ
ず
ら
わ
 さ
 

れ
る
こ
と
の
な
い
心
安
 蝉
 時
す
印
，
 毛
 0
 ）
㎎
の
 
づ
 の
の
（
の
三
の
Ⅰ
 

片
口
め
の
三
白
コ
ロ
 

ヨ
 の
 
ヨ
 の
 
ヨ
せ
 Ⅱ
～
の
目
的
の
日
白
輿
 

の
 
）
」
を
も
た
 ら
す
。
そ
れ
は
「
成
熟
 

し
た
魂
の
根
底
す
ぎ
馬
Ⅰ
（
～
 臼
浅
隅
 ヒ
コ
（
 

一
 
」
を
も
た
ら
 す
 。
だ
か
ら
こ
ぞ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
き
っ
ぱ
り
と
 次
 の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
   



 
 

業
 が
彼
女
を
け
っ
し
て
妨
げ
る
こ
と
が
な
れ
ほ
ど
に
 
極
 め
て
本
質
的
に
存
在
し
た
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

渦
 

マ
ル
タ
の
働
き
と
「
 生
善
は
 、
彼
女
を
永
遠
の
 
幸
い
へ
と
導
い
て
い
っ
た
」
と
い
う
舌
口
業
が
重
要
で
あ
 
る
 。
人
は
「
生
業
」
を
通
し
 

 
 

3
 

が
 

て
こ
そ
、
「
生
き
る
こ
と
を
 
学
 」
 び
 、
永
遠
の
幸
 い
に
至
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 

で
き
た
。
 

「
さ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
「
あ
な
た
は
多
く
の
こ
と
を
 

思
 ヒ
 唄
っ
て
 い
ゑ
と
 言
っ
て
い
る
。
マ
ル
タ
は
彼
女
の
 

生
業
が
彼
女
を
決
し
 

て
 妨
げ
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
に
極
め
て
本
質
的
に
存
在
 

し
て
い
た
。
マ
ル
タ
の
働
き
と
「
生
業
」
は
、
彼
女
を
 

-
 
永
遠
の
幸
い
へ
と
導
い
 

て
い
っ
た
。
そ
の
際
、
永
遠
の
幸
い
は
確
か
に
直
接
的
 

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
件
の
高
貴
な
性
質
、
不
断
 

の
 勤
勉
と
徳
が
大
い
に
 

役
立
つ
の
で
あ
る
。
マ
リ
ア
は
マ
リ
ア
に
な
る
前
に
 

、
 ア
リ
ア
は
ま
ず
マ
ル
タ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 

ら
 、
マ
リ
ア
は
主
の
足
 

も
と
に
座
っ
た
時
、
真
の
マ
リ
ア
で
は
な
か
っ
た
か
ら
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
は
名
前
は
マ
リ
ア
で
あ
っ
た
 

が
 、
存
在
で
は
そ
う
で
 

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
女
は
喜
び
と
甘
美
な
 

陶
 酔
に
 浸
っ
て
座
り
、
や
っ
と
学
校
に
入
り
、
生
き
る
こ
 

と
を
学
ん
で
い
た
の
で
 

あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
タ
の
方
は
す
で
に
完
全
に
本
質
 

的
な
在
り
方
を
し
て
い
た
。
だ
か
ら
マ
ル
タ
は
、
「
 

主
 よ
 、
彼
女
に
立
ち
上
が
 

る
よ
う
お
命
じ
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
 れ
は
、
「
主
よ
、
彼
女
が
喜
び
に
酔
 

い
 し
れ
て
そ
こ
に
 
座
っ
て
い
な
い
で
、
 
マ
 

e
i
t
s
 
g
 

轍
 
足
元
に
座
っ
て
い
た
と
き
は
、
マ
リ
ア
と
い
う
名
で
は
な
か
 

の
む
 

ヴ
 
の
（
の
Ⅰ
運
を
も
ち
、
賢
い
教
え
に
従
順
な
者
で
あ
る
。
 

肥
 
と
で
あ
る
」
 

リ
ア
が
そ
の
喜
び
を
本
質
的
に
自
分
の
も
の
と
す
る
た
 

る
た
め
に
、
彼
女
に
立
ち
上
が
れ
と
お
命
じ
く
だ
さ
い
 

ヒ
と
 舌
 
口
 い
た
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
 

め
に
、
生
き
る
こ
と
を
学
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
。
マ
リ
 

 
 

  

。
彼
女
が
キ
リ
ス
ト
の
 

ア
が
 完
全
な
も
の
に
な
 



こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
生
業
」
の
意
義
の
強
調
は
、
当
時
 、
大
都
市
ケ
ル
ン
の
直
中
で
富
裕
な
家
に
生
ま
れ
行
な
 
か
っ
た
が
故
に
 、
あ
 

る
い
は
貴
族
の
家
の
出
身
で
な
か
っ
た
が
故
に
、
敬
虔
 
な
 生
活
の
た
め
に
修
道
院
入
り
を
願
っ
て
も
か
な
え
ら
 
れ
ず
、
半
 里
 半
俗
の
ど
 

っ
 ち
つ
か
ず
の
生
活
を
し
て
い
た
 べ
ギ
ン
と
 呼
ば
れ
た
 女
性
 達
 に
活
き
活
き
と
生
き
る
力
を
与
え
た
と
思
わ
れ
 る
 。
 

人
の
生
は
ど
こ
で
円
熟
す
る
の
で
あ
ろ
向
か
。
そ
れ
は
 
、
 日
々
の
「
生
業
」
で
円
熟
す
る
の
で
あ
る
。
「
生
業
 」
こ
そ
、
「
生
き
る
」
 

と
い
う
言
葉
に
正
し
い
意
味
で
対
応
す
る
。
 
ェ
ッ
ク
ハ
 ル
ト
 に
と
っ
て
「
生
き
る
」
こ
と
は
決
し
て
自
明
で
は
 な
か
っ
た
。
人
は
「
 生
 

き
る
こ
と
」
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
 
ゆ
え
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
マ
リ
ア
が
「
学
校
に
入
り
 
、
 生
き
る
こ
と
を
学
ん
 

で
い
る
」
と
舌
口
 
ぅ
か
 り
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
聖
書
に
も
「
生
き
る
」
と
い
う
一
見
自
明
 
な
 事
柄
を
、
殊
更
に
意
識
的
に
語
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
 
る
 。
そ
れ
は
、
 ア
モ
 

ス
と
ェ
ゼ
キ
エ
 ル
で
あ
る
。
新
共
同
調
で
引
用
し
た
い
 。
ま
ず
、
ア
モ
ス
 書
 五
章
に
日
く
 、
 

「
主
を
求
め
よ
、
そ
し
て
生
き
よ
。
さ
も
な
い
と
主
は
 人
 の
 ょ
う
 に
 ノ
 ヨ
セ
フ
の
家
に
襲
 い
 か
か
り
 ノ
 火
が
燃
 え
 盛
っ
て
も
 /
 ベ
テ
 

ル
 の
た
め
に
そ
の
火
を
消
す
者
は
な
い
」
 @
 比
量
ハ
 

%
 

「
ま
こ
と
に
、
主
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
に
こ
う
言
わ
れ
 る
 。
わ
た
し
を
求
め
よ
、
そ
し
て
生
き
よ
」
荒
草
田
 
範
 

次
に
 、
 エ
ゼ
キ
エ
ル
喜
一
八
章
に
日
く
 、
 

目
 わ
た
し
は
だ
れ
の
死
を
も
喜
ば
な
い
。
お
前
た
ち
は
 立
ち
帰
っ
て
 、
 生
き
よ
」
と
主
な
る
神
は
舌
口
わ
れ
る
」
 -
 一
八
章
 
二
 二
節
 -
 

た
だ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
件
の
言
葉
に
は
、
こ
れ
ら
の
 
旧
約
聖
書
の
言
葉
以
上
に
意
識
的
な
「
生
き
よ
 !
 」
 い
 う
 響
き
が
あ
っ
た
。
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-
 
㏄
 
す
 0
 Ⅰ
の
 
コ
 Ⅰ
Ⅱ
の
宙
の
 

ド
 の
 -
 が
 山
口
。
で
の
Ⅰ
）
 

コ
 。
 
す
 0
 の
 
宙
 -
 
①
 
コ
由
 
㏄
の
 
住
 ①
 

出
口
）
が
コ
 

ン
 Ⅱ
の
の
①
の
の
の
Ⅱ
㏄
③
」
 

こ
こ
に
は
、
働
く
と
い
う
こ
と
が
、
人
が
神
へ
と
立
ち
 帰

る
悔
い
改
め
の
 葉
 と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
 

ま
た
、
四
八
章
の
冒
頭
に
口
 く
、
 

「
怠
惰
は
魂
の
敵
で
あ
る
（
 0
 ま
 。
 
絃
 こ
の
 目
巨
 n
u
 
の
の
（
 

目
 弍

酪
 ③
。
そ
こ
で
兄
弟
達
は
 、
 定
ま
っ
た
時
間
手
仕
事
 に
 従
事
し
 
往
 ま
の
 耳
 

f
r
a
 

（
「
 

鯛
ぎ
迂
ヴ
 。
お
 ョ
 当
日
 ヨ
 Ⅰ
定
ま
っ
た
時
間
を
 聖

な
る
読
書
に
当
て
ね
ば
な
ら
な
い
」
 

こ
こ
で
は
、
怠
惰
が
魂
の
敵
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
 。

反
対
に
、
労
働
は
魂
の
味
方
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
 
こ
 の
 修
道
院
規
則
は
 、
 

労
働
の
持
っ
積
極
的
な
意
味
を
発
見
し
て
い
る
、
た
だ
 

、
 後
に
続
く
次
の
様
な
く
だ
り
を
読
む
と
、
そ
の
労
働
 

観
に
な
お
創
世
記
の
労
 

働
 観
の
名
残
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
 日
く
、
 

「
そ
の
土
地
の
必
要
や
貧
困
の
た
め
に
、
彼
ら
が
収
穫
 の

際
に
働
く
こ
と
が
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
 悲
 し

ん
で
は
な
ら
な
い
。
 

な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
教
父
や
使
徒
た
ち
も
し
た
 
ょ
 う

に
、
自
分
の
手
の
業
に
よ
っ
て
生
活
し
て
こ
そ
、
 
真
 の

 修
道
士
と
言
え
る
の
 

で
あ
る
か
ら
。
と
は
い
え
、
意
気
地
の
な
い
者
の
た
め
 

に
 、
す
べ
て
の
こ
と
を
適
度
に
行
な
う
よ
う
に
」
 

こ
こ
に
は
、
依
然
と
し
て
労
働
を
「
 悲
し
 」
 む
 
「
意
気
 

弛
 め
な
い
 者
 」
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
修
道
院
規
則
の
「
手
の
労
働
」
の
 
重
 視

に
つ
い
て
、
「
 E
.
 

マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、
 

聖
 ベ
ネ
デ
ィ
 ク

ト
ゥ
ス
戒
律
注
解
 

（
パ
リ
、
一
六
九
 0
 こ
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
 

「
さ
て
、
修
道
士
は
手
の
労
働
を
免
除
さ
れ
え
ず
、
 学
 問

 研
究
に
従
事
し
え
な
い
と
主
張
す
る
人
々
は
 
、
 次
の
 八
 論
拠
に
依
っ
て
 い
 

る
 。
第
一
に
古
代
の
修
道
士
達
は
昼
間
の
大
部
分
の
時
 

間
を
手
の
労
働
に
費
や
し
て
い
た
か
ら
。
義
二
、
第
二
一
 

、
 省
降
 
第
四
に
、
修
道
 

士
は
 、
 娼
 罪
の
業
を
積
む
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
 

か
ら
、
肉
体
を
弱
め
る
労
働
の
方
が
学
問
研
究
よ
り
 

似
 つ
か
わ
し
い
。
第
五
 

  



 
 

 
 

%
 
 

ィ
ク
ト
 
ウ
ス
修
道
院
規
則
の
ご
と
く
「
意
気
地
の
 な
い
者
の
た
め
に
、
す
べ
て
の
こ
と
を
適
度
に
行
な
う
 
よ
 う
 に
」
 
竹
壬
 
㌧
と
は
舌
口
わ
な
Ⅱ
 い
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

沌
で
、
む
し
ろ
、
徹
底
的
な
の
の
 

ぉ
 

ミ
 の
（
 
ヴ
 の
へ
の
没
入
 を
 勧
め
た
で
あ
ろ
う
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
う
の
の
旧
の
 （す
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
 
価
 

 
 

 
 

ギ
ベ
 

値
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

僻
 
む
 意
味
内
容
を
も
た
せ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
 
う
に
の
の
旧
の
（
汀
の
積
極
的
な
価
値
を
見
出
し
て
い
た
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
ベ
ネ
デ
 

抱
 
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
べ
 

ギ
 ン
 と
の
魂
の
触
れ
合
い
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
 

に
お
け
る
の
の
 

ミ
 の
（
奇
に
斬
新
 

に
、
 重
い
肉
体
労
働
は
、
肉
体
を
弱
め
る
の
で
、
心
の
 内
的
な
情
動
を
ひ
ん
ぱ
ん
に
助
長
す
る
。
第
六
に
 
、
手
 の
 労
働
は
過
去
の
生
活
 

の
 栄
華
や
安
逸
を
忘
れ
さ
せ
、
肉
体
を
く
じ
い
て
心
の
 
謙
遜
を
獲
得
さ
せ
る
。
 
窮
七
 、
第
八
、
省
略
 

こ
而
一
 

l
 
o
 

こ
れ
 

が
 、
一
六
九
 0
 年
に
お
 

け
る
、
 聖
 ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
戒
律
第
四
八
章
冒
頭
の
 
一
文
に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。
た
し
か
に
修
道
 院
の
中
に
閉
じ
寵
も
っ
 

て
い
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
と
ど
ま
る
よ
り
な
 
か
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
手
の
労
働
」
が
「
肉
体
 を
 弱
め
る
の
で
、
心
の
 

内
的
な
情
動
を
ひ
ん
ぱ
ん
に
助
長
す
る
」
と
か
「
過
去
 
の
 生
活
の
栄
華
や
安
逸
を
忘
れ
さ
せ
、
肉
体
を
く
じ
 
い
 て
 心
の
嫌
遜
を
獲
得
さ
 

せ
る
」
と
か
の
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
の
は
、
何
と
い
 ぅ
 静
的
か
っ
消
極
的
な
解
釈
で
あ
ろ
向
か
。
 

3
 
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
労
働
 観
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
と
 
お
り
、
一
三
 0
0
 年
代
初
頭
に
お
い
て
す
で
に
「
 
生
 業
 」
は
 、
 人
を
し
て
 

「
永
遠
の
幸
い
に
導
く
 光
 」
で
あ
り
、
人
に
「
よ
く
 鍛
 錬
 さ
れ
た
 体
 」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
人
を
し
て
 
「
生
き
る
こ
と
を
 学
 」
 

ば
し
め
る
と
い
う
動
的
、
か
つ
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
 
の
で
あ
る
。
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
 べ
ギ
ン
 と
の
関
わ
り
の
中
で
、
「
生
業
 」
が
人
を
霊
的
に
育
て
る
側
面
を
よ
く
理
解
し
て
い
 
た
の
で
あ
る
。
故
に
 

刃
 
こ
そ
、
日
々
の
労
働
で
疲
れ
果
て
、
萎
れ
が
ち
な
 
ベ
ギ
ン
達
に
、
「
生
業
」
の
霊
的
な
意
味
を
伝
え
、
 彼
 女
達
の
生
を
根
底
か
ら
支
え
 



妙
好
人
と
は
仏
教
の
信
仰
に
生
き
る
こ
と
を
求
め
、
 
生
 活
の
直
中
で
仏
法
に
拠
り
頼
ん
で
生
き
た
人
々
の
こ
と
 
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
 

島
根
県
出
身
の
妙
好
人
浅
原
寸
市
の
人
と
な
り
を
 
紹
 

 
 

大
拙
は
 、
一
九
四
八
年
刊
の
「
妙
好
人
」
第
六
章
、
「
 信
仰
の
健
全
性
と
中
庸
性
１
１
衆
生
済
度
」
に
お
い
て
 、
「
 霊
 性
的
直
覚
は
 、
 

そ
の
ま
ま
で
は
社
会
性
・
行
為
性
を
力
強
く
発
揮
し
得
 
な
い
と
 云
ふ
 傾
向
が
あ
る
の
で
、
五
口
等
は
特
に
其
の
占
 
一
に
関
し
て
注
意
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
 オ
 市
の
他
力
体
験
に
は
全
く
 そ
れ
が
な
れ
。
そ
れ
は
、
彼
の
浄
土
 観
が
 娑
婆
 観
と
分
 離
し
て
居
な
い
と
 云
ふ
 

と
こ
ろ
に
存
す
る
の
て
あ
る
」
 

@
 
-
,
 

1
 
 

一
 と
し
た
上
で
、
次
の
 ょ
 う
 な
「
 口
 あ
 い
 
（
詩
歌
の
一
種
）
」
を
引
用
す
る
。
 

あ
り
が
た
い
な
。
 

娑
婆
で
す
る
こ
と
、
家
業
を
営
み
す
る
こ
と
が
、
 

浄
土
の
荘
厳
に
、
こ
れ
が
か
わ
る
ぞ
よ
。
 

ふ
し
ぎ
だ
、
な
に
と
ふ
し
ぎ
で
あ
り
ま
す
な
。
 

な
む
あ
み
だ
ぶ
 ね
 、
ど
を
ゆ
う
、
よ
い
く
す
り
で
あ
ろ
 を
か
い
な
。
 

一
は
 
-
 

な
む
あ
み
だ
ぶ
 ね
 、
ど
を
ゆ
う
よ
い
く
す
り
で
、
あ
ろ
 を
か
い
な
。
 

大
拙
は
才
市
の
 
「
浄
土
 観
が
 娑
婆
 観
と
 分
離
し
て
 居
な
 い
 」
と
舌
口
う
が
、
そ
れ
は
方
面
 
の
 「
 口
 あ
い
」
の
「
 娑
 婆
 で
す
る
こ
と
、
家
業
 

を
 営
み
す
る
こ
と
が
、
浄
土
の
荘
厳
に
、
こ
れ
が
か
わ
 
る
 ぞ
よ
」
と
い
う
一
節
に
呼
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
 
方
面
 は
、
 同
じ
「
 口
あ
 

  

妙好 

人 

'i Ⅰ 蓑 

原オ 

市 
    
/ 入 

五 
O 
    

九一           

の 

  
な 
む 
あ 
み 
だ 
  
つ   

  

三
信
仰
と
生
業
の
一
元
化
１
１
妙
好
人
浅
原
 方
南
 の
 「
な
む
あ
み
だ
ぶ
 
三
 
と
べ
 ギ
ン
 の
「
聖
体
 拝
 領
 」
 

42 



ベギンにおける 信仰と生活の - 

度 に あ も 

と か 凍 つ の 
は く に た が   

『 の あ 
必 彼 妙 だ っ 

ず は 好 。 た 
八 市 で   計 あみだ「自力」 う 才市 二 O 。 り の 

  
傍 空大 

は良 
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い
 」
の
最
後
に
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
 
ね
 、
ど
を
ゆ
 う
、
よ
 い
く
す
り
で
あ
ろ
を
か
い
な
」
と
い
う
表
現
を
繰
り
 
返
し
て
い
た
。
 
才
市
は
 

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
薬
を
服
用
し
っ
 っ
、
日
 々

の
生
業
に
打
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
 オ
 市
の
「
な
む
 あ
み
だ
ぶ
っ
に
は
そ
の
 

よ
う
な
力
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
次
に
論
ず
る
「
ベ
ギ
ン
 
の
 聖
体
拝
領
」
が
 べ
ギ
ン
 に
と
っ
て
生
業
の
 ェ
 ネ
ル
ギ
 １
 で
あ
っ
た
こ
と
に
 通
 

じ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
点
は
、
 大
拙
が
 引
用
 す
る
次
の
よ
う
な
「
 口
 あ
い
」
に
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
 て
い
る
。
 

さ
い
ち
ゃ
、
な
ん
で
仕
事
を
す
る
か
、
さ
い
ち
ゃ
、
 
な
 む
 あ
み
だ
ぶ
で
、
仕
事
を
す
る
 ょ
 

オ
 市
は
正
に
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
で
、
仕
事
を
す
る
」
の
 
で
あ
る
。
 
大
拙
 は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
 
士
よ
 
L
 こ
よ
り
て
い
 
ス
 ㌧
。
「
五
口
等
 

日
常
の
行
為
が
即
ち
浄
土
を
荘
厳
す
る
も
の
で
な
く
て
 
は
な
ら
ぬ
。
所
謂
 る
 、
大
工
は
大
工
で
、
 

ホ
を
 切
り
、
 木
 を
削
っ
て
 、
 家
を
建
 

て
 、
商
人
は
、
算
盤
を
は
じ
き
、
両
手
を
打
つ
て
あ
き
 
な
ひ
 を
す
る
。
 
申
降
す
 市
の
信
心
は
 、
 実
に
浄
土
に
 徹
し
、
兼
ね
て
娑
婆
に
 

-
H
 
一
 

も
 、
ま
た
地
獄
に
も
徹
し
て
居
た
と
 云
 ふ
こ
と
は
、
 
他
 力
 崇
史
上
に
驚
異
の
事
実
と
認
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
  
 

さ
て
、
「
妙
好
人
」
か
ら
の
引
用
は
次
で
最
後
に
し
た
 

大
拙
は
、
 
「
さ
い
ち
ゃ
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
で
、
 

し
ご
 と
を
す
る
 ょ
 。
こ
れ
 

を
御
 開
山
に
 、
な
 し
 ゑ
 ら
れ
、
御
恩
 う
 れ
し
や
、
な
む
 あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
い
う
「
 口
 あ
い
」
を
引
用
し
た
 上
 で
 書
い
て
い
る
。
「
 
才
市
 

轍
が
 仕
事
を
す
る
の
で
な
く
て
、
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
 ヱ
が
 仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
彼
の
行
住
坐
臥
 
に
は
自
ら
計
ら
 ひ
 を
離
れ
た
 



を
 計
り
て
、
自
家
の
名
利
と
か
、
利
生
ロ
と
か
い
う
も
の
 に
 関
心
を
も
た
ぬ
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
 
オ
 市
に
あ
り
 て
は
、
日
々
の
稼
業
に
 

 
 

「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
と
共
に
い
そ
し
む
の
で
あ
る
」
。
 こ
の
書
物
に
 、
 次
の
よ
う
な
「
 口
 あ
い
」
が
収
録
さ
れ
 て
い
る
。
 

さ
い
ち
よ
い
は
太
ら
け
 よ
 は
太
ら
け
ば
こ
こ
ろ
が
こ
 ゑ
 る
 な
む
あ
み
だ
ぶ
の
 
丁
才
市
ょ
 
働
け
 ょ
 
働
け
ば
 心
 が
肥
え
る
な
 

 
 

む
 あ
み
だ
ぶ
の
）
 

オ
 市
は
、
鈴
木
大
拙
作
成
の
年
譜
に
よ
る
と
、
若
い
と
 
き
は
船
大
工
で
あ
り
、
下
駄
職
を
生
業
と
し
た
の
は
 
六
 0
 歳
頃
か
ら
で
あ
っ
た
 

と
い
う
。
 才
市
が
 
「
 口
 あ
い
」
を
作
り
始
め
た
の
は
 六
 四
歳
だ
と
い
う
か
ら
、
こ
の
「
 口
 あ
い
」
の
言
う
「
は
 太
ら
 き
 」
と
は
下
駄
作
 

り
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
 
大
 拙
の
言
葉
を
引
用
 し
つ
つ
述
べ
て
き
た
よ
う
に
 オ
 市
は
、
下
駄
作
り
と
 
い
う
生
業
に
い
そ
し
む
 

日
々
に
お
い
て
こ
そ
、
信
仰
を
深
め
た
の
で
あ
る
。
 
オ
 市
 に
お
い
て
、
生
業
そ
の
も
の
が
、
本
質
的
に
信
仰
 
に
 関
っ
て
い
た
の
で
あ
 

る
 。
「
働
け
ば
心
が
肥
え
る
」
と
歌
っ
た
 才
而
 も
ま
た
、
 エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
言
 う
 と
こ
ろ
の
「
よ
く
鍛
錬
さ
れ
た
 身
体
」
と
「
成
就
し
た
 

堅
固
な
 徳
 」
と
「
わ
ず
ら
お
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
 心
 」
 と
を
生
業
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
人
で
あ
っ
た
。
 

2
 
 ベ
ギ
ン
の
聖
体
拝
領
 

中
世
後
期
に
お
い
て
一
般
信
徒
は
、
聖
体
拝
領
を
受
け
 
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
 
三
世
の
絶
頂
期
の
 一
 

三
 一
五
年
に
招
集
さ
れ
た
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
教
会
会
議
 に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
決
定
が
為
さ
れ
た
こ
と
か
 ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
 

そ
の
第
二
一
章
「
告
白
の
義
務
、
司
祭
の
秘
密
厳
守
の
 
義
務
、
復
活
祭
の
聖
体
拝
領
の
義
務
」
に
お
い
て
 
次
 の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
 

「
性
別
を
と
わ
ず
分
別
の
年
齢
に
達
し
た
す
べ
て
の
 信
 者
は
、
少
な
く
と
も
年
に
一
回
所
轄
司
祭
に
そ
の
す
べ
 
て
の
罪
を
告
白
し
 、
命
 

ぜ
ら
れ
た
罪
の
償
い
を
で
き
る
か
ぎ
り
果
す
よ
 
う
 努
め
 、
 少
な
く
と
も
復
活
祭
の
頃
謹
ん
で
聖
体
を
拝
領
す
る
 
こ
と
。
た
だ
し
何
か
 正
 

(286) 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
下
駄
作
り
な
ら
下
駄
作
り
 
、
先
生
な
ら
学
校
へ
出
る
こ
と
、
政
治
家
な
ら
国
民
の
 
た
め
一
切
の
人
の
幸
福
 

 
 

 
 



ベギンにおける 信仰 と 

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 @
 瞠
 
そ
の
後
、
キ
リ
ス
ト
は
 教
会
が
月
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
月
の
中
 
の
 失
わ
れ
た
部
分
は
 、
 

こ
の
世
に
お
い
て
祝
 う
 こ
と
を
キ
リ
ス
ト
 御
 自
身
が
そ
 の
 信
仰
者
に
望
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、
教
会
の
祝
宴
の
こ
 
と
だ
と
彼
女
に
知
ら
せ
 

ま
し
た
」
 

-
 
。
一
 

Ⅱ
 O
 こ
う
し
て
、
や
が
て
、
こ
の
「
聖
体
の
祝
 

日
 」
は
教
皇
ウ
ル
バ
ー
ス
ス
 
四
 世
の
一
二
六
四
年
八
月
 
一
一
日
の
教
書
「
ト
ラ
 

ン
シ
ト
ウ
ル
ス
（
 円
 「
い
む
 

四
 （
 
廷
 Ⅰ
仁
の
良
の
 

プ
 o
n
 
 

ヨ
ロ
 

コ
年
 
0
 ）
」
 に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
記
念
と
し
て
制
定
さ
れ
る
。
 
こ
の
教
書
は
、
聖
体
 拝
   

簗
 
た
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
ま
す
。
彼
女
は
、
非
常
 

に
 驚
い
て
ず
っ
と
こ
れ
を
見
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
 
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
 

 
 

徒
に
お
け
る
聖
体
拝
領
の
衰
退
を
自
ず
か
ら
物
語
っ
て
 
い
る
。
 

し
か
し
、
ベ
ギ
ン
の
女
性
た
ち
は
当
時
の
一
般
的
な
 
傾
 何
 と
は
逆
に
、
頻
繁
な
る
聖
体
拝
領
を
渇
望
し
て
い
 
た
 。
そ
の
事
実
は
 、
 

「
聖
体
の
祝
日
す
。
 
る
拐
臼
 Ⅰ
一
の
（
 

ご
 」
制
定
の
き
っ
か
 け
を
作
っ
た
の
が
 べ
ギ
ン
 の
発
生
地
で
あ
る
べ
ル
ギ
ー
 の
 リ
エ
ー
ジ
ェ
で
活
躍
 

し
た
女
性
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
 
そ
 の
女
性
と
は
、
ベ
ギ
ン
の
研
究
者
た
ち
、
す
な
 
む
 ち
 

マ
ク
ド
ネ
ル
③
・
 メ
ヌ
 
「
 

 
 

乙
 の
し
 
0
 コ
コ
 
の
し
 
ゃ
 バ
イ
 々
ム
お
 ・
 旧
 ・
 いペ
 
コ
目
Ⅰ
 
そ
 し
て
ル
ビ
ン
（
 ミ
 ・
 簗
 き
こ
ら
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
 い
る
よ
 上
ワ
に
 
、
コ
ル
ニ
 

コ
 ン
の
ジ
ュ
リ
ア
ナ
 
C
E
 由
ぢ
コ
ド
ミ
 の
 0
 （
三
目
 
0
 コ
 
@
 
-
 

九
三
項
 ｜
 一
二
五
八
）
で
あ
る
。
ル
ビ
ン
は
、
ジ
ュ
リ
ア
 
ナ
の
 見
た
幻
視
に
つ
い
 

弔
 

て
の
伝
記
作
家
の
報
土
口
を
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
 

い
ろ
。
「
私
は
、
そ
の
丸
い
中
の
一
部
分
が
欠
け
て
 ぃ
 る
 月
が
彼
女
に
華
麗
に
現
れ
 

当
 な
理
由
の
た
め
聖
体
拝
領
を
し
な
 

り
を
禁
じ
ら
れ
、
死
後
も
キ
リ
ス
ト
 

の
規
律
を
教
会
で
繰
返
し
て
発
表
し
 

は
、
ま
ず
所
轄
司
祭
の
許
可
を
求
め
 

は
で
き
な
い
」
。
こ
の
引
用
の
う
ち
、
 

-
7
-
 

｜
 

い
よ
う
に
所
轄
司
祭
か
ら
勧
め
ら
れ
て
い
る
者
を
除
く
 。
そ
う
で
な
け
れ
 ば
 生
涯
教
会
へ
の
出
入
 

教
的
 葬
儀
を
拒
否
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
無
知
を
理
由
に
 自
己
弁
解
を
す
る
者
が
な
れ
よ
う
に
、
 
こ
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
な
理
由
の
た
め
所
轄
司
祭
 
以
外
の
司
祭
に
告
解
す
る
こ
と
を
望
む
者
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
い
と
他
の
司
祭
は
罪
 
を
 赦
す
こ
と
、
ま
た
は
赦
し
を
拒
む
こ
と
 

「
少
な
く
と
も
復
活
祭
の
頃
謹
ん
で
聖
体
を
拝
領
す
る
，
 
」
と
」
と
い
う
舌
口
業
 
が
 、
当
時
の
一
般
 信
 



領
 に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
信
者
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
を
 激
賞
し
た
後
、
毎
年
三
位
一
体
主
日
後
の
木
曜
日
に
「
 
聖
体
の
祝
日
」
を
祝
 う
 

よ
う
に
も
命
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
 
そ
の
晩
年
に
 絢
燗
 た
る
説
教
活
動
を
展
開
し
、
ま
た
 べ
 ギ
ン
 の
女
性
達
の
活
動
 

も
 盛
ん
で
あ
っ
た
ケ
ル
ン
に
「
聖
体
の
祝
日
」
が
導
入
 
さ
れ
た
の
は
一
三
 0
 六
年
で
あ
り
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
 
ク
に
 導
入
さ
れ
た
の
は
 

 
 

一
 三
一
七
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
頻
繁
な
る
聖
体
 拝
 領
を
渇
望
す
る
べ
 ギ
ン
 の
女
性
た
ち
の
数
の
多
さ
が
 呼
 び
 込
ん
だ
事
態
で
あ
っ
 

た
と
目
口
え
よ
う
。
 

こ
こ
で
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
活
動
の
円
熟
 期
 、
そ
し
 て
 晩
年
に
い
た
る
一
三
一
 セ
 年
頃
か
ら
一
三
二
六
年
の
 間
に
 、
シ
ュ
ト
ラ
ス
 

ブ
ル
ク
 か
 、
あ
る
い
は
ケ
ル
ン
で
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
が
こ
の
食
事
を
与
え
る
者
に
 
は
 、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
甘
く
、
美
味
し
い
か
ら
、
以
後
 

る
 説
教
第
二
 O
 番
 a
 、
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
説
教
 他

の
食
事
を
食
べ
た
 い
 

の
 テ
キ
ス
ト
は
 、
ル
カ
 

に
よ
 る
福
音
者
一
四
章
一
六
節
の
「
あ
る
人
が
盛
大
な
 晩
餐
会
を
催
し
た
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
 
、
大
 グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
 

説
教
の
舌
口
葉
を
引
用
し
つ
つ
語
ら
れ
た
、
次
の
く
だ
り
 
 
 

「
第
四
に
、
こ
の
（
晩
餐
の
）
意
味
は
 、
聖
 グ
レ
ゴ
リ
 オ
ス
が
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
晩
餐
の
後
に
は
他
の
い
 
か
な
る
食
事
も
な
い
 

-
 
れ
 -
 

気
に
は
な
ら
な
い
」
 

こ
の
舌
口
業
 
は
 、
聖
体
の
パ
ン
を
食
べ
る
と
、
そ
れ
以
外
 
に
 何
も
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
 
べ
ギ
 ン
 の
女
性
に
共
通
す
 

る
 状
況
に
呼
応
し
て
い
る
。
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
バ
イ
 
々
 ム
の
 報
告
に
よ
る
と
「
イ
グ
ニ
ー
の
メ
ア
リ
ー
は
 、
聖
 体
 拝
領
を
熱
望
し
た
。
 

甲
瞠
 
彼
女
は
、
一
日
に
一
度
だ
け
（
夕
方
に
、
あ
る
 
い
は
 夜
し
 食
事
を
摂
っ
た
。
彼
女
は
ワ
イ
ン
お
よ
び
 
肉
を
 摂
 ら
な
か
っ
た
。
 

頻
繁
に
、
彼
女
は
、
自
分
の
喉
を
裂
き
、
そ
れ
を
出
血
 
さ
せ
、
粗
い
黒
い
パ
ン
だ
け
を
食
べ
た
。
あ
る
時
、
一
一
 
五
日
間
の
節
制
と
沈
黙
 

の
後
に
、
彼
女
は
我
に
戻
り
、
こ
の
世
の
食
物
を
食
べ
 
よ
 う
と
 努
め
た
が
、
そ
の
匂
い
 な
 嗅
ぐ
こ
と
が
で
き
な
 か
っ
た
。
た
だ
聖
杯
の
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ベギンにおける 信仰と生活の 一致 

  

て い な や 所 
0 者 被 っ を べ 
べ 女 友 て 布 か 
ギ で を き 皇 ギ 
ン あ 殺 た し l 六 
館 る し と て の へ の 彼 。 て し ころ り る家 作 「 死   ユ   
た れ と て こ デ 』 

見 

れ   
ュ っ 心 そ に 八 べ ギン 名｜ジュ 先立た た 。 配しな ｜ っくり 五五 一 

館     
あ バ わ を 悲 リ 

つ め れ 愛 し ュ 

た プ わ し め l 
め が れ 、 の ジ 

か 、 が し 中 ュ 
を コ こ か で ヒ 

、 べ こ し ブ に リュ 岩波 ノ ー で取 最後 

文 二 り に l ギ 
庫 ア 上 は ジ ン 
の と げ 放 ュ 館 
建 し た 縦 に 入 

ス は 者 の 居、 ヨ 作 ワ 
テ 、 を ェ こ 譲 ン っ イ 

ィ 固 着 ネ の に の た ン 
ア 難 護 ル よ 思 ジ コ だ 
こ で し ギ ラ ラ ュ ル け 

l に は リ ニ は 億甥域でべどアョ 飲 

「るい 食がたっ あ ギ ンは にナン はの む こ 

餌 " る た が と " ジ と 

」 き 者 。 渇 ん 青 ュ が 
で わ や そ 望 ビ 春 り で   
た 健 を ネ 望 む 拒 に 」 

。 会 費 ル 体 か 食 つ と 

そ な っ ギ 拝 っ を い い 

れ 生 た l 領 た 隠 て う 

べ き あ っ べ 
  

と れ で 
ね た る て ギ 努 て あ 
ば の 。 、 ン め い る 

、 で 聖 べ の た る 。 
彼 あ 体 ギ 生 が 。 さ 

女 る 拝 ン の 、 目 ら 
ら 。 領 の 根 被 く に 
は べ に 女 底 女 、 同 
生 ギ よ 性 を 
き ン っ た な 
ら の て ち し 
れ 女 イ は て 
な 性 エ 生 じ 

かに っと・に ス美た 。 
た っ キ 励 べ   
め て リ み ギ 
で 、 ス つ ン 

あ 聖 ト つ に 「聖体 生き の断食 て 

る 体 と 、 と て の の 

。 拝 一 見 つ 

領 体 捨 て い雙視 るえ 日 

に 化 て 聖 の に 」 

お し ら 体 か 罰 制 

け た れ 拝 被 せ 定 
る べ つ 領 女 ら の 
「 ギ つ は め れ き 

聖 、 ノ あ   姉 た っ 

休 め っ 生 妹 コ か 
（ 女 た 業 が ル け 
ホ 性 病 へ 不 二 を 



田
般
禰
訳
 で
引
用
し
て
み
る
。
「
修
道
女
た
ち
は
こ
の
 よ
 う
 に
 、
 一
つ
の
共
同
体
を
な
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
 住
居
に
、
数
人
ず
っ
で
 

暮
ら
し
て
い
る
。
そ
の
人
数
は
三
人
と
か
四
人
の
と
こ
 
ろ
も
あ
り
、
十
五
人
か
ら
二
十
人
も
い
る
と
こ
ろ
も
あ
 
る
 。
尼
僧
ロ
ザ
リ
の
 修
 

追
院
は
数
が
多
か
っ
た
。
バ
ル
ブ
が
入
っ
て
い
っ
た
 
と
 き
、
 教
ム
 
云
か
ら
戻
っ
た
ば
か
り
の
尼
僧
た
ち
は
み
ん
な
 、
 広
 い
 共
同
作
業
室
で
 

お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
、
笑
っ
た
り
、
声
を
か
け
あ
っ
 
た
り
し
て
い
た
。
 帝
瞠
 
あ
る
尼
僧
た
ち
は
家
の
前
の
 小
さ
な
庭
に
出
て
草
木
 

や
貫
 揚
 に
縁
ど
ら
れ
た
花
壇
の
成
長
ぶ
り
を
調
べ
て
い
 た
 。
 帝
蜂
 
修
道
女
た
ち
は
一
週
間
ご
と
に
交
代
で
家
 事
 を
と
り
し
き
ら
な
け
 

れ
ば
な
ら
ず
、
今
週
は
ロ
ザ
リ
の
番
に
あ
た
っ
て
い
た
 
。
 @
 暉
 
細
長
い
食
堂
で
、
声
高
ら
か
な
 祈
禧
 を
す
ま
 せ
て
か
ら
み
ん
な
で
 食
 

-
 
㌍
 -
 

卓
 に
っ
 い
 た
」
。
以
上
の
引
用
か
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
の
 ブ
 リ
ュ
ー
ジ
ュ
の
 べ
 ギ
ン
 会
 女
子
修
道
院
の
様
子
を
窺
う
 
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 こ
 

の
 小
説
の
時
代
は
一
九
世
紀
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
 
一
 三
世
紀
以
来
の
べ
ギ
ン
会
の
伝
統
が
十
分
に
息
づ
い
 
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

や
が
て
バ
ル
ブ
は
、
放
縦
な
踊
り
子
を
家
に
招
き
入
れ
 
よ
 う
 と
し
た
主
人
の
行
動
を
許
せ
ず
、
家
政
婦
を
辞
め
 
る
 。
彼
女
は
家
政
婦
 

な
し
て
い
る
間
に
些
か
の
貯
金
を
し
て
い
た
が
、
「
 そ
 の
 貯
え
は
、
 ベ
ギ
 ー
ヌ
 会
 修
道
院
に
入
っ
て
余
生
を
終
 
え
る
た
め
に
ど
う
し
て
 

一
ぬ
 
一
 

も
 欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
さ
さ
や
か
な
持
参
金
」
で
あ
 
っ
た
 。
し
か
し
家
政
婦
を
辞
め
る
こ
と
に
な
っ
た
 
彼
 支
 は
 、
 「
も
う
今
後
は
べ
 

会
は
養
老
院
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
尼
僧
と
訳
さ
 

ギ
 ー
ヌ
 会
 修
道
院
で
生
涯
を
終
え
る
と
い
う
希
望
も
な
 
く
 、
今
日
の
よ
う
な
夕
暮
れ
に
た
っ
た
一
人
、
窓
が
運
 

Ⅰ
 
几
 て
い
 ブ
つ
バ
炉
、
 

ベ
ギ
ン
 館
 
（
こ
こ
で
 け
け
べ
ギ
 
1
.
2
 
ム
 ム
 修
道
院
と
訳
さ
れ
て
い
 

河
 に
面
し
て
い
る
養
老
 

一
 
%
-
 

院
 で
死
ん
で
い
く
わ
が
身
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
た
」
の
 
で
あ
っ
た
。
以
上
の
引
用
か
ら
、
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
の
 
べ
 ギ
ン
会
に
人
る
に
は
 持
 

参
 金
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
 
持
参
金
を
携
え
て
老
女
が
入
所
す
る
と
い
っ
て
も
、
 
そ
 れ
は
「
養
老
院
」
と
は
 

違
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
叙
述
に
お
い
て
「
養
老
院
」
 
は
 、
 陰
毘
 な
老
い
の
日
々
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
 描
 か
れ
て
い
る
。
ベ
ギ
ン
 

た
 ）
に
入
っ
た
者
は
全
て
 べ
 ギ
ン
 会
 修
道
女
で
あ
る
。
 バ
ル
ブ
も
入
れ
ば
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
日
々
 、
ベ
ギ
 ン
 館
の
敷
地
を
出
て
町
   



中
で
の
労
働
に
就
く
者
も
い
れ
ば
、
働
く
体
力
が
な
く
 
ベ
ギ
ン
館
に
留
ま
っ
て
祈
り
に
明
け
暮
れ
る
者
も
い
た
 
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

そ
の
ど
ち
ら
も
、
ベ
ギ
ン
 会
 修
道
女
で
あ
る
こ
と
に
 変
 わ
り
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
「
養
老
院
」
に
想
像
さ
れ
 る
よ
う
な
、
世
話
を
す
 

る
 人
、
さ
れ
る
人
と
い
う
構
図
は
な
い
。
ベ
ギ
ン
館
は
 
老
女
に
食
事
を
供
給
す
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
か
っ
 
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
 

ら
 、
現
在
日
本
の
地
方
公
共
団
体
に
 よ
 る
老
人
に
対
す
 る
 給
食
サ
ー
ビ
ス
と
変
わ
ら
な
い
し
、
そ
れ
だ
け
な
ら
 
ば
 コ
イ
ノ
ー
ニ
ア
を
 形
 

成
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
ベ
ギ
ン
館
の
人
所
者
は
 
そ
の
よ
う
に
老
い
を
養
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
若
い
入
 
前
者
と
対
等
の
立
場
で
 

生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
厄
介
者
扱
い
さ
れ
 
て
 生
き
る
の
で
な
く
、
ベ
ギ
ン
館
の
中
で
自
分
に
で
 
き
る
範
囲
の
こ
と
を
し
 

て
、
 堂
々
と
自
立
的
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
 
る
 。
そ
れ
が
名
家
政
婦
バ
ル
ブ
の
想
い
描
い
て
い
た
「
 
ベ
ギ
 ー
 ヌ
 ム
 
%
 修
道
院
で
 

生
涯
を
終
え
る
と
い
う
希
望
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
 
 
 

な
お
、
こ
の
小
説
に
登
場
し
た
べ
ギ
ン
 会
 修
道
女
た
ち
 が
 何
に
基
づ
い
て
生
き
て
い
た
の
か
は
、
始
め
の
引
用
 
中
の
「
教
会
か
ら
 戻
 

っ
 た
ば
か
り
の
尼
僧
た
ち
」
と
い
う
描
写
か
ら
窺
え
る
 
。
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
教
会
で
の
礼
拝
が
命
で
あ
っ
た
 
。
そ
の
礼
拝
の
核
が
 聖
 

体
 拝
領
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
、
バ
ル
ブ
の
信
仰
 
心
に
 つ
い
て
の
描
写
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
バ
ル
ブ
の
 信
 仰
 心
は
高
ま
っ
て
い
た
。
 

%
 
 こ
の
朝
は
大
気
の
な
か
に
熱
狂
が
み
な
ぎ
り
、
 う
 
つ
 と
り
す
る
よ
う
な
法
悦
が
 カ
 い
っ
ぱ
い
に
鳴
り
渡
る
 鐘
の
音
と
と
も
に
大
空
か
ら
 

節
木
の
葉
の
よ
う
に
舞
い
お
ち
、
通
り
す
ぎ
て
い
く
 
天
使
た
ち
の
目
に
は
見
え
な
い
 羽
 ば
た
き
が
聞
こ
え
て
 く
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
し
 

肥
て
 、
そ
う
し
た
い
っ
さ
い
の
も
の
は
彼
女
の
魂
 、
 彼
女
が
キ
リ
ス
ト
の
現
存
を
感
じ
、
夜
明
け
の
ミ
サ
の
 
と
き
に
わ
が
身
の
も
の
と
し
 

信
 

ね
 

た
聖
体
の
パ
ン
が
、
い
ま
も
そ
の
ま
ま
、
き
ん
ま
 
る
な
 球
体
で
光
か
が
や
き
、
そ
の
中
心
に
一
つ
の
側
顔
 
を
 認
め
て
い
た
魂
に
ま
で
、
 

 
 

 
 

几
 

入
り
こ
ん
で
く
る
ま
 ぅ
 だ
っ
た
。
君
家
政
婦
が
ま
 さ
し
く
自
分
の
中
に
い
る
イ
エ
ス
の
慈
愛
に
思
い
を
は
 
せ
な
が
ら
、
十
字
を
切
り
、
 

-
 
托
 -
 

が
そ
れ
か
ら
口
も
と
に
残
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
の
聖
 
な
 る
 彩
色
に
も
似
た
追
憶
に
ふ
け
り
な
が
ら
、
ふ
た
た
び
 
祈
り
は
じ
め
た
」
。
 

  



以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
「
生
活
の
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
 
ト
教
 」
を
示
す
好
例
と
し
て
、
ベ
ギ
ン
の
生
業
と
、
 
そ
 の
 生
業
の
意
義
深
さ
 

を
 語
っ
た
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
を
め
ぐ
っ
て
筆
を
進
 
め
て
き
た
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 
9
 毛
の
手
の
の
強
調
は
 ベ
ギ
ン
の
信
仰
 と
生
 

業
 の
一
致
し
た
信
仰
生
活
と
、
よ
く
響
き
合
っ
て
い
た
 と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
 

浅
原
寸
 市
 に
と
っ
て
、
下
駄
作
り
に
勤
し
む
こ
と
が
、
 即
 、
「
な
む
あ
み
だ
ぶ
」
の
信
仰
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
 よ
う
に
、
ベ
ギ
ン
に
 

と
っ
て
 、
 日
々
の
生
業
に
勤
し
む
こ
と
が
聖
体
拝
領
に
 伴
う
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
一
体
化
の
信
仰
そ
の
も
 
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
 

れ
は
、
ベ
ギ
ン
の
日
常
の
生
業
に
勤
し
む
有
様
が
 
ェ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
第
八
六
番
に
反
映
し
て
い
 
る
と
考
え
て
論
じ
て
き
 

た
 。
ま
と
め
る
な
ら
、
ベ
ギ
ン
の
生
業
は
「
よ
く
鍛
錬
 
さ
れ
た
身
体
」
と
「
成
熟
し
た
堅
固
な
 徳
と
 、
わ
ず
ら
 お
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
 

心
 」
と
、
そ
し
て
「
成
熟
し
た
魂
の
根
底
」
を
も
た
ら
 
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
、
浅
原
寸
 
市
 の
 「
は
太
ら
け
ば
こ
こ
 

ろ
が
こ
 ゑ
る
 」
と
い
う
「
 口
 あ
い
」
の
心
に
通
じ
て
い
 た
と
 

@
@
@
 

え
よ
う
。
 

最
後
に
 、
 ベ
ギ
ン
の
日
常
生
活
の
豊
か
さ
に
つ
い
て
 
一
 冒 し
て
お
き
た
い
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
の
会
衆
で
 
あ
っ
た
ケ
ル
ン
の
 べ
 

ギ
ン
 の
日
常
生
活
を
窺
わ
せ
る
遺
品
は
、
第
二
次
世
界
 
大
戦
で
大
空
襲
を
経
験
し
た
ケ
ル
ン
に
は
残
っ
て
 
い
 な
い
。
ベ
ギ
ン
の
遺
品
 

は
 、
た
と
え
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
の
へ
ン
 
ト
 の
 大
 ベ
ギ
ン
 館
 に
 残
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
べ
 
ギ
ン
 愛
用
の
台
所
用
品
や
織
 

機
 、
刺
繍
台
、
刺
繍
製
品
を
見
る
と
、
ベ
ギ
ン
の
「
 
よ
 く
 鍛
錬
さ
れ
た
身
体
」
や
「
成
熟
し
た
魂
の
根
底
」
が
 
窺
え
る
。
こ
れ
ら
の
べ
 

ギ
ン
 の
愛
用
品
に
つ
い
て
は
、
最
近
出
版
さ
れ
た
「
 キ
 リ
ス
ト
 教
 修
道
 制
 １
周
縁
性
と
社
会
性
の
狭
間
で
 L
 と
い
う
書
物
所
収
の
拙
 

一
万
 
-
 

論
 末
尾
に
写
真
を
載
せ
て
お
い
た
。
 

   
 

5
 

結
び
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第 
    
  さ 義の僅   
章 れ 着 テ音   

で ス る マ 

@@ 
べ 教 そ ア 
ギ は う は 
ン 、 で た 

の 健 あ だ 
百 全 っ 観 
様 な て 想 
は 生 は 的 
キ 活 、 エ 
リ を 人 ク 

ス 糾 問 ス 
ト す の タ 
教 、 根 シ 
0 組 底 l に 浸 妙なは円「 生 
活 バ 熱 っ 

の う し て 
宗 ン な い 

教 ス い る 

」の。 と 上内 だけ 

し に 的 の 
て 立 洸 当 

の っ 溶 暗 
側 た の の 
面 、 実 正   
く の 生 修 
示 崇 美 道 
し 教 に 女 
て と お で 
い し い る 
た て て る 
と の 結 。 
言 キ は そ 
え り ぬ れ 
よ ス は は 

ラト 。 数も実 な 、 
で な に 

あ い 利 
つ 。 己 
た べ 的 

。 ギ な 

そ 、 ノ 人 

の の 間 
意 キ で 
味 り あ 

ド
イ
ツ
語
説
教
第
八
六
番
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
 
、
 明
か
 に
 正
規
の
修
道
女
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
 
ェ
ッ
ク
 ハ
ル
ト
に
と
っ
て
 、
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ま
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ぎ
め
の
 

臣
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寸
ぃ
内
ま
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Ⅰ
ふ
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 さ
 や
 き
災
 
㌔
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い
ま
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ロ
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C
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 Ⅱ
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コ
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コ
起
 
-
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0
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Ⅱ
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の
 

コ
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 Ⅱ
で
 
0
 コ
の
ヰ
 
Ⅱ
 い
 0
 ま
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 二
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仁
リ
 
ヨ
 

0
 け
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 岸
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目
の
 
ヨ
 で
。
Ⅱ
の
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。
 

コ
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の
 

メ
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ニ
 %
 ヨ
 ロ
耳
目
 
ヨ
 。
 
-
 
ゆ
コ
 
0
 Ⅰ
い
コ
の
ロ
目
 

-
 
年
 -
 
亡
 い
つ
 0
 Ⅰ
 
侍
 
0
 コ
年
 
0
 Ⅱ
 0
 ヰ
 。
・
・
・
・
コ
つ
 

仁
コ
ぃ
 
Ⅱ
の
七
の
 

-
 
曲
 せ
コ
の
 
-
 の
ゴ
コ
 
の
 
侍
 
け
兄
 -
 
コ
 -
 
廷
コ
起
 

で
 Ⅰ
 
ド
 の
の
の
二
片
の
 

ヨ
 の
 り
り
 
-
0
 
臼
い
白
ピ
 
-
 
臣
 -
 
ロ
コ
 
い
の
い
二
片
 

0
 ヨ
廿
 Ⅰ
 
起
 0
 ゴ
 0
 二
の
。
 
卸
 0
 ヰ
 
の
 0
 侍
仁
 
Ⅱ
）
亡
臣
 

-
 
仁
 ㏄
㏄
 
0
-
 
の
コ
 
コ
 %
 曲
岳
の
 
-
 
コ
 由
り
臼
の
臼
 

起
宙
幅
廷
 
Ⅱ
 い
コ
 ・
 ニ
 亡
い
 
ヨ
 ㏄
 ロ
 ブ
仁
い
 
せ
つ
 
-
 
の
ヴ
 
㏄
㎡
 -
 
コ
 

（
 
0
 Ⅱ
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仁
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仁
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ヴ
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-
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 Ⅰ
 仁
コ
ぃ
コ
ぃ
 

（
（
。
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ダ
コ
 ・
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下
目
 

の
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-
 
初
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が
ぎ
 
い
 の
め
き
ら
～
～
 

い
 い
ざ
更
に
も
 
め
 
㌔
ぎ
の
力
の
曲
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の
 
0
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の
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@
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ふ
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 Ⅰ
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ク
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ハ
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Ⅱ
 
コ
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ユ
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，
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り
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 ～
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荘
 き
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ぺ
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コ
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は
じ
め
に
 

 
 
 
 

あ
る
社
会
に
宗
教
が
根
付
く
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
の
 
人
々
の
生
活
に
ま
で
浸
透
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
 
キ
 リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
 

 
 
 
 
 
 

そ
れ
が
起
こ
っ
た
の
は
、
四
世
紀
で
あ
っ
た
。
特
に
四
 世
紀
の
後
半
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
会
が
全
 
帝
国
規
模
で
経
験
し
た
 

 
 

大
転
換
期
で
あ
っ
た
。
帝
国
内
の
少
数
派
の
宗
教
者
 
集
 団
か
ら
、
そ
の
最
多
数
の
人
々
が
属
す
る
一
般
の
集
団
  

 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
四
世
紀
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
 て
 、
少
数
派
の
宗
教
者
だ
け
の
宗
教
か
ら
一
般
大
衆
の
宗
教
へ
 
の
 転
換
期
に
あ
っ
た
。
 

そ
の
推
移
を
体
現
し
て
い
る
人
物
が
、
シ
リ
ア
の
 コ
 ア
ン
ネ
 ス
 
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
で
あ
る
。
本
研
究
は
生
活
に
関
す
る
彼
の
 
思
想
を
通
し
て
、
 
こ
 

の
 転
換
を
考
察
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
生
活
的
な
こ
と
」
と
 

「
霊
的
な
こ
と
」
と
の
明
白
な
対
立
が
出
発
点
に
あ
る
。
ま
ず
は
 
、
生
活
か
ら
脱
却
 

し
て
宗
教
に
向
か
う
こ
と
、
次
に
宗
教
に
よ
っ
て
生
活
を
清
め
る
 
こ
と
、
そ
し
て
生
活
に
よ
っ
て
宗
教
を
示
す
こ
と
で
、
そ
の
 
対
 -
 
ユ
な
 超
え
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
こ
う
し
て
彼
は
、
修
道
と
い
う
宗
教
の
み
の
生
活
を
超
 
え
 、
世
俗
の
生
活
的
な
宗
教
を
拒
否
し
、
宗
教
的
な
生
活
を
世
 
俗
に
も
た
ら
そ
う
と
 

し
た
。
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
は
、
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
世
俗
 
の
 生
活
自
体
を
や
め
る
こ
と
を
求
め
な
い
。
ま
た
、
世
俗
的
に
 
生
活
す
る
こ
と
も
、
 

勧
め
て
い
な
い
。
敢
え
て
、
世
事
に
ま
み
れ
た
日
常
生
活
の
た
 
促
 中
に
あ
っ
て
宗
教
的
に
生
活
す
る
、
と
い
う
第
三
の
道
を
勧
め
 、
 自
ら
身
を
も
っ
て
 

示
し
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 生
活
と
宗
教
、
世
俗
と
修
道
、
 

コ
 ア
ン
ネ
 ス
 
ク
り
ュ
ソ
 
ス
ト
モ
ス
、
シ
リ
ア
、
四
世
紀
 

武 

藤 

慎 

  

宗
教
生
活
か
ら
生
活
宗
教
へ
 

｜
 四世
紀
シ
リ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
の
転
換
  
 



か
っ
て
 

押
し
寄
せ
 

社
会
内
に
 

こ
の
一
 

に
お
い
て
 

の
両
方
を
 

生
前
か
ら
 

読
み
つ
が
 

彼
は
三
 

日
々
を
修
 

司
祭
と
し
 

都
 、
か
の
 

む
姿
勢
を
 

る
 支
配
者
 の

 殉
教
の
道
を
失
っ
た
熱
心
な
「
宗
教
エ
リ
ー
ト
」
 
た
 ち
に
も
、
大
別
し
て
二
つ
の
道
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
 
世
俗
の
波
が
 

て
き
た
教
会
も
含
む
世
俗
社
会
全
体
か
ら
逃
れ
て
、
 
目
 下
散
の
み
」
に
生
き
る
修
道
の
、
も
う
一
つ
は
、
教
会
 
を
 含
む
世
俗
 

留
ま
り
、
社
会
を
宗
教
的
に
変
革
し
て
い
こ
う
と
す
る
 
改
革
の
そ
れ
で
あ
る
。
 

大
転
換
期
を
巨
視
的
な
手
法
で
、
例
え
 ぼ
 統
計
的
に
描
 写
し
て
い
く
こ
と
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
が
、
本
研
究
で
 
は
 自
ら
の
 生
 

こ
の
移
行
を
体
現
し
て
い
る
一
人
の
宗
教
者
に
的
を
絞
 
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
宗
教
者
は
 修
道
と
改
革
 

経
験
し
た
。
初
め
世
俗
を
退
避
 し
 修
道
生
活
に
入
っ
た
 が
、
 後
に
教
会
の
聖
職
に
就
き
、
世
俗
 と
 対
待
す
る
 道
 を
 選
ん
だ
。
 

一
般
の
生
活
者
た
ち
の
絶
大
な
支
持
を
受
け
、
そ
の
 結
 果
 現
代
に
至
る
ま
で
、
ギ
リ
シ
ア
教
父
 中
 最
大
の
著
作
 を
 残
す
ほ
ど
 

ね
 、
人
気
を
博
し
た
 コ
 ア
ン
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
 ス
 そ
の
人
で
あ
る
。
 

四
九
年
頃
、
世
俗
的
な
栄
華
を
極
め
た
古
来
の
大
都
市
 
、
シ
リ
ア
の
主
都
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
て
生
を
受
け
た
 
。
そ
の
若
き
 

道
 生
活
に
捧
げ
、
後
に
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
教
会
の
輔
 
祭
 に
転
身
し
た
三
八
一
筆
。
つ
い
で
、
三
八
六
年
以
 

降
は
長
ら
く
 

て
 仕
え
、
そ
の
説
教
の
才
能
を
存
分
に
発
揮
し
て
名
士
 円
を
得
た
。
三
九
八
年
に
は
、
抜
擢
さ
れ
て
帝
国
全
土
 
の
 新
興
の
首
 

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
主
教
に
ま
で
昇
り
つ
め
 る
 。
こ
の
皇
帝
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
の
お
膝
元
で
も
、
 
彼
 は
 妥
協
を
拒
 

貫
き
教
会
内
外
の
世
俗
性
の
改
革
を
断
行
し
た
た
め
、
 
首
都
の
世
俗
化
し
た
聖
職
者
た
ち
を
含
む
、
権
力
の
頂
 
点
 に
君
臨
 す
 

層
の
反
感
を
買
 う
 。
そ
の
挙
げ
 句
 、
追
放
の
憂
き
目
に
 遭
う
も
、
彼
を
熱
狂
的
に
支
持
す
る
一
般
市
民
に
よ
っ
 
て
 、
す
ぐ
に
 

て 属 そ 
い す の 
つ る 推 
た 構 移 

。 成 を 
員 如 
0 案 
増 もこ 

加 示 
に す 
2 場 
っ が 

て     

  

  
清 士 

  
て っ 
い て 
か い 

  
れ よ 

ば か 

な っ 
ら た 
な 持 
い ィ代 

蒔 か 

十代 ら 
へ 
と 集 
移 団 
" イ 一 丁 @ こ 

し 所 

  



宗教生活から 生活宗教へ 

た の 必 で 
ま る 後 妻 あ 
た 対 期 に り 

キと著じ移 " 象の応 " 
          て し 
ス て の 多 い 
ト い 時 様 数 
教 る 引致 な の 
全 。 は 生 生 
体 説 顕 き 

@@ し 教 を 生 
お が 扱 き 

ⅠⅠ @@ ノ 

る   
生 「 

こ ま た 
と た 説 

活   だ 数 数 
が 説 が 

と 、 を 現 
  そ 説 存 
つ @ れ 萌 す 
ギ ら す る 
  は る か 
、 ン 

ア ヱ % 社 ム にら 、 で 

五 口口 の 生 る 
  教 括 る 

三五 ロ 口 養 感   
義 層 溢 そ 
研 な れ の 
究 射 る 中 
と 家 号 で 
  と 近 ク 

ぅ観 

し な り 

た 例 ュ 

占   文 を ソ 
フヶ Ⅰ 嘗 む ス 
ら と っ ト 

見 は て モ 
て 異 し ス 
も な た は   
最大 

、 ク そ 
    

  般 ュ 都 
用 の ソ 度 
  大 ス の 
を 々 ト 聴 
提 を モ 家 
唯 七 ， t 、 主 ス の 

  

主
教
 座
 に
返
り
咲
く
。
そ
れ
も
束
の
間
、
四
 0
 四
年
に
 ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
は
、
ア
ル
メ
ニ
ア
と
の
国
境
の
 ク
 ク
ソ
ス
 
に
向
け
て
再
度
 

そ
し
て
 四
 0
 セ
年
 、
三
年
に
及
ぶ
 軟
林
 ホ
生
活
の
末
、
過
酷
な
条
件
下
で
移
送
が
強
行
さ
れ
た
 
た
め
、
そ
の
途
中
で
客
 

死
 、
と
い
う
波
乱
の
生
涯
を
送
っ
た
。
 

こ
の
彼
を
「
殉
教
」
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
っ
た
追
放
 自
体
、
時
流
の
変
化
と
彼
の
特
徴
を
象
徴
し
て
い
る
。
 
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
 

は
も
ち
ろ
ん
異
端
の
嫌
疑
で
追
放
さ
れ
た
の
で
は
な
 

く
 、
主
教
と
し
て
の
身
の
処
し
方
、
生
き
方
 

戸
 の
 す
 の
 コ
の
 
ヰ
 
E
 す
 Ⅰ
 け
コ
ゆ
 
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
の
 

す
 の
 コ
 の
 

注
ぎ
が
嫌
悪
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
 
彼
 は
教
 説
の
人
と
い
う
よ
り
は
、
行
動
、
実
践
の
人
だ
っ
 
た
 、
と
言
え
る
。
そ
の
 

後
半
生
の
間
、
彼
は
世
俗
社
会
、
キ
リ
ス
ト
教
化
し
た
 庶
民
の
生
活
の
改
革
に
取
り
組
み
続
け
た
。
ま
た
、
 
ク
 リ
ュ
ソ
 
ス
ト
モ
ス
自
身
 

も
 生
涯
、
生
活
者
に
近
く
あ
り
続
け
た
。
 

無
論
、
そ
の
研
究
史
料
に
も
事
欠
か
な
い
。
彼
は
初
期
 
に
 修
道
に
関
す
る
著
作
、
聖
職
に
関
す
る
著
作
を
も
の
 
し
、
 特
に
後
者
は
現
 

在
 ま
で
読
み
つ
が
れ
る
古
典
中
の
古
典
と
な
っ
た
。
 逆
 に
 、
四
世
紀
の
人
々
の
生
活
を
考
察
す
る
時
、
不
可
欠
 
な
 史
料
を
提
供
し
て
い
 

る
の
も
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
 、
こ
の
時
期
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
お
け
る
都
市
生
活
 
者
た
ち
の
日
常
生
活
を
 

一
 
@
 一
 

-
3
-
 

こ
れ
ほ
ど
 
街
佛
 と
さ
せ
る
の
は
、
彼
の
説
教
を
置
い
て
 他
 に
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
「
古
代
世
界
最
後
の
 
偉
大
な
都
市
雄
弁
 家
 」
 



も
ち
ろ
ん
既
に
多
く
の
「
歴
史
家
た
ち
」
が
、
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
が
生
活
㊥
の
 汀
 已
に
密
着
し
た
こ
と
に
 つ
い
て
ど
の
よ
う
に
 

 
 

一
 
g
 一
 

語
っ
て
い
る
か
、
を
研
究
し
て
き
た
。
例
え
ば
最
近
で
 
,
l
@
 
 

@
 
て
ひ
 「
劇
場
の
見
世
物
」
、
 

一
 
a
 一
 
「
奴
隷
制
」
、
「
男
女
関
係
」
 
等
の
研
究
が
あ
る
。
 ま
 

た
昨
ム
フ
 
は
、
ケ
リ
ー
二
・
三
・
 ロ
 ・
 パ
 目
し
の
「
黄
金
の
 

を
 始
め
と
し
て
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
自
身
の
生
 
涯
 
㊥
の
汗
し
及
び
日
 

崇
生
活
（
Ⅰ
の
す
の
 

コ
 ）
に
つ
い
て
の
研
究
も
大
い
に
進
ん
 
で
き
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
は
個
々
の
具
体
 
的
な
事
柄
に
つ
い
て
は
 

扱
っ
て
い
る
も
の
の
、
彼
の
「
生
活
」
観
、
つ
ま
り
「
 
生
活
と
い
う
こ
と
」
そ
れ
自
体
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
 
い
る
の
か
は
、
ほ
と
ん
 

ど
 考
察
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
の
例
外
は
 
、
シ
 コ
 テ
 ツ
 ツ
ェ
ル
 
う
 ・
の
（
 

0
 （
 
い
 
の
こ
の
「
「
新
し
い
社
会
 」
と
し
て
の
教
会
」
で
 

士
の
る
。
 

-
 
Ⅰ
 
-
i
 
 

こ
れ
は
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
新
し
い
社
会
 構
築
の
試
み
を
思
想
的
観
点
か
ら
も
扱
っ
て
い
る
点
で
 
非
常
に
優
れ
た
モ
ノ
 グ
 

ラ
フ
で
、
「
生
活
」
に
関
連
し
た
こ
と
も
扱
っ
て
い
る
。
 た
だ
、
社
会
全
体
の
キ
リ
ス
ト
教
的
改
革
の
試
み
を
 主
題
と
し
て
い
る
た
め
、
 

社
会
単
位
で
の
社
会
生
活
に
は
度
々
触
れ
て
い
る
も
の
 
の
 、
個
人
や
個
々
の
家
庭
単
位
の
私
生
活
に
は
あ
ま
り
 触
れ
て
れ
な
い
。
そ
こ
 

で
 本
研
究
で
は
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
「
生
活
」
に
 関
す
る
思
想
の
全
体
像
、
彼
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
「
 
生
活
」
の
位
置
付
け
を
 

明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
 

研
究
を
妨
げ
て
き
た
原
因
の
一
つ
は
、
「
生
活
」
と
い
，
 
っ
 概
念
が
広
範
す
ぎ
て
、
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
点
だ
 
る
 う
 。
ま
た
、
西
洋
語
 

一
般
に
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
「
生
活
 
」
を
表
す
英
語
の
ま
 す
 ・
。
ド
イ
ツ
語
 ，
 Ⅰ
の
す
の
 

巳
フ
 ラ
 ㌧
 
ノ
ウ
 
八
 %
 暗
 ，
ま
の
，
 ラ
 

テ
ン
 語
，
 ま
 %
,
 

は
い
ず
れ
も
、
「
生
活
」
と
い
う
意
味
 

だ
け
で
は
な
く
他
に
も
 里
量
昌
 
な
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
 。
こ
れ
に
対
応
す
る
 ギ
 

 
 

何
 が
強
い
、
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
 
点
 を
 考
慮
に
入
れ
る
と
、
こ
の
重
要
な
時
期
の
「
宗
教
と
 
生
活
」
の
流
動
的
関
係
 

 
 

 
  

 

-
7
 一
 

 
 

を
 具
体
性
を
も
っ
て
考
察
し
得
る
対
象
と
し
て
は
、
 ク
 リ
ュ
ソ
 
ス
ト
モ
ス
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
い
な
い
の
 で
あ
る
。
 

し
て
い
る
の
が
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
で
あ
る
。
万
一
ま
た
 

彼
 自

身
、
「
神
学
的
」
、
「
思
弁
的
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
 

倫
 理
的
 」
、
「
実
践
的
」
 
傾
 

 
  

 



宗教 生活から生活宗教，   

リ
シ
ア
語
は
，
 
荘
 0
 の
，
だ
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
場
合
は
 名
詞
だ
け
で
少
な
く
と
も
、
三
つ
の
語
に
わ
た
っ
て
 
考
 察
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

こ
の
う
ち
最
も
重
要
な
，
 由
 0
 の
 ，
は
 最
も
一
般
的
、
広
義
 の
 
「
 
生
 」
で
、
「
生
活
」
、
「
人
生
」
、
「
人
世
」
、
「
生
計
 
」
、
「
生
き
方
」
等
、
多
 

く
の
意
味
を
持
っ
。
次
は
 
ビ
菩
 （
の
 
守
，
 で
、
も
ち
ろ
ん
 ，
 口
 0
 打
 ，
（
都
市
）
の
派
生
語
と
し
て
他
の
多
く
の
 意
 味
 で
用
い
ら
れ
る
が
、
 

時
に
そ
の
市
民
と
し
て
の
「
日
常
生
活
」
を
意
味
す
る
 
場
 ム
ロ
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
 
-
 
、
 
z
8
e
,
 
で
、
主
に
動
物
 と
 共
通
す
る
「
 生
 」
 の
 

-
M
-
 

根
源
で
あ
る
「
生
命
」
、
「
生
存
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
 、
こ
れ
ら
の
語
は
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
著
作
全
体
で
 、
非
常
に
頻
出
し
て
 

る
 。
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
真
正
な
著
作
に
お
け
る
 
名
 詞
 ，
 荘
 0
 の
 ，
の
 用
例
だ
け
で
も
、
優
に
千
例
を
数
え
る
 
。
そ
れ
に
、
そ
の
派
生
 

語
 、
関
連
語
や
そ
の
他
の
語
を
含
め
た
 幾
千
 も
の
用
例
 を
全
て
扱
う
こ
と
は
、
無
論
こ
の
小
論
の
扱
う
範
囲
を
 遥
か
に
超
え
る
。
 

他
方
で
、
周
知
の
通
り
現
代
で
も
「
宗
教
」
と
い
う
語
 
は
 明
確
に
定
義
し
に
く
い
語
で
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ
シ
 
ア
 世
界
で
は
近
代
 語
 

の
 
「
め
本
 

数
 」
 売
菩
性
 。
し
に
一
 
話
 で
相
当
す
る
 語
 自
体
 が
 存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
，
 臼
ゐ
 祭
の
守
 ，
や
 -
-
 

ロ
の
 
あ
 日
田
 日
 。
 田
 ㍉
 等
 こ
れ
 

に
 近
い
詰
は
存
在
す
る
が
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
が
大
き
 
い
 。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
と
か
く
抽
象
的
な
議
論
に
 
な
り
が
ち
な
単
に
名
 -
 
詞
 

の
 
「
宗
教
」
と
「
生
活
」
で
は
な
く
、
形
容
詞
「
宗
教
 的
な
」
と
「
生
活
的
な
」
、
そ
し
て
形
容
詞
を
経
由
し
 て
 
「
こ
と
」
と
結
合
し
 

高
名
詞
句
化
し
た
「
宗
教
的
な
こ
と
」
（
宗
教
に
属
す
 る
こ
と
）
と
「
生
活
的
な
こ
と
」
（
生
活
に
属
す
る
こ
 と
 ）
 、
 特
に
そ
の
複
数
形
 

を
 考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ク
リ
ュ
 ノ
 ス
ト
モ
ス
に
お
 い
て
そ
れ
に
対
応
す
る
語
は
、
具
体
的
に
は
「
霊
的
な
 
こ
と
」
（
宙
も
 コ
 の
年
日
が
 

 
 

。
そ
こ
で
、
彼
自
身
の
用
法
に
即
し
て
、
一
対
と
し
て
 
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
 ぃ
 

る
こ
の
二
つ
の
表
現
を
軸
に
し
て
、
彼
の
「
生
活
」
 観
 を
 探
っ
て
み
る
。
そ
し
て
、
彼
が
「
生
活
」
自
体
を
ど
 
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
 

 
 

 
 
 
 
 
 

の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
で
も
、
な
お
数
百
の
 用
例
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
「
 生
活
」
 
観
 理
解
に
と
っ
 

 
  

 

て
 最
重
要
な
テ
ク
ス
ト
に
的
を
絞
っ
て
考
察
し
て
い
く
 
こ
と
に
し
た
い
。
 



「
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
、
生
活
的
な
こ
と
か
ら
逃
れ
て
 霊
 的
な
こ
と
、
即
ち
慎
み
や
賢
明
さ
 、
 神
の
舌
口
葉
を
聞
く
 
@
 
」
と
に
頓
狂
す
る
 

霊
的
な
こ
と
は
求
め
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
つ
ら
う
。
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
そ
の
悪
名
高
き
ユ
ダ
ヤ
人
批
判
 な
 行
う
時
も
 、
 次
の
よ
う
に
述
べ
て
彼
ら
が
生
活
的
な
 
こ
と
ば
か
り
求
め
て
 

一
生
活
か
ら
宗
教
へ
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
著
作
で
は
、
「
生
活
的
な
こ
と
」
 の
 類
義
語
と
し
て
、
「
世
の
こ
と
」
（
 
蕾
オ
 0
 の
 
ヨ
守
巴
 、
つ
ま
り
「
世
事
」
、
 

及
び
「
現
在
の
こ
と
」
（
紬
で
 ギ
 。
 耳
巴
 、
つ
ま
り
来
世
 に
 対
す
る
「
現
世
」
、
「
現
生
」
が
頻
出
す
る
。
形
容
 詞
 
「
生
活
的
な
」
 ざ
窩
ヱ
 

ォ
 0
 ③
の
類
義
語
と
し
て
は
他
に
、
「
感
覚
的
な
」
 
宙
 の
 
（
 
す
 ゆ
 ヰ
 
。
 巴
 、
「
人
間
的
な
」
 す
ヨ
師
 。
 宮
コ
 
0
 し
 、
「
肉
体
的
 な
 」
（
の
 
0
 日
 ㏄
（
 
@
 
オ
 0
 の
）
 
、
 

「
肉
的
な
」
（
の
 

ゅ
 「
 
ニ
ガ
 0
 ③
、
「
物
質
的
な
」
 G
 下
臨
 守
 。
 巴
 、
「
地
上
的
な
」
 繍
 9
 ぎ
 。
③
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
 
頻
出
す
る
何
と
し
て
 

は
 
「
生
活
的
な
思
い
煩
い
 G
 師
 o
 コ
 （
一
の
）
」
や
「
生
活
 

的
な
見
掛
け
 
a
 ぎ
耳
窃
邑
 」
が
あ
る
。
更
に
、
ク
リ
 
ュ
ソ
 ス
ト
モ
ス
が
端
的
 

に
 「
生
活
的
な
こ
と
」
と
語
る
時
、
そ
れ
は
「
世
俗
的
 生
活
」
を
意
味
し
、
「
修
道
的
生
活
」
を
含
ま
な
い
。
 む
し
ろ
、
こ
の
両
者
は
 

互
い
に
相
容
れ
な
い
概
念
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
 
て
 彼
が
単
に
「
生
活
的
な
人
々
」
と
呼
ぶ
 時
 、
そ
れ
は
 世
俗
の
人
々
を
指
し
て
 

-
 
山
 -
 

い
る
。
 

し
か
し
、
や
は
り
何
と
言
っ
て
も
「
生
活
的
な
」
は
 
、
 「
霊
的
な
」
と
一
対
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
 
が
 最
も
多
く
、
非
常
 

に
 頻
出
す
る
。
こ
の
両
者
の
対
立
、
二
分
法
に
よ
る
 
思
 考
の
枠
組
み
は
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
著
作
の
至
る
所
 で
 見
出
さ
れ
、
彼
の
生
 

涯
で
 終
始
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
ば
し
ば
「
 
一
 貫
 性
の
欠
如
」
を
批
判
さ
れ
る
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
に
 し
て
は
、
驚
く
ほ
ど
 首
 

尾
 一
貫
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
 モ
ス
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
の
一
 
つ
、
と
 見
な
す
 こ
レ
 
し
よ
 

Ⅰ
き
る
。
 

卜
 
り
イ
 

@
 
0
@
 

i
 
じ
 

  



宗教生活から 生活宗教     

の
 息
子
た
ち
は
み
だ
ら
さ
に
、
彼
ら
の
 
父
 た
ち
は
 倉
 欲
と
 略
奪
に
 、
 彼
ら
の
妻
た
ち
は
生
活
的
な
見
掛
け
 
 
 

（
 
a
 の
 %
 安
東
 ギ
 ）
に
走
り
、
男
た
ち
を
引
き
止
め
な
い
 だ
け
で
は
な
く
、
け
し
か
け
ま
で
す
る
。
と
も
か
く
 
広
 場
 に
立
っ
て
み
な
 

さ
い
。
往
来
す
る
人
々
に
尋
ね
て
み
な
さ
い
。
そ
う
す
 
れ
ば
、
誰
も
霊
的
な
こ
と
に
関
し
て
懸
命
な
者
は
お
ら
 ず
 、
み
な
が
肉
的
 

 
 

な
こ
と
の
た
め
に
走
っ
て
い
る
の
を
あ
な
た
は
見
る
だ
 
ろ
う
」
。
 

ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
現
状
認
識
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
 
ト
 教
徒
を
含
む
大
多
数
の
人
々
が
生
活
（
現
世
）
の
 
こ
と
 は
 か
り
考
え
て
い
 

て
 、
来
世
に
つ
い
て
何
も
考
え
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
 
と
に
な
る
。
 

し
か
し
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
「
生
活
的
な
 こ
と
」
は
全
て
、
「
真
な
る
も
の
」
の
影
に
過
ぎ
な
い
 。
従
っ
て
些
事
に
過
 

ぎ
な
い
の
で
、
「
生
活
的
な
こ
と
は
軽
視
す
る
」
べ
き
 で
あ
る
。
そ
し
て
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
「
生
活
的
 な
こ
と
を
取
り
除
く
」
 

よ
う
勧
め
る
。
こ
の
勧
め
は
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
 
そ
 0
 例
は
枚
挙
に
違
が
な
い
。
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
生
活
的
な
こ
と
と
分
離
す
る
に
は
、
 具
体
的
に
何
を
行
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
 
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
 

に
よ
る
と
、
申
の
舌
口
薬
 

不
ひ
 
こ
 傾
聴
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
-
2
-
2
 か

も
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
は
、
修
道
士
で
は
な
く
、
 む
 し
ろ
生
活
者
に
こ
そ
 家
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
、
聖
書
を
読
む
よ
う
に
勧
め
る
 

-
 
O
 

蓉
 
2
 
 こ
れ
ら
の
勧
め
は
 全

て
、
修
道
生
活
に
も
妥
当
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
 
ク
 リ
ュ
ソ
 
ス
ト
モ
ス
の
 特
 

g
 
 
 

徴
は
 、
こ
れ
を
特
に
修
道
生
活
を
し
て
い
る
人
々
に
 限
 是
 し
て
、
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
俗
の
生
活
者
 
た
ち
も
含
む
 、
 全
キ
リ
 

し
か
し
、
そ
の
非
難
の
矛
先
は
自
ら
の
教
会
に
も
そ
の
 ま
ま
向
け
ら
れ
る
。
 

性
を
痛
烈
に
批
判
し
て
 悼
 ら
な
い
。
 

ヨ
 誰
も
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
を
求
め
る
者
は
お
ら
ず
、
 
み
 な
が
自
分
の
 皮

 よ
次
の
よ
う
こ
、
教
会
の
人
々
の
現
状
と
し
て
の
世
俗
 俗
 

 
 

こ
と
を
「
求
め
て
い
る
ヒ
ラ
メ
 
リ
ピ
 善
二
・
二
 
%
 。
 彼
 ら
 

-
8
 
一
 

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
の
こ
と
を
行
っ
て
 い
 +
 こ
 
八
 ：
 ・
」
。
 



ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
、
聖
書
の
読
み
方
も
具
体
的
に
 、
 詳
し
く
描
い
て
い
る
。
 

「
そ
し
て
我
々
が
霊
的
な
書
を
手
に
取
る
時
、
自
分
の
 思
い
を
集
中
し
、
思
惟
を
統
一
し
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
的
 
な
 観
念
を
退
け
、
 

こ
の
よ
う
に
十
分
に
任
意
を
し
て
、
十
分
に
傾
圧
し
て
 読
み
を
行
お
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
 
の
 理
解
へ
と
聖
霊
 

一
 
%
-
 

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
、
そ
こ
か
ら
大
き
な
益
を
自
ら
 享
 愛
 す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
し
て
 聖
 書
の
言
葉
を
読
む
こ
と
で
、
生
活
的
な
こ
と
を
脱
し
、
 
霊
的
な
こ
と
に
到
達
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
一
度
生
活
的
な
こ
 
と
を
脱
し
、
霊
的
な
こ
と
に
赴
い
た
人
は
、
も
は
や
 
生
 活
 的
な
こ
と
に
価
値
を
 

見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
、
霊
的
な
こ
と
に
価
値
を
見
 
出
す
。
そ
し
て
、
も
は
や
生
活
的
な
こ
と
は
求
め
ず
、
 
霊
的
な
こ
と
だ
け
を
 求
 

め
る
。
こ
の
境
地
を
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
使
徒
パ
ウ
 ロ
 0
 例
を
挙
げ
て
、
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
 

「
高
み
に
ま
で
上
っ
た
者
は
、
も
は
や
い
か
な
る
生
活
 的
な
こ
と
に
も
驚
か
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
我
々
が
 
山
頂
ま
で
登
っ
た
 

時
 、
都
市
も
城
壁
も
小
さ
く
思
え
て
、
蟻
の
よ
う
に
 
地
 上
 で
男
た
ち
が
歩
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ち
ょ
う
 ど
そ
の
よ
う
に
、
 

あ
な
た
が
哲
学
の
高
き
観
念
に
昇
っ
た
後
、
地
上
の
い
 
か
な
る
も
の
も
あ
な
た
を
驚
嘆
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
 
ね
 だ
 ろ
う
 。
む
し
 

ろ
 、
あ
な
た
が
天
上
に
あ
る
も
の
を
見
る
時
、
富
も
栄
 光
も
権
力
も
名
誉
も
他
の
こ
う
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
 
も
、
 全
て
が
小
さ
 

く
 見
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
同
様
に
パ
ウ
ロ
に
と
っ
 
て
も
、
全
て
が
小
さ
く
見
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
現
生
 
の
 輝
け
る
も
の
が
 

-
 
節
 一
 

死
 よ
り
も
無
用
に
 
ロ
 
見
え
て
い
た
 口
 
」
。
 

  

一
 
初
一
 

ス
ト
教
徒
に
求
め
て
い
る
点
に
あ
る
。
 

 
  

 



 
 

 
 

坤
 

モ
ス
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
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「
こ
の
よ
う
に
し
て
（
聖
書
を
読
ん
で
）
我
々
は
 、
自
 分
の
生
活
を
（
（
 0
 コ
庄
 0
 邑
 
清
め
る
こ
と
が
で
き
、
 

こ
 の
よ
う
に
し
て
 辣
 

古
本
 

  
宗
俗
 と
の
分
離
と
し
て
の
「
霊
的
生
活
」
批
判
と
し
 

 
 

教
 

活
 

 
 

 
 

こ
と
を
脱
し
て
霊
的
な
こ
と
に
達
す
る
た
め
だ
け
で
は
 な
か
っ
た
。
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
 

 
 

  容 、 ノ り 

の 点ヨ （ つ 中っ 朋ク易ス 、 そ 

士 

後 れ 

で 

思 的な な ある 並 

  

ど 

      い 」 一 27 を 送 か 。 も 
ナつ 

つ てな き 生 「 
い の 活 

る か 」 

が 。 は   、 確 な 
死 か い 

は ほ の 

通、 常ク か 。   そ り つ 
せ こ 』 相 律 で 調 ラ ュ ま 



        活 認 
め
ら
れ
て
い
る
。
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
が
否
定
し
て
い
 る
の
は
、
「
生
活
的
な
思
い
煩
い
」
、
「
生
活
的
な
こ
 と
 」
で
あ
っ
て
、
「
 生
 

」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
生
活
」
 
を
 送
る
「
（
世
俗
の
）
生
活
者
た
ち
」
を
否
定
し
て
い
 る
の
で
も
な
い
。
 

し
か
も
、
「
生
活
」
は
存
在
が
許
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
 は
な
い
。
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
ロ
ー
マ
 書
 一
二
・
 
の
 言
葉
を
説
明
し
て
、
 

う
 語
る
。
 

「
た
と
い
、
あ
な
た
が
何
か
流
れ
去
る
生
活
的
な
㊧
 
窩
 （
 
ヨ
 。
し
も
の
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
も
正
し
い
 
意
 図
 で
も
っ
て
犠
牲
 

を
 供
え
る
と
し
て
も
、
御
霊
の
人
が
下
っ
て
き
て
、
 
そ
 の
 生
活
的
な
も
の
を
（
（
 0
 荘
 宮
守
。
 
し
 
焼
き
尽
く
し
 も
、
 供
え
物
全
体
 

を
 十
全
に
も
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
理
性
的
な
 礼
拝
」
 釜
 １
％
 書
 一
二
・
 ニ
 と
は
何
か
。
霊
的
な
奉
仕
 、
キ
リ
ス
ト
に
 よ
 

る
 生
活
ぎ
の
で
 0
 目
 （
 
ゑ
ゅ
ア
 
0
 
%
 

㏄
紬
の
 

ゴ
 「
 
@
 
の
 
（
 
0
 こ
 
「
の
こ
 
と
で
あ
る
 U
 。
そ
し
て
ち
ょ
う
ど
、
神
の
家
で
仕
え
る
 聖
 別
さ
れ
た
者
は
、
 

そ
れ
が
い
か
な
る
者
で
あ
れ
、
そ
の
時
自
ら
を
引
き
締
 
め
 、
よ
り
神
聖
に
な
る
よ
う
に
、
我
々
も
全
生
涯
 

田
 ㏄
せ
が
 

コ
斤
い
 
す
 -
O
 
臣
 ）
 、
 

礼
拝
し
て
い
る
、
聖
別
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
で
あ
る
 
必
 要
 が
あ
る
。
だ
が
も
し
、
あ
な
た
が
日
ご
と
に
彼
に
供
 
ぇ
 物
を
捧
げ
、
 自
 

ら
の
 体
と
 魂
の
徳
と
の
祭
司
に
な
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
 慎
み
を
捧
げ
る
時
、
憐
れ
み
を
、
賢
明
さ
や
忍
耐
を
「
 
捧
げ
る
 ロ
 時
に
 、
 

こ
れ
が
起
こ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
、
そ
れ
ら
を
行
 う
 時
 、
あ
な
た
は
理
性
的
な
礼
拝
、
つ
ま
り
肉
体
的
な
も
 
の
も
、
愚
鈍
な
も
 

一
 
㏄
 -
 

の
も
、
感
覚
的
な
も
の
も
な
い
「
礼
拝
口
を
捧
げ
て
い
 
る
の
で
あ
る
」
。
 

こ
で
は
、
宗
教
に
固
有
の
行
為
で
あ
る
は
ず
の
「
礼
拝
 」
と
い
う
 詰
 ま
で
が
、
生
活
の
た
め
の
 隠
楡
と
 解
釈
さ
 れ
て
い
る
。
つ
ま
り
 

つ 
ま 

り の を 
、 で 切 

聖 あ り 

書 る ㊥ 取 
を ㍉ る 
旺 - 机     
む   と 
  が 

と で 

で き 

る 

「 生 
ア曾 

活   ろ 

つ , 。 実 を清 

め 際、 
る 
    罪 
と や 
が 生 
で 活 
き 的 
る な 

  
    す @ 
  O 曲 

よ 村 0 
つ @ 

  

c 居、 
清   
め 煩 
の   
対 
象 

ヰひ @@ 

と     
  
て 

ナつ 

  
  

生 「 た 
不 

準 毛 
の で 

存 痛 
在   
自 も 

体 の 

@@ 了ふ @ な 

  



宗教生活から 生活宗教へ 

よ @     
れ   

で に し な 次 
で お な た の 
む い さ は よ 

、 て い 食 う 

金 打   べ に 

て い 広 る 述 
が な 場 の べ 
め さ に か る 
で ぃ 駆     
た 。 け そ 
ぃ ㊥ そ 込 れ 
」。 ぅ ひ ら 

す の の 
れ か 前 ま @ @ 

、 同 も 

全 じ 後 
て こ に 

が と も 

あ な 、 
な 行 神 
た い に 

に な 感 
と さ 謝 
つ い し 

て o な 
う 世 さ 

的なまく 
い こ 寝 

く と る 
で も の 
あ 生 か 
ろ 活   

ぅ的そ 。 なれ 
神 こ ら 
の と の 
何 も 前 
名 な @ こ 

が い も 

置 。 後 
か 全 に 
れ て も 

た な 、 
前 主 神 
は の に 

63  (305) 

「
生
活
」
に
対
し
て
、
積
極
的
な
意
義
が
与
え
ら
れ
 
て
い
る
。
い
わ
ば
、
「
生
活
的
な
こ
と
」
（
（
 
0
 荘
 空
舟
。
 し
な
し
の
「
 生
 

G
 。
 由
 （
 
ま
 巴
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
 
、
こ
れ
は
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
 
で
あ
る
。
ま
た
、
 

-
 
㏄
 -
 

箇
所
で
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
、
福
音
 は
 必
ず
、
そ
れ
 に
 見
合
っ
た
生
活
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
 
と
断
 じ
て
い
る
。
こ
こ
 

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
著
作
合
 体
で
、
 
臣
 。
 庄
ぎ
日
 0
 コ
 。
。
は
ほ
 
ほ
 常
に
悪
い
意
味
で
使
 
わ
れ
る
の
に
対
し
 

ビ
 。
二
片
の
厨
 

，
 の
方
は
良
い
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
 多
 

る
の
が
家
庭
で
あ
る
か
ら
、
生
活
の
宗
教
化
と
は
実
際
  

 の
と
こ
ろ
家
庭
の
宗
教
化
を
そ
の
骨
子
と
す
る
の
で
あ
 る
 。
 

こ
の
積
極
的
な
意
味
で
の
「
生
活
」
は
 、
 単
に
個
人
に
 限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
然
、
他
者
と
の
 
関
 係
 が
そ
こ
に
 含
 

る
 。
そ
の
最
も
身
近
な
他
者
は
、
配
偶
者
で
あ
ろ
う
。
 
従
っ
て
、
こ
の
「
清
め
」
の
対
象
の
「
生
活
」
に
は
、
 
結
婚
も
含
ま
れ
る
 

リ
ュ
ソ
 
ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
、
第
一
に
「
霊
的
な
こ
と
 」
を
求
め
る
時
、
結
婚
は
よ
り
輝
か
し
し
も
 

Ⅰ
 
か
 
り
卜
に
な
 
@
4
 

ソ
つ
 

3
 一
 

。
こ
こ
か
ら
、
 
修
 

一
 
㏄
 一
 

活
 に
は
な
い
家
庭
生
活
の
聖
化
が
生
じ
る
。
修
道
者
と
 比
較
し
た
場
合
の
生
活
者
の
特
徴
は
、
家
庭
な
い
し
 
配
 偶
 者
を
持
っ
て
 い
 

に
あ
る
の
で
、
最
も
生
活
的
な
生
活
領
域
は
結
婚
で
あ
 る
 、
と
言
え
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
々
に
と
っ
て
、
世
俗
 
の
 生
活
の
中
心
を
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
、
結
婚
だ
け
で
は
な
く
 、
 他
の
全
て
の
こ
と
も
神
に
よ
っ
て
語
り
、
行
わ
な
け
 
れ
ば
な
ら
な
い
   占 る 道 。 ま て で 別 宿 
彼 め 庶 生 ク れ 、 も の 」 



  

あ 宗 っ と 以上 にり 、 教 に至 の明 

そ 向 る 白 で 
れ か の む 孝 二 
に う か 対 案   
は 宗 な に ぅ る 

相 " にがっ よ " "   
か て の 雨 ュ 

ら 生 関 者 ソ 

下 活 係 が ス 

へ る の そ ト 

の 溝 仕 0 モ 

下 め % ま ス 
降 る は ま に 

お、 平行運動二通こと Ⅰ 

ては、 である 、であ りあっ 線を描 

  
は 既 終 こ 

わ い にわと 述る 」 

  
    
（宗教 関係を 昇 運動 却して 

で 、 持 ） 

で わ と こ ス の 

あ れ っ の 
る ててよ神書「 ト時 モ 、 

。 い 、 う の を こ ス い 

る い に 意 字 の の か 
か か 、 図 え よ 主 な   
で そ     

て竺図 

俗 
に さ 

      
て 

に はた」が」 、 」 と 

たいが 、 と 幸 
下謁 

とい あ ィ兵 」 

  
非 る 神とも 。   
的 連 ュ 
に 付 ソ 

な け ス     
侍 中 モ も   
る で ス 最   
0 行 に 敬 も   

こ
の
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
玉
帳
に
は
、
い
か
な
る
 例
 外
 も
な
い
。
「
生
活
的
な
こ
と
」
を
含
む
全
て
を
神
の
 名
 に
お
い
て
行
う
 0
 
そ
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し
か
し
、
た
と
い
宗
教
性
が
そ
の
人
の
全
生
活
領
域
、
 
全
生
涯
に
十
分
及
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
人
 
個
 人
 、
な
い
し
そ
の
家
 

庭
内
だ
け
に
留
ま
っ
て
い
た
な
ら
、
自
己
満
足
的
な
も
 
の
で
終
わ
り
か
れ
な
い
。
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
こ
れ
 で
は
満
足
し
な
い
。
 

こ
 

の
 生
活
化
の
効
果
が
家
庭
の
外
へ
、
そ
し
て
町
中
、
 
ひ
 い
て
は
社
会
全
体
に
及
ぶ
こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
が
 
三
 っ
 目
の
接
点
で
、
生
活
 

に
よ
っ
て
宗
教
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
 
い
 わ
ば
一
旦
下
降
し
た
後
の
再
上
昇
運
動
だ
が
、
 ム
 「
度
は
 最
初
の
上
昇
運
動
と
異
 

な
り
、
自
分
だ
け
が
上
昇
す
る
運
動
で
は
な
く
、
他
者
 
を
も
上
昇
さ
せ
る
運
動
で
あ
る
。
 

、
一
 8 
3
 

一
 

ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
 主
教
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
た
次
の
説
教
で
は
、
宗
教
 
の
 生
活
化
だ
け
で
は
 

な
く
そ
の
後
の
効
果
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
 

「
そ
れ
（
聖
書
）
は
、
仲
間
 う
 ち
に
対
し
て
だ
け
で
は
 な
く
、
 未
 信
者
た
ち
に
対
し
て
も
、
「
全
て
の
人
々
に
 対
し
て
、
あ
な
た
 

は
 証
人
に
な
る
で
あ
ろ
う
 
ヒ
 -
 
使
徒
 @
 行
録
 二
 二
・
一
五
 -
 と
 言
う
。
実
際
、
証
人
と
は
知
っ
て
い
る
人
々
で
は
 
な
く
、
知
ら
な
い
 

人
々
を
説
得
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
信
用
に
値
す
 
る
 証
人
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
我
々
 
は
 信
用
に
値
す
る
 

よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
生
活
に
よ
っ
て
す
で
 
0
 （
。
 
立
臼
 0
 し
 
「
で
あ
る
」
。
…
 
市
瞠
 
・
・
・
我
々
は
言
う
。
「
 
我
々
は
、
キ
リ
ス
 

ト
 の
こ
と
を
聞
い
た
。
そ
し
て
、
彼
が
約
束
し
て
下
さ
 
っ
 た
こ
と
を
信
じ
て
い
る
 ヒ
と
 。
彼
ら
は
舌
口
 う
 。
「
 そ
 れ
を
行
い
に
よ
っ
 

て
 示
し
な
さ
い
。
実
際
、
あ
な
た
が
た
の
生
活
は
逆
の
 
こ
と
、
つ
ま
り
あ
な
た
が
た
が
信
じ
て
い
な
い
、
と
い
 
う
こ
と
を
証
言
し
 

 
 

 
 

教
 

て
い
る
 ヒ
と
 」
。
 

古
ホ
 

活
 

 
 

現
生
活
化
し
た
宗
教
性
は
外
部
の
人
々
に
対
し
て
、
 

伝
道
的
な
効
果
を
持
っ
。
逆
に
、
生
活
の
裏
付
け
の
な
 
ぃ
 宗
教
性
は
説
得
力
を
持
た
 

 
 
 
 
 
 

宗
 

言
葉
を
取
り
上
げ
、
聴
衆
に
次
の
よ
う
に
語
る
。
 

 
 

特
 

な
い
。
し
か
し
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
理
想
は
 た
だ
の
「
生
活
に
よ
る
 証
 」
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
。
 

彼
 は
 更
に
 テ
 ト
ス
 書
 二
・
五
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教
 



-
%
-
 

で
は
な
い
こ
と
を
見
て
い
る
か
」
。
 

テ
 ト
ス
善
二
・
五
を
一
瞥
す
る
と
、
生
活
的
な
思
い
煩
 
い
か
ら
の
脱
出
を
勧
め
る
指
導
者
で
あ
る
は
ず
の
 パ
ウ
 ロ
 自
身
が
、
生
活
的
な
 

こ
と
の
心
配
に
逆
行
し
て
い
る
よ
 う
 に
見
え
る
。
し
か
 し
 ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
 る
 。
そ
れ
は
、
パ
ウ
ロ
 

自
身
と
し
て
は
全
く
思
い
煩
う
必
要
は
な
い
の
だ
が
、
 
必
要
の
な
い
こ
と
を
他
者
の
た
め
に
敢
え
て
し
て
い
る
 
。
つ
ま
り
、
家
が
治
め
 

ら
れ
て
い
な
い
せ
い
で
、
せ
っ
か
く
の
「
神
の
み
こ
と
 ば
が
 冒
 漬
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
し
で
あ
る
。
 
こ
の
よ
う
な
パ
ウ
ロ
の
 

行
為
を
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
「
適
応
」
と
呼
ぶ
。
 

こ
 れ
は
 ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
中
心
的
思
想
の
一
つ
で
、
 自
分
の
あ
り
の
ま
ま
に
 

-
 
蛆
 -
 

行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
の
状
況
に
合
わ
せ
て
 
行
 勒
 す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
 生
 活
の
基
盤
な
し
の
宗
教
 

性
 は
あ
り
得
ず
、
よ
い
生
活
に
よ
っ
て
宗
教
性
も
養
わ
 
れ
る
。
 

実
際
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
自
ら
も
、
崇
敬
す
る
 パ
ウ
 

に
倣
っ
て
 
-
2
 
一
大
い
に
「
適
応
」
し
て
い
る
。
彼
は
 

、
 

一
 般

の
人
々
の
生
活
感
 

覚
を
熟
知
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
聞
き
手
の
理
解
 
を
 大
い
に
助
け
る
生
活
に
密
着
し
た
例
え
を
縦
横
無
尽
 
に
 操
る
こ
と
が
で
き
た
 

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
雄
弁
 家
 ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
（
 の
甲
濤
 。
 
降
 。
 
日
 o
m
 ギ
リ
シ
ア
語
で
「
黄
金
の
口
」
の
 
土
星
の
面
目
躍
如
た
る
 

「
あ
な
た
は
、
パ
ウ
ロ
の
適
応
を
見
て
い
る
か
。
我
々
 が
 生
活
的
な
こ
と
か
ら
離
れ
る
た
め
に
全
て
を
行
っ
て
 
い
 る
者
が
今
、
家
 

の
こ
と
に
関
し
て
多
く
の
思
い
煩
い
を
し
て
い
る
。
 実
 際
 、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
治
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
 
ば
 、
霊
的
な
こ
と
 

の
 余
地
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
 う
 さ
れ
て
 い
 な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
 
釜
並
 
的
な
こ
と
）
を
も
 白
 な
し
 に
す
る
。
実
際
、
 

家
事
を
司
る
女
は
慎
ま
し
く
も
な
り
、
家
事
を
司
る
「
 
女
囚
 は
 険
し
く
も
 
ロ
 
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
は
 、
 賛
 沢
や
時
宜
を
得
 

ぬ
 出
費
や
他
の
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
勤
し
ま
な
い
だ
 
る
 ぅ
 。
彼
は
、
「
神
の
み
こ
と
は
が
 冒
 漬
さ
れ
な
い
た
め
 に
 」
（
 テ
 ト
ス
喜
三
・
 

五
 -
 と
 舌
口
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
、
彼
が
ま
ず
も
っ
て
 
ゐ
 
日
藪
 の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
世
事
を
「
 
思
っ
て
い
る
の
 口
   



宗教生活か ら生 

  
力 @ Ⅰ 彼

が
目
指
し
た
理
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
一
部
の
宗
教
 
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
宗
教
的
生
活
を
送
る
た
め
の
も
の
で
 は
な
く
、
社
会
の
全
 

 
 

て
の
人
々
の
生
活
の
た
め
の
宗
教
に
高
め
る
こ
と
だ
っ
 た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
 い
 か
な
る
例
外
も
な
い
。
 

全
 て
の
人
々
の
、
全
生
涯
 

 
 

ぬ
 

に
わ
た
る
、
全
生
活
領
域
の
た
め
の
宗
教
性
で
 あ
 る
 。
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
に
お
け
る
宗
教
の
生
活
化
と
 は
そ
の
普
遍
化
の
こ
と
で
あ
 

活
  
 

-
 
仏
 -
 

し
た
。
 

も
の
が
あ
る
。
相
手
を
説
得
し
て
自
ら
の
信
念
を
受
け
 入
れ
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
相
手
側
の
状
況
に
 
ム
 口
 わ
せ
て
、
相
手
に
と
 

て
 最
も
分
か
り
や
す
い
話
し
方
、
舌
口
業
で
語
ら
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
 ス
の
 「
適
応
」
行
為
 

舌
口
え
る
。
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
に
よ
る
と
、
自
分
に
は
 本
来
必
要
な
い
「
生
活
的
な
こ
と
の
心
配
（
配
慮
 
こ
 
も
 他
者
へ
の
伝
道
の
 

め
に
、
敢
え
て
行
 う
 必
要
が
あ
る
。
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
が
特
別
な
の
は
、
生
活
に
よ
る
 宗
 教
化
と
い
う
困
難
な
課
題
を
一
部
の
宗
教
エ
リ
ー
ト
に
 
課
し
て
い
る
の
で
 

な
く
、
講
壇
か
ら
あ
ま
ね
く
一
般
の
人
々
に
課
し
て
い
 

 
 

ス
ト
教
徒
が
世
俗
の
 

活
 を
や
め
て
「
霊
的
」
生
活
（
修
道
生
活
）
に
入
る
こ
 
と
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
全
て
の
 
キ
 リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
 

例
外
な
し
に
、
自
分
が
 ム
 「
生
活
を
し
て
い
る
そ
の
場
で
 、
家
族
を
持
っ
た
ま
ま
「
霊
的
」
に
生
活
す
る
こ
と
 
を
 求
め
て
い
る
の
で
 

る
 。
そ
の
主
た
る
場
は
 、
 家
庭
で
あ
る
。
 

-
5
-
@
 
 

そ
し
て
、
 そ
 の
 生
活
を
通
し
て
、
他
の
家
庭
も
同
様
に
宗
教
化
し
 
て
い
く
こ
と
を
企
図
 

-
 
Ⅱ
 -
 

た
 。
ブ
レ
ン
ト
レ
（
 力
 ・
㏄
Ⅰ
 
び
 コ
日
向
こ
が
語
っ
 
イ
 
L
 い
る
よ
 う
に
、
彼
は
「
都
市
を
キ
リ
ス
ト
教
的
所
帯
の
集
 
ム
ロ
ヘ
 
と
 変
貌
さ
せ
」
よ
う
 と し あ 、 生 は た と っ 

  



た
 。
一
般
の
市
民
生
活
と
は
相
容
れ
な
い
、
社
会
に
と
 
っ
て
「
異
端
の
宗
教
」
か
ら
、
そ
の
成
員
で
な
け
れ
 ば
 社
会
生
活
上
の
不
利
益
 

を
 蒙
り
か
れ
な
い
、
「
主
流
の
宗
教
」
へ
の
大
転
換
で
 あ
る
。
他
方
で
、
教
会
の
主
だ
っ
た
指
導
者
た
ち
は
 
相
 変
わ
ら
ず
、
教
義
上
の
 

正
統
論
争
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
中
で
、
そ
の
 
波
 に
た
だ
押
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
当
時
 
0
 課
題
と
真
正
面
か
ら
 

取
り
組
み
、
「
生
活
化
」
の
一
つ
の
理
想
を
提
示
す
る
 ナ
 
」
と
で
Ⅰ
む
じ
っ
て
 

姑
 
ム
ロ
Ⅰ
 

ウ
 
ん
た
の
が
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
で
 あ
っ
た
。
「
修
道
」
と
い
 

ぅ
 宗
教
の
み
の
生
活
を
超
え
、
世
俗
の
生
活
的
な
「
 
宗
 教
 」
を
拒
否
し
、
宗
教
的
な
生
活
を
「
世
俗
」
に
も
た
 
ら
そ
う
と
し
た
。
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
、
世
俗
化
に
直
面
す
る
教
会
の
 指
導
者
と
し
て
、
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
世
俗
の
生
 
活
 自
体
を
や
め
て
し
 

ま
う
こ
と
を
決
し
て
求
め
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
世
俗
 
的
に
生
活
す
る
こ
と
も
、
無
論
勧
め
て
い
な
い
。
彼
は
 
敢
え
て
第
三
の
道
 、
っ
 

ま
り
世
事
に
ま
み
れ
た
日
常
生
活
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
 、
い
わ
ば
「
生
活
的
に
生
活
し
な
い
」
こ
と
を
勧
め
る
 
。
よ
り
積
極
的
な
言
い
 

方
 を
す
れ
ば
、
「
天
上
に
暮
ら
す
か
の
よ
う
に
地
上
に
 暮
ら
す
」
 

-
7
 

4
 
 

一
 こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
こ
ち
ら
の
方
が
、
よ
り
 

困
難
な
道
で
あ
る
。
 

サ
 
、
 

-
8
-
4
 
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
、
こ
の
七
ホ
 
教
 性
の
普
遍
化
と
し
て
の
生
活
化
と
い
う
理
念
を
た
だ
 
人
 に
勧
め
て
い
る
だ
け
 

で
は
な
く
、
彼
自
身
も
こ
の
第
三
の
生
き
方
を
身
を
も
 
っ
て
示
し
た
。
そ
し
て
、
社
会
に
「
宗
教
的
に
」
 関
わ
 り
 、
こ
れ
に
徹
す
る
あ
 

ま
り
世
俗
と
の
衝
突
を
招
き
、
つ
い
に
は
死
に
至
る
ま
 
で
こ
の
道
を
貫
い
た
の
で
あ
る
。
 

そ
の
死
に
よ
っ
て
 、
 彼
が
目
指
し
た
「
宗
教
生
活
か
ら
 生
活
宗
教
へ
」
の
劇
的
な
大
転
換
の
試
み
 
ほ
、
 確
か
 に
 道
半
ぼ
で
頓
挫
し
 

た
 。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
ク
リ
ュ
リ
ノ
ウ
ハ
ト
モ
ウ
 

八
か
 
り
舌
口
 

勤
 は
、
現
実
と
は
別
の
、
そ
う
な
る
こ
と
も
あ
り
得
た
 
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
 

四 
世 
糸己 

と 

  
つ , 
キ 

  
  
  
教 
  

急激 

な 
国 
教 
イヒ 

  

時代 

ま @ 

  
方 
で 
教 
ム 
ム 
K 

「 生 
活 
    

ホ輯裂   
へ 
  
大 
転 
換 
を 

怒涛 

  
よ 

つ , 
@ 
迫 
  

   
 

 
 

む
す
び
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- 
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下 さ二 対 
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と
に
成
功
し
て
い
る
。
歴
史
が
示
す
通
り
、
キ
リ
ス
ト
 教
の
西
洋
文
化
へ
の
土
着
化
、
生
活
化
は
そ
の
後
も
、
 
妥
協
の
産
物
で
あ
る
 聖
 

俗
の
分
離
と
い
う
仕
方
で
、
つ
ま
り
彼
の
理
念
と
は
か
 
け
 離
れ
た
仕
方
で
、
徐
々
に
進
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
 る
 。
そ
の
点
で
、
四
世
 

紀
か
ら
五
世
紀
へ
の
節
目
は
、
生
活
を
も
「
超
越
」
 
し
 た
 聖
な
る
宗
教
と
宗
教
を
も
見
事
に
「
生
活
化
」
し
た
 俗
 な
る
社
会
と
の
奇
妙
 

な
 共
存
の
時
代
、
あ
る
意
味
で
、
現
在
ま
で
続
く
 
こ
と
に
な
っ
た
時
代
へ
の
転
換
点
で
も
あ
っ
た
の
 で
あ
る
。
 

略
号
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
著
作
か
ら
の
 引
 m
 は
 、
 全
て
次
に
よ
っ
た
  
 

㌧
の
 H
 ）
・
・
 

ロ
 ・
ミ
 %
 コ
 の
す
 口
し
 
-
 ㌧
 a
 （
 
ぺ
 
0
-
0
 

彊
の
の
の
 
コ
ぺ
 
の
目
の
の
。
 

ヨ
 三
の
（
 

廷
の
 
・
の
の
 
コ
 の
の
の
Ⅰ
㏄
の
 

り
 ㏄
 

;
 
王
 

-
1
-
 シ
リ
ア
の
王
都
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
場
合
、
四
世
紀
末
の
 
総
人
口
は
二
 0
 万
人
か
ら
 三
 0
 万
人
で
、
そ
の
う
ち
 一
 
0
 万
人
 が
 キ
リ
ス
ト
教
徒
だ
っ
た
 

お
 さ
 二
 %
 り
 円
ず
（
の
 

音
，
さ
 キ
ぬ
 
n
 毬
 ②
 0
 か
ぜ
 
め
 
0
 
め
ぎ
 
ま
胡
ぎ
悶
 。
 さ
 め
ぎ
 
n
 ～
～
 

ぉ
等
叉
 C
 ㎏
 め
 。
 4
0
5
.
 
 

薫
ぬ
 
～
 
沫
 ～
 
c
 
ォ
 ～
㌣
 
さ
 ㌔
 薫
 ～
き
い
 

ぶ
ぬ
 ～
 
n
 羽
 め
み
き
ミ
 
リ
き
 め
 れ
ぬ
ぺ
 

@
 

き
 
～
 @
 
ふ
寸
～
 

s
@
 

～
 
俺
 ミ
 
-
 -
d
 

ぬ
め
 
0
 め
 
～
Ⅹ
屯
さ
㌻
 

w
q
 

～
 
ミ
い
や
 

ぃ
力
㏄
～
り
か
 

め
い
 
-
 バ
，
 
三
 %
@
 
）
㏄
一
の
 

目
ヲ
ミ
 
。
 
オ
 Ⅰ
の
一
の
す
の
り
 

オ
 ・
㏄
の
 

0
2
,
 

口
口
・
 

阜
 
ひ
ひ
白
し
。
 

-
2
 
）
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
失
脚
に
は
多
く
の
人
物
が
関
与
し
 
て
い
た
。
そ
の
王
国
、
「
主
犯
」
に
関
し
て
は
諸
説
紛
々
と
し
て
 
い
て
、
い
ま
だ
特
定
で
 

き
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
古
代
史
家
リ
ー
ペ
シ
ュ
ッ
ツ
の
「
 
反
コ
 ア
ン
ネ
ス
派
の
王
 教
 た
ち
と
最
有
力
の
大
臣
た
ち
と
の
達
ム
 
口
説
」
に
は
、
説
得
 

カ
が
 士
の
る
。
）
・
 

%
 ミ
・
 幹
 
Ⅰ
 
ヱ
の
ヴ
 

の
の
 
り
プ
 
仁
の
 

t
z
.
 

出
洲
Ⅰ
 

ミ
吐
 
Ⅰ
 迂
 &
 お
の
違
簿
 憶
み
臣
 
S
 簗
ト
 ド
ま
ま
の
こ
ま
「
 

き
 ・
 b
 き
田
 い
ざ
 や
ぎ
 
き
 め
ト
 封
内
文
 ム
お
 Ⅰ
 毘
吋
悪
 

の
も
 き
 も
 



-
4
 ）
 
巾
 ハ
リ
コ
ロ
 

訂
 。
 
し
藍
ぎ
お
お
 
羽
の
キ
ミ
 い
お
 
ぎ
ま
 ぼ
 s
.
 

ワ
ト
㏄
 

-
5
 ）
最
近
で
は
、
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
説
教
が
富
裕
者
層
を
 主
た
る
対
象
に
し
て
い
た
と
い
う
見
解
の
研
究
者
も
見
受
け
 ろ
 れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
 

托
 

研
究
者
と
共
に
、
こ
の
見
解
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

例
え
ぽ
、
 
㏄
通
む
日
の
 
-
 さ
ぎ
 n
n
 
あ
 
の
か
ぜ
の
㊧
 
ぎ
 ま
ま
。
 づ
口
 
・
 
お
 -
4
 
&
 一
喜
 が
ユ
 -
 
コ
 H
-
-
 

の
 （
（
。
 褐
 

 
 
 
 

目
す
 
さ
ら
 
ぉ
養
 
㏄
の
キ
ぜ
さ
 い
き
ま
 
ぼ
 り
 悪
さ
 
荘
吏
 ⑧
 
さ
 さ
～
～
 

Q
Q
 

キ
赴
ぉ
 
牙
ぃ
 
か
 ・
 
雙
バ
汁
い
 

か
 ぃ
コ
へ
 
も
 お
い
こ
ヰ
 

悪
ま
・
め
ぎ
㌔
 
む
ぉ
へ
 ま
が
 ギ
い
 
Q
 ～
 
0
 
幅
む
 
・
 わ
か
 ㏄
 ぎ
 こ
や
ま
さ
も
 悶
 ～
 
ゴ
い
 
か
黛
も
 
0
 ～
～
～
 

逮
 
～
 
ま
 

む
 き
よ
う
 
い
 
か
も
お
お
い
か
も
お
い
 

い
 
か
ま
 
さ
ト
 
ま
ま
㌔
 あ
 L
 。
か
 
い
 お
さ
も
め
の
 

さ
ド
ヒ
ぃ
 

0
 め
 ～
 
0
 ミ
ド
 
ニ
 ダ
ぎ
 「
 
ぽ
下
 ㌧
が
 
コ
 0
 。
 
0
0
0
0
.
 

ヨ
 ・
 
お
 。
 ピ
っ
口
 ・
 ぎ
お
 ・
参
照
。
少
な
 く
と
も
、
説
教
が
 
他
 

の
 著
作
形
式
に
比
し
て
、
よ
り
一
般
の
人
々
を
も
対
象
と
し
て
い
 
る
の
は
、
確
か
で
あ
る
。
こ
の
ク
リ
ュ
 

ソ
 ス
ト
モ
ス
の
聴
衆
 
像
 に
 関
し
て
、
最
も
詳
 

し
い
の
は
、
 
毛
 0
 コ
 卸
 ぜ
目
り
 ぜ
 の
Ⅱ
 
て
 ㌧
 a
u
 
目
 コ
 0
 下
目
の
里
 
目
 ご
こ
養
の
こ
つ
 
き
 め
 ～
 
n
 ま
 -
 Ⅰ
。
コ
口
。
 

コ
 Ⅰ
三
の
毛
 
べ
 0
 Ⅰ
 左
刃
 。
 亡
 已
の
良
の
の
 

-
 ぃ
 0
0
0
-
 

づ
口
 
・
の
仁
一
年
 

0
 で
あ
る
。
 

-
6
 ）
例
え
ば
、
の
・
 
ミ
 ・
 下
 ・
Ⅰ
㏄
ヨ
ロ
の
 
-
 
陛
し
 。
も
 カ
さ
 
～
㌻
 
換
苛
 Q
 捷
 簿
卜
ね
い
ぎ
 
o
x
-
O
 
呂
ト
 
0
 （
鱒
の
田
Ⅱ
の
二
ロ
 

0
 コ
 ㌧
（
の
の
の
 

-
 ト
の
ひ
 

P
.
 

の
・
 

づ
 ・
 "
 ま
 。
 ㌔
参
照
。
 

-
7
 一
 
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
期
に
深
い
宗
教
性
と
世
俗
の
生
活
と
 を
調
和
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
た
人
物
は
他
に
も
存
在
し
た
で
あ
 
ろ
 う
 が
、
そ
れ
を
意
識
的
 

に
 思
索
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
思
索
し
た
と
し
て
も
 
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
 

そ
 の
 文
献
が
現
存
し
 

て
い
な
い
。
従
っ
て
本
研
究
で
は
、
ク
リ
ュ
 

ソ
 ス
ト
モ
ス
と
い
う
 
稀
有
な
存
在
に
そ
う
い
う
少
数
者
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
 

（
 
8
-
 

山
下
戸
の
Ⅰ
の
 

ぜ
 の
 ユ
 の
。
 い
 き
㏄
色
ふ
 
遥
 め
か
ら
き
め
 
漆
お
 
㌔
 卜
め
い
の
 

～
～
 

ぃ
 ト
 ～
 
亜
 S
@
 Ⅰ
。
 
か
 S
 い
か
り
 
ぁ
 。
 紐
 0
 ）
）
 

0
%
 

ユ
 き
め
 
い
 
や
。
 養
ぬ
ち
ぎ
き
 
ま
日
～
 
キ
ヘ
ぬ
 

）
）
 
鮒
ぬ
か
 ㏄
の
「
左
巴
の
せ
Ⅰ
Ⅰ
 

0
 の
 

く
肝
 
む
 内
の
 
-
 
の
 ㏄
Ⅰ
Ⅰ
 
0
 コ
良
 
0
 コ
ト
 Ⅰ
 
ヨ
く
 e
 Ⅱ
田
内
 
ぜ
 0
 ト
 の
が
 
毘
ト
 
0
 Ⅱ
 
コ
 -
 
が
 ㌧
Ⅱ
の
 
お
 -
 り
 0
0
 
 
 

-
9
-
 の
の
 
0
 「
幅
木
。
 
コ
 （
 
o
E
 

二
の
 

-
 い
ま
ま
㍉
さ
す
む
ま
荘
も
 

べ
 め
下
ぎ
 
罵
礎
 ～
 -
 
全
き
 -
 
～
 
a
 
一
 
こ
ひ
 e
-
 

～
 熟
ミ
 
i
 か
 ね
 
め
 @
h
-
a
d
 

一
 
O
-
k
@
i
S
@
C
h
@
i
 

ぜ
 
～
 f ハ
 
～
 
、
ミ
罵
ぜ
 

i
 
ひ
 
：
 
め
 .
 
～
 
e
-
 

パ
ミ
ミ
ま
駐
 
：
「
 

O
h
@
 

s
s
 

さ
あ
の
キ
ミ
 

め
桶
 ぎ
ま
ま
，
 

い
 0
 コ
 二
曲
が
す
の
 
目
 ・
）
の
の
㏄
 

-
 
㎎
）
 
し
ジ
 ヰ
山
 Q
 
Ⅱ
 o
 乙
 -
 ヨ
 ら
ま
窒
塞
㌔
 
吏
釜
ぎ
 ～
か
 
め
 ㍉
 ぬ
 Ⅰ
 
ぐ
り
キ
ま
べ
さ
 
㌔
が
 ぉ
 0
 目
 
コ
 
ま
に
 末
ぎ
 き
め
 隈
め
 卜
さ
か
 S
 の
 キ
ベ
ヒ
 

㏄
③
 ミ
ズ
ご
 
。
の
。
廷
内
 

プ
 ハ
目
が
 

コ
り
 
が
 コ
 の
 づ
 

コ
ロ
 
@
 
オ
ア
 
0
 コ
 。
の
の
の
 

コ
出
コ
 
㏄
Ⅱ
 
せ
 ㌧
Ⅰ
の
の
 

9
 
Ⅰ
の
の
 

ひ
 

（
八
 -
 
ナ
 之
 ・
 
ロ
 ・
 
ホ
の
コ
ぜ
 
-
G
 も
～
㌔
 

め
さ
 き
ら
ま
～
 

h
@
 

ド
き
 
め
め
ぎ
 づ
禽
 さ
か
 お
 の
 ぎ
 ）
 @
 
め
 
Q
 紅
き
）
～
 

｜
ム
め
 
S
 ～
～
 

い
 ㍉
ぶ
ぬ
き
 
め
ぷ
 ㏄
み
か
 
や
や
ヌ
 す
 p
n
p
 

一
の
 

0
 「
 コ
の
 
-
-
C
 
コ
 -
 
く
 ㏄
Ⅱ
 
田
づ
せ
 
㌧
㍉
の
の
の
 

-
 

お
乙
 ・
他
に
 、
 ㏄
「
リ
コ
日
の
 

，
さ
ぎ
ミ
 ㏄
の
 キ
湧
 ら
の
～
ら
ま
ま
が
あ
る
 
 
 

（
は
 -
 
目
り
 ぜ
 の
（
Ⅰ
 

レ
コ
 の
 コ
 ・
 舌
 か
さ
の
こ
づ
め
 

0
 め
～
 
0
 ま
 ・
 づ
や
肚
田
 
，
 り
り
 

（
 
H
-
 

下
「
 

コ
 0
 圧
の
（
 宰
 N
 巴
 -
 ヘ
 ～
 
お
薄
 
Ⅰ
 沫
ノ
ぉ
ぬ
ま
め
 

Q
 ㊤
 隠
汀
い
 
か
悪
ス
 
も
 ～
 
ぬ
 
@
b
@
 

ゃ
（
）
 

@
-
0
%
 

ぉ
勘
 0
%
 ）
 
Q
&
 
一
 
m
 せ
ざ
か
 

）
 

@
 
へ
 
）
 
武
巳
 ㏄
 
の
 の
 ぎ
曲
 

-
 h
@
 

～
 
ぬ
 
@
 
）
 き
 （：
～
 

め
 ）
 
@
@
-
o
 

き
さ
か
 む
 さ
さ
 
e
 
の
キ
さ
 
8
 の
 

ぎ
 ま
浅
。
 匡
蛋
コ
の
 
（
の
臣
下
の
目
の
二
ロ
 

0
 「
 音
 ，
 お
賈
 ・
確
か
に
、
㌧
の
 巨
 （
 木
 -
p
 
の
 
セ
 。
 幅
 戸
ト
 0
%
 お
い
ま
へ
六
 
0
%
 ざ
へ
へ
 
～
～
 

り
キ
ま
 
S
 封
 Q
0
 

～
～
 

羽
 @
 ㏄
。
 
卸
い
 
こ
 寒
樟
 b
 。
 ォ
 ：
：
。
 

い
 か
ぐ
 め
 
Q
 め
 ～
 
0
 ま
 0
 め
 ・
 芭
ぎ
 ㏄
 ぬ
 ～
～
 

ゴ
 
3
 匹
ぬ
ま
 
ぺ
 Q
 湧
い
か
 
～
 
い
 
か
 ぼ
主
て
ぺ
 
㌔
 祭
 め
ぎ
 
ぶ
こ
 ㏄
 0
 コ
コ
 
-
 ㏄
。
 
R
 月
村
の
の
の
コ
 

%
 簿
も
「
生
活
」
に
関
連
す
る
こ
 と
も
扱
っ
て
は
い
る
 

が
、
 王
に
数
箇
所
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を
敷
 
街
 し
て
い
る
だ
け
で
 
、
そ
の
表
題
で
 
誼
 わ
れ
て
い
る
よ
う
な
ク
リ
ュ
 

ソ
 ス
ト
モ
ス
の
 
「
生
活
」
観
を
主
題
 

と
し
て
い
る
わ
け
で
は
全
く
な
い
。
 



宗教生活から 生活宗教へ     Ⅱ ） ） 2 6 5- 2 ハノ o ツ一 4n 07L - り り t ハ ） 乙 @ 心 乙 2 - D2 山 l Ⅰ 07L o リ 4- 9- l ） l Ⅰ 8 7- l Ⅰ ） 1 6 。） Ⅰ ぺ l 
    「 多 ） N ）     

て 「 が 

    

  必て 
  

「哲学」 壬 ように 生きる 

自 フ ， 0 @ Ⅰ と菩 ,-. -     
いヘド い おまさ @     

れは 
ぃぎ下 二） 
  

そ尋ク 
ら ま -         ぎぬ ～ 

㊥ ソ 
@@0 蓮 ぉぎ 山口 - 円 たマ 「 ㏄ ） ヰ O   

ぃ ニ （ 0 ト モ   のロ の 下 ふめ～ ・ 

木ス ぎ が   
毬 @ 

ハ か 0 ぬ大変 や 
む 好 

之 の 毛 
  

  
  

のまぬ ） n 使 んで 

さ ） コ 章 究 

O Ⅰ 

  でも、 れてぃ 自身 - い ㏄ ム 1 「せの の ゴ 者 局 する いてめ ぬ ～ 汀 の 。   
き ・ ミ 五 口口   

コり 

寒 で 、     の 関係 0 キ紹 ・ む～ vin ぬ 求めな   
71@ (313) 



「
こ
の
よ
う
に
、
生
活
的
な
こ
と
か
ら
自
ら
を
脱
出
さ
せ
て
、
 

霊
 的
な
哲
学
の
高
み
に
繋
が
っ
て
い
る
人
々
は
 、
 我
々
の
側
の
い
か
 な
る
も
の
の
感
 

 
 

7
 

覚
も
持
た
な
い
」
 
@
 
荘
め
 ～
 
ぬ
 ～
 
ぬ
ハ
か
 

～
ま
ま
 驚
 S
 ま
も
ま
 
ハ
 ～
～
 

0
 ぉ
ぬ
 o
,
P
 
（
 
㌧
の
会
。
 下
 ）
 2
-
 

一
。
 

 
 
 
  
 

-
 
抑
 -
 
ト
 荘
も
 S
 武
 ぎ
ま
も
 き
 ～
～
 

0
%
 ぬ
ぉ
 
㌣
 ま
ゴ
 ）
弓
の
轄
 

9
-
 

の
し
 

 
 
 
 

-
O
n
n
I
n
S
i
i
 

ク
リ
ュ
 

ソ
 ス
ト
モ
ス
に
お
け
る
「
 
死
 」
に
関
し
て
は
、
Ⅱ
 
r
a
 
コ
 の
日
の
。
）
 

-
 
（
 
リ
メ
ニ
 

目
口
 

-
 
u
r
u
e
@
 

Ⅱ
 ト
 ：
 
N
n
.
-
 

ゆ
 鍵
が
ぎ
 お
棺
 S
 
ミ
ぃ
 -
 
～
の
：
ぶ
 

り
ぬ
 
の
 驚
 
-
 
卜
 
N
 ミ
 
@
 
～
 
ら
っ
 

も
 
い
 
～
 
@
-
@
-
N
 

ヒ
て
 
さ
ド
 
@
 

の
臣
 
さ
 い
 
0
 め
ぎ
 
ま
ぬ
 
-
N
 リ
ヨ
 岸
 Ⅰ
の
。
 臼
ひ
づ
ひ
り
 

の
の
 
ゆ
 円
仁
 
宙
 の
の
の
田
の
四
ロ
廷
の
の
，
 

P
o
o
0
 

参
照
。
 

（
㏄
）
 し
 Ⅱ
 リ
 コ
ミ
の
。
 
さ
 ぎ
ぉ
 毬
羽
 の
か
 
べ
マ
い
 

Q
 め
 
～
 
0
 ま
 ㌣
 
P
 
つ
つ
 ㏄
 収
お
 

-
 ㏄
一
の
 乙
鱒
匹
 -
 木
 ～
 
お
臣
 
0
%
 下
）
き
ぬ
悪
心
の
 
e
s
 

已
下
吏
ぎ
さ
全
戸
 

り
 ㏄
 
こ
の
「
司
祭
 職
 」
に
関
す
る
、
更
に
詳
細
か
っ
包
括
的
な
見
解
 は、
 安
こ
三
 
@
 
オ
 0
 年
Ⅰ
 0
 簿
 @
 

町
 口
 コ
コ
の
 
コ
 二
ぎ
Ⅰ
 ふ
毘
憶
 ふ
 め
ぬ
 
～
 
0
%
 
ま
 き
 ・
」
 
円
乙
ぎ
 ふ
め
 
う
か
め
 
ま
き
 
簿
 こ
 ら
 や
 ま
 ま
 ㌻
 ハ
 
か
ぬ
 %
 ま
 鮭
 あ
ま
 ハ
 
か
ま
 蕊
鑓
ま
 ㌧
 こ
羽
守
き
 ～
 
こ
 
㌔
 e 
さ
ぎ
 襄
 眈
 の
 臣
ゼ
め
 
Q
 め
ぎ
 
ま
浅
 。
 

由
 0
 コ
元
口
 0
 品
お
 註
は
コ
お
ま
 ，
 毛
 ・
 
7
 Ⅰ
 9
0
 

に
見
ら
れ
る
。
た
だ
 

ュ
ソ
 ス
ト
モ
ス
は
終
生
、
修
道
を
評
価
し
て
い
た
し
、
 

修
 遣
 そ
れ
自
体
を
否
 

走
 す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
修
道
運
動
 
と
の
強
烈
に
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
関
係
」
戸
の
せ
 

浅
巨
 。
 コ
ミ
ゑ
 ま
へ
 
寮
 ～
 い
こ
 
。
 き
鎔
 Ⅰ
 s
 ㌔
 

も
め
へ
ぬ
～
～
へ
い
 

ぎ
あ
 ・
や
）
じ
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
事
態
を
最
も
的
 

確
に
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

-
 
Ⅱ
Ⅱ
一
日
ざ
ま
に
 
爵
め
 ぎ
 
さ
ミ
 い
き
ぬ
ま
㏄
。
㏄
田
ハ
 

い
 8
-
 肚
 ㏄
 P
-
 

（
 
窩
 ）
 
柚
ド
ら
 

ま
に
 ぎ
雨
汁
 
き
め
や
さ
も
お
。
ま
心
さ
も
い
い
つ
・
 

ぃ
弓
 Q
 ㏄
 0
 。
 り
の
 
㍉
 
 
 

（
㏄
）
「
生
活
的
な
こ
と
に
 

宙
 。
あ
ま
津
守
。
㌃
 

口
 q
p
 
抽
ヨ
舖
ぎ
 -
 釘
付
け
に
な
っ
て
い
る
信
仰
者
た
ち
は
、
聞
き
な
さ
 

-
 
中
略
）
・
・
・
生
活
（
（
の
 

コ
 

せ
 。
 ま
 の
ぎ
主
に
は
、
福
音
に
見
合
っ
た
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い 。
そ
れ
故
、
実
に
祈
り
の
律
法
は
、
 

教
 説
か
ら
生
活
 
-
 
（
 
ゅ
コ
 で
 0
 由
 侍
立
㏄
 
コ
 @
 
 
へ
と
 移
 

付
 す
る
。
…
（
中
略
 一
 ・
・
・
実
際
、
教
説
は
生
活
を
必
要
と
す
る
。
 

-
 
中
略
 -
 …
 
ヨ
 
絶
え
ず
徳
 
-
 
イ
エ
ス
一
の
こ
と
を
考
え
、
 

彼
 の
こ
と
を
思
い
、
 
彼
 

の
こ
と
を
思
い
な
す
こ
と
㌔
実
際
、
我
々
は
健
全
な
思
惟
 と
有
 徳
の
生
活
を
た
っ
た
一
日
や
二
、
三
日
だ
け
請
う
て
い
る
の
で
は
 な
く
、
生
涯
を
通
 

し
て
、
命
の
限
り
釜
ぎ
で
の
 コ
 （
 
0
 の
（
 0
 仁
巨
 o
E
 

左
巴
 

窩
 の
さ
の
 し
 、
 全
て
の
善
の
基
で
も
あ
る
、
 

円
 彼
の
こ
と
を
思
 う
 こ
と
」
を
 
室
 謂
う
て
い
る
の
で
あ
 

る
り
実
際
、
多
く
の
人
々
は
日
自
分
た
ち
の
こ
と
を
求
め
て
い
 て
 、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
で
は
な
い
」
 

一
 フ
ィ
リ
 ピ
 善
二
 
・
 三
 一
 -
 か
ら
で
あ
 

ノ
つ
 
」
 -
 
生
も
ド
ミ
に
 

汁
 
い
の
や
 
ぷ
 片
目
代
ノ
 

ミ
 ・
 b
 も
の
。
ふ
き
 
汁
ミ
 
巳
も
の
 
ダ
 ㏄
（
㌧
の
の
Ⅱ
 
肚
 0
0
 
の
 
ロ
 ・
 
-
-
 
。
 

-
 と
 
「
そ
れ
故
、
彼
女
 
-
 ハ
ン
ナ
 -
 が
ま
ず
霊
的
な
こ
と
を
 
求
 め
た
の
で
、
結
婚
も
よ
り
輝
か
し
く
な
っ
た
」
 

-
 
生
ら
ま
～
～
～
Ⅰ
 

め
 ぎ
 め
や
Ⅰ
荘
内
も
 
臣
湧
 ～
 
蒲
い
 ）
。
 
り
 

-
 
㌧
の
㏄
 
2
 。
）
 
り
 1
 ）
）
。
 

f
.
L
g
¥
<
@
 
 

修
道
者
と
生
活
者
と
の
唯
一
の
相
違
は
、
結
婚
し
て
 

い
る
か
木
口
か
で
、
そ
れ
以
外
の
全
て
の
こ
と
は
同
じ
だ
か
 
ら
で
あ
る
 
-
 
卜
 へ
ぐ
 
ぬ
ぁ
浅
 

玲
 
も
ち
㌣
 
晦
お
 
さ
 ぎ
 ）
 
お
 め
ぎ
 き
め
ま
 も
ざ
ね
 
紅
ぶ
蒲
 
0
w
,
 
三
 
-
 
㌧
の
 幸
 q
,
 

㏄
Ⅱ
 

N
-
 

一
。
 

-
 
㏄
 -
 
圭
 。
 ま
臣
ぎ
雨
や
ぷ
由
や
 
Ⅰ
も
 

0
Q
 

ぎ
 ㏄
 き
 め
 
羽
 9
,
2
 

田
の
の
 

2
.
 

㏄
㏄
 

-
 



宗教生活から   生活宗教へ 

-
 
㍗
 -
 
ぎ
き
 や
さ
 胃
ひ
弓
 O
p
 の
 -
 の
の
 
ご
 

（
 巴
 
こ
の
上
昇
下
降
運
動
の
構
図
 は
 、
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
 解
釈
学
の
場
合
と
ほ
ほ
同
じ
で
あ
る
。
拙
論
「
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
 モ
ス
に
お
け
る
神
の
下
降
 

と
 人
間
の
上
昇
 ｜
 
解
釈
学
的
観
点
か
ら
」
三
基
督
教
学
研
究
 ヒ
 第
一
八
号
、
一
九
九
八
年
Ⅰ
 セ
九
｜
 九
四
頁
参
照
。
ま
た
、
 
拙
 論
 
「
 二
シ
ビ
 ス
の
 

エ
フ
ラ
イ
ム
 と
 ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
解
釈
学
の
比
較
」
三
日
本
 の
神
学
」
第
三
五
号
、
一
九
九
六
年
 - 、
五
一
 ｜
七
 0
 頁
も
参
照
 
 
 

（
㏄
）
 笘
 。
 ま
 ～
～
～
 

Q
n
 

ま
ム
い
き
館
 0
 の
 
ぎ
す
 ま
ま
 
A
q
-
 
の
弓
 0
 の
 0
-
 
の
の
 
。
 
"
"
"
"
 

-
 
伯
側
 
）
ま
ミ
 こ
驚
 
ぎ
ぬ
 ぎ
目
 りや
Ⅰ
 
田
 ゴ
井
ミ
ズ
 

3
 合
㏄
 弓
 0
6
2
-
 
の
 ㏄
 s
o
 
し
 

 
 

む
 %
 （
の
辞
も
粟
 
キ
ヘ
 
～
 
の
 
め
ぎ
ざ
の
 

咀
馬
軋
鮭
 

n
 討
ぃ
 -
 
ま
㌔
 馬
 
ま
め
 ぃ
キ
さ
ミ
い
 

さ
も
あ
キ
き
～
・
Ⅱ
。
 

か
簿
 
き
ざ
 
馬
い
 の
 キ
鑓
 め
ら
 
膝
 
ぎ
ま
 武
の
・
下
目
 

コ
 日
の
 
-
 
巨
べ
 。
 二
 ㏄
の
巨
の
（
 

O
b
-
a
 

（
の
 

コ
 -
 ）
の
の
 

り
 参
照
。
 

五
）
拙
論
「
ク
リ
ュ
 
ソ
 ス
ト
モ
ス
の
解
釈
学
 

｜
神
 理解
の
可
 能
 性
と
不
可
能
性
の
問
題
を
巡
っ
て
」
三
基
督
教
学
研
究
し
 

第
 
一
四
号
、
一
九
九
三
年
）
 、
 

一
二
九
 ｜
一
 三
八
頁
参
照
。
 

あ
 ）
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
は
た
だ
「
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
」
だ
け
 
で
な
く
、
「
パ
ウ
ロ
に
倣
う
」
こ
と
も
自
ら
実
践
 

し
、
 他
の
人
に
 も
 大
い
に
勧
め
て
い
る
。
 

ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
に
お
け
る
「
模
範
と
し
て
の
パ
ウ
ロ
」
に
 
関
 し
て
は
、
ま
が
「
の
 
a
r
 
笘
ま
 ・
 ま
 @
t
c
 

二
の
 

コ
 。
 り
臣
 
馬
立
 

e
v
 

の
 
さ
せ
づ
き
ま
ち
 薄
さ
 キ
さ
 の
ま
せ
き
め
 

ぎ
ま
 Ⅰ
 ま
 ㌔
き
 め
ト
 三
ミ
よ
ま
～
～
 お
ぬ
ぎ
ぼ
 奄
奄
 ぎ
 ～
～
ら
ま
 

，
 円
ま
 ぎ
 の
の
 
二
目
 0
 可
田
 の
す
 
伜
ニ
 
2
0
0
0
-
 

ロ
口
・
本
甲
 

簿
参
昭
 。
三
 
%
 ℡
に
な
つ
て
、
 
優
れ
た
ク
リ
ュ
 
ソ
 

ス
ト
モ
ス
研
究
が
続
々
と
公
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
、
 

こ
の
研
究
は
そ
の
中
で
も
白
眉
で
あ
る
。
 

（
㎎
 -
 
ト
田
ぐ
ぬ
 

あ
 ま
 め
 も
 ち
 憶
 ぶ
 さ
ぎ
ミ
 
い
 
の
 注
ぎ
㏄
ま
き
 い
 ㏄
執
い
 

む
 馬
の
・
円
仁
（
 

㌧
 G
 年
 7
.
 

㏄
Ⅱ
 

い
遷
 し
・
 ド
の
ぜ
 
の
「
 
下
 。
 パ
お
趣
 
～
 
ふ
 h
g
 
～
 め
 こ
ら
き
め
 

a
n
 

㌔
 ト
の
 
c
e
 
薄
片
 ぎ
 e
s
-
 

ロ
 ・
 
0
0
 

）
参
照
。
 

-
 Ⅱ
 
w
-
m
 一
 
@
@
 
一
 
@
@
N
 

の
 -
,
 
朱
 ～
 
ゴ
い
 
一
ミ
 

Q
Q
 

～
 
@
 ）
 ズ
 
@
@
w
o
-
@
 

め
ハ
 
W
@
w
 

め
 
㏄
～
～
 

@
n
@
 

ふ
 @
o
q
*
 

ハ
 -
n
@
.
0
 

の
 

-
 色
ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
結
婚
論
は
 
、
 「
エ
フ
 エ
ソ
書
 講
話
 」
 一
 
主
ら
ま
 き
ミ
ぎ
由
や
註
め
ぢ
 寸
心
 
め
 
～
 
ら
 乙
第
二
 0
 講
話
に
ま
と
ま
 
っ
た
 形
で
見
出
さ
れ
る
。
 

彼
は
夫
婦
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
子
供
の
教
育
に
つ
い
て
も
関
心
 
が
高
い
。
彼
に
は
、
最
初
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
学
文
書
で
、
 

こ
 0
 分
野
の
古
典
と
な
 

っ
た
 著
作
「
虚
栄
と
子
供
の
教
育
」
 

-
 勲
 ～
 
ぉ
 Ⅰ
 ぉ
 ～
 め
 ～
 
0
%
 
Ⅰ
 ミ
き
め
 簿
音
ぃ
ぬ
 

s
Q
 

～
の
こ
す
 

い
 ふ
し
が
あ
る
。
 
例
え
ぼ
メ
ル
ツ
 
は
、
ク
リ
ュ
 
ソ
ス
 ト
 モ
ス
を
古
代
か
 

ら
 現
代
ま
で
の
全
時
代
を
代
表
す
る
一
一
人
中
の
一
人
に
数
え
て
 いる
 
田
 「
 
@
 
け
ぃ
目
肝
が
 八
 %
 の
 
～
か
 
い
 ぺ
き
丹
東
 き
異
芭
壷
 ～
ぬ
か
ま
さ
 

ぬ
 -
 
ヲ
お
丑
い
き
 

㏄
 貝
困
じ
 生
色
 
-
 

～
の
の
の
・
 

つ
口
 
・
の
つ
 

み
ど
 0
 ク
リ
ュ
 ソ
 ス
ト
モ
ス
の
教
育
論
に
つ
い
て
 

は
 、
ト
ヨ
。
 宙
 o
m
 木
 ・
し
ゅ
 
コ
ゅ
 
臼
田
・
 さ
も
ぎ
ぉ
 
3
 お
の
か
ぜ
 の
う
め
 

～
も
 
ま
畠
 

士
 屯
田
か
 

め
 0
 
ゆ
涛
 
c
 
か
 

ト
 ㏄
 
ぜ
へ
 
か
り
 
ぎ
憶
あ
へ
 
か
め
～
 
窪
 い
氏
 
お
 捷
さ
い
ね
 

@
 
さ
 e
i
 
さ
 ）
や
（
 

め
っ
あ
 

・
㌧
 0
 二
 %
@
 し
 0
 宙
せ
 
-
 
の
 Ⅱ
 
・
お
さ
参
照
。
特
に
 
、
 彼
の
家
庭
教
育
論
に
関
し
て
は
、
目
ざ
す
 

の
巴
 Q
 曲
 （
（
 
コ
の
プ
 
も
 や
 

 
 

宙
討
 
き
に
 や
ミ
轟
む
キ
 
悪
お
 
吋
ぎ
 ㌔
斗
も
ま
 い
お
木
受
 
き
ぬ
・
 由
ぎ
い
 に
 お
 や
あ
 悪
 （
 
て
げ
 

p
@
@
 

）
 
い
ぬ
 
-
 お
亜
 
の
ゃ
、
へ
吐
 

-
 
q
n
 
め
 ）
 
@
 
の
 
～
め
 
や
 
Q
e
 
～
 
の
っ
、
 

-
 ト
ぎ
 

L
 
@
 
寸
 
へ
 
ビ
 
@
 
（
 
や
 
め
 
ぬ
い
 

-
 っ
・
～
 

め
 @
 
～
 
@
w
 

の
 の
Ⅱ
 
@
 
っ
・
 

汁
狩
 き
ヰ
ま
 

%
 安
ヰ
～
 
@
 
ヰ
氏
 
-
 
お
 い
Ⅰ
 

 
 

寮
雨
あ
雨
汀
ミ
俺
 ま
ま
も
 蓮
 さ
ぬ
 
ま
ネ
バ
 
も
ま
き
⑱
 津
 「
軽
を
 ド
坤
か
 r
 養
 
簿
羽
 さ
さ
 
寮
 さ
さ
羽
の
オ
ミ
 
め
 
0
 め
ぎ
 
ま
浅
 
驚
 き
 べ
の
 叉
ぎ
お
 な
 り
 
u
c
 

や
～
ま
さ
 

簿
 木
ぎ
 き
奏
 鑓
ぎ
ォ
 
ま
さ
 
憶
，
 
③
 

3
 

木
主
 コ
 -
 巴
び
呂
 
a
u
.
 
こ
乙
 参
照
。
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申
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，
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0
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ぉ
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お
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ら
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ぎ
ミ
ミ
 ・
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 り
の
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ぎ
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ざ
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薫
ま
巳
 
）
弓
の
お
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0
 
已
 ・
 

由
 o
q
 
口
 ・
（
や
（
 

0
 
）
～
の
ま
ぬ
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ま
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P
 
や
雨
 
お
ぎ
～
 か
馬
 
め
さ
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ザ
 
-
 の
 キ
ま
 
へ
い
か
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ロ
ロ
・
の
～
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P
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照
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で 

    
じめ家のめ ム の ヂン 

  
  
示教で れば、 
あ 
」 れ」 る 

とム 矛 は 

  
家 て 
族 い 

。法 や親族 る 
あ 的 
る な   
は ェ 

民 制   
的 の 
む こ 

つ と 

75@ (317) 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
を
め
ぐ
る
従
来
の
論
議
 に
は
 ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
。
女
性
キ
リ
ス
ト
教
 徒
 の
入
信
理
由
や
信
仰
 

実
践
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
教
会
の
「
土
着
化
」
の
現
実
を
 問
い
返
す
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
は
、
筆
者
 
が
 長
年
の
 ブ
 イ
ー
ル
 

ド
ワ
ー
ク
で
出
会
っ
て
き
た
イ
ン
ド
の
 ヒ
ン
 ド
ゥ
・
カ
ー
ス
ト
 社
 会
 に
生
き
る
ダ
リ
ッ
ト
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
た
ち
と
非
力
 
｜
 ス
ト
社
会
で
あ
る
 山
 

岳
 部
族
の
 ミ
ゾ
 の
教
会
女
性
、
お
よ
び
イ
エ
制
度
が
残
る
日
本
の
 
教
会
女
性
と
沖
縄
の
祖
先
崇
拝
の
社
会
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
 の
中
か
ら
典
型
的
な
 

層
を
選
ん
で
紹
介
し
、
信
仰
の
特
徴
を
比
較
考
察
す
る
。
教
会
を
 
含
め
て
父
権
的
、
性
差
別
的
な
文
化
と
共
同
体
規
範
の
な
か
で
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
女
性
 

信
徒
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
葛
藤
に
よ
っ
て
苦
悩
 し
 、
こ
れ
ら
と
 信
 仰
 的
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
よ
り
 ラ
デ
 イ
カ
ル
な
解
放
・
 救
 

済
を
求
め
て
、
い
か
に
自
立
を
達
成
し
て
い
る
の
か
。
 

女
性
た
ち
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
各
自
の
信
仰
生
活
の
内
容
 
や
 性
的
な
自
立
の
位
相
に
よ
っ
て
当
然
異
な
っ
て
い
る
が
、
 本
 稿
 で
は
、
キ
リ
ス
 

ト
教
 的
な
特
徴
と
し
て
他
者
に
対
す
る
友
愛
的
な
 霊
性
 が
感
じ
る
 れ
る
女
性
た
ち
に
焦
点
を
あ
て
て
調
べ
て
い
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
女
性
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
性
、
自
立
、
ス
ピ
リ
 
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
 

山
下
明
子
 

日
本
と
イ
ン
ド
の
信
徒
の
比
較
考
察
か
ら
  
 

女
性
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
性
 と
 ス
ピ
リ
 チ
 ュ
 ア
リ
テ
ィ
 



ぎ
ら
ず
 ア
ジ
ア
の
国
々
や
地
域
に
共
通
し
て
い
る
か
ら
 
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
女
性
が
信
仰
 
生
活
で
抱
え
る
悩
み
や
 

苦
し
み
は
、
家
族
や
親
族
の
事
柄
と
そ
の
延
長
上
で
の
 
教
会
の
父
権
的
な
教
え
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
 
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
 

伸
生
活
は
一
般
に
教
会
と
切
り
離
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
 

一
方
、
個
と
し
て
目
立
っ
た
生
き
方
の
女
性
た
ち
も
 お
り
、
彼
女
た
ち
の
 信
 

何
心
に
は
特
色
が
み
ら
れ
る
。
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
そ
れ
 
ぞ
れ
だ
が
、
一
言
で
い
え
ば
、
「
女
性
」
と
い
う
性
的
 な
 ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 

の
 自
立
性
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
キ
リ
ス
 
ト
 教
徒
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
教
義
上
で
は
 
三
 佳
一
体
（
 父
 １
千
 ｜
聖
 

霊
 ）
の
「
聖
霊
」
へ
の
信
仰
と
し
て
説
明
・
解
釈
さ
れ
 
る
が
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
に
 収
 れ
ん
さ
せ
る
と
見
え
 な
く
な
る
多
様
性
が
あ
 

る
 。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
個
々
の
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
の
 
信
 柳
生
活
を
支
え
て
い
る
霊
的
な
力
を
広
く
ス
ピ
リ
 
チ
ュ
 ア
リ
テ
ィ
 と
 名
づ
け
て
 

お
き
た
い
。
 

キ
リ
ス
ト
教
が
家
や
民
族
で
は
な
く
個
人
の
宗
教
で
あ
 
り
 、
も
し
そ
れ
ゆ
え
に
信
徒
を
引
き
つ
け
て
い
る
の
だ
 
と
す
れ
ば
、
で
は
 女
 

性
 た
ち
に
ど
の
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
 
の
か
。
私
は
長
年
、
ア
ジ
ア
の
国
々
で
民
衆
女
性
と
ゐ
本
 
教
の
 フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
 

に
 関
わ
る
中
で
、
私
自
身
の
信
仰
で
も
あ
る
キ
リ
ス
ト
 
教
の
女
性
た
ち
と
も
出
会
っ
て
き
た
。
ア
ジ
ア
の
ェ
キ
 
ユ
ノ
 ニ
カ
ル
 な
 女
性
 神
 

学
 連
動
な
ど
に
も
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
関
わ
り
、
数
多
く
 
の
会
議
に
出
て
き
た
が
、
ヒ
ン
 ド
ゥ
や
 イ
ス
ラ
ー
ム
 な
 ど
 他
宗
教
調
査
の
 ブ
イ
 

１
ル
 ド
 で
出
会
っ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
た
ち
の
イ
ン
 。
ハ
ク
 
ト
 の
ほ
う
が
は
る
か
に
強
い
。
 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
私
が
直
接
出
会
っ
て
き
た
女
性
た
 
ち
の
中
か
ら
、
イ
ン
ド
と
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
取
 
り
 上
げ
て
、
両
者
を
 

具
体
的
に
比
較
す
る
か
た
ち
で
紹
介
し
、
彼
女
た
ち
の
 
信
仰
生
活
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
自
立
の
位
相
を
 
中
心
に
考
察
し
た
い
。
 

  

な
が
り
に
縛
ら
れ
ず
に
、
何
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
 
あ
る
こ
と
が
、
と
く
に
既
婚
の
女
性
の
場
合
か
っ
か
し
 
い
こ
と
は
、
日
本
に
か
 

 
 7

 



 
 

 
 

 
 

捌
 

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
か
ら
教
会
制
度
や
聖
書
 0
 
編
集
・
解
釈
な
ど
、
古
代
以
来
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
 
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
性
交
 

 
 

7
 

%
 
 
配
と
 異
端
排
斥
が
制
度
化
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
 明
 ら

か
に
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
日
本
を
ふ
く
む
ア
ジ
ア
 
の
 キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
白
文
 

畦
 

教
会
制
度
を
つ
く
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
に
は
宣
教
 
し
た
当
の
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
自
身
の
性
格
が
か
ら
 
ん
で
い
る
。
後
考
に
つ
い
て
 

徒
 

 
 

轍
は
 、
今
日
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
を
中
心
に
一
九
 
セ
 0
 年
代
来
の
多
く
の
批
判
的
研
究
と
運
動
の
蓄
積
が
 
あ
り
、
大
き
く
変
化
し
て
き
 

 
 

と スピリ チ ュア   

「
キ
リ
ス
ト
教
は
家
の
宗
教
で
は
な
い
」
と
舌
口
わ
れ
る
 

の
は
、
仏
教
の
檀
家
制
度
が
あ
る
日
本
に
お
い
て
だ
け
 
で
は
な
い
。
土
地
の
 

宗
教
や
共
同
体
文
化
に
対
し
て
宣
教
師
た
ち
が
近
代
の
 
個
人
主
義
を
楯
に
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
 
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
の
 

大
部
分
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
歴
史
的
に
西
欧
の
宣
教
師
 
た
ち
に
指
導
さ
れ
て
教
会
形
成
を
し
て
き
た
が
、
現
実
 
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
 

や
 社
会
制
度
の
な
か
で
固
有
に
土
着
化
し
て
い
る
。
 
む
 ろ
ん
土
着
化
の
内
容
や
程
度
に
は
教
会
や
教
派
に
よ
り
 
か
な
り
の
違
い
は
あ
る
 

 
 

を
 軸
に
し
て
み
る
と
、
程
度
差
 は
 あ
ま
り
大
き
く
な
い
 。
イ
ン
ド
の
教
会
に
は
 

ヒ
ン
 ド
ゥ
文
化
と
カ
ー
ス
ト
制
度
と
の
関
係
が
あ
り
、
 
カ
ー
ス
ト
制
度
が
な
い
部
族
社
会
の
教
会
の
場
合
に
は
 
、
伝
統
的
な
慣
習
法
が
 

生
き
て
い
る
。
日
本
の
教
会
に
は
天
皇
制
的
家
族
主
義
 
の
 文
化
と
イ
エ
制
度
の
影
響
が
あ
り
、
「
本
土
」
の
よ
 う
 な
檀
家
制
度
が
な
い
 

沖
縄
の
場
合
に
は
、
独
特
の
祖
先
崇
拝
が
あ
る
。
こ
れ
 
ら
の
環
境
の
な
か
で
教
 ふ
ム
 
は
現
実
に
ど
の
よ
う
な
土
着
 化
 な
し
て
き
た
の
か
。
 

宣
教
に
か
か
わ
る
学
問
的
な
神
学
論
争
か
ら
で
は
な
く
 
、
教
会
員
の
大
半
を
占
め
る
女
性
信
徒
へ
の
教
え
、
お
 
よ
び
彼
女
た
ち
の
信
仰
 

生
活
の
内
容
か
ら
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

結
論
か
ら
い
え
ば
、
ア
ジ
ア
の
諸
教
会
は
白
文
化
の
 
セ
 ク
 シ
ズ
ム
 や
 レ
イ
シ
ズ
ム
か
ら
解
放
さ
れ
ず
、
こ
れ
を
 温
存
し
て
父
権
的
な
 

一 
一 

土
着
化
と
キ
リ
ス
ト
教
の
性
差
別
の
系
譜
 



化
と
の
関
係
か
ら
こ
れ
ら
の
変
化
に
対
応
す
る
柔
軟
性
 
が
も
て
ず
、
欧
米
の
教
会
よ
り
も
保
守
的
に
と
ど
ま
っ
 
て
い
る
。
こ
の
間
に
む
 

し
ろ
 ぺ
 ン
テ
コ
ス
テ
・
カ
リ
ス
マ
派
の
教
会
が
勢
力
を
 増
大
し
て
い
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
興
味
深
い
こ
と
に
、
欧
米
の
フ
ェ
ミ
 
-
 
一
 ス
ト
神
学
者
た
ち
が
教
会
の
性
差
別
の
根
源
と
し
て
 
究
明
し
て
き
た
こ
と
 

が
 、
ア
ジ
ア
の
特
定
の
文
化
に
繋
が
れ
た
と
き
に
は
、
 
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
で
は
あ
れ
女
性
の
解
放
の
道
具
に
な
 
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
 

教
の
 セ
ク
シ
ズ
ム
は
仏
教
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
歴
史
的
 
に
 形
成
さ
れ
て
き
た
特
徴
が
明
確
に
あ
り
、
そ
の
ぶ
ん
 
コ
ン
テ
キ
ス
ト
が
変
わ
 

れ
ば
対
応
し
や
す
い
か
ら
だ
と
 い
 え
る
。
た
と
え
ば
性
 と
 結
婚
の
問
題
が
あ
る
。
ど
の
社
会
で
あ
れ
性
関
係
に
 
は
 一
定
の
規
範
を
設
け
 

て
い
る
。
家
族
を
共
同
体
の
基
礎
単
位
と
す
る
だ
け
で
 
は
な
く
、
婚
姻
制
度
を
性
的
な
秩
序
の
厳
格
な
縦
糸
 
と
 し
て
い
る
の
が
、
ヒ
ン
 

ド
ゥ
 の
カ
ー
ス
ト
社
会
や
イ
ス
ラ
ー
ム
、
日
本
の
旧
 イ
 エ
制
度
な
ど
の
父
系
制
社
会
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
教
は
 結
婚
式
を
と
く
に
女
性
 

の
た
め
の
唯
一
の
浄
化
儀
礼
と
し
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
 ダ
 ｜
と
 セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
が
「
 男
 」
と
「
 女
 」
に
二
元
 

化
さ
れ
、
産
む
性
と
し
 

て
の
女
に
社
会
秩
序
維
持
の
役
割
と
モ
ラ
ル
を
与
え
、
 
そ
の
よ
う
な
条
件
下
に
女
性
の
「
救
い
」
を
限
界
づ
け
 
る
の
は
、
父
権
宗
教
に
 

共
通
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
セ
ク
シ
ズ
ム
で
あ
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
西
洋
伝
来
の
宗
教
が
こ
れ
ら
の
 
宗
教
社
会
に
部
分
的
で
あ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
 
こ
と
は
、
そ
の
秩
序
 

に
 抵
触
し
な
い
か
、
主
導
的
に
変
革
を
行
え
る
場
合
で
 
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
 
化
を
調
べ
る
な
ら
ば
、
 

ど
の
よ
う
な
階
層
の
女
性
が
入
信
し
た
の
か
、
そ
の
 
理
 由
や
背
景
お
よ
び
入
信
後
の
信
仰
内
容
を
丁
寧
に
み
る
 
べ
き
だ
と
考
え
る
。
 プ
 

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
の
場
合
、
宣
教
の
最
初
期
に
お
い
 て
は
、
各
地
で
寡
婦
を
は
じ
め
女
性
た
ち
が
よ
り
熱
心
 
な
 信
徒
伝
道
者
と
な
っ
 

一
 
2
-
 

て
お
り
、
組
織
も
バ
イ
ブ
ル
・
ウ
ー
マ
ン
と
呼
称
さ
れ
 
る
よ
う
な
女
性
伝
道
者
を
活
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
 
女
性
た
ち
の
活
動
や
信
 

-
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仰
が
、
そ
の
後
父
権
的
な
教
会
制
度
が
確
立
す
る
な
か
 
で
 ど
 う
 変
化
し
て
き
た
か
は
、
今
日
的
に
も
重
要
な
問
 
い
 で
あ
る
。
 

  



女性キリスト 教徒の性 と スピリチュア @ 

ン 変 多 律 全 き ス 結   ロ 石 る う 婚 
我 し が 「 の 範 ア 快 調 て キ l と 道 l し 
ム 
ヱ丈 、 内 患 よ の が 楽 が き リ マ な が ん が 
は 夫 縁 蓋 う 女 神 の 二 た ス   る あ と く 

婚 の 係 数 性 像 化 め 組 と 教 ト 

を 愛 で え と に さ の に も の り   
秘 と 妻 」 結 な れ 性 相 知 来 ッ う 監 宗 
蹟 貞 子 だ 贈 っ て 交 択 ら せ ク こ 現 数 
（ 節 を と に て 後 は い れ 親 裁 と の 的 

サま 白 @ こ 会は サク 重 新約もっが つ、 b きた 一 一 5 f ま 、 婚姻 で 出 て い お よ 、 が 土 ，、 

土 蔵 司 
メ さ い 書 の   

言己 し 体 
め く か 

ン トる れたに そよ 教 会 よ 、 ら 

） よ う っ の う 社 才ヲ卜 

と う だ て 教 な 全 庁 
せ に か 批 え ア 約 さ 

ジ に れ ヰ由へ ず、 なっ G ら、 刊 し 一 一 @.@@ 
社 よ に 宗教 かし た ルタ 官 会 い 生 

ろ し @ ら 改 で 制 き 

プ か が 九 車 の 約 る 

ロ し 制 修 で キ は こ 

テ 、 鹿 道 さ リ あ と 

ス こ 的 女 ら ス る が 

タ れ に 力 に ト が で 

ン は 性 タ 変 あ [  、 き 

テ 大 変 り 化 大 女 る工 

ィ 婦 を ナ し 
ズ が 肯 と て 

  
ム 平 定 結 い 

オミ の 形親 （ し 」 

成 に   

俗 い こ た か や と 独 
内 う と 。 タ 土 つ 身 
倫 こ で 当 l 着 て 女 
理 と 、 時 は イヒ @ ま 性 
と で キ 、 司 の 娘 の 
し は り 視 察 内 が 処 
て な ス 実 の   容 ） 女 
" い ト に 結 た 性 王 を 結 性 

純 。 教 は 婚 れた 、 。 信 。 ちの 義 み 婚 に 
血 プ の 教 を キ ま 徒 の ア か る の つ 

居 、 ロ 家 図 葉 リ た も 女 ジ ら 場 枠 い 
想 テ 旗 日 じ ス 、 土 性 l で 
と ス 親 祭 る ト 聖 殖 嫌 か は ては 合の 外で 

一 タ は の 戒 数 包 以 悪 に な 試 生 イ 

  

キ
リ
ス
ト
教
は
イ
ス
ラ
ー
ム
 や
ヒ
ン
 ド
ゥ
 教
 と
異
な
り
 、
結
婚
を
す
べ
て
の
人
間
（
信
徒
）
の
義
務
と
し
て
い
 
な
い
。
た
と
え
生
涯
 



か と よ 

イ
ン
ド
の
人
口
は
約
十
億
人
で
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
全
 
体
で
そ
の
 ニ
 ・
五
 %
 余
 と
さ
れ
る
が
、
州
や
民
族
（
 部
族
Ⅰ
カ
ー
ス
ト
に
 

っ
て
大
き
く
異
な
る
。
カ
ー
ス
ト
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
 徒
の
大
半
は
ダ
リ
ッ
ト
（
「
砕
か
れ
た
 者
 」
の
 意
 、
元
 不
可
触
民
）
で
あ
る
 

カ
ー
ス
ト
制
度
と
は
皮
膚
の
「
 色
 」
を
意
味
す
る
四
つ
の
階
層
的
な
ヴ
ァ
ル
ナ
と
そ
れ
が
 
さ
ら
に
何
千
に
も
 分
 

れ
て
い
る
ジ
ャ
ー
テ
ィ
 
縮
自
 ）
の
総
称
で
あ
り
、
 ア
 ウ
ト
カ
ー
ス
ト
（
不
可
触
民
）
は
そ
の
枠
外
に
お
か
れ
 
て
き
た
が
、
同
様
に
 

一   一 

カ
ー
ス
ト
制
度
下
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
と
、
 、
 
+
 
ゾ
の
 キ
リ
ス
ト
教
会
 

天
一
掃
の
婚
姻
制
度
を
異
教
世
界
 
ヘ
 キ
リ
ス
ト
教
宣
教
 と
 共
に
広
げ
て
き
た
こ
と
は
周
知
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
 
産
業
革
命
後
の
西
欧
 資
 

本
主
義
社
会
が
生
み
だ
し
た
近
代
家
族
 像
 、
つ
ま
り
 矢
 と
 妻
が
子
ど
も
を
中
心
に
し
て
家
庭
を
つ
く
り
、
外
で
 
の
 生
産
労
働
と
内
で
の
 

再
生
産
労
働
を
男
女
の
性
別
役
割
に
よ
っ
て
分
業
化
し
 
た
 家
族
規
範
で
も
あ
っ
た
。
 

男
女
間
の
「
正
し
い
性
愛
」
 や
 セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
 ィ
 に
 つ
い
て
の
論
議
が
こ
の
よ
う
な
西
欧
の
近
代
家
族
へ
の
 移
行
過
程
で
生
ま
れ
 

た
た
め
に
、
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
像
を
 保
守
化
し
、
そ
れ
以
外
の
性
の
あ
り
方
を
逸
脱
で
あ
り
 
反
社
会
的
だ
と
し
て
 断
 

罪
す
る
動
き
に
連
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
 
を
 セ
ク
シ
ズ
ム
と
し
て
上
口
発
し
て
き
た
の
が
フ
ェ
ミ
ニ
 
ズ
ム
 や
 同
性
愛
者
を
中
 

心
と
す
る
思
想
と
運
動
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
 、
現
在
で
は
多
数
派
の
欧
米
の
教
会
の
性
と
結
婚
観
 
は
 こ
れ
ら
を
受
け
て
大
き
 

く
 変
化
し
て
い
る
一
方
で
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
を
支
え
る
 
新
保
守
主
義
の
中
心
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
も
な
っ
て
 
い
 る
の
が
、
「
強
い
ア
メ
リ
 

力
 」
の
白
人
の
伝
統
的
家
族
 像
 で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
会
の
歴
史
的
変
化
を
ふ
ま
え
 
た
 つ
 え
で
、
西
欧
と
は
異
な
る
結
婚
観
 や
 性
文
化
の
社
 会
 に
い
る
イ
ン
ド
 と
 

日
本
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
の
信
仰
生
活
を
み
て
み
よ
 
つ
 。
 

  



女性 キ リスト教徒の 性 と スピリチュアリティ 

は
 「
男
の
カ
ー
ス
ト
」
に
属
さ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
 

女
 の
 劣
位
を
意
味
す
る
差
別
語
と
し
て
日
常
的
に
使
わ
れ
 

て
い
る
。
日
本
語
で
い
 

え
ば
「
女
の
く
せ
に
」
に
相
当
す
る
け
ん
制
詔
な
い
し
 

は
 「
女
の
生
ま
れ
」
と
い
う
運
命
や
義
務
（
カ
ル
マ
 

一
 を
さ
す
こ
と
は
で
あ
 

る
 。
 

イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
度
は
ア
ー
リ
ア
人
の
イ
ン
ド
 

侵
 入
 と
先
住
民
支
配
に
ま
で
遡
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
 

浄
 ・
微
の
階
層
制
度
で
 

あ
り
、
階
層
的
な
純
血
を
保
っ
た
め
の
「
内
婚
 

制
 」
 を
 厳
格
な
父
系
制
に
よ
っ
て
維
持
し
て
い
る
。
と
く
に
 

女
 性
は
自
分
よ
り
も
下
位
 

カ
ー
ス
ト
の
男
性
と
の
結
婚
を
許
さ
れ
な
い
。
男
性
の
 

血
 の
み
が
子
ど
も
に
伝
わ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

改
正
ヒ
ン
ド
ゥ
法
で
重
 

婚
が
禁
じ
ら
れ
て
か
ら
も
、
重
婚
は
も
と
よ
り
社
会
的
 

上
昇
を
め
ざ
す
女
性
側
か
ら
の
多
額
の
ダ
ウ
リ
ー
（
 

持
 参
 金
口
巴
な
ど
で
男
性
 

ば
 、
イ
ン
ド
で
上
位
カ
ー
ス
ト
の
女
性
が
自
由
に
結
婚
 

が
 自
分
よ
り
下
位
身
分
の
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
は
、
 

相
手
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
 
よ
う
 に
な
れ
ば
、
 ヵ
 ー
 ス
 

相
手
が
ダ
リ
ッ
ト
で
な
い
か
ぎ
り
あ
ま
り
問
題
に
な
 
ら
な
い
。
言
い
か
え
れ
 

ト
 制
度
は
崩
壊
す
る
こ
 

と
に
な
る
。
私
は
イ
ン
ド
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
を
み
 

る
 尺
度
と
し
て
、
性
と
婚
姻
に
示
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
 

カ
ー
ス
ト
意
識
を
問
い
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は
 州
に
よ
っ
て
公
用
語
が
異
な
る
多
言
語
国
家
だ
が
、
 

ど
の
州
で
も
そ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
が
あ
る
 
よ
う
 に
 、
 「
女
の
カ
ー
ス
ト
」
と
 

多
く
の
階
層
的
な
ジ
ャ
ー
テ
ィ
か
ら
成
っ
て
い
る
。
 
法
 律
 上
で
は
不
可
 触
制
は
 イ
ン
ド
憲
法
で
廃
止
さ
れ
た
 
が
 、
現
在
で
も
農
村
の
 

「
不
可
触
民
」
居
住
区
は
村
の
本
体
か
ら
離
さ
れ
て
い
 

る
 。
村
人
か
ら
は
例
え
ば
「
パ
リ
ヤ
ー
」
な
ど
の
ジ
ャ
 

｜
 テ
ィ
名
で
差
別
的
に
 

呼
は
 れ
て
お
り
、
「
不
可
触
民
」
で
あ
る
こ
と
に
 

ヒ
ン
 ド
ゥ
ヤ
 ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
の
差
は
な
い
。
ダ
リ
ッ
ト
の
 

大
 半
が
 キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
 

公
称
で
「
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
・
カ
ー
ス
ト
」
を
構
成
し
、
 

人
口
的
に
も
村
の
過
半
を
占
め
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
 

一
方
、
ダ
リ
ッ
ト
は
村
人
を
「
カ
ー
ス
ト
の
人
間
」
と
 

多
分
な
憎
し
み
と
怒
り
を
込
め
て
総
称
す
る
。
し
か
し
 

、
こ
の
よ
う
な
総
称
 

の
も
う
ひ
と
つ
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
「
女
の
カ
ー
ス
ト
 

」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
階
層
の
上
下
に
関
わ
 

り
な
く
、
ま
た
イ
ン
ド
 



こ
え
、
近
年
、
ダ
リ
ッ
ト
の
政
治
力
は
強
ま
っ
て
い
る
 
。
都
市
で
も
農
村
部
で
も
古
い
 ヒ
ン
 ド
ゥ
寺
院
に
加
え
 て
 新
築
の
寺
が
 、
 

的
に
資
金
を
も
ら
っ
た
ダ
リ
 
ッ
 卜
居
住
 区
 に
も
数
多
く
 で
き
て
い
る
。
下
層
階
層
の
女
性
た
ち
は
水
汲
み
に
 始
 ま
る
家
事
労
働
 と
 

を
 得
る
た
め
の
仕
事
で
日
々
休
む
間
が
な
れ
ほ
ど
多
忙
 
で
あ
る
上
に
、
親
族
の
さ
ま
ざ
ま
な
通
過
儀
礼
を
含
め
 
、
派
手
に
な
る
 

共
同
体
の
祭
礼
に
追
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ト
 
リ
 ツ
ク
教
会
や
諸
聖
人
の
祠
、
「
幼
き
イ
エ
ス
」
教
会
 な
ど
の
参
拝
者
に
 

ン
ド
ゥ
 の
女
性
た
ち
が
非
常
に
多
い
。
聖
母
被
昇
天
の
 祝
日
な
ど
、
街
は
サ
フ
ラ
ン
カ
ラ
ー
の
サ
リ
ー
の
女
性
 
た
ち
で
溢
れ
る
。
 

女
性
た
ち
に
何
を
祈
っ
て
い
る
の
か
を
尋
ね
る
と
、
 
圧
 倒
 的
に
多
い
の
が
夫
の
酒
と
暴
力
が
止
む
よ
う
に
と
い
 
う
 祈
願
で
あ
り
、
 

関
 わ
る
も
っ
と
切
実
な
祈
り
も
あ
る
。
夫
や
子
ど
も
の
 病
気
平
癒
や
妊
娠
祈
願
、
仕
事
や
進
学
な
ど
も
あ
る
が
 
、
こ
れ
ら
 ほ
ヒ
ン
 

 
 

教
徒
の
場
合
は
 ヒ
ン
ド
ゥ
 の
寺
院
や
祠
で
も
よ
い
。
 こ
 の
 状
況
は
私
の
調
べ
た
か
ぎ
り
で
も
十
数
年
来
変
わ
っ
 
て
い
な
い
。
 イ
ェ
 ス ド 性 こ も 万 買 政 

は ゥ に の ヒ の 全 治 

私
が
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
し
て
い
る
 南
 イ
ン
ド
の
 タ
 ミ
ル
ナ
ー
ド
ゥ
州
の
ヴ
ィ
ル
ッ
プ
ラ
ム
地
区
で
は
ダ
リ
 
ッ
 ト
人
口
が
三
割
を
 

れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
が
広
ま
っ
て
い
る
。
独
立
以
 

後
に
む
し
ろ
教
会
内
で
の
カ
ー
ス
ト
制
度
と
性
差
別
が
 
強
ま
っ
て
き
た
の
は
、
 

-
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一
 

ダ
リ
ッ
ト
女
性
が
過
半
を
占
め
る
教
会
で
も
同
様
で
あ
 
る
 。
 

と
く
に
性
的
な
暴
力
に
晒
さ
れ
や
す
い
。
イ
ン
ド
の
 教
 会
 で
は
土
着
化
に
よ
っ
て
礼
拝
様
式
な
ど
に
上
位
 カ
｜
 ス
ト
の
習
慣
を
取
り
入
 

こ
の
よ
う
な
中
で
社
会
的
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
ク
リ
ス
 
チ
ャ
ン
の
ダ
リ
ッ
ト
女
性
は
社
会
と
教
会
と
家
族
か
ら
 
三
重
に
抑
圧
さ
れ
、
 

り
 方
は
多
様
で
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
も
キ
リ
ス
ト
教
 
西
 洋
 の
よ
う
に
単
純
で
は
な
い
。
 

続
け
て
き
た
。
性
の
カ
ー
ス
ト
制
度
は
、
セ
ク
シ
ズ
ム
 
が
 家
柄
や
血
を
問
題
に
す
る
レ
イ
シ
ズ
ム
と
切
り
離
せ
 
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
 

を
 示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ン
 

ド
の
 カ
ー
ス
ト
制
度
に
は
宗
教
と
文
化
の
 
力
 モ
フ
ラ
 ｜
ジ
ュ
 が
か
か
っ
て
 お
 

り
 、
両
者
の
繋
が
り
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
だ
け
で
 

は
な
い
。
土
着
の
女
神
信
仰
を
は
じ
め
地
域
と
階
層
に
 
よ
り
 ヒ
ン
 ド
ゥ
教
の
あ
   



  

か
ら
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
だ
と
い
う
意
識
は
薄
 
ぃ
 。
問
題
は
、
な
ぜ
夫
の
酒
や
暴
力
や
そ
の
他
レ
イ
プ
 
な
ど
の
性
に
関
わ
る
 暴
 

力
 む
 キ
リ
ス
ト
教
の
神
（
々
）
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
よ
う
と
 
す
る
の
か
で
あ
る
。
ダ
リ
ッ
ト
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
 
の
場
合
は
、
こ
の
状
況
 

が
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
 

カ
ト
リ
ッ
ク
の
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
は
二
人
の
子
ど
も
を
も
 
っ
 未
婚
の
母
だ
が
（
子
ど
も
の
父
親
と
の
結
婚
を
そ
の
 
親
は
彼
女
が
ダ
リ
 ッ
 

ト
 な
の
で
許
さ
な
い
Ⅰ
父
親
が
聖
母
マ
リ
ア
を
祀
っ
 
た
 祠
を
遺
産
と
し
て
残
し
て
く
れ
て
、
「
金
持
ち
」
に
な
 っ
た
 。
小
さ
い
が
参
拝
 

者
が
絶
え
な
い
有
名
な
 祠
 だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
 ロ
｜
 ズ
マ
リ
ー
は
十
代
の
頃
か
ら
「
女
性
の
解
放
と
発
展
の
 
た
め
の
組
織
」
と
い
う
 

ダ
リ
ッ
ト
女
性
の
 N
G
O
 
で
洋
裁
の
訓
練
を
受
け
て
い
 た
の
で
、
ミ
シ
ン
一
台
を
も
っ
て
自
立
し
て
い
る
。
 
親
 が
 亡
く
な
る
ま
で
の
 辛
 

抱
 だ
か
ら
と
、
夜
だ
け
通
っ
て
く
る
夫
を
リ
ー
ド
し
て
 
い
る
が
、
来
な
い
日
が
続
く
と
気
持
ち
が
荒
れ
る
。
 
一
 方
 、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
の
 

ィ
 
す
ぐ
近
所
に
住
む
同
じ
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
エ
リ
ザ
 
ベ
ス
 は
 、
 酒
を
飲
ん
で
セ
ッ
ク
ス
を
 せ
 ま
る
夫
を
拒
ん
 で
は
殴
ら
れ
る
。
子
ど
も
が
 

 
 

刑
 
泣
き
わ
め
く
と
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
た
ち
カ
ト
リ
ッ
 
ク
 仲
間
が
駆
け
つ
け
て
仲
介
に
入
る
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
は
 
す
で
に
五
回
も
中
絶
し
て
お
 

 
 

け
り
、
そ
の
た
び
に
多
額
の
手
術
費
用
が
必
要
な
 フ
 
」
と
も
あ
り
、
妊
娠
が
こ
わ
 い
 。
私
も
諫
め
た
が
、
 夫
 は
 
「
タ
ミ
ル
の
女
は
夫
に
仕
 

ス
え
 、
 夫
を
崇
拝
す
る
も
の
だ
」
の
一
点
張
り
で
、
 
し
か
も
「
カ
ト
リ
ッ
ク
だ
か
ら
」
と
、
 妻
 同
様
に
避
妊
 手
術
を
い
や
が
っ
て
い
る
。
 

 
 

ダ
リ
ッ
ト
は
上
層
カ
ー
ス
ト
と
異
な
り
恋
愛
 
結
 婚
も
多
い
が
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
の
よ
う
に
奉
公
先
や
地
 
王
な
ど
カ
ー
ス
ト
の
男
に
 レ
 

 
 

イ
ン
ド
政
府
が
報
奨
金
つ
き
で
ダ
リ
ッ
ト
な
ど
下
層
階
 層
 に
行
っ
て
い
る
家
族
計
画
 

手
術
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
、
粗
末
な
手
術
に
よ
る
 
身
体
的
被
害
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
夫
婦
が
手
術
を
 
い
 や
 が
る
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
 

蛆
 
が
あ
る
。
妻
は
も
し
 夫
 以
外
の
男
に
レ
イ
プ
さ
れ
 
て
も
、
翌
日
に
も
夫
と
性
交
し
、
た
と
え
妊
娠
し
て
も
 夫
の
子
に
し
て
し
ま
い
、
 金
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ク
リ
シ
ュ
ナ
同
様
に
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
生
ま
れ
変
わ
り
 だ
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
多
彩
な
 ヒ
ン
 ド
ゥ
神
の
パ
ン
 テ
 オ
ン
に
入
っ
て
い
る
 



に
お
い
て
、
イ
ン
ド
の
ダ
リ
ッ
ト
女
性
の
キ
リ
ス
ト
教
 
信
仰
に
は
、
欧
米
は
も
ち
ろ
ん
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
 、
ト
 

ゾ
ラ
ム
や
日
本
の
場
合
 

と
も
異
な
る
位
相
か
ら
の
性
的
か
つ
霊
肉
一
体
的
な
 
ス
 ピ
リ
 チ
ュ
ア
ル
な
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
性
の
 
カ
 ｜
 ス
ト
割
下
の
 ヒ
ン
ド
 

ゥ
 女
性
た
ち
が
イ
エ
ス
や
聖
母
マ
リ
ア
に
祈
る
の
も
、
 
ヒ
ン
ド
ゥ
 の
神
々
や
女
神
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
と
彼
女
 た
ち
が
考
え
る
類
の
癒
 

し
と
救
い
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
結
婚
観
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
 
ヒ
ン
ド
 ゥ
 の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
結
婚
式
は
浄
化
儀
礼
 
で
は
な
く
、
結
婚
し
 

な
い
か
ら
と
い
っ
て
共
同
体
か
ら
排
斥
さ
れ
る
こ
と
は
 
な
い
。
結
婚
せ
ず
に
社
会
的
に
活
躍
す
る
方
途
と
し
て
 
、
修
道
院
に
入
り
シ
ス
 

ド
を
 支
配
す
る
バ
ラ
モ
ン
・
シ
ス
テ
ム
 

学
の
枠
内
に
あ
り
、
「
最
も
傲
れ
た
 者
 」
 

リ
ッ
ト
神
学
を
批
判
す
る
。
私
の
フ
ィ
 

カ
）
に
つ
い
て
「
女
神
に
は
生
理
が
な
 に

 対
抗
す
る
と
い
う
ダ
リ
ッ
ト
神
学
も
結
局
は
従
来
の
 
霊
肉
二
元
論
的
な
三
位
一
体
の
伝
統
 神
 

と
さ
れ
て
き
た
ダ
リ
ッ
ト
女
性
固
有
の
経
験
に
は
立
脚
 
し
て
い
な
い
、
と
家
父
長
制
的
な
 ダ
 

ル
ド
調
査
で
も
、
ダ
リ
ッ
ト
の
 ヒ
ン
 ド
ゥ
女
性
た
ち
は
 崇
拝
す
る
女
神
の
シ
ャ
ク
テ
ィ
（
性
 

 
 

-
 
は
 -
 

い
、
だ
か
ら
 抜
 れ
て
お
ら
ず
、
パ
ワ
フ
ル
 な
 霊
力
を
も
 っ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
 

の
ほ
う
は
妻
の
手
術
が
レ
イ
プ
や
浮
気
に
っ
な
が
る
こ
 
と
を
恐
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
中
絶
を
罪
と
し
て
 
お
り
、
避
妊
手
術
や
 ピ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ル
 0
 服
用
は
認
め
て
い
る
か
ら
、
信
徒
の
女
性
た
ち
の
 
現
実
に
対
応
で
き
て
い
な
い
。
 

で
は
、
そ
れ
で
も
貧
し
い
女
性
た
ち
が
教
会
で
真
剣
に
 
ひ
ざ
ま
ず
き
祈
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
神
学
者
の
 
ェ
 リ
ザ
ベ
ス
・
ジ
ョ
イ
 

は
 
「
ダ
リ
ッ
ト
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
は
自
分
た
ち
の
 身
体
が
汚
染
の
道
具
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
神
の
女
 
性
像
 、
つ
ま
り
マ
リ
ア
 

に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
と
い
う
点
で
ダ
リ
ッ
ト
の
 ヒ
ン
 ド
ゥ
女
性
と
は
異
な
る
。
も
し
マ
リ
ア
の
身
体
が
純
血
 
で
 神
聖
な
ら
ば
、
自
分
 

た
ち
の
身
体
も
そ
う
な
の
だ
と
自
己
肯
定
し
、
生
理
中
 
で
す
ら
教
会
に
行
き
、
聖
餐
も
受
け
る
」
と
述
べ
て
い
   

か
 工
面
で
き
れ
ば
中
絶
す
る
。
貧
困
を
理
由
に
し
た
 嬰
 児
 殺
し
も
あ
る
。
だ
か
ら
妻
は
夫
に
避
妊
手
術
を
要
求
 
で
き
な
い
。
一
方
、
夫
 

 
 

 
 



女性 キ         教徒の性 と スピリチュアリティ 

タ
 ー
に
な
る
道
を
選
ぶ
上
位
カ
ー
ス
ト
の
女
性
も
多
い
 。
し
か
し
ダ
リ
 ツ
ト
 の
場
合
、
シ
ス
タ
ー
に
な
る
に
は
 よ
ほ
ど
の
ス
ポ
ン
サ
ー
 

が
い
な
い
と
 れ
っ
 か
し
い
し
、
結
婚
式
自
体
が
カ
ー
ス
 ト
 の
そ
れ
の
よ
う
な
浄
化
儀
礼
の
意
味
を
持
た
な
い
。
 
一
方
、
カ
ー
ス
ト
の
 捉
 

を
や
ぶ
る
よ
う
な
結
婚
（
逆
毛
 婚
 ）
を
上
位
カ
ー
ス
ト
 の
女
性
が
す
れ
ば
、
一
族
の
名
誉
を
汚
し
た
と
し
て
 親
 族
か
ら
殺
害
さ
れ
る
ほ
 

ど
の
排
斥
を
、
親
族
と
社
会
の
両
方
か
ら
う
け
、
そ
の
 
子
ど
も
も
差
別
さ
れ
る
。
夫
の
側
が
「
 嫁
 」
を
受
け
入
 ね
 、
安
全
を
守
り
き
る
 

こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
も
教
会
 が
 守
っ
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
人
の
覚
悟
や
信
 
仰
 心
の
内
容
が
重
要
に
 

な
る
。
 

ヒ
ン
ド
ゥ
 
の
女
性
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
男
性
と
宗
教
間
 結
 婚
 な
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
 
イ
 ン
ド
ラ
ニ
 
人
 U
 そ
の
 
一
 

大
 だ
が
、
結
婚
後
は
親
族
と
の
関
係
を
ほ
と
ん
ど
断
っ
 
て
ヒ
ン
ド
ゥ
 の
儀
礼
に
は
参
加
せ
ず
、
日
曜
日
に
は
 欠
 か
さ
ず
教
会
の
礼
拝
に
 

で
て
き
た
。
し
か
し
、
大
工
の
夫
は
収
入
の
全
部
を
飲
 
ん
で
し
ま
う
の
で
、
彼
女
が
日
雇
い
で
働
い
て
生
活
を
 
ま
か
な
い
、
二
人
の
子
 

ビ
 も
や
親
の
面
倒
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ダ
ウ
リ
 
｜
 と
し
て
持
っ
て
き
た
ゴ
ー
ル
ド
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
 や
イ
 ヤ
リ
ン
グ
の
す
べ
て
も
 

夫
の
酒
代
に
消
え
て
し
ま
っ
た
。
 

イ
ン
ド
の
農
村
に
は
「
酒
を
飲
ま
な
い
夫
を
も
つ
妻
は
 
果
報
者
」
と
い
う
格
言
が
あ
る
。
 女
 た
ち
の
大
半
が
自
 身
 で
選
ん
だ
の
で
は
 

な
い
相
手
と
結
婚
を
し
て
い
る
。
た
と
え
毎
夜
の
よ
う
 に
 酒
を
飲
ん
で
帰
り
自
分
に
暴
力
を
ふ
る
 ぅ
 夫
で
も
、
 
家
の
外
で
酔
っ
て
喧
嘩
 

な
し
て
い
れ
ば
家
族
の
名
誉
の
た
め
に
子
ど
も
と
一
緒
 
に
 止
め
に
い
く
し
か
な
い
。
下
層
階
層
の
女
性
た
ち
は
 
経
済
的
に
は
イ
ン
ド
ラ
 

ニ
 同
様
で
夫
に
依
存
し
て
い
な
い
が
、
心
理
的
に
は
 
他
 の
男
か
ら
自
分
や
娘
の
身
の
安
全
を
守
っ
て
も
ら
う
た
 め
に
夫
や
家
族
に
依
存
 

し
て
お
り
、
ま
た
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
性
の
カ
ー
ス
 ト
 制
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
た
ち
が
互
い
に
 
分
 断
 さ
れ
て
い
る
厳
し
い
 

条
件
下
で
は
、
さ
き
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ジ
ョ
イ
の
神
学
 的
な
指
摘
も
、
キ
リ
ス
ト
教
会
自
体
が
純
血
法
的
な
 
暴
 力
 性
を
国
内
外
の
宣
教
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の
 過
程
で
 顕
 わ
に
し
て
き
た
事
実
を
暖
 昧
 化
す
る
お
そ
 れ
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
教
会
へ
の
依
存
を
払
拭
 
し
て
、
積
極
的
に
自
己
 

肯
定
で
き
る
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
 
い
る
女
性
が
 、
 男
た
ち
も
一
目
置
く
ほ
ど
共
同
体
の
な
 
か
で
光
っ
て
い
る
。
 ェ
 

ン
 パ
フ
ー
（
内
的
自
立
）
し
て
お
り
、
隣
人
た
ち
の
た
 
め
に
も
知
恵
を
出
し
て
活
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

先
に
述
べ
た
「
女
性
の
解
放
と
発
展
の
た
め
の
組
織
」
 
（
 
W
O
L
D
 
）
は
代
表
の
プ
レ
 
マ
 ・
シ
ヤ
ン
タ
・
ク
マ
 リ
や
 ス
タ
ッ
フ
は
 主
 

に
 ダ
リ
ッ
ト
の
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
だ
が
、
所
属
教
派
は
さ
 
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
組
織
し
て
い
る
 二
 0
0
 以
上
の
農
村
 女
性
グ
ル
ー
プ
も
貧
困
 

層
 と
い
う
共
通
点
を
除
け
ば
カ
ー
ス
ト
や
民
族
、
宗
教
 
を
 問
わ
な
い
。
し
か
し
、
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
・
ダ
リ
 

が
 三
体
と
な
っ
て
い
る
 

グ
ル
ー
プ
に
は
著
し
い
特
色
が
み
ら
れ
る
。
文
字
は
読
 
め
な
く
て
も
タ
ミ
ル
語
の
賛
美
歌
を
歌
う
こ
と
に
慣
れ
 
て
い
る
の
で
、
 週
短
め
 

定
例
の
集
ま
り
で
、
自
分
た
ち
で
作
っ
た
解
放
ソ
ン
グ
 
を
 歌
い
、
地
主
や
酔
っ
ぱ
ら
い
の
男
た
ち
、
ま
た
女
た
 
ち
の
助
け
合
い
な
即
興
 

で
 演
じ
る
芝
居
や
ダ
ン
ス
な
ど
で
、
連
帯
的
な
活
動
力
 
を
 高
め
て
い
く
点
で
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
も
は
や
ダ
リ
 
ッ
ト
や
 女
性
が
生
来
 抜
 

れ
て
い
る
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い
。
盛
ん
に
ア
イ
デ
 
ア
 を
だ
し
て
、
村
に
焼
酎
を
売
り
に
く
る
商
人
を
撃
退
 
し
た
り
、
暴
力
的
な
 警
 

察
 に
立
ち
向
か
っ
た
り
、
男
た
ち
が
中
心
の
政
治
制
度
 
に
 働
き
か
け
る
な
ど
、
何
百
年
ぶ
り
か
に
生
き
る
こ
と
 
へ
と
生
還
し
た
よ
う
な
 

一
は
一
 

「
市
民
的
な
公
共
 力
 」
を
発
揮
し
て
い
る
。
彼
女
た
ち
 
0
 集
合
的
な
信
仰
実
践
だ
と
 い
 え
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
の
場
合
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
 
ト
の
 聖
歌
や
ダ
ン
ス
は
今
日
で
も
バ
ラ
モ
ン
を
中
心
に
 
上
位
カ
ー
ス
ト
に
 独
 

白
 さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
農
村
の
下
層
女
性
は
日
々
 神
 々
に
 プ
 ー
ジ
ャ
（
供
養
）
を
し
て
い
る
女
性
で
も
歌
う
 
習
慣
が
幼
児
期
か
ら
ま
 

っ
 た
く
な
く
、
学
校
に
も
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
グ
ル
 
｜
プ
で
 一
緒
に
歌
っ
た
経
験
も
な
い
。
上
位
カ
ー
ス
ト
 の
場
合
で
も
、
男
性
は
 

家
住
 期
 が
済
む
と
、
長
男
に
家
を
任
せ
て
自
由
な
出
家
 
者
（
サ
ン
 ヤ
 ー
シ
ン
）
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
 女
 性
は
年
老
い
て
も
一
家
 

の
 祖
霊
祭
祀
を
担
い
、
カ
ー
ス
ト
役
割
を
放
棄
で
き
な
 
い
か
ら
、
よ
り
カ
ー
ス
ト
意
識
が
つ
よ
く
、
女
た
ち
の
 
集
会
で
も
下
層
と
交
わ
 

  



女性キリスト 教徒の性 と スピリチュア           

  
女 だ 差 
， 性 @ こ Bu 
の 認 は 

、、トゾ 信仰めら 

ら れ ぅ 
は て ん 
日 い の 

教会 学生 / Ⅴ よ、 
活   @ 
ひ - し も 

根 あ 
ざ る 

  
て 

お 
多 
数 

    

  
  
長 

般 老 
@ 教 
と ム ム 
て を 

も ま @ 
弓台 ミ   
  め 
  

教 
そ A- 

の Ⅱ甘土山 五 
核、 度 
  Ⅰ l@ @ 由 

@@ し 厳 
な 
  

格 

て 
  

に家 

る 

の 
丈長 

が 
的 
で 

      女 
  性 
社 牧 
丁て 自 口市 @ 
汗ネ @@ @ も 

キ 長 
  老 

  

イ
ン
ド
女
性
神
学
者
協
議
会
で
も
人
数
的
に
は
 
ミ
ゾ
と
 ナ
ガ
 人
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
部
 
族
 」
差
別
が
あ
る
。
 
一
 

じ
り
合
っ
た
 青
 宇
部
の
教
会
活
動
が
男
女
差
な
く
活
発
 な
こ
と
。
男
性
と
同
様
に
多
く
の
女
性
が
神
学
教
育
を
 
受
け
て
い
る
こ
と
。
 全
 

ス
ト
制
度
や
女
性
隔
離
、
ダ
ウ
リ
Ⅰ
寡
婦
差
別
、
 

嬰
 児
 殺
し
な
ど
の
な
 い
 社
会
で
あ
る
こ
と
。
男
女
が
自
然
 に
 身
体
を
ふ
れ
合
い
 混
 

係
 性
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
に
 ミ
 ゾ
ラ
ム
を
訪
れ
た
 時
 、
そ
の
理
由
を
実
感
し
た
。
第
一
に
イ
ン
ド
女
性
を
 
っ
 よ
く
縛
っ
て
い
る
 カ
｜
 

ち
は
け
っ
し
て
サ
リ
ー
を
着
な
い
）
と
毎
週
の
 
ミ
ゾ
語
 の
 礼
拝
、
第
二
に
女
た
ち
と
男
た
ち
の
間
の
全
員
が
き
 
よ
う
だ
い
の
よ
う
な
 関
 

神
学
生
た
ち
の
社
会
人
を
含
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
感
 
心
し
た
。
そ
の
第
一
は
、
「
部
族
」
差
別
を
は
ね
の
け
 る
 プ
ラ
イ
ド
（
女
性
た
 

ヒ
ン
 ド
ゥ
女
性
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
南
イ
ン
ド
の
 
バ
 ン
ガ
ロ
 ア
 の
神
学
大
学
に
寄
宿
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
 に
 知
り
合
っ
た
 こ
ゾ
 の
 

く
 闘
っ
て
き
た
 こ
ゾ
 人
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
 に
 プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
て
い
る
。
私
は
一
九
八
四
年
か
ら
 
八
五
年
に
ダ
リ
ッ
ト
の
 

こ
え
て
い
る
。
「
ど
こ
で
も
複
数
の
 ミ
ゾ
 人
の
い
る
と
 @
 
」
ろ
に
は
教
会
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
イ
ン
ド
 
か
ら
の
独
立
運
動
を
長
 

る
こ
と
が
な
っ
か
し
い
。
 

一
方
、
同
じ
イ
ン
ド
で
も
カ
ー
ス
ト
が
な
い
社
会
で
は
 、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
の
信
仰
内
容
も
位
相
が
異
な
る
 
。
比
較
の
た
め
に
 ご
 

く
 簡
単
に
北
東
イ
ン
ド
の
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
系
の
 
ミ
 ゾ
ラ
 ム
 州
の
 ミ
ゾ
 人
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
 

ミ
ゾ
 人
は
約
一
 

0
0
 

万
人
だ
が
、
ほ
ぼ
全
員
が
ク
リ
ス
 

チ
ャ
ン
で
あ
る
。
多
く
の
部
族
と
舌
口
語
集
団
か
ら
な
る
 北
 隣
り
の
 ナ
 ガ
ラ
ン
 

ド
州
 と
異
な
り
、
 ミ
ゾ
 語
を
共
通
語
と
し
、
識
字
率
が
 イ
ン
ド
で
一
番
高
い
。
 ミ
ゾ
 と
し
て
の
連
帯
心
が
つ
 よ
 い
 点
は
教
派
の
違
い
を
 



イ
ン
ド
と
 こ
 ゾ
ラ
ム
の
女
性
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
つ
い
て
 
み
て
き
た
が
、
日
本
の
教
会
は
両
者
と
も
ま
た
違
っ
て
 
い
る
。
日
本
に
も
 仏
 

教
を
通
し
て
入
っ
て
き
た
イ
ン
ド
的
な
 浄
 ・
抜
の
 々
デ
 オ
ロ
ギ
ー
が
あ
り
、
歴
史
的
に
女
を
不
浄
な
性
に
財
 
め
 て
き
た
こ
と
は
同
様
だ
 

ジ
ア
 の
教
会
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
当
初
よ
り
 

が
 、
近
代
以
降
に
か
ぎ
れ
ば
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
人
口
の
大
 半
は
知
識
人
ま
た
は
都
市
中
産
階
層
の
出
身
者
で
あ
る
 

女
性
信
徒
が
多
い
が
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
よ
 う
 に
不
浄
 視
か
ら
の
心
理
的
な
解
 

。
こ
の
点
で
は
他
の
 ア
 

四 

天
皇
制
社
会
の
教
会
女
性
と
沖
縄
の
ク
リ
ス
チ
 
ヤ
ン
 

ス
ト
教
化
に
よ
っ
て
女
性
の
地
位
が
よ
く
な
っ
た
と
い
 う
 思
い
と
、
イ
ン
ド
か
ら
の
苦
し
い
独
立
武
装
闘
争
（
 
一
九
八
六
年
に
イ
ン
ド
 

と
 自
治
協
定
）
の
な
か
で
男
た
ち
を
支
え
て
き
た
、
 
あ
 る
い
は
男
た
ち
に
は
言
え
な
い
言
葉
に
な
ら
な
い
苦
労
 
を
し
た
体
験
、
そ
し
て
 

ミ
ゾ
 共
同
体
的
な
教
会
に
家
族
丸
ご
と
で
支
え
ら
れ
て
 
い
る
と
い
う
思
い
だ
と
い
え
る
。
女
性
牧
師
を
求
め
る
 声
が
一
般
女
性
の
あ
 い
 

た
に
強
く
な
い
の
は
、
 ミ
ゾ
 の
男
性
牧
師
た
ち
が
人
格
 的
に
尊
敬
で
き
る
か
ら
だ
と
い
う
点
を
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 
神
学
者
た
ち
も
今
の
と
 

こ
ろ
は
認
め
て
い
る
。
 

ミ
ゾ
 社
会
も
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
よ
り
青
年
層
を
中
 
心
 に
個
人
主
義
化
が
進
ん
で
い
る
。
世
俗
的
に
は
変
化
 し
て
き
て
い
る
が
、
 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
の
 ヒ
 ン
ド
ウ
，
イ
ン
ド
社
会
の
教
 会
 と
は
土
着
化
の
様
相
が
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
 
い
 え
る
。
た
と
え
ば
、
 

-
 
応
 -
 

後
者
の
教
会
で
は
復
活
祭
前
に
イ
エ
ス
の
模
範
に
な
ら
 
ぅ
 信
徒
間
の
洗
足
の
儀
礼
は
、
信
徒
の
抵
抗
が
大
き
く
 
て
 行
わ
れ
な
い
が
、
 ヵ
 

｜
 ス
ト
制
度
の
な
い
 こ
 ゾ
ラ
ム
で
は
、
男
女
間
で
あ
っ
 て
も
洗
足
は
問
題
に
な
ら
ず
、
儀
礼
の
意
味
自
体
が
形
 式
 化
す
る
。
む
し
ろ
 日
 

本
の
教
会
で
も
同
様
だ
が
、
教
会
の
た
め
に
奉
仕
す
る
 
働
き
者
の
女
性
を
「
良
い
信
徒
」
と
し
て
モ
デ
ル
化
す
 
る
よ
う
な
土
着
化
を
問
 

い
 直
す
時
期
に
き
て
い
る
だ
ろ
う
。
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放
を
求
め
て
と
い
う
よ
り
も
、
（
女
性
）
宣
教
師
が
伝
 ，
 
ぇ
る
 西
洋
の
近
代
文
化
や
賛
美
歌
な
ど
の
礼
拝
様
式
 
へ
 の
 憧
れ
、
あ
る
い
は
 イ
 

ェ
 制
度
や
家
族
に
よ
る
束
縛
や
結
婚
な
ど
の
問
題
か
ら
 
の
 解
放
感
を
求
め
て
の
入
信
者
が
多
い
。
む
ろ
ん
、
 
重
 い
 病
気
を
契
機
に
入
信
 

し
た
女
性
も
い
る
が
、
教
義
的
な
萌
芽
信
仰
に
よ
る
 
入
 信
者
が
建
前
は
と
も
か
く
実
際
上
ど
れ
だ
け
い
る
か
は
 
、
女
性
信
徒
に
関
し
て
 

は
 疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
最
初
の
女
性
団
体
 
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
矯
風
会
が
、
一
八
八
九
年
 
に
 「
一
夫
一
婦
の
建
白
 

書
 
（
刑
法
及
び
民
法
改
正
の
件
請
願
こ
を
提
出
し
、
 以
 降
 、
廃
娼
運
動
を
中
心
に
し
て
性
道
徳
の
浄
化
運
動
 
に
 取
り
組
ん
で
き
た
こ
 

と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
 
女
 性
 に
は
「
清
ら
か
」
ま
た
は
「
か
た
く
て
賢
い
」
と
い
 う
 皮
肉
も
含
め
て
の
 社
 

金
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
 
す
る
の
か
。
 

近
年
の
批
判
的
研
究
が
定
着
し
て
き
た
よ
う
に
、
矯
風
 
会
 に
つ
い
て
は
「
醜
業
婦
」
差
別
や
帝
国
主
義
な
ど
 問
 題
 点
は
大
き
い
の
だ
 

 
 

を
 送
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
家
族
 対

す
る
激
し
い
怒
り
の
運
動
だ
っ
た
こ
と
は
、
後
述
す
 

（
具
体
的
に
は
父
で
あ
っ
た
り
、
母
で
あ
っ
た
り
、
 夫
 る

 沖
縄
の
女
性
た
ち
の
 

で
あ
っ
た
り
す
る
）
の
 

廃
娼
運
動
を
み
て
も
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
 
エ
リ
ー
ト
階
層
の
女
性
が
中
心
だ
っ
た
だ
け
に
、
運
動
 の
 精
神
的
根
拠
と
な
っ
 

た
の
が
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
な
性
と
結
婚
を
め
ぐ
る
 近
代
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
だ
っ
た
。
庶
民
の
女
性
 
を
 
「
正
し
い
結
婚
」
 や
 

「
良
妻
」
へ
と
囲
い
込
ん
だ
と
い
う
点
で
、
近
代
日
本
 の
 天
皇
制
国
家
家
族
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
っ
 
く
 必
然
性
が
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
こ
れ
は
今
日
に
い
た
る
日
本
の
教
会
の
家
父
 
長
 制
の
特
徴
で
も
あ
り
、
女
性
の
視
点
で
土
着
化
の
内
容
 
を
 吟
味
す
る
ポ
イ
ン
ト
 

と
な
る
。
 

私
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
 
な
 キ
リ
ス
ト
教
女
性
セ
ン
タ
 １
 0
 活
動
や
「
女
主
（
 女
 ，
生
き
る
）
神
学
塾
」
な
ど
 で
の
長
年
の
経
験
か
 

ら
 、
教
会
に
批
判
的
な
女
性
た
ち
も
イ
エ
ス
に
よ
る
 
解
 放
を
感
情
的
に
深
く
体
験
し
て
入
信
し
て
お
り
、
そ
れ
 
を
 核
に
し
て
教
会
生
活
 

-
N
-
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さ
ま
ざ
ま
な
呪
縛
か
ら
心
理
的
に
自
立
で
き
た
女
性
が
 
、
教
会
で
あ
ら
た
な
家
族
役
割
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
直
面
 
す
る
こ
と
に
な
る
。
 こ
 

れ
が
 蹟
 き
の
 石
 と
な
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
教
会
に
来
な
く
 な
る
女
性
も
数
多
い
。
 

一
般
に
信
徒
数
の
少
な
い
日
本
の
教
会
で
は
、
婦
人
会
 
（
近
年
ほ
「
女
性
会
」
と
改
称
す
る
所
も
多
い
が
、
 抵
 抗
 も
あ
る
）
が
中
心
 

的
 役
割
を
演
ず
る
特
異
な
家
族
主
義
が
支
配
す
る
。
 
こ
 れ
を
 ウ
ラ
 の
教
会
と
す
る
と
、
オ
モ
テ
の
教
会
の
顔
が
 牧
師
で
あ
る
。
婦
人
会
 

は
 当
然
の
よ
う
に
既
婚
女
性
、
そ
れ
も
夫
も
教
会
員
で
 
あ
る
女
性
が
中
心
的
に
な
る
。
婦
人
会
は
オ
モ
テ
の
 
教
 会
を
 
「
賢
母
」
の
よ
 う
 

に
 実
質
的
に
支
え
る
の
が
役
目
で
あ
り
、
そ
れ
を
信
仰
 
の
 大
切
な
奉
仕
活
動
と
考
え
て
い
る
女
性
と
、
嫌
だ
と
 
口
 に
は
出
せ
な
い
で
 精
 

神
 的
に
疲
れ
て
い
る
女
性
が
い
ろ
。
後
考
に
 よ
 れ
 ば
 
「
 
教
会
は
元
気
の
あ
る
日
に
し
か
行
け
な
 
い
 」
所
で
あ
る
 。
ふ
だ
ん
の
聖
日
だ
け
 

で
は
な
く
特
別
な
祭
日
や
行
事
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
た
 
の
 の
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
が
あ
り
、
女
た
ち
の
間
に
 ジ
ェ
 ン
ダ
ー
的
な
人
間
関
係
 

対
 で
あ
る
た
め
に
、
一
般
信
徒
の
よ
う
に
黙
っ
て
教
会
 

が
 発
生
す
る
。
し
か
も
教
会
で
は
「
明
る
い
 顔
 」
で
ふ
 を

 去
る
こ
と
も
で
き
ず
、
模
範
的
な
「
牧
師
夫
人
」
 
像
 

る
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
暗
く
落
ち
込
ん
だ
顔
の
 
女
性
は
め
っ
た
に
い
な
 

を
 生
き
る
か
、
苦
労
し
 

い
 の
が
教
会
で
あ
る
。
 

牧
師
は
当
然
な
が
ら
婦
人
会
に
は
と
て
も
感
謝
し
て
い
 
る
が
、
「
女
の
仕
事
」
を
尊
敬
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
 
ぃ
 。
牧
師
が
女
性
の
 

場
合
は
と
も
か
く
、
男
性
牧
師
は
女
性
間
の
力
関
係
や
 
内
情
に
つ
い
て
は
ま
ず
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
か
、
 
知
 ら
な
い
ふ
り
を
し
て
い
 

る
 。
男
女
二
元
論
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
役
割
に
依
拠
し
て
 
い
る
た
め
に
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
も
 
と
よ
り
、
独
身
や
未
婚
 

女
性
の
信
仰
へ
の
配
慮
に
も
欠
け
る
。
 

こ
の
よ
う
な
牧
師
と
婦
人
会
を
仲
介
す
る
役
割
を
担
っ
 
て
い
る
の
が
牧
師
夫
人
で
あ
る
。
牧
師
夫
人
は
日
本
の
 教
会
に
お
け
る
独
得
 

の
 存
在
で
あ
り
、
「
牧
師
夫
人
」
像
が
日
本
の
教
会
の
 ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
体
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
 
な
 い
 だ
ろ
う
。
牧
師
と
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て
 独
自
の
あ
り
方
を
示
す
し
か
な
 い
 の
が
現
状
で
あ
る
 。
私
の
知
人
に
は
、
「
よ
き
牧
師
夫
人
」
像
を
強
要
さ
 れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
 妻
 

を
 支
持
し
て
、
教
会
を
去
っ
た
追
わ
れ
た
）
牧
師
た
 
ち
も
い
る
。
牧
師
の
妻
に
は
夫
と
同
様
に
教
職
資
格
を
 
も
っ
て
い
る
女
性
も
多
 

い
が
、
日
本
基
督
教
団
の
場
合
、
「
牧
師
夫
人
」
は
 信
 徒
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
し
か
も
「
牧
師
の
妻
」
で
あ
 
る
た
め
に
、
信
徒
代
表
 

と
し
て
総
会
に
出
席
し
て
発
言
す
る
資
格
も
な
い
。
 教
 余
内
ゃ
教
会
横
の
牧
師
 館
 に
住
む
場
合
、
妻
は
牧
師
一
 家
 の
い
わ
ば
日
本
文
化
 

的
な
意
味
で
の
「
代
表
」
で
あ
り
、
つ
ね
に
 
任
祝
 さ
れ
 る
か
ら
、
信
徒
女
性
の
よ
う
に
 ウ
ラ
 の
役
割
だ
け
で
は
 す
ま
な
い
上
に
 、
 外
で
 

の
 職
業
に
つ
く
こ
と
も
か
っ
か
し
い
。
 

「
牧
師
夫
人
」
は
、
「
清
ら
か
」
で
「
か
た
く
て
賢
 い
 」
 ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
さ
ら
に
立
派
に
生
 
き
る
こ
と
を
期
待
さ
 

れ
る
か
ら
、
よ
ほ
ど
夫
が
実
態
を
理
解
し
て
協
力
し
な
 
い
 と
、
幼
児
を
抱
え
た
若
い
女
性
の
場
合
は
と
く
に
 
フ
 ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
 

高
ま
る
。
夫
婦
で
ド
イ
ツ
に
六
年
問
い
た
秋
山
綾
子
は
 
、
そ
の
期
間
の
み
「
牧
師
夫
人
」
と
し
て
の
期
待
を
受
 
け
な
い
で
済
ん
だ
と
 ぃ
 

う
 。
「
ド
イ
ツ
で
私
が
出
会
っ
た
女
性
た
ち
は
、
皆
目
 信
 に
あ
ふ
れ
て
の
び
や
か
だ
っ
た
。
堂
々
と
自
分
の
意
 
見
を
表
明
し
、
社
会
に
 

積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
し
、
自
分
自
身
を
楽
し
ま
せ
 
る
す
べ
も
知
っ
て
い
た
。
 

帝
蜂
 
牧
師
の
妻
た
ち
も
 同
 様
で
、
 
皆
 そ
の
人
な
り
 

の
 生
き
万
を
貫
い
て
い
た
。
私
は
の
の
 オ
ミ
 の
の
（
 

0
 「
の
 
ア
 p
h
 
（
 （
シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
）
と
い
う
も
の
を
知
っ
た
。
と
こ
 ろ
が
日
本
に
戻
る
と
、
 

教
会
の
中
で
の
の
下
目
の
紅
の
「
㏄
 

下
 p
h
 

（
（
シ
ス
タ
ー
フ
 

ツ
ド
 ）
 と
い
う
も
の
に
巡
り
会
う
の
は
非
常
に
困
難
だ
っ
た
 
。
特
に
、
牧
師
の
妻
 と
 

い
う
立
場
は
、
本
人
が
そ
う
望
ま
な
く
て
も
、
な
に
か
 し
ら
の
権
力
関
係
の
な
か
で
し
か
、
他
の
女
性
た
ち
と
 
の
 繋
が
り
を
作
れ
な
い
 

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
孤
独
を
感
じ
た
。
そ
の
頃
 、
「
教
会
女
性
会
議
」
に
出
会
え
た
こ
と
は
、
私
に
と
 
っ
て
ど
ん
な
に
大
き
な
 

一
 
%
 一
 

意
味
を
も
っ
て
い
た
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
 

教
会
を
秋
山
の
よ
う
に
「
神
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
 
自
 立
 的
な
人
々
の
集
ま
り
」
と
考
え
る
と
、
 噴
 い
て
し
ま
 う
 。
し
か
し
、
 
福
 土
日
   



ス
タ
ー
フ
ッ
ド
の
実
践
と
学
習
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
 

で
は
、
「
本
土
」
よ
り
も
教
会
数
や
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
 比
 率
も
多
く
（
約
二
兎
）
、
信
徒
層
の
幅
も
広
い
沖
縄
の
 女
性
の
場
合
は
ど
う
 

だ
ろ
う
か
。
沖
縄
に
は
牧
師
や
信
徒
間
に
同
じ
キ
リ
ス
 

信
徒
が
結
婚
式
を
挙
げ
る
日
取
り
に
つ
い
て
も
、
間
接
 

ト
 教
徒
と
し
て
教
派
の
違
い
を
こ
え
た
地
縁
的
な
協
力
 

的
に
 ユ
 タ
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
如
何
に
多
い
 
こ
と
か
。
家
を
建
て
た
 

関
係
が
あ
る
。
こ
れ
は
 

「
本
土
」
の
教
会
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
 こ
 の
 背
景
と
し
て
沖
縄
の
人
々
の
苦
難
の
歴
史
と
結
び
つ
 
い
た
独
得
の
祖
先
崇
拝
 

の
 慣
習
と
ユ
タ
と
い
う
霊
的
な
宗
教
的
職
能
者
の
存
在
 
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
沖
縄
の
宗
教
は
祖
先
崇
拝
で
あ
る
」
 と
よ
く
耳
に
す
る
が
、
 

祖
先
供
養
を
す
る
の
は
実
際
上
、
女
性
の
役
割
で
あ
る
 
。
「
働
き
者
」
だ
と
称
賛
さ
れ
る
沖
縄
の
女
性
た
ち
の
 労
働
も
日
常
的
な
祭
事
 

に
か
か
わ
る
部
分
が
か
な
り
大
き
い
。
 
ユ
 タ
も
ま
た
 女
 性
 た
ち
の
ご
く
身
近
に
い
る
。
 

「
私
共
の
住
ん
で
 い
 る
沖
縄
で
、
私
共
の
日
常
生
活
を
 支
配
し
て
い
る
も
の
は
 
ユ
 タ
で
あ
る
と
い
っ
た
ら
言
い
 過
ぎ
で
し
ょ
う
か
。
 

り
、
 引
っ
越
し
に
も
ユ
タ
が
か
ら
ん
で
来
る
の
で
す
。
 更
に
病
気
や
死
に
つ
い
て
、
死
者
・
祖
先
の
た
た
り
が
 
あ
る
と
言
わ
れ
た
り
、
 

祖
先
の
供
養
が
足
り
な
い
と
い
う
事
で
、
人
々
を
迷
わ
 
せ
る
の
で
す
」
。
こ
れ
は
「
沖
縄
に
お
け
る
聖
公
会
の
 生
死
 観
と
 葬
儀
の
実
際
」
 

と
い
う
信
徒
向
け
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
序
文
の
一
節
で
あ
 

 
 

き
に
し
て
土
着
化
を
考
 

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
単
に
先
祖
を
敬
 う
 こ
と
 ほ
 つ
き
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性
や
霊
魂
に
つ
い
て
の
 考
え
方
が
問
わ
れ
る
た
 

め
で
あ
る
。
 

信 る 
徒 ジ 

も ェ 

教 、 ノ 
職 ダ 
者 l 
も 差 
「 別 
牧 が 
師 問 
大 額 
大 で 
」 あ 
も ろ 

  
ン "  " 一 

  
ル キ   
マ ス   
ノ 教 
リ 女 
テ 上生 ヒ 
ィ セ 

もン 、 タ 

ま l 
た を 

年 は 
齢 じ 

も め 
教 エ 
派 キ 
も ュ 

多 メ 

様 ニ 
な ； 
女 ル 
た な 
ち 女 
が 性 

美 神 

  
お 動 

  
、 ン   

  

嘗
め
 イ
エ
ス
の
教
え
に
照
ら
せ
ば
こ
れ
は
矛
盾
し
た
こ
 と
で
あ
り
、
む
し
ろ
日
本
の
教
会
の
古
い
天
皇
制
的
な
 
構
造
と
そ
れ
を
維
持
す
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女 ， 性 キリス ト 教徒の性 と スピリチュア           

う
 。
（
 2 ）
夫
の
家
は
ノ
ン
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
か
ら
、
 ふ
つ
う
に
何
か
と
 ユ
 タ
に
相
談
に
行
き
、
拝
所
巡
り
を
 す
る
が
、
私
は
ク
リ
ス
 

チ
ヤ
ン
だ
か
ら
と
断
れ
る
。
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
で
あ
る
こ
 
と
は
、
行
か
な
い
で
す
む
防
波
堤
に
な
っ
て
い
る
。
お
 
企
 も
か
か
ら
な
い
の
で
 

（
 
3
 ）
長
男
の
嫁
な
の
で
、
毎
日
の
供
養
や
門
中
 の
 祭
事
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
掃
除
や
ご
馳
走
の
準
 
備
 だ
け
を
き
ち
ん
と
し
 

93 (335) 

「
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
祖
先
崇
拝
に
ど
の
よ
う
に
か
 か
わ
る
の
か
」
と
い
う
切
実
な
テ
ー
マ
の
協
議
会
が
開
 
催
さ
れ
、
約
二
 0
0
 

名
 が
参
加
し
て
い
る
 
三
 0
0
 一
年
二
こ
。
カ
ト
リ
ノ
 ク
 教
会
の
神
父
が
受
容
の
立
場
か
ら
、
バ
プ
テ
ス
ト
 
教
 会
の
牧
師
が
啓
蒙
と
菱
 

 
 

革
の
立
場
か
ら
、
日
本
基
督
教
団
の
牧
師
が
対
決
の
立
 
場
か
ら
三
様
に
発
題
し
、
十
の
分
団
で
協
議
が
行
わ
れ
 
て
い
る
。
興
味
深
い
の
 

は
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
頭
を
聞
い
た
参
加
者
（
男
性
）
の
 
感
想
が
、
祖
先
崇
拝
へ
の
否
定
色
を
強
め
た
り
、
受
容
 
し
て
も
い
い
と
考
え
た
 

り
し
て
、
歴
史
を
学
ん
だ
り
と
、
 発
 題
者
同
様
に
さ
ま
 ざ
ま
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
 う
 一
点
は
、
又
吉
宗
 子
も
述
べ
て
い
る
よ
う
 

に
 「
 
発
 題
は
全
て
男
性
教
師
で
、
歴
史
的
・
神
学
的
に
 
語
り
、
学
問
と
し
て
詰
る
の
で
、
女
性
た
ち
が
日
々
 
苦
 悩
し
、
 折
り
合
い
を
 付
 

け
る
現
実
と
乖
離
し
た
感
が
い
な
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
 
教
会
女
性
の
視
点
で
、
語
り
合
い
共
感
し
 、
 支
え
合
う
 場
を
女
性
た
ち
の
手
で
 

一
四
 
-
 

確
保
す
る
必
要
を
感
じ
た
協
議
会
で
し
た
」
に
っ
き
る
 
だ
ろ
う
。
 

沖
縄
の
祖
先
崇
拝
は
ト
ー
ト
ー
メ
ー
（
位
牌
）
の
男
系
 
継
承
に
関
わ
る
幾
つ
も
の
タ
ブ
ー
 と
タ
タ
リ
 、
そ
の
 判
 定
 
（
ハ
ン
ジ
）
を
 
だ
 

す
ユ
 タ
の
問
題
だ
と
い
え
る
。
「
本
土
」
も
同
様
だ
が
、
 沖
縄
の
先
祖
崇
拝
が
一
般
化
し
た
の
は
明
治
以
降
の
 
こ
と
で
、
け
っ
し
て
よ
 

く
 言
わ
れ
る
よ
う
な
「
沖
縄
古
来
の
伝
統
」
と
い
う
よ
 
う
な
も
の
で
は
な
い
 0
 し
か
し
問
題
は
、
又
吉
が
舌
口
 
う
 よ
 う
 に
「
教
会
女
性
が
 

い
か
に
日
々
苦
悩
 し
 折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る
か
」
 を
 知
る
こ
と
だ
ろ
う
。
 

私
が
各
地
の
教
会
や
信
徒
宅
を
訪
ね
て
話
を
聴
い
た
か
 
ぎ
り
で
は
、
女
性
信
徒
た
ち
は
大
き
く
四
通
り
の
折
り
 
合
 い
 め
っ
け
方
を
し
 

て
い
る
。
（
 1
 ）
家
族
も
親
族
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
な
の
で
 ユ
 タ
 や
 祖
先
崇
拝
で
悩
む
こ
と
は
な
い
が
、
教
会
で
 
記
念
祭
を
や
っ
て
も
ら
 



タ
が
 祖
先
崇
拝
に
介
入
す
る
こ
と
に
対
し
て
家
族
や
親
 
戚
の
圧
力
に
苦
し
み
な
が
ら
も
抵
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
て
、
 神
に
出
会
う
と
い
 

に
な
る
と
教
会
へ
行
く
よ
う
に
と
奨
励
し
た
と
 

嫁
ぎ
先
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
り
、
改
宗
を
誓
わ
 

歌
で
慰
め
ら
れ
、
祈
り
の
な
か
で
神
に
出
会
っ
 

タ
リ
 」
か
ら
自
由
に
し
た
い
と
い
う
思
い
で
 共
 

夢
で
イ
エ
ス
や
神
に
出
会
い
、
進
む
べ
き
道
を
 

ユ
 タ
 的
 宗
教
者
に
つ
い
て
は
、
教
会
が
一
般
 

や
 神
女
の
女
性
も
い
れ
ば
、
親
戚
や
親
し
い
 友
 

タ
 の
よ
う
な
霊
力
が
た
ん
に
迷
信
と
し
て
片
づ
 

勝
る
超
越
的
な
神
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
求
め
 

格
 が
異
な
る
こ
と
や
、
い
わ
ゆ
る
 神
癖
 に
な
る
 い

う
。
伝
道
師
や
牧
師
に
な
っ
た
女
性
た
ち
の
伝
記
に
 も
 、
入
信
が
見
つ
か
っ
て
村
や
 

さ
れ
て
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
を
密
か
に
毎
週
教
会
に
や
 
り
、
 子
ど
も
た
ち
の
歌
う
賛
美
 

-
 
ジ
一
 

た
 女
性
な
ど
、
似
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
目
に
付
く
。
 
子
 ど
も
だ
け
は
祖
先
崇
拝
の
「
 タ
 

通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
祈
り
の
最
中
に
特
定
の
御
 
@
 葉
 
（
 
聖
句
 ）
が
聞
こ
え
た
り
、
 

示
さ
れ
た
と
い
う
女
性
も
多
い
。
 

に
迷
信
 規
 す
る
よ
う
に
は
、
女
性
信
徒
た
ち
の
考
え
は
 
一
様
で
は
な
い
。
母
親
が
 ユ
 タ
 

大
に
 ユ
 タ
が
い
る
 場
 ム
ロ
も
多
い
。
自
身
が
か
つ
て
 ユ
 タ
 尾
 通
い
を
し
た
体
験
か
ら
、
 ユ
 

け
ら
れ
な
い
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
、
「
 恐
ろ
し
い
こ
の
世
の
諸
 霊
 」
に
 

た
 女
性
も
い
る
。
 ユ
 タ
を
侮
蔑
し
て
い
る
女
性
も
多
い
 が
、
ユ
 タ
に
よ
っ
て
性
格
や
人
 

経
緯
を
知
っ
て
い
て
、
他
人
事
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
 
る
 女
性
も
い
る
。
し
か
し
、
 ュ
 

ら
 、
ま
た
沖
縄
戦
で
戦
死
し
た
男
性
が
多
い
た
め
と
 
近
 年
の
少
子
化
も
あ
り
、
位
牌
を
継
承
す
べ
き
立
場
の
長
 
男
や
養
子
 

教
会
女
性
に
は
多
い
こ
と
に
も
驚
く
。
先
の
又
吉
の
場
 
含
 も
そ
う
だ
が
、
病
弱
で
祭
事
を
取
り
仕
切
る
「
働
き
 
者
 」
の
 嫁
 

い
つ
も
親
戚
に
負
い
目
を
感
じ
て
い
た
母
親
が
、
自
分
 は
 慣
習
か
ら
抜
け
出
せ
な
か
っ
た
が
、
子
ど
も
た
ち
、
 
と
く
に
 娘
 の

 
「
 嫁
 」
が
 

に
な
れ
ず
、
 

に
は
日
曜
日
 

て
、
 後
は
任
せ
て
教
会
に
行
く
。
そ
の
都
度
神
に
真
剣
 
に
 祈
っ
て
不
思
議
な
助
け
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
（
 4
 ）
「
耶
蘇
神
を
信
じ
る
の
 

か
 」
と
親
族
か
ら
迫
害
さ
れ
て
い
る
。
出
入
り
禁
止
の
 
縁
切
り
状
態
に
あ
る
が
、
後
悔
は
し
て
い
な
い
。
 

信
仰
に
よ
る
「
迫
害
」
と
い
う
言
葉
が
、
沖
縄
で
は
 
ム
 「
日
で
も
日
常
語
で
あ
る
こ
と
や
、
（
 2
 ）
の
よ
う
な
「
 防
波
堤
」
の
理
由
 か
   



女性キリスト 教徒の性 と スピリチュア           

う
 霊
的
な
体
験
を
日
常
的
に
し
て
い
る
女
性
も
ま
た
 
多
  
 

韓
国
で
 ム
｜
 ダ
ン
の
調
査
を
し
た
時
、
元
ク
リ
ス
チ
ャ
 
ン
 0
 ム
 ｜
 ダ
ン
も
お
り
、
客
に
も
教
会
員
が
か
な
り
 
い
る
こ
と
を
知
っ
た
 

一
 
力
 
。
 
3
-
 
2
 

コ
、
 沖
縄
の
ユ
タ
の
場
 ム
ロ
 
は
集
り
に
つ
し
て
の
ノ
ン
 

@
 
 

Ⅰ
Ⅹ
。
 ジ の
 出
し
方
が
徹
底
的
に
男
系
主
義
で
あ
る
た
め
に
、
 
教
 会
 女
性
の
怒
り
を
正
当
 

化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
沖
縄
戦
に
よ
る
お
 
び
た
だ
し
 い
 死
者
を
弔
っ
た
狭
い
土
地
で
、
今
も
基
地
 
に
 囲
ま
れ
て
暮
ら
す
 沖
 

縄
の
人
々
の
社
会
に
ユ
タ
的
宗
教
者
が
多
い
と
い
う
こ
 
と
は
、
大
半
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
女
性
を
含
め
て
先
祖
 
供
 養
 を
す
る
主
婦
た
ち
の
 

多
く
が
神
女
ま
た
は
ミ
ニ
・
ユ
タ
的
な
役
割
を
担
っ
て
 
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。
沖
縄
人
の
祖
先
 崇
 拝
 に
よ
る
ア
イ
デ
ン
テ
 

ィ
 テ
ィ
形
成
（
 ウ
チ
 ナ
ン
チ
ュ
）
と
古
代
教
会
以
来
の
 キ
リ
ス
ト
教
の
「
純
血
」
の
思
想
は
、
教
会
の
父
権
制
 
と
 同
居
し
う
る
。
そ
の
 

こ
と
は
祖
先
崇
拝
か
ら
も
「
純
血
」
か
ら
も
女
性
役
割
 
と
し
て
排
除
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
問
題
を
み
る
こ
と
で
 
明
ら
か
に
な
る
。
 

三
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
婦
人
矯
風
会
の
沖
 縄
 支
部
の
女
性
た
ち
が
廃
娼
運
動
で
目
指
し
た
の
は
、
 
那
覇
の
真
ん
中
に
あ
 

っ
た
辻
 遊
郭
（
 チ
 ー
 ジ
 ）
の
廃
止
だ
っ
た
。
沖
縄
の
男
 た
ち
の
 酒
と
 遊
び
と
買
春
の
中
心
地
だ
っ
た
 チ
 ー
 ジ
 
（
 一
九
四
四
年
十
月
の
米
 

軍
の
大
空
襲
で
消
失
）
に
い
つ
も
出
入
り
し
て
家
計
を
 
顧
み
な
い
夫
や
息
子
を
も
つ
 女
 た
ち
が
大
勢
い
た
だ
け
 で
は
な
く
、
那
覇
に
は
 

結
婚
式
後
に
新
郎
が
友
人
た
ち
と
 チ
 ー
 ジ
 に
泊
ま
る
 習
 俗
 が
あ
っ
た
。
性
病
を
 う
 つ
さ
れ
る
新
婦
も
お
り
、
 結
 婚
の
最
初
か
ら
 チ
 ー
 ジ
 

と
の
つ
な
が
り
を
も
た
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
 反
 チ
ー
 ジ
 感
情
は
強
か
っ
た
。
一
方
、
チ
ー
 ジ
 の
女
性
た
ち
の
 多
 く
は
三
、
四
歳
で
親
に
 

売
ら
れ
て
き
て
、
初
潮
が
過
ぎ
る
と
性
を
売
り
、
身
代
 
金
を
払
わ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
女
性
た
ち
に
は
伝
道
の
 
当
初
、
キ
リ
ス
ト
教
の
 

信
徒
が
多
か
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
結
婚
し
て
 
男
 子

を
産
む
と
い
う
祖
先
崇
拝
が
女
性
に
課
し
て
い
る
 
第
 一
の
役
割
か
ら
最
も
遠
 

い
 場
所
に
置
か
れ
た
女
性
た
ち
が
、
祖
先
崇
拝
に
よ
っ
 
て
 で
は
な
く
創
造
神
に
よ
る
救
済
を
説
い
た
キ
リ
ス
ト
 数
 に
救
い
を
求
め
た
と
 

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
沖
縄
社
会
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
 
が
増
え
、
そ
れ
な
り
に
土
着
化
し
た
後
も
、
遊
女
や
売
 
善
女
性
に
信
者
が
多
 い
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イ
ン
ド
と
日
本
の
女
性
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
に
つ
い
 

て
 、
彼
女
た
ち
の
生
活
の
中
か
ら
、
主
に
女
で
あ
る
が
 

ゆ
え
の
苦
悩
を
と
お
 

し
て
み
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
し
み
の
体
験
か
ら
 
神
 に

 出
会
い
、
霊
的
に
も
独
自
性
を
も
っ
た
女
性
が
多
か
 

っ
た
 。
し
か
し
、
一
般
 

に
 制
度
的
な
教
会
は
女
性
信
徒
の
心
の
葛
藤
に
気
づ
か
 ず

 、
適
切
に
対
応
し
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
 
蹟
き
 の

 石
に
さ
え
な
っ
て
 い
 

る
 。
土
着
化
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
自
身
の
父
権
的
な
 

性
 支
配
や
純
血
思
想
が
表
面
化
し
、
信
仰
告
白
が
 
ジ
ェ
 ン

ダ
ー
的
に
吟
味
さ
れ
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

イ
ン
ド
で
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
が
「
イ
ェ
ス
は
た
だ
一
つ
 

の
 解
答
 ｜
 キ
リ
ス
ト
の
自
由
を
生
き
る
」
と
い
う
 
愛
 の

 倫
理
を
実
践
し
た
 

が
 、
マ
ザ
ー
に
憧
れ
て
シ
ス
タ
ー
に
な
っ
た
 
ヒ
ン
ド
ゥ
 女

性
も
数
多
い
。
修
道
女
 会
 の
 性
 と
家
族
道
徳
は
非
常
 に

 保
守
的
だ
が
、
 ヵ
｜
 

ス
ト
制
の
イ
ン
ド
社
会
で
婚
姻
の
枠
外
で
活
動
で
き
る
 自

由
を
シ
ス
タ
ー
は
享
受
で
き
る
。
イ
ン
ド
の
女
性
は
 

夫
が
 亡
く
な
る
と
、
 タ
 

｜
 リ
ー
（
既
婚
女
性
の
印
）
を
引
き
ち
ぎ
ら
れ
、
身
を
 飾

る
こ
と
が
一
切
で
き
な
く
な
る
が
、
最
初
か
ら
そ
の
 

よ
う
な
こ
と
か
ら
自
由
 

で
あ
る
こ
と
が
シ
ス
タ
ー
の
プ
ラ
イ
ド
に
な
っ
て
い
る
 

一
方
、
ダ
リ
ッ
ト
 や
ミ
ゾ
 の
女
性
た
ち
は
、
社
会
的
 な

 差
別
を
は
ね
か
え
す
 

力
を
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
に
よ
っ
て
養
っ
て
い
る
。
 彼
 女

 た
ち
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
は
、
制
度
に
よ
っ
 

て
 守
ら
れ
た
尼
僧
た
ち
 

よ
り
も
さ
ら
に
自
立
的
な
「
立
っ
て
行
き
な
さ
い
」
と
 

い
う
イ
ェ
ス
の
解
放
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
。
た
だ
し
 、

ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
 立
 

っ
 」
に
は
耐
え
る
、
抵
抗
す
る
と
い
合
意
味
が
含
ま
れ
 

て
い
る
よ
う
に
 
-
 
ヨ
ハ
ネ
一
九
・
二
 
%
 、
彼
女
た
ち
の
 霊
 力

は
 飛
び
立
っ
よ
う
な
 

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
の
共
同
体
に
向
い
て
い
る
。
 

五
生
活
の
な
か
の
キ
リ
ス
ト
教
 
1
,
 神
へ
の
 信

仰
 と
ス
ピ
り
 チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
 

と
い
う
記
録
は
な
い
。
 

6
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こ
こ
二
十
年
来
、
ア
ジ
ア
の
各
地
で
女
性
の
視
点
で
 聖
 書
を
読
む
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
運
動
が
広
が
っ
て
き
た
 
。
奥
深
い
農
村
で
の
 

-
 
お
一
 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
時
、
福
音
重
日
の
女
の
物
語
を
か
い
つ
 ま
ん
で
話
し
て
、
質
問
を
問
い
か
け
る
と
、
目
で
重
重
 日
を
読
め
な
い
無
学
の
女
 

性
 た
ち
で
あ
っ
て
も
、
現
場
な
ら
の
二
千
年
の
時
差
を
 感
じ
さ
せ
な
い
答
え
で
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
 
フ
 エ
 ミ
ニ
ス
ト
神
学
を
待
 

つ
ま
で
も
な
く
、
生
活
力
と
な
っ
て
い
る
ス
ピ
リ
 チ
ュ
 ア
リ
テ
ィ
が
感
じ
ら
れ
る
。
と
く
に
カ
ー
ス
ト
割
下
に
 
生
き
る
ダ
リ
ッ
ト
に
 と
 

っ
て
は
、
自
身
の
性
と
存
在
を
不
浄
 規
 し
な
い
た
め
に
 、
教
会
か
ら
も
自
立
的
な
信
仰
 
心
 こ
そ
が
重
要
な
の
 だ
と
知
ら
さ
れ
る
。
 
一
 

方
 、
カ
ー
ス
ト
の
な
い
 こ
 ゾ
ラ
ム
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
 化
に
よ
っ
て
女
性
の
地
位
は
上
が
っ
た
が
、
教
会
の
 
ジ
 ェ
 ン
ダ
ー
差
別
が
固
定
 

化
し
、
女
を
「
働
き
者
」
の
奉
仕
者
に
止
め
て
い
る
。
 
ミ
ゾ
 の
教
会
は
自
前
の
宣
教
師
を
イ
ン
ド
各
地
に
派
遣
 し
て
い
る
が
、
自
ら
が
 

レ
イ
シ
ズ
ム
か
ら
自
由
に
な
る
よ
う
な
信
仰
 力
 が
必
要
 で
あ
ろ
う
。
 

日
本
の
教
会
は
高
齢
化
が
す
す
み
、
一
般
に
閉
塞
的
な
 
状
況
だ
が
、
信
徒
個
々
人
の
生
き
方
は
む
ろ
ん
多
様
で
 
あ
る
。
本
論
で
は
、
 

「
牧
師
夫
人
」
像
か
ら
典
型
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
を
 み
た
が
、
で
は
、
な
ぜ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
縛
ら
れ
る
と
 女
 性
は
自
立
的
な
信
仰
が
 

で
き
な
い
の
か
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
「
あ
な
た
自
身
を
 愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
し
な
さ
い
」
と
い
う
黄
金
律
 
が
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 

の
 内
面
化
は
、
自
己
の
み
な
ら
ず
同
性
の
他
者
に
対
し
 
て
も
差
別
的
、
抑
圧
的
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
 。
二
節
で
述
べ
た
よ
う
 

に
 キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
歴
史
的
に
性
差
別
を
構
造
化
し
 、
レ
イ
シ
ズ
ム
を
取
り
込
ん
で
き
た
。
こ
れ
を
破
る
に
 
は
 シ
ス
タ
ー
フ
ッ
ド
の
 

学
習
は
も
と
よ
り
、
日
本
の
よ
う
な
天
皇
制
家
族
主
義
 
0
 社
会
で
は
、
つ
ね
に
個
の
自
立
的
な
信
仰
が
問
わ
れ
 
る
の
だ
が
、
牧
師
よ
り
 

0
 元
気
に
生
き
て
い
る
庶
民
の
女
性
信
徒
た
ち
が
各
地
 
に
お
り
、
イ
ェ
ス
と
の
出
会
い
の
体
験
に
支
え
ら
れ
て
 
し
 
ュ
 -
6
-
 

2
 
る
 。
 

一
方
、
「
耶
蘇
 神
 」
に
対
し
て
「
沖
縄
 人
 」
の
ア
イ
デ
ン
 テ
ィ
テ
ィ
が
心
情
的
に
問
わ
れ
る
沖
縄
で
は
、
か
つ
 
て
の
高
位
の
 ソ
 ロ
 か
 

-
 
㌶
 一
 

ら
 キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
大
城
カ
メ
に
代
表
さ
れ
る
 よ
う
に
、
現
在
で
も
多
く
の
女
性
た
ち
が
村
や
親
族
か
 
ら
の
迫
害
と
闘
っ
て
 い
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@
 
ま
 

-
1
 
）
土
着
型
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
し
て
い
る
マ
ー
ク
，
 R
.
 マ
 リ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
宗
教
は
土
着
的
な
形
態
に
お
い
て
の
み
存
在
 し
 、
「
世
界
宗
教
」
 
ほ
単
 

る
 。
「
大
和
」
や
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
侵
略
の
歴
史
が
民
 族
 的
な
記
憶
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
近
代
以
降
 
の
ユ
 タ
と
も
ど
も
沖
縄
 

の
女
性
た
ち
が
祖
先
崇
拝
に
お
い
て
背
負
っ
て
い
る
も
 
の
は
と
て
も
重
い
。
近
年
の
沖
縄
の
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
 運
動
を
調
べ
て
い
る
 他
 

上
泉
 正
は
 
「
聖
霊
運
動
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
 牧
師
や
信
徒
の
な
か
に
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
新
し
 
い
 流
れ
に
出
会
わ
な
け
 

れ
ば
、
 ユ
 タ
の
よ
う
な
在
来
の
民
間
宗
教
者
に
な
っ
た
 で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
人
々
が
数
多
く
見
出
さ
れ
る
」
  

 

し
、
 ユ
タ
が
く
り
返
す
 シ
ジ
タ
ダ
シ
 に
よ
っ
て
親
戚
 か
 ら
 先
祖
の
祀
り
直
し
や
拝
所
巡
り
を
強
い
ら
れ
、
結
局
 
親
戚
縁
者
の
病
気
や
不
 

幸
を
除
け
な
か
っ
た
「
長
男
の
嫁
」
が
た
し
か
に
多
く
 教
会
に
来
て
い
る
が
、
彼
女
た
ち
が
い
わ
ゆ
る
聖
霊
 
信
 仰
に
入
る
わ
け
で
は
な
 

い
 。
基
本
的
に
は
解
放
感
が
新
し
く
生
き
る
 カ
 と
な
っ
 て
い
る
と
い
え
る
。
 

イ
ン
ド
と
日
本
、
沖
縄
の
教
会
女
性
に
つ
い
て
み
て
き
 た
よ
う
に
、
社
会
背
景
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
 
、
女
性
た
ち
の
信
仰
 

実
践
に
は
共
同
体
で
生
き
る
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
 
ィ
を
 
「
 
個
 」
と
し
て
よ
り
肯
定
的
に
捉
え
直
し
て
い
く
 特
徴
が
み
ら
れ
る
。
 観
 

金
的
で
は
な
い
信
仰
に
よ
っ
て
日
々
生
き
ざ
る
を
え
な
 
い
 者
の
二
者
択
一
で
は
な
い
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
選
び
だ
 
と
い
え
る
。
そ
の
過
程
 

で
 霊
的
な
力
を
養
っ
て
い
か
な
い
か
ぎ
り
信
仰
の
苦
 
し
 み
は
大
き
い
か
ら
、
 蹟
い
 て
教
会
を
去
っ
た
り
、
「
 良
 い
 ク
リ
ス
チ
ャ
ン
」
を
 

演
じ
て
い
る
女
性
も
多
い
。
し
か
し
教
会
の
セ
ク
シ
 
ズ
 ム
や
 抑
圧
と
闘
う
中
で
生
き
た
イ
ェ
ス
に
出
会
っ
た
 
女
 性
 も
ま
た
多
い
の
で
あ
 

る
 。
あ
え
て
結
論
を
言
え
ば
、
聖
書
を
自
分
の
目
で
と
 
い
う
よ
り
も
身
体
で
読
ん
で
い
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
 、
 神
へ
の
信
仰
 と
 ス
ピ
リ
 

チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
友
愛
的
な
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
 
る
 。
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な
る
理
念
型
や
抽
象
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
研
究
に
は
 
ジ
 ェ
 ン
ダ
ー
の
視
点
は
な
い
 
0
 「
日
本
に
お
け
る
土
着
型
キ
リ
ス
ト
 
教
 と
先
祖
の
問
題
」
 

宅
 宗
教
と
社
 ム
二
 別
冊
、
一
九
九
八
年
 -
 、
六
一
 ｜
セ
 九
頁
。
 

（
 
2
 ）
た
と
え
ば
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
 バ
 タ
ッ
ク
の
教
会
と
女
性
に
 

つ
い
て
は
拙
著
「
ア
ジ
ア
の
女
た
ち
と
宗
教
 

ヒ
 （
解
放
出
版
社
、
 一
九
九
七
年
一
、
一
四
 0
 

｜
 九
頁
。
戦
前
の
日
本
に
は
女
子
神
学
校
が
幾
つ
も
あ
っ
た
が
、
 

た
と
え
 ぼ
 大
江
真
 道
 
「
日
本
聖
公
会
 史
 」
（
同
志
社
大
学
人
文
 
科
学
研
究
所
編
「
 日
 

本
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
会
史
の
研
究
 ヒ
 我
丈
館
、
一
九
九
 セ
年
 ）
、
四
八
頁
参
照
。
 

（
 こ
 
n
 

拙
論
「
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
民
衆
宗
教
 ｜
 女性
 信
徒
の
接
点
を
み
る
」
谷
田
坂
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
 

編
 
「
近
代
 日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
 と
 

女
性
た
ち
ヒ
新
教
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
、
二
一
九
 

｜
 六
六
頁
 参
照
。
 

-
4
 一
 
ラ
イ
ラ
・
ア
ハ
メ
ド
「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
と
 
ジ
 ェ
 ン
ダ
ー
」
 
-
 
林
 正
雄
也
 訳
 、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
 0
0
0
 
年
 一
は
 、
結
婚
や
妾
と
し
 

て
 女
性
の
売
買
が
常
識
だ
っ
た
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
ハ
ー
レ
ム
に
つ
い
 
て
 、
上
流
階
級
の
家
族
は
娘
や
妹
を
守
り
よ
う
が
な
か
っ
た
が
、
 

キ
リ
ス
ト
教
社
会
 

で
は
女
性
に
独
身
の
自
由
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
扱
 いは
 認
め
ら
 れ
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
一
二
四
 ｜
 五
頁
。
 

-
5
@
 
 
イ
エ
ス
の
結
婚
、
キ
リ
ス
ト
教
女
性
像
の
シ
ン
ボ
ル
 とし
 て
の
 イ
ヴ
と
マ
リ
ア
の
解
釈
典
 は
 つ
い
て
は
以
下
の
書
を
参
照
。
 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 

ッ
 プ
ス
「
イ
エ
ス
は
結
婚
し
て
い
た
か
」
石
川
皇
陵
 訳 、
 コ
 ル
 ダ
 ン
社
 、
一
九
 セ
 四
年
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
「
イ
ヴ
ー
 そ の
 理
念
の
歴
史
」
 
小
 

池
 和
子
訳
、
 
勒
 草
書
房
、
一
九
八
 
セ
年
 。
 

-
6
@
 
 
「
 一
 テ
モ
テ
へ
の
手
紙
」
 
三
 ・
 ニ
 、
四
・
一
、
二
。
 

-
7
@
 
 
イ
ン
ド
憲
法
（
一
九
五
 
0
 年
 制
定
 -
 は
 不
可
 触
 制
を
廃
止
 
し
て
お
り
、
元
不
可
触
民
の
 ヒ
ン
ド
ゥ
 
は
「
指
定
力
ー
ス
ト
」
 
、
 キ
リ
ス
ト
教
徒
は
「
 ク
 

リ
ス
チ
ャ
ン
」
、
ム
ス
リ
ム
は
「
ム
ス
リ
ム
」
と
総
称
し
て
 

呼
は
 れ
る
か
ら
、
指
定
カ
ー
ス
ト
人
ロ
 と
 ダ
リ
ッ
ト
数
は
異
な
る
。
 

ク
 リ
ス
チ
ヤ
ン
 
と
ム
 

ス
リ
ム
 
-
 人
口
の
約
一
五
乙
の
数
え
方
で
、
ダ
リ
ッ
ト
人
口
は
 
二
億
か
ら
三
億
人
と
差
が
あ
る
。
 

-
8
 一
 
イ
ン
ド
に
は
英
語
を
含
む
一
九
の
公
用
語
が
あ
る
。
「
 女
の
 
カ
ー
ス
ト
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
優
れ
た
 
研
 究
 書
が
あ
る
。
下
コ
ざ
目
 

援
 ㏄
 幅
毛
 
p
O
 Ⅸ
 
き
ま
 Ⅰ
ざ
の
 桶
 こ
わ
 ギ
ぬ
め
 
も
 め
ふ
 
0
%
 
㏄
 ハ
 
㍉
 6
 
き
田
ぬ
 
べ
ぎ
 
巧
ま
せ
 
武
 ～
Ⅱ
 
き
も
ぎ
，
い
 
い
 に
年
 （
（
 
p
,
 
の
円
勾
日
由
 
，
Ⅰ
の
の
り
 

（
 
9
 一
 
教
会
内
で
の
「
カ
ー
ス
ト
・
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
」
と
多
数
派
 の 
「
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
・
ダ
リ
 
ツ
ト
 」
と
の
歴
史
的
な
敵
対
関
係
 や
 、
ダ
リ
ッ
ト
の
集
団
 改
 

宗
を
促
進
あ
る
い
は
抑
制
し
て
き
た
教
会
内
外
の
歴
史
に
つ
い
て
 
は
、
け
 
ま
の
三
ぃ
 
オ
ド
ヨ
，
め
 
～
 
ま
も
 
～
 
ぬ
 め
ぎ
 
竃
乙
ぎ
 s
a
 ぜ
馬
 泳
ぎ
さ
 
力
笘
ぬ
ハ
 
～
～
 

0
 お
の
 宝
も
 

 
 

の
ま
～
う
ご
 

心
 。
の
ら
 

き
ぎ
ぃ
 
～
・
ヨ
い
 
年
 Ⅱ
㏄
 

m
,
 

円
 す
の
の
 
す
コ
ひ
 
甘
い
 
再
 Ⅰ
 ヰ
の
 
Ⅱ
が
億
け
Ⅱ
の
の
 

o
n
 
は
目
 -
 邑
 葵
を
参
照
。
 

 
 
 
 

 
 

-
 四
 
拙
著
「
イ
ン
ド
・
不
可
触
民
の
女
た
ち
日
明
石
書
店
、
一
 

九
八
六
年
、
一
 
0
 
ニ
ー
 四
頁
。
 

-
 
Ⅱ
 -
 
円
目
お
す
 
S
 プ
づ
 ・
Ⅰ
。
 

ヂ
，
 下
の
 ユ
 （
五
年
の
 
0
 （
し
が
 
毛
 （
の
手
 ガ
 （
守
口
 
ド
 ア
の
 
0
 一
 
0
 ㏄
 ぜ
 @
 
コ
 片
オ
 
の
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 @
 
幅
オ
侍
 
0
 ト
づ
ア
 
の
 由
 Ⅹ
 づ
の
ユ
 
の
 臣
い
 
の
 0
 ト
し
 曲
 -
 
ざ
支
ト
 
。
 

 
 

㏄
 
目
オ
ヨ
 
片
田
の
由
 
侍
 
0
 の
の
Ⅰ
 
ぃ
ヨ
づ
 
0
 Ⅱ
の
の
 
0
-
-
 

幅
の
・
 
ト
 の
 0
q
.
 
つ
 ・
り
ト
 

，
 り
り
 



う
 -
 
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
の
 シ
 ヤ
ク
テ
ィ
信
仰
に
つ
い
て
は
、
 

拙
 著
 
「
ア
ジ
ア
の
女
た
ち
と
宗
教
 
ヒ
 -
 
前
出
 -
 七
六
 ｜
 八
六
頁
。
 

-
 ど
 
農
村
の
ダ
リ
ッ
ト
女
性
運
動
の
「
市
民
的
公
共
性
」
の
性
 格
は
 
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
公
共
性
 
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
㎜
 

ら
 」
 宅
 ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
 
学
 研
究
」
第
三
号
、
二
 
0
0
 
二
年
 -
 、
二
 五
｜
 四
三
頁
。
 

 
 

@
@
 
 ミ
ゾ
 の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
者
リ
ニ
・
ラ
ル
 

テ
 は
 、
 女
を
 姥
 め
て
「
川
の
カ
ニ
三
級
ロ
田
 
と
 同
一
視
し
て
き
た
か
つ
て
 の
ミ
ゾ
 社
会
に
ち
な
ん
 

倒
 

で
 
「
カ
ニ
の
神
学
」
を
唱
え
て
い
る
。
Ⅰ
 
巴
 Ⅰ
 
ぎ
 曲
ミ
ま
 %
 巴
豆
・
 "
 の
 （
が
ヴ
づ
す
の
 

0
-
0
 

㏄
 お
 下
の
上
ま
 ロ
ヒ
 
n
o
h
 ㌧
 曲
 （
ユ
 

%
R
 

ゴ
せ
 
・
の
 
仁
に
し
 
（
田
し
 の
的
Ⅰ
由
江
り
ま
 

0
 コ
簿
コ
倖
 

由
ヨ
 Ⅰ
 0
 毛
の
「
～
 

コ
の
耳
 0
 （
 ヲ
 （
 
@
N
o
 
ヨ
 「
 
0
 ヨ
 0
%
,
C
 
コ
つ
仁
ヴ
コ
 

の
 
ゴ
 生
し
・
 ま
 @
 
コ
し
 @
 
拐
の
Ⅰ
（
申
ま
 

0
 コ
 -
 の
り
 
ヨ
び
ユ
倖
 
的
の
 
-
 由
 っ
卸
ぃ
 
。
Ⅰ
 
p
-
 
し
 @
 
く
 @
 
コ
用
 
せ
の
り
 
す
 。
 o
-
-
 

ト
 の
の
の
 

@
@
 
 ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
 

一
 三
章
、
受
難
週
の
洗
足
木
曜
日
 

 
 

-
 
巧
 -
 
最
近
の
論
考
で
は
早
川
結
代
「
帝
国
意
識
の
生
成
と
展
 開
 １
日
本
基
督
教
婦
人
矯
風
会
の
場
合
」
 
-
 宮
坂
キ
リ
ス
ト
教
 セ
 ン
タ
ー
 編
 
「
女
性
キ
リ
 

ス
 卜
者
と
戦
争
 
ヒ
 行
路
 社
 、
二
 0
0
 
二
年
 -
 、
一
四
七
 ｜
 
一
九
 0
 頁
 、
倉
橋
克
人
目
か
ら
ゆ
き
目
と
婦
人
矯
風
会
 
二
 
@
 
 

九
 州
 の
 一
 地
域
女
性
史
 

の
 視
角
か
ら
」
 
ヨ
 キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
」
第
五
一
口
 
こ
、
 
一
｜
 六
二
頁
な
ど
が
あ
る
。
 

@
@
 
 キ
リ
ス
ト
教
女
性
セ
ン
タ
ー
と
「
安
生
神
学
塾
」
に
つ
い
 
て
は
、
 拙
編
 
「
日
本
の
文
化
と
宗
教
の
な
か
で
神
学
す
る
 

ヒ
シ
 リ
ー
ズ
 
一
 １
匹
、
キ
リ
ス
 

ト
 我
女
性
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六
、
九
八
、
二
 
0
0
0
 
、
 0
 
三
年
  
 

-
 
ト
 -
 
秋
山
綾
子
「
私
を
生
き
る
教
会
の
中
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
 

構
造
と
「
牧
師
夫
人
 巳
 
（
 
拙
編
 
「
信
仰
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
日
本
 の
 文
化
と
宗
教
の
な
か
で
 

神
学
す
る
 
ヒ
 前
出
口
、
二
 
0
0
 
三
年
七
月
予
定
㍉
 

-
 
リ
 @
 
 日
本
聖
公
会
沖
縄
教
区
総
務
部
、
一
九
八
七
年
、
一
頁
。
 

-
 ㏄
沖
縄
宣
教
研
究
協
議
会
「
祖
先
崇
拝
と
福
音
宣
教
」
協
議
 
会
報
告
書
、
二
 
0
0
 

一
年
十
二
月
。
 

@
@
 
 又
吉
京
子
「
沖
縄
の
女
性
た
ち
と
教
会
 ｜
 
祖
先
崇
拝
の
 
慣
習
の
中
で
」
 
宰
 第
十
二
回
在
日
・
 
日
 ・
 韓
 女
性
神
学
フ
ォ
 
上
 フ
ム
 」
報
告
集
、
二
 
0
0
 

三
年
 セ
月
 予
定
 -
 。
 

@
@
 
 沖
縄
バ
プ
テ
ス
ト
連
盟
婦
人
会
編
「
に
 ぬ
ふ
あ
星
王
 に 従
っ
た
女
性
た
ち
 ヒ
 
一
九
九
五
年
、
外
間
米
子
監
修
「
近
代
 

沖
縄
女
性
史
１
時
代
を
 

彩
っ
た
女
た
ち
」
琉
球
新
報
社
、
一
九
九
六
年
な
ど
。
 

-
 ど
 
拙
著
「
韓
国
の
巫
俗
信
仰
と
キ
リ
ス
ト
教
 ｜
 
あ
る
巫
女
 
の
 物
語
」
 
其
 出
会
い
 ヒ
 十
一
巻
三
号
、
一
九
九
四
年
 -
 。
 

@
-
 
島
袋
金
章
「
沖
縄
美
玖
教
会
」
 

-
 沖
縄
キ
リ
ス
ト
教
協
議
 ム
 ム
偏
「
沖
縄
キ
リ
ス
ト
教
史
料
八
一
九
七
二
年
 

-
 、
一
一
四
頁
。
 

元
 @
 
 イ
エ
ス
と
サ
マ
リ
ア
の
女
、
姦
通
の
女
、
シ
リ
ア
・
フ
ェ
 

二
キ
ア
 の
女
、
マ
ル
タ
 
と
 マ
リ
ア
の
物
語
な
ど
。
 

元
 @
 
 岡
谷
で
工
女
伝
道
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
教
会
の
元
工
女
 の 深
沢
 こ
 よ
し
の
自
立
的
な
信
仰
 心
は
 つ
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
 
調
 査
し
 、
当
時
の
日
本
の
教
 

金
史
と
あ
わ
せ
て
記
し
て
い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
論
「
 
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
民
衆
宗
教
」
前
出
、
二
二
三
頁
。
 



女性キリスト 教徒の性 と スピリチュアリテ ィ 

@
-
 

大
城
カ
メ
に
つ
い
て
は
、
大
城
美
奈
子
「
大
城
カ
メ
・
 土
 俗
 宗
教
と
の
闘
い
に
勝
利
し
た
信
徒
伝
道
者
」
 ヨ
に
ぬ
ふ
あ
星
 」
前
出
）
、
三
七
 
｜
 五
二
 

頁
 参
照
。
 

（
 
0
0
-
 
池
上
泉
 正
 
「
現
代
沖
縄
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
運
動
 
の
 受
容
基
盤
」
 宰
 宗
教
と
社
ム
三
別
冊
、
一
九
九
八
年
）
、
五
九
 
頁
 。
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ト
教
 絶
対
主
義
的
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
非
常
に
画
期
的
 

な
 パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
で
 

 
 

特
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
仏
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
 、
ユ
 ダ
 ヤ
 教
に
、
肯
定
的
な
価
値
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
 
述
 べ
ら
れ
、
霊
的
な
交
流
 

3
 

 
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
後
、
諸
 

宗
教
に
対
す
る
姿
勢
を
大
き
く
変
え
、
「
対
話
」
と
い
 

ぅ
 こ
と
ば
が
中
心
と
 

な
っ
た
。
「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
数
ム
 

ム
め
 
態
度
に
つ
い
て
の
 
官
喜
 
%
 
 
ヨ
 0
 
の
（
（
が
 

ト
 律
が
 
紺
 ）
に
 は
 、
す
べ
て
の
宗
教
、
   

木
村
晶
子
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 平
和
の
実
現
に
は
、
真
の
対
話
が
必
要
で
あ
る
 
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
状
況
に
お
い
て
は
、
ま
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
 の
間
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
 

に
 対
す
る
偏
見
や
誤
解
、
さ
ら
に
強
者
の
論
理
を
取
り
除
く
こ
と
 
が
 必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
対
話
は
い
ま
だ
キ
リ
ス
 
ト
教
 優
位
の
姿
勢
が
 

強
い
こ
と
を
反
省
し
、
相
互
に
聞
き
合
い
、
と
も
に
パ
ー
ト
ナ
ー
 
と
し
て
成
長
し
、
回
心
の
道
を
歩
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 そ
 し
て
、
単
に
理
論
的
 

な
 対
話
で
は
な
く
、
互
い
の
信
仰
生
活
に
お
け
る
霊
的
な
交
流
を
 
深
め
、
と
も
に
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
浸
透
さ
せ
て
 ゆ
く
こ
と
が
最
も
大
 

切
 で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
指
導
者
レ
ベ
ル
の
対
話
と
と
も
に
 
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
間
の
草
の
根
運
動
や
 
N
 G
O
 な
ど
に
よ
る
 民
 

衆
の
意
識
改
革
、
平
和
教
育
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
，
 

フ
な
 運
動
の
実
践
は
根
気
と
忍
耐
が
要
求
さ
れ
る
が
、
こ
の
プ
ロ
 セ
ス
 を
経
て
相
互
に
 

理
解
と
受
容
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 平
和
構
築
、
宗
教
間
対
話
、
相
互
回
心
、
生
 活
 レ
ベ
ル
の
交
流
、
草
の
根
運
動
 

は
じ
め
に
 

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
 教
 会
の
対
話
の
実
践
 



前 う な は ク の う 
に ム 求 ミ い り 地 ム フ 

、 教 め ン つ ス 域 教 ィ 

イ も て ダ 頃 チ に 徒 リ 

ス も フ ナ 始 ャ は の ピ 
う た イ オ ま ン キ 多 ン 
ふ ら り に っ と り く で 
は さ ピ は た の ス は は 

すれ でるに元で立教 ン " の 対ト南 2 カ " 
に 結 も 々 あ が 徒 ン ト 

フ 果 や 、 ろ 激 も ダ リ 

イ と っ ル う し 八 々 ッ 

リ な て で か い り オ ク 
ピ つ 来 ド 、 地 変 島 教 
ン た る と そ 域 じ に 徒 
の 。 よ い の と っ 集 が 
島 つ う わ 歴 な て 中 人 
々 ま に れ 史 っ 居 し 口 

、 り な る に て 住 て の 
持 、 り 矢 目 き し お 約 
に ス 、 住 を た て り 八 

スイミ " ぺ 両氏向のい 族 けでた約九 " ニ 

圭 机 も あ 
と 奉 上 ア し っ 
な 稿 の ジ か た 

っ で 理 ア し 。 
  て は 論 や 、 

い   に そ 対 
そ る フ す の 話   
オ あ の で で て 
た る 力 あ テ か 

@ 木 目 ・   次 な 
の て の い ろ 

で ぅ 

い と 平和へ ゆきた歴史 る し 

い の と て   
農 一 々 ん た 。 に 万 め 
や 五 オ で い で 、 人 て 
ミ ニ の い 。 は 南 が お 

シ ー 地 た 

ダ 年 域   なンイト 「 り、 
ナ に に 十 ぜ ダ ス ィ 

オ フ 佳 世 こ テ ラ ス 

島 ィ み 紀 の オ ム ラ 
な り 春 頃 よ は 白 ム 
ど ピ く に ラ フ 治 教 
に ン も な な ィ 区 徒 
居 を の る 
住 発 も と は五 」を対立 リピ 

し 具 現   が ン 形 拷 
て し れ ア ミ の 成 で 
い た た う ン な し る 
た と 。 フ 。 タ     か て る 
0 発 そ の ナ で い 。 

で 表 れ 商 
あ す と 人 オ量るこ にも 。 の 
る る 回 た 多 イ し 五 

。 は 時 ち く ス か 拷 
こ ろ に が 、 う し の 
ぅ か イ 交 そ ム 、 イ 
し 以 ス 易 れ と こ ス 

取 い い 
り う る 

組 現 に 
み 状 も 

を で 拘 
毛 叩旦 、 i あ ら 
し 8 ず 
て 

対 対 
対 諸 諸 

話 の は 
が 美 美 
可 
ム 日し ヒ 
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あ 能 

の る の 
か い よ 

は う 

ま 対 に 
た 話 は 
そ @ こ 居 、 

の ょ わ 
円 目Ⅱ 咀 る れ 
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フィリピンに おけ る カトリック教会の 対話の実践 

っ
 た
の
で
あ
る
。
 

5
 

る
 方
針
を
決
め
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
は
 、
こ
の
よ
う
な
政
府
の
扱
い
に
ま
す
ま
す
不
満
を
募
ら
 
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
 い
 

0
 

 
 

て
 、
十
五
世
紀
半
ば
に
は
、
ス
ル
タ
ン
、
シ
ャ
リ
 
ブ
 。
 
ウ
ル
ー
 ハ
 シ
ム
が
「
ス
ル
王
国
」
を
、
十
六
世
紀
初
頭
 
に
は
、
 シ
 セ
リ
フ
ー
ム
ハ
 

マ
ド
 ，
カ
プ
ン
グ
ス
ワ
ン
が
「
 マ
ギ
 ン
ダ
ナ
ウ
王
国
」
を
 建
国
し
た
。
後
に
 フ
ァ
サ
 ン
と
そ
の
他
四
つ
の
連
合
 国
な
ど
い
く
つ
か
の
 小
 

国
が
形
成
さ
れ
、
 南
 ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
地
域
は
イ
ス
ラ
ム
 0
 人
々
に
よ
る
統
制
の
と
れ
た
ひ
と
つ
の
国
と
な
っ
て
 
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 

時
代
に
は
、
先
住
民
族
の
 か
て
ド
と
 十
三
の
バ
ン
グ
サ
 モ
ロ
 族
 
（
イ
ス
ラ
ム
）
が
平
和
 裡
に
 共
存
し
て
き
た
の
 で
あ
る
。
し
か
し
、
 そ
 

の
後
、
ス
ペ
イ
ン
の
侵
入
二
五
六
五
 
｜
 一
八
九
あ
に
 よ
 り
 、
大
勢
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
各
地
に
 
点
在
す
る
よ
う
に
な
っ
 

た
 。
ス
ペ
イ
ン
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
体
を
キ
リ
ス
ト
教
に
 改
宗
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
イ
ス
ラ
ム
と
の
対
立
 
が
 始
ま
っ
て
し
ま
っ
た
 

の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
は
独
立
を
守
ろ
う
と
 軍
 を
 組
織
し
、
あ
く
ま
で
も
ス
ペ
イ
ン
に
抵
抗
し
続
け
た
 
が
 、
十
九
世
紀
中
頃
、
 

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ル
ソ
ン
 や
 ビ
サ
ヤ
か
ら
移
住
し
、
 キ
 リ
ス
ト
教
徒
は
ま
す
ま
す
大
多
数
と
な
っ
て
い
っ
た
。
 
ス
ペ
イ
ン
は
イ
ス
ラ
ム
 

教
徒
を
支
配
し
、
改
宗
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
 
が
 、
経
済
封
鎖
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
 
人
々
に
大
き
な
打
撃
を
 

与
え
、
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
は
ま
す
ま
す
辺
境
に
追
い
や
 
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
 徒
 と
の
間
の
溝
は
深
ま
 

る
 一
万
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
強
 い
 偏
見
や
憎
 悪
 が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 
現
 在
の
対
立
の
原
因
は
こ
 

の
時
代
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
 
の
 統
治
下
一
一
八
九
八
 ｜
 一
九
四
六
 
-
 に
な
っ
て
も
、
 イ
 ス
ラ
ム
に
対
す
る
偏
見
 

一
 
2
-
 

や
 差
別
は
変
わ
ら
ず
、
対
立
は
続
い
て
き
た
の
で
あ
る
 
 
 

一
九
四
五
年
、
独
立
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
な
っ
 た
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府
は
民
族
の
違
い
や
生
活
様
式
 
の
 違
い
を
考
慮
に
 入
 

れ
ず
、
ま
た
、
植
民
地
時
代
の
偏
見
を
取
り
除
か
な
い
 
ま
ま
、
イ
ス
ラ
ム
を
「
犯
罪
集
団
」
、
「
ゲ
リ
ラ
集
団
」
 で
あ
る
と
し
て
一
掃
す
 

  

  



一
九
 セ
 0
 年
代
初
頭
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
少
数
民
で
あ
る
 
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
イ
ス
ラ
ム
 回
 、
「
バ
ン
グ
 ザ
 モ
ロ
 」
の
独
立
を
目
指
し
 

て
 活
動
を
開
始
し
た
。
こ
の
活
動
は
主
に
 
、
南
ラ
チ
 オ
 、
北
ラ
チ
 オ
、
マ
グ
 イ
 ン
ダ
ナ
オ
、
そ
し
て
島
の
中
、
 心
 部
で
あ
る
 北
コ
タ
バ
 

ト
、
南
コ
タ
 バ
ト
、
ス
ル
タ
ン
・
 ク
ダ
ラ
ト
 な
ど
の
 境
 赤
地
域
で
起
こ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
 
ド
 ・
マ
ル
コ
ス
政
権
は
 

軍
隊
を
送
り
、
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
。
 

一
九
七
六
年
十
二
月
二
十
三
日
に
執
り
行
わ
れ
た
、
 ト
 リ
 ポ
リ
協
定
に
よ
っ
て
、
一
部
の
自
治
が
認
め
ら
れ
た
 
が
 、
一
九
 セ
 八
年
以
 

降
 、
再
び
戦
闘
が
開
始
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
 
、
イ
ス
ラ
ム
戦
線
も
足
並
み
が
揃
わ
ず
、
最
初
に
結
成
 
さ
れ
た
モ
ロ
民
族
解
放
 

戦
線
（
 M
N
L
F
 
 
目
 o
q
o
Z
 
緊
ざ
コ
 
止
ま
 汀
ぷ
已
 0
 コ
 Ⅱ
 q
o
 
コ
 （
）
と
、
そ
こ
か
ら
分
か
れ
た
一
層
過
激
な
グ
ル
ー
 プ
 、
モ
ロ
イ
ス
ラ
ム
 解
 

故
戦
線
（
 M
I
L
F
 
 
目
目
 0
 打
豆
 ヨ
げ
 二
 %
 母
ま
 0
 コ
 甲
 0
 邑
 
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

こ
の
後
、
何
年
も
の
間
ゲ
リ
ラ
戦
が
続
き
、
一
九
八
九
 午
 、
コ
ラ
ソ
ン
・
ア
ク
 イ
ソ
 政
権
は
十
三
州
に
自
治
権
 を
 認
め
た
が
、
そ
れ
 

に
 ム
ロ
 
意
 し
た
の
は
こ
の
う
ち
わ
ず
か
四
川
（
マ
グ
イ
ン
 

 
 

あ
っ
た
。
一
九
九
六
年
 

九
月
、
 M
N
L
F
 
は
「
 南
 フ
ィ
リ
ピ
ン
和
平
開
発
協
議
 会
 」
設
立
を
認
め
、
和
平
合
意
書
に
正
式
調
印
を
し
、
 
ラ
モ
ス
政
権
の
提
案
に
 

従
っ
て
 、
 四
つ
の
自
治
州
を
含
む
「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
イ
ス
 
ラ
ム
自
治
区
」
に
合
意
し
た
。
こ
の
と
き
、
多
く
の
 民
 兵
は
政
府
軍
や
警
察
に
 

転
向
し
、
リ
ー
ダ
ー
の
 ヌ
ル
 ・
ミ
ス
ア
リ
が
自
治
区
の
 代
表
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
一
万
五
千
人
か
ら
な
る
 
M
 I
L
F
 
は
こ
の
協
定
を
 

不
服
と
し
て
、
新
た
な
武
装
集
団
「
 ム
ジ
 ヤ
ヒ
デ
ィ
ン
 」
を
結
成
し
、
ゲ
リ
ラ
戦
を
強
化
し
て
、
新
た
な
テ
ロ
 
活
動
へ
と
入
っ
て
し
ま
 

っ
た
 。
こ
う
し
て
ま
た
、
多
く
の
市
民
や
宣
教
師
た
ち
 
を
も
含
む
、
虐
殺
や
誘
拐
が
相
次
ぐ
結
果
と
な
っ
て
し
 
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 二
 

O
0
0
 年
セ
月
、
エ
 ス
ト
ラ
ー
ダ
大
統
領
は
、
 M
I
L
 F
 に
対
し
て
、
政
府
軍
を
送
り
、
弾
圧
を
行
っ
た
が
、
 
そ
の
た
め
、
新
た
に
 三
 

千
万
人
の
難
民
を
生
む
こ
と
と
な
つ
こ
。
 

キ
八
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  ピン におけるカトリック 教会の対話の 実践 

側
に
も
兵
士
の
み
な
ら
ず
、
多
数
の
教
会
関
係
者
や
民
 

家
 が
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
 
に
お
け
る
衝
突
に
よ
っ
 

て
 、
イ
ン
フ
ラ
は
破
壊
さ
れ
、
経
済
が
麻
 
陣
 し
、
ま
す
 ま
す
貧
困
状
態
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
貧
困
 

0
 度
合
い
が
増
す
と
 
平
 

107   
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一
 
@
 一
 

和
や
発
展
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行
を
難
し
く
 
す
る
と
い
う
よ
う
な
悪
循
環
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
苦
し
い
状
況
の
中
で
も
全
く
 
希
 望
 が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ロ
に
つ
い
て
は
大
き
く
 
報
じ
ら
れ
る
が
、
 民
 

間
の
小
さ
な
活
動
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
情
報
が
知
ら
 
さ
れ
な
い
た
め
、
平
和
へ
の
歩
み
は
皆
無
で
あ
る
か
の
 
よ
う
 に
思
わ
れ
が
ち
で
 

あ
る
が
、
実
際
に
は
か
な
り
以
前
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
 
徒
 ・
イ
ス
ラ
ム
教
徒
双
方
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
努
力
 が
 払
わ
れ
、
近
年
少
し
 

ず
つ
そ
の
努
力
が
実
を
結
ん
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
努
力
は
宗
教
指
導
者
間
で
行
わ
れ
て
い
た
り
、
 信
 徒
 間
で
あ
っ
た
り
、
 N
 

G
O
 で
あ
っ
た
り
と
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
な
さ
れ
て
い
る
 が
、
 次
に
具
体
的
に
そ
の
歩
み
を
み
て
み
た
 

1
 
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
司
教
団
と
イ
ス
ラ
ム
指
導
者
と
 
の
 対
話
 

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
宗
教
間
対
話
は
一
九
 
セ
 0
 年
代
 か
ら
始
ま
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
 
、
 マ
ラ
ウ
ィ
 や
コ
タ
バ
 

ト
 、
ジ
ョ
 ロ
 の
イ
ス
ラ
ム
の
指
導
者
た
ち
が
そ
の
努
力
 な
し
て
き
た
。
一
九
九
二
 ｜
 一
九
九
三
年
に
か
け
て
は
 、
平
和
推
進
会
議
が
開
 

か
れ
、
対
立
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
宗
教
者
 
た
 ち
が
招
集
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ミ
ン
ダ
 
チ
 オ
の
難
し
い
事
態
を
 

打
開
す
る
た
め
に
は
さ
ら
に
徹
底
し
た
話
し
合
い
と
 
実
 践
が
 必
要
と
み
て
、
一
九
九
六
年
 セ
月
 、
五
人
の
司
教
 と
 十
人
の
 ウ
 ラ
マ
（
 イ
 

ス
ラ
ム
指
導
者
）
が
ア
テ
ネ
オ
・
 デ
 ・
マ
ニ
ラ
大
学
に
 集
ま
り
、
平
和
構
築
の
た
め
の
話
し
合
い
な
始
め
た
。
 
こ
れ
が
「
司
教
・
イ
ス
 

ラ
ム
指
導
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
（
 B
U
F
 
 四
 %
0
 毬
 ・
 
C
 鼠
 五
 %
 屯
 0
q
 
日
 こ
の
開
催
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
 

フ
 オ
ー
ラ
ム
は
王
と
し
て
衝
突
の
起
き
や
す
い
地
域
で
 開
催
さ
れ
、
第
一
回
は
、
一
九
九
六
年
十
一
月
二
十
九
 
日
 セ
プ
市
に
て
行
わ
 

れ
た
。
一
九
九
七
年
に
は
、
 ダ
バ
 オ
面
、
マ
ラ
ウ
イ
 市
 、
カ
 ガ
ヤ
ン
・
 デ
 ・
オ
ロ
 市
 、
ザ
ン
ボ
ア
ン
ガ
市
に
お
 い
 て
開
催
さ
れ
、
一
九
 

九
八
年
も
、
サ
ン
ト
ス
 市
 、
イ
リ
ガ
ン
 市
、
パ
 ガ
デ
ィ
 ア
ン
市
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
毎
 缶
一
 一
｜
 
四
回
ず
っ
定
期
的
に
 

続
け
ら
れ
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
。
 B
U
F
 
の
 ノ
 ン
 バ
ー
は
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
団
と
 イ
ス
 ラ
ム
指
導
者
、
そ
し
て
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@ ン におけ   教会の対話の 実践 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
合
同
委
員
会
で
あ
る
。
こ
の
フ
ォ
ー
 
ラ
ム
の
目
的
は
、
「
唯
一
の
神
の
信
仰
、
共
通
の
起
源
 に
 基
づ
い
て
、
相
互
の
 

宗
教
的
伝
統
を
尊
重
し
、
霊
的
な
レ
ベ
ル
で
平
和
を
目
 
指
す
」
こ
と
で
あ
る
。
政
府
と
モ
ロ
解
放
 
車
 と
の
 間
 で
は
、
政
治
的
・
社
会
 

的
 ・
経
済
的
開
発
の
面
で
の
協
定
を
結
ぶ
が
、
こ
れ
は
 結
局
一
時
し
の
ぎ
に
す
ぎ
ず
、
根
本
的
な
解
決
に
は
な
 
っ
て
い
か
な
い
。
そ
こ
 

-
9
 
一
 

で
、
 

B
U
F
 

は
政
府
と
 

M
I
L
F
 

の
双
方
に
働
き
か
け
 

る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
失
敗
し
て
き
た
多
く
の
見
え
 
な
い
部
分
、
特
に
 、
霊
 

的
 ・
文
化
的
な
面
を
土
台
と
し
て
、
平
和
を
構
築
す
る
 こ
と
に
力
を
入
れ
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
つ
ま
り
、
 文
 化
 的
対
話
を
通
し
て
 平
 

和
を
推
進
し
、
共
通
の
関
心
事
に
つ
い
て
、
対
話
を
行
 
う
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
 B
U
F
 

の
メ
ン
バ
ー
は
 

、
 各
地
域
ご
と
に
対
話
 集
 

会
を
開
き
、
一
般
民
衆
の
団
結
と
平
和
促
進
を
支
援
す
 
る
こ
と
に
努
め
た
。
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
 
ム
 教
徒
が
双
方
と
も
 偏
 

見
を
取
り
除
く
た
め
の
教
育
が
必
要
不
可
欠
と
考
え
、
 
平
和
セ
ン
タ
ー
や
学
校
で
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
の
平
和
 
構
 築
の
 ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
 

を
 開
い
た
り
、
平
和
教
育
を
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
 加
え
る
よ
う
、
 N
G
O
 

と
と
も
に
指
導
し
て
き
た
。
 

こ
 の
よ
う
な
活
動
は
 、
、
、
ト
 

ン
ダ
ナ
オ
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
そ
し
 て
 先
住
民
族
間
の
相
互
理
解
や
和
解
を
促
が
す
上
で
、
 
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
 

た
 。
そ
の
後
、
ラ
モ
ス
大
統
領
も
こ
の
会
議
の
意
図
に
 
賛
同
し
、
政
治
的
協
定
の
み
で
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
 
認
め
、
こ
の
動
き
は
、
 

エ
 ス
ト
ラ
ー
ダ
大
統
領
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
現
在
、
 イ
ス
ラ
ム
問
題
の
オ
フ
ィ
ス
は
大
統
領
の
オ
フ
ィ
ス
に
 
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
 そ
 

こ
か
ら
基
金
を
受
け
て
い
る
。
主
に
イ
ス
ラ
ム
の
儀
式
 
の
 奨
励
 や
 、
メ
ッ
カ
巡
礼
へ
の
援
助
な
ど
が
な
さ
れ
て
 
い
る
。
ま
た
、
ミ
ン
ダ
 

チ
 オ
の
経
済
発
展
に
貢
献
し
た
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
 
と
協
 力
し
 、
平
和
を
構
築
す
る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
る
。
 

さ
ら
に
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
で
は
州
や
市
が
ス
ポ
ン
サ
ー
 
と
 な
っ
て
、
「
平
和
と
開
発
サ
ミ
ッ
ト
」
も
開
か
れ
る
よ
 う
に
な
っ
た
。
こ
の
 

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
、
モ
ロ
の
独
立
に
固
執
す
る
 
こ
と
を
止
め
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
土
 ハ
 
存
し
て
ゆ
く
方
法
を
見
 

出
す
よ
 う
 に
働
き
か
け
て
い
る
。
確
か
に
、
ス
ル
・
 タ
 ウ
ィ
・
タ
ウ
ィ
 や
 バ
シ
ラ
ン
や
パ
ラ
ワ
ン
の
島
々
は
 、
 歴
史
的
に
バ
ン
グ
サ
 モ
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に
よ
っ
て
、
霊
的
レ
ベ
ル
で
交
わ
る
こ
と
を
強
調
す
る
 。
そ
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
カ
ト
リ
 
ッ
ク
 も
 、
 神
が
命
を
与
 

え
、
 命
は
神
聖
な
も
の
で
あ
り
、
「
殺
し
て
は
な
ら
な
 い
 」
と
い
う
神
の
捉
に
お
い
て
は
共
通
で
あ
り
、
こ
の
 
原
点
に
立
ち
戻
る
よ
う
 

に
 促
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
 B
U
F
 

の
指
導
の
も
と
 

、
 人
々
は
と
も
に
 祈
薦
 集
会
を
も
ち
、
相
互
の
信
頼
関
 係
を
固
め
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
、
偏
見
や
憎
し
み
、
間
違
っ
た
プ
ラ
イ
ド
か
ら
 次
 第
 に
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
 

特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
側
の
誤
解
や
思
い
込
み
を
正
す
 
こ
と
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。
大
多
数
の
ク
リ
ス
チ
ャ
 
ン
は
、
 「
イ
ス
ラ
ム
」
 

0
 本
当
の
意
味
を
知
ら
ず
、
「
 ア
プ
 ・
 サ
ヤ
フ
 」
と
い
，
 
つ
 と
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
を
指
す
と
い
う
短
絡
的
解
釈
に
 
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

ま
た
、
モ
ロ
解
放
戦
線
と
い
う
の
は
、
 M
N
L
F
 や
 M
 I
L
F
 

の
み
で
あ
っ
て
 

、
 「
 ア
プ
 ・
 サ
ヤ
フ
 」
は
別
の
 グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
 テ
 

ブ
 ・
 サ
ヤ
フ
 」
の
メ
ン
バ
Ⅰ
あ
る
い
は
支
持
者
で
あ
 

プ
は
 イ
ス
ラ
ム
教
徒
か
ら
も
、
「
非
イ
ス
ラ
ム
」
と
み
 

ロ
 組
織
で
あ
る
が
、
そ
の
区
別
も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
 な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
の
イ
ス
ラ
ム
が
 

る
と
み
な
す
の
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
が
、
多
く
の
 
キ
 

。
実
際
、
「
ア
ブ
・
 サ
ヤ
フ
 」
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
は
 
舌
口
え
ず
、
Ⅰ
し
の
グ
ル
ー
 

モ
ロ
解
放
戦
線
や
「
 ア
 

リ
ス
ト
教
徒
は
こ
の
点
 

に
 気
付
い
て
い
な
い
。
事
実
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
イ
ス
ラ
 
ム
は
 M
I
L
F
 

や
「
ア
ブ
・
 

サ
ヤ
フ
 」
の
メ
ン
バ
ー
で
 は
な
く
、
む
し
ろ
、
 こ
 

の
 武
装
集
団
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
 
、
こ
の
よ
う
な
誤
り
に
も
拘
ら
ず
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
 
善
 で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
 

は
 悪
で
あ
る
と
い
う
構
図
が
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
 
い
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
判
断
に
基
づ
い
て
報
道
し
 
た
り
、
伝
達
す
る
こ
と
 

ほ
 不
当
で
あ
り
、
大
変
危
険
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
 
お
い
て
大
多
数
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
こ
の
よ
う
な
偏
見
 
や
 誤
解
を
も
っ
て
い
る
 

 
 
 
 

ま
た
、
 
B
U
F
 

は
霊
的
な
面
で
の
対
話
の
必
要
性
を
訴
 え
 、
コ
ー
ラ
ン
と
聖
書
を
互
い
の
大
切
な
た
ま
も
の
と
 
し
て
認
め
 合
 う
こ
と
 
儀
 

生 口 

活 の 
の 上 
両 地 
で で 
木目 あ 
互 つ 

に た 
協 が カ 
し 現 
て 実 
の に 
き は   
止 ノ 生 ヘ キ り 

で ス 
き ト 

る 教 
地 徒 
域 や 
を 先 
雁 ィ 主 

市 民 
し 族 
て な 
ゆ ど 
< も 

こ ィ王 

と ん 
が で 
量 が 

も る 望 
ま そ 
し れ 
い の 
万 え 向 
で 見 

あ 弟 
ろ ，性 

  
し 

進 
め 
て 

実 

110 



る リ シ お @ ナ カトリック教会の 対話の実践 

  
ク さ 

司 ら 

教 に 団 
0 回 
意 年 
向 丘 
と 月 
し セ 
て 日 故 に 
府 は と 
M コ 

Ⅰ タ 
L バ 

F ト 

に 教 

宛 区 
て の 
て 大 
書 司 
簡 裁 
を オ 
送 l 
り - フ 
  ン 

木ロ ド 

平   

と ク 

す ェ 

ベ ヴ 
て ェ   
民 が 
族 代 
0 表 
土 ノ t..  Ⅰ と 

存 な 
な っ 

強 て   
訴 フ 

" え イ 

て リ 

い ピ 

る ン カ 
  
  

Ill 

-
 
Ⅱ
 一
 

と
 訴
え
て
い
る
。
 

  

と
す
れ
ば
、
当
然
対
立
の
原
因
と
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
 
徒
 は
ま
す
ま
す
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
感
情
を
強
め
て
ゆ
く
 
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
 

 
 

え
 、
司
教
団
は
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
意
識
改
革
を
 先
に
推
し
進
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

2
 
 ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
司
教
・
司
祭
の
積
極
的
行
動
 

B
U
F
 

の
活
動
と
は
別
に
、
対
立
の
最
も
多
い
ミ
ン
ダ
 

ナ
オ
地
区
の
司
教
・
司
祭
 団
は
 、
政
府
と
 

M
I
L
F
 

と
 0
 戦
闘
行
為
を
阻
止
 

す
る
た
め
、
積
極
的
に
両
者
間
に
介
入
し
、
和
平
へ
と
 導
こ
う
と
多
大
な
努
力
を
払
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
 
二
 0
0
0
 年
 四
月
、
復
 

活
 祭
に
際
し
、
ザ
ン
バ
ス
リ
 
一
 
ザ
ン
ボ
ア
ン
ガ
・
バ
シ
 ラ
ン
・
ス
ル
・
 イ
 ピ
ル
の
ム
ロ
同
教
区
）
の
大
司
教
と
司
 
教
団
に
よ
っ
て
公
布
さ
 

れ
た
書
簡
に
は
そ
の
熱
意
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
司
教
 団
は
 、
「
平
和
は
神
か
ら
来
る
」
と
い
う
宗
教
の
原
点
 に
 立
ち
返
る
よ
う
求
め
、
 

「
私
た
ち
は
 皆
 、
神
の
子
で
あ
り
、
ア
ラ
ー
の
民
で
す
。
 私
た
ち
は
イ
ス
ラ
ム
も
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
も
 、
か
て
ド
 も
み
な
平
和
の
た
め
に
 

祈
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
」
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
 そ
し
て
、
互
い
に
兄
弟
姉
妹
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
 
、
対
話
を
通
し
て
、
 相
 

互
 理
解
、
謙
遜
、
正
義
、
共
感
、
和
解
と
愛
を
持
つ
こ
 
と
 、
す
べ
て
の
排
他
主
義
や
排
斥
を
や
め
る
よ
う
に
と
 
呼
び
か
け
て
い
る
。
 さ
 

ら
に
、
政
府
に
対
し
て
は
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
 
て
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
に
立
ち
向
か
い
、
国
民
を
貧
困
か
ら
 救
う
た
め
に
、
生
活
 向
 

上
 の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
奨
励
す
る
よ
う
に
促
し
 、
警
察
や
軍
隊
に
対
し
て
は
、
法
を
遵
守
 
し
 、
人
間
の
 権
利
を
尊
重
し
、
犯
罪
 

を
 阻
止
す
る
職
務
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
に
と
進
言
し
て
 
い
る
。
ま
た
、
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
に
対
し
て
も
、
「
 わ
 れ
わ
れ
と
同
様
に
神
の
 

子
 ・
ア
ラ
ー
の
民
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
呼
び
か
 け
 、
こ
れ
以
上
兄
弟
・
姉
妹
に
悲
し
み
や
痛
み
を
与
え
 
る
の
を
や
め
る
よ
う
に
 



こ
の
よ
う
に
司
教
団
は
、
戦
闘
行
為
は
け
っ
し
て
解
決
 

に
な
ら
な
い
こ
と
、
一
般
民
衆
の
犠
牲
が
大
き
く
人
権
 

が
 著
し
く
侵
さ
 

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
武
力
抗
争
は
ミ
ン
ダ
ナ
オ
全
体
 

の
 経
済
や
生
活
の
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
こ
と
を
、
強
く
 

訴
 え
て
い
る
。
ま
た
 

静
 に
対
処
す
る
事
を
勧
め
、
し
ば
し
ば
平
和
委
員
会
か
 

ら
 提
案
さ
れ
た
こ
と
ば
に
対
す
る
誤
解
が
生
じ
て
い
る
 

点
を
指
摘
し
て
い
 

さ
ら
に
、
第
三
考
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
平
和
 

構
 築
の
過
程
を
見
守
る
こ
と
の
必
要
性
も
挙
げ
て
い
る
。
 

こ
う
し
て
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
司
教
団
は
と
き
に
は
生
ム
 

叩
の
危
険
も
感
じ
な
が
ら
も
、
平
和
へ
の
願
い
を
訴
え
 

続
け
て
い
る
の
 

る
 。
 

れ
て
 

、
冷
 

る
 。
 

で
あ
 

4
 
 難
民
が
安
全
に
仕
事
に
就
き
、
村
を
再
建
で
き
る
 
よ
う
 に
す
る
 

 
 

5
 
 誤
解
や
危
険
を
な
く
す
た
め
に
、
パ
ト
ロ
ー
ル
を
 し
た
り
、
お
互
い
に
身
の
安
全
を
は
か
る
こ
と
を
合
意
 す
る
。
 

ま
た
、
五
月
二
十
五
日
に
は
、
次
の
よ
う
な
同
司
教
の
 
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

平
和
に
つ
い
て
話
す
と
き
、
次
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
  
 

正
対
話
の
 力
 を
信
じ
る
こ
と
。
 

2
 
 何
よ
り
も
ま
ず
、
普
通
の
生
活
が
で
き
る
状
態
に
 
す
る
こ
と
。
 

3
 
 耐
え
忍
ぶ
こ
と
。
苛
立
ち
や
憤
り
は
あ
っ
て
も
、
 
互
い
に
忍
耐
強
く
状
況
を
解
決
す
る
 

さ
ら
に
、
次
の
平
和
協
定
の
た
め
の
五
項
目
を
提
唱
し
 
て
い
る
。
 

1
 
 停
戦
の
日
を
設
定
し
、
武
器
を
持
た
ず
に
話
し
合
 
ぃ
 が
で
き
る
 よ
う
 に
す
る
。
 

2
 
 す
べ
て
の
高
速
道
路
を
通
れ
る
よ
 う
 に
し
、
安
全
 を
 約
束
す
る
こ
と
。
 

3
 
 難
民
が
安
全
に
元
の
家
に
戻
れ
る
 よ
う
 に
、
あ
る
 特
定
の
日
を
設
定
す
る
こ
と
。
 

    

と 

  



ロ
ベ
ル
ト
神
父
が
 コ
タ
バ
ト
 州
の
 ピ
 キ
ト
に
赴
任
し
た
 こ
ろ
、
状
況
は
大
変
不
安
定
で
あ
り
、
平
和
の
た
め
に
 
活
動
し
て
き
た
 B
C
 

C
 
 （
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
基
礎
共
同
俺
の
メ
ン
バ
ー
が
 
殺
 さ
れ
た
り
、
一
九
九
七
年
二
月
四
日
に
は
、
十
九
年
間
 
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
と
も
 

に
 働
い
て
き
た
 べ
ン
 
・
 ド
 
，
イ
エ
ズ
ス
司
教
が
殺
害
さ
 れ
る
と
い
う
大
事
件
も
起
き
た
。
ま
た
、
再
び
、
政
府
 
軍
と
 M
I
L
F
 

と
の
 間
 

に
 戦
闘
が
起
き
、
一
万
五
千
人
の
市
民
一
そ
の
多
く
は
 
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
女
性
た
ち
、
子
ど
も
た
ち
や
老
人
で
 
あ
る
）
が
避
難
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
 
三
月
、
ま
た
戦
争
が
勃
発
し
、
四
万
一
千
人
が
難
民
と
 
な
り
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
 

他
の
地
域
で
も
、
 

セ
千
 万
人
が
避
難
し
た
。
 

ピ
 キ
ト
で
 は
約
百
名
が
死
亡
し
、
 

八
 0
0
 
戸
の
家
が
崩
壊
し
て
し
 ま
っ
た
。
丁
度
こ
の
と
 

践
 

嗅
 

き
、
政
府
と
 M
I
I
l
F
 と
の
間
で
和
平
交
渉
が
行
 
わ
れ
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
 
ょ
 う
な
 事
 態
は
大
き
な
つ
ま
ず
き
と
な
 

話
 

破
り
、
多
く
の
人
々
が
平
和
の
実
現
に
自
信
を
な
く
 して
し
ま
っ
た
。
 

ム
 
ム
 

教
 

し
か
し
、
ロ
ベ
ル
ト
神
父
は
最
悪
と
思
わ
れ
る
状
況
の
 中
か
ら
、
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
ラ
ジ
オ
で
戦
闘
を
中
 
止
す
る
よ
う
訴
え
た
 

 
 

リ
り
 、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
分
け
隔
 
て
な
く
、
難
民
の
救
済
を
始
め
た
。
ロ
ベ
ル
ト
神
父
 自
 身
も
最
初
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
 

 
 

幼
 

徒
を
助
け
る
こ
と
に
 跨
曙
 が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
 

教
区
の
信
徒
の
理
解
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
で
い
た
 
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ン
ダ
ナ
オ
 

 
 
 
 

お
 

で
は
、
「
平
和
を
指
示
す
る
」
と
い
う
と
、
「
敵
に
 

属
す
る
人
」
と
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 
そ
の
人
は
イ
ス
ラ
ム
支
持
な
 

 
 

 
 

ピ
 

い
し
は
、
 M
I
L
F
 

支
持
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
の
 で
あ
る
。
ロ
ベ
ル
ト
神
父
自
身
も
 、
 ，
 q
q
.
 

り
の
ま
・
 

0
 ま
 Ⅰ
 
「
 F
,
,
 
と
 呼
ば
れ
る
よ
 う
 に
 な
 

 
 

っ
て
し
ま
つ
こ
。
 

-
4
 

一
十
八
 

l
 
 キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
「
平
和
 を
 望
み
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
れ
ば
「
は
い
」
と
答
え
、
 
「
戦
争
を
望
み
ま
す
か
」
と
   

 
 

文
一
 O
M
@
 

が
、
ア
ジ
ア
司
教
会
議
の
席
で
発
表
し
 た
も
の
で
あ
る
。
 

3
 
 コ
タ
バ
ト
 教
区
の
実
践
 

次
に
 、
コ
タ
バ
ト
 教
区
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
平
和
 構
築
の
実
践
 例
 を
み
て
み
た
い
。
こ
の
報
告
は
、
ロ
ベ
 
ル
ト
，
レ
イ
ソ
ン
 神
 



く ノ ア 文 教 リ の こ 対 神 い の 

支
持
者
の
な
か
に
は
神
父
や
修
道
者
も
含
ま
れ
て
い
る
 
と
い
う
悲
し
い
現
実
も
あ
る
。
「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
死
 ん
で
も
、
半
分
く
ら
 

一
仏
 
一
 

し
か
同
情
し
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
死
ね
ば
、
 
一
 0
0
 
拷
 同
情
す
る
」
と
い
う
発
言
さ
え
聞
か
れ
る
こ
と
 
が
あ
る
。
ロ
ベ
ル
ト
 

父
 が
戦
闘
の
さ
な
か
、
ラ
ジ
オ
で
戦
争
反
対
の
声
明
を
 
読
み
上
げ
た
と
き
、
教
区
内
の
信
徒
の
リ
ー
ダ
ー
が
や
 
っ
て
き
て
、
戦
争
 反
 

の
 メ
ッ
セ
ー
ジ
を
や
め
る
よ
う
に
と
抗
議
し
た
こ
と
も
 あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
難
民
に
援
助
 
を
し
よ
う
と
し
た
と
 

ろ
 、
「
敵
の
家
族
を
助
け
る
必
要
は
な
い
」
と
言
っ
た
 信
徒
も
い
た
と
い
う
。
ロ
ベ
ル
ト
神
父
が
援
助
を
や
め
 
な
い
と
舌
口
う
と
、
 そ
 

 
 

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
は
教
区
の
宣
教
司
牧
活
動
を
や
め
て
、
 
他
 へ
移
っ
て
い
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
ロ
ベ
ル
ト
神
父
は
、
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
 な
 反
論
に
あ
っ
て
も
、
貧
し
い
人
、
困
っ
て
い
る
人
を
 
助
け
る
こ
と
は
、
 
キ
 

ス
ト
教
で
も
イ
ス
ラ
ム
教
で
も
同
じ
で
あ
る
と
信
じ
て
 、
両
親
を
殺
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
子
ど
も
た
ち
を
 
引
き
取
り
、
難
民
の
 

清
 に
着
手
し
始
め
た
。
こ
う
し
て
彼
は
 、
コ
タ
バ
ト
教
 区
 、
特
に
 キ
ダ
 パ
 フ
ン
 に
社
会
活
動
セ
ン
タ
ー
を
設
立
 し
た
。
ロ
ベ
ル
ト
 神
 

は
 、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
と
も
に
、
 
ボ
 ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
募
っ
た
が
、
彼
の
も
と
に
、
約
四
 
十
名
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
 

が
 集
ま
り
、
炎
天
下
の
中
も
、
ま
た
、
銃
弾
の
中
で
も
 
、
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
訪
れ
、
食
べ
物
を
配
っ
て
人
々
を
 
支
え
続
け
た
。
ボ
ラ
 

テ
ィ
ア
に
参
加
し
た
青
年
た
ち
は
、
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
 食
べ
、
と
も
に
祈
り
、
と
も
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
 
い
っ
た
。
誰
か
が
 亡
 

な
っ
た
と
聞
く
と
、
と
も
に
泣
き
、
悲
し
み
を
分
け
合
 
う
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
に
は
「
 敵
 」
と
い
う
感
覚
は
失
 わ
れ
て
い
っ
た
。
 

こ
の
平
和
構
築
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
加
わ
っ
た
一
人
の
 イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
 

七
 0
 年
代
の
戦
争
で
母
を
失
い
、
 

彼
自
身
、
六
年
間
、
 

あ 拍 
る 手   
と な 
き が 
に ち   援 
こ し 

め て 

放 い 
府 る 

軍 の 
め が 
掃 実 

態で 討作 

戦 あ 
が る   
多 そ   
  
リ 「 ブ 

  
て た 

成 め 

に 助 必要 する 

こ な 

と の 

も あ だ 」 
る と 

の さ 

で え 一 

あ 言 
る ， っ   
こ で 

  

聞
け
ば
、
「
い
い
え
」
と
答
え
る
が
、
実
際
は
戦
闘
が
 起
こ
る
と
、
彼
ら
の
多
く
は
政
府
軍
が
 
M
I
L
F
 

軍
を
 激
し
く
攻
撃
す
る
の
を
 

 
 

 
 



 
 
  リピンにおけ 

て そ   

て 現在、 他 、 
ナ の 
ラ 丑 ノ、 
パ 同 

l 体 
ン に 

村 も 

は 良 
佳 い 
良 彰 
と 窒 日 旦 

信 を 
徒 字 

，との え、 
脇 丈 寸 

力 話 
@ と 

よ 半 

ね構り、 
2 案   
タ 。 プ 
ナ ロ 
オ ジ 

島 ェ 

に ク 
お ト 

い な 

指導 て影 

響 す 
力 る 

の よ 

あ ぅ 

る に な 
希 っ 

望 て   
託 つ 

と た な 
つ こ 

て う   
  

る ； 

ト
は
 モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
広
ま
り
、
リ
ー
ダ
ー
た
ち
 は
、
 他
の
村
に
も
招
か
れ
、
彼
ら
の
再
構
築
方
法
を
伝
 
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

リ
 

こ
う
し
て
 十
ケ
 用
後
、
 
ナ
 ラ
パ
ー
ン
村
は
少
し
ず
 
つ
 平
和
で
結
束
力
の
あ
る
 村
 へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
 

こ
の
村
の
再
建
プ
ロ
ジ
ェ
ク
 

 
 

「
ム
ジ
ャ
ヒ
デ
ィ
ン
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
は
 、
 平
和
構
築
の
た
め
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
イ
ス
ラ
ム
教
徒
 
に
も
 ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
 

も
し
て
い
る
。
彼
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
友
人
は
「
母
の
 復
讐
を
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う
が
、
彼
は
、
「
罪
の
な
 い
 人
に
復
讐
す
る
の
は
、
 

ア
ラ
ー
に
対
す
る
罪
だ
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
 、
 彼
は
自
分
の
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
リ
ー
タ
ー
か
ら
、
 
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
 

-
 
Ⅳ
 -
 

た
の
か
と
言
わ
れ
、
非
難
の
対
象
と
さ
れ
た
が
、
彼
は
 
信
念
を
も
っ
て
活
動
を
続
け
て
い
る
。
ロ
ベ
ル
ト
 
神
 父
も
同
じ
立
場
で
あ
る
 

が
 、
平
和
構
築
の
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
乗
り
越
え
て
 
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
障
害
が
多
く
あ
る
。
 

そ
の
の
ち
、
一
九
九
九
年
八
月
の
戦
争
の
最
中
、
 
コ
タ
 ハ
 ト
教
区
は
避
難
民
た
ち
を
元
の
 々

 ラ
パ
ー
ン
村
に
戻
 す
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
 

ク
ト
 を
始
め
た
。
こ
の
村
は
、
六
五
 %
 が
イ
ス
ラ
ム
教
 徒
 、
三
五
 %
 が
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
五
 %
 が
先
住
民
族
で
 あ
る
。
こ
の
村
の
人
々
 

は
 自
分
た
ち
の
村
を
、
「
平
和
の
空
間
」
に
し
た
い
と
 望
み
、
彼
ら
の
村
や
共
同
体
を
再
建
す
る
機
会
を
与
え
 
て
く
れ
る
よ
う
、
武
装
 

践
 
グ
ル
ー
プ
に
直
接
訴
え
た
。
教
区
の
信
徒
も
協
力
 
し
て
、
 M
I
L
F
 
や
 A
F
P
 
と
交
渉
し
、
人
々
の
要
求
 を
 尊
重
し
、
こ
の
村
を
再
び
 

喋
 
戦
場
に
し
な
い
よ
う
に
と
何
度
も
折
衝
し
た
。
 
そ
 の
 結
果
、
 M
I
L
F
 
や
政
府
軍
は
撤
退
し
て
い
っ
た
の
 で
あ
る
。
さ
ら
に
、
教
区
は
 

話
 

研
他
の
 N
G
O
 
の
援
助
も
求
め
、
建
築
や
農
業
、
生
 活
 手
段
、
水
の
供
給
、
医
療
、
イ
ン
フ
ラ
な
ど
、
す
べ
 
て
の
面
で
、
再
建
が
始
ま
っ
 

 
 

の
 援
助
を
受
け
な
が
ら
、
で
き
る
だ
け
自
分
た
ち
の
力
 
で
 実
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

教
こ
 。
 



る
の
で
あ
る
。
こ
の
体
験
に
よ
る
人
と
人
と
の
結
び
つ
 

き
こ
そ
が
連
帯
を
生
み
、
敵
対
関
係
を
な
く
し
て
ゆ
く
 
で
あ
ろ
う
。
 

コ
タ
バ
ト
 に
お
け
る
努
力
 は
 さ
ら
に
大
き
な
実
り
と
 変
 化
 を
も
た
ら
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
修
道
院
 
の
な
か
に
も
起
き
て
 

い
る
。
現
在
、
 ピ
 キ
ト
の
 オ
 ブ
レ
ー
ト
会
の
修
道
院
は
 イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
修
道
院
と
も
な
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
 
ム
 教
徒
の
友
人
は
修
道
 

変
化
は
 、
 血
の
惨
む
よ
う
な
努
力
と
長
い
時
間
を
か
け
 
て
 産
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
平
和
を
築
く
上
で
 
最
も
大
切
な
土
台
と
な
 

は
 教
区
の
セ
ミ
ナ
ー
の
こ
と
を
聞
き
つ
け
、
兵
士
た
ち
 

も
 セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
さ
せ
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
き
た
の
 
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 

許
し
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
と
き
、
ロ
ベ
 
ル
ト
神
父
 は
 、
 M
I
L
F
 
の
ひ
と
り
の
将
校
に
声
を
か
 け
ら
れ
た
。
こ
の
将
校
 

部
族
が
他
の
部
族
を
互
い
に
傷
つ
け
合
っ
て
い
る
こ
と
 
に
 気
付
い
た
。
そ
し
て
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
最
後
に
は
、
 
皆
 互
い
に
抱
き
合
い
、
 

化
 を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
参
加
者
は
み
 
な
、
 輪
に
な
っ
て
各
自
の
辛
い
体
験
を
話
し
ム
ロ
 っ
た
 が
 、
そ
の
な
か
で
自
分
の
 

始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
ミ
ン
ダ
ナ
 

オ
の
 歴
史
や
偏
見
の
歴
史
、
文
化
交
流
な
ど
を
盛
り
込
 
ん
で
、
イ
ス
ラ
ム
の
 文
 

こ
う
し
て
、
 
コ
タ
バ
ト
 教
区
で
ほ
、
こ
れ
ら
の
経
験
を
 活

か
し
て
、
教
区
内
の
リ
ー
ダ
ー
を
中
心
と
し
て
、
 
平
 和
文
化
セ
ミ
ナ
ー
を
 

リ
ン
グ
講
座
に
参
加
し
、
年
齢
も
宗
教
も
違
う
さ
ま
ざ
 
ま
な
子
供
た
ち
の
臨
床
に
あ
た
っ
て
い
る
。
 

っ
た
 。
ニ
ケ
月
間
、
週
五
回
、
四
十
二
の
村
で
、
同
時
 
に
 、
イ
ス
ラ
ム
 と
 ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
の
 、
ム
ロ
 
わ
せ
て
一
万
 人
の
子
供
た
ち
へ
の
 食
 

料
 援
助
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
と
き
少
な
く
と
も
 
八
 0
0
 人

の
母
親
た
ち
が
、
イ
ス
ラ
ム
で
あ
れ
、
ク
リ
ス
チ
ャ
 
ン
 で
あ
れ
、
参
加
し
た
 

の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
十
人
の
イ
ス
ラ
ム
 と
 ク
リ
ス
チ
 サ
 ン
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
戦
闘
に
よ
る
ト
ラ
ウ
マ
を
 癒
す
た
め
の
カ
ウ
ン
セ
 

 
 
 
 

は
 、
四
十
二
も
の
村
の
面
倒
を
み
る
人
材
は
い
な
か
っ
 

た
の
で
、
地
方
行
政
の
 力
 も
借
り
て
、
名
村
の
食
料
 援
 助
 ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
 募
綺
 

さ
ら
に
、
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、
 
コ
タ
バ
ト
 教

区
は
戦
争
の
犠
牲
に
な
っ
た
子
供
た
ち
を
援
助
す
る
 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
 立
 

 
 

 
 

 
 

ち
 上
げ
た
。
 

ヵ
ナ
ダ
 
の
援
助
基
金
か
ら
戦
争
孤
児
と
な
 っ

た
 
子
供
た
ち
を
養
う
の
に
必
要
な
金
額
は
得
た
も
の
 

の
 、
実
際
、
教
区
内
で
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父
 が
舌
口
 ぅ
よ
う
 に
 、
 「
わ
れ
わ
れ
人
間
を
と
も
に
信
じ
 る
な
ら
、
不
可
能
な
こ
と
は
な
い
。
」
の
で
あ
り
、
「
め
本
 

教
 ・
政
治
・
文
化
の
壁
 
7
 

 
 

 
 

を
 超
え
て
、
と
も
に
歩
む
こ
と
は
可
能
」
な
の
で
あ
る
 
。
信
じ
る
こ
と
、
信
仰
を
強
く
持
つ
こ
と
が
大
切
な
の
 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

院
を
自
分
の
家
の
よ
う
に
気
軽
に
訪
れ
、
ロ
ベ
ル
ト
 
神
 父
や
他
の
キ
リ
ス
ト
信
徒
と
と
も
に
食
卓
に
付
き
、
 
そ
 の
と
き
に
は
、
キ
リ
ス
 

ト
 教
の
食
前
の
祈
り
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
祈
り
も
 
交
 互
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
家
族
を
連
れ
て
訪
ね
 
て
き
た
り
、
修
道
院
に
 

泊
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
る
。
ザ
ン
ボ
ア
ン
ガ
の
「
 
シ
 ル
 シ
ラ
ー
」
⑦
 @
 の
目
㏄
ゴ
イ
ス
ラ
ム
ー
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
 0 対
話
コ
ー
ス
を
主
催
 

し
ア
 し
し
 ）
Ⅰ
 

ろ
 Ⅱ
Ⅱ
 
G
O
 
二
し
一
 

1
 
 を
卒
業
し
た
イ
ス
ラ
ム
の
女
性
 ボ
 
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
、
半
年
間
、
修
道
院
に
滞
在
し
た
 ケ
｜
 ス
 も
あ
っ
た
。
 

最
初
、
教
区
の
信
徒
た
ち
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
人
が
 
ロ
ベ
 ル
ト
神
父
の
と
こ
ろ
に
訪
ね
て
く
る
の
を
み
て
、
あ
ま
 り
 こ
こ
ろ
よ
く
思
っ
 

て
い
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
修
道
院
の
な
か
に
イ
ス
ラ
 ム
 の
人
が
い
る
の
は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
 信
徒
た
ち
は
な
か
な
か
 

イ
ス
ラ
ム
の
人
々
と
話
そ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
次
第
 
に
 ロ
ベ
ル
ト
神
父
の
態
度
や
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
の
寛
容
 さ
を
み
て
信
頼
す
る
よ
 

う
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
を
も
て
な
す
よ
う
に
な
 
っ
て
い
っ
た
。
結
局
変
わ
っ
た
の
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
 の
 態
度
な
の
で
あ
る
。
 

以
上
述
べ
た
ロ
ベ
ル
ト
神
父
の
報
告
は
、
い
く
つ
か
の
 
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
偏
見
や
 
ス
テ
 ロ
 タ
イ
プ
の
文
化
受
 

容
が
 敵
対
意
識
を
助
長
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
 
る
 。
何
世
紀
に
も
 亘
 っ
て
築
か
れ
て
き
た
、
心
の
奥
 深
 く
に
根
付
い
た
偏
見
に
 

よ
る
「
見
え
な
い
戦
争
」
が
あ
る
限
り
、
平
和
は
築
か
 
れ
な
い
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
ま
ず
対
話
を
進
め
る
活
動
 
を
 自
分
た
ち
の
側
か
ら
 

始
め
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
重
要
で
 
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
会
に
お
け
る
対
話
の
使
命
の
 
日
 
聖
別
 綜
 に
あ
る
の
は
、
 

ピ
 キ
ト
の
よ
う
な
地
方
教
会
で
あ
り
、
 B
C
C
 
 （
 
ク
リ
 ス
チ
ャ
ン
基
礎
共
同
体
）
な
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
真
の
対
話
に
よ
る
平
和
構
築
に
は
、
こ
の
よ
 
う
 な
草
の
根
運
動
か
ら
始
め
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
 。
そ
れ
は
、
煉
瓦
を
 

ひ
と
つ
ひ
と
つ
積
み
上
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
 歩
 み
の
遅
 い
 、
困
難
な
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 し
か
し
、
ロ
ベ
ル
ト
 神
 

  



の
 地
区
に
オ
フ
ィ
ス
を
設
置
し
、
支
援
し
て
い
る
。
 

ろ
に
は
で
き
な
い
。
次
に
そ
の
例
を
挙
げ
て
ゆ
こ
う
。
 

（
 
1
 ）
ピ
ー
ス
ゾ
ー
ン
の
歩
み
 

南
ラ
チ
 オ
の
ス
ル
タ
ン
・
ク
マ
ン
ダ
ー
の
海
岸
沿
い
に
 
「
マ
ラ
 デ
グ
 ピ
ー
ス
ゾ
ー
ン
」
と
い
う
一
帯
が
あ
る
。
 人
口
の
九
 0
 拷
が
 マ
 

フ
 ナ
 オ
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
 
一
 0 拷
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
 で
あ
る
。
主
に
北
側
に
ム
ス
リ
ム
が
、
南
側
に
キ
リ
 
ス
ト
教
徒
が
住
ん
で
お
 

り
 、
現
在
は
 ハ
セ
 六
戸
の
世
帯
が
住
ん
で
い
ろ
。
一
九
 七
八
年
、
こ
の
地
区
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
 
徒
 が
共
存
で
き
る
村
を
 

作
ろ
 う
と
 、
十
三
名
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
立
ち
上
が
り
 、
 「
ピ
ー
ス
ゾ
ー
ン
」
が
生
ま
れ
た
。
ピ
ー
ス
ゾ
ー
ン
 0
 発
端
と
な
っ
た
の
は
、
 

マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ン
ト
ン
 
一
 
当
時
三
十
五
 
軽
 
と
い
う
キ
リ
 ス
ト
教
徒
の
家
族
を
め
ぐ
る
騒
動
で
あ
っ
た
。
彼
は
 
、
 両
親
と
も
に
ス
ペ
イ
ン
 

系
 と
 て
ラ
チ
 オ
・
ム
ス
リ
ム
の
両
方
の
血
を
引
い
て
お
 り
 、
こ
の
村
に
住
み
着
い
て
か
ら
、
二
十
年
以
上
、
 
ム
 ス
リ
ム
と
の
い
さ
か
い
 

が
あ
り
、
何
度
も
 て
ラ
チ
 オ
か
ら
追
放
さ
れ
そ
う
に
な
 っ
た
 。
ま
た
、
親
族
の
な
か
か
ら
犠
牲
者
も
出
て
い
る
 
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
 

一
人
の
 マ
 ラ
 々
オ
 ・
ム
ス
リ
ム
が
ア
ン
ト
ン
 家
 と
和
解
 し
よ
う
と
い
う
申
し
出
を
し
、
そ
れ
以
後
現
在
の
 
ピ
｜
 ス
ゾ
ー
ン
が
始
ま
っ
た
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
 、
 初
め
は
十
件
ほ
ど
し
か
 な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
家
が
、
現
在
で
は
、
百
戸
 
以
上
に
増
え
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
四
十
一
名
の
代
表
者
が
協
定
に
サ
イ
ン
 
し
、
 地
元
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
 M
N
L
F
 
や
 M
I
L
F
 
の
丘
 
@
 
十
た
ち
や
、
 P
N
P
 
の
 

警
官
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
軍
の
将
校
な
ど
も
加
わ
る
よ
う
に
 
な
っ
た
。
ス
ル
タ
ン
，
グ
マ
ン
ダ
ー
の
市
長
も
こ
の
 
平
 和
協
定
に
賛
同
し
 、
こ
 

る 
@ 」 一 即 」 

と 上 草 
が め 

明 ロ 
ら べ 

か か 

と ト 

な 神 
つ 父 

  
例 

こ が 

の 小 
他 す 
に よ 
村 う 

落 に 

土、 ノ 

周 平 

体 相   
な 実 
か 現 
か に 
ら @ ま 

自 民 
登 家 
的 に 
に よ 

生 る 
ま 草 
ね め 
て 根 
き レ 
た べ 

活 ル 

勤 め 
や 活 
N 動 
G と 

O 連 
の 帯 
活 が 

動 最 
も も 

な 大 
い 切 
が で   

し め 

  

4
 
 

草
の
根
運
動
の
成
果
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9
 

め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
が
実
現
す
る
可
能
性
 が
 増
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
学
校
 
に
お
け
る
平
和
教
育
に
 

 
 

 
 

取
り
入
れ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
子
供
た
ち
が
偏
見
な
く
 
育
 

 
 

で
あ
り
、
非
暴
力
の
実
践
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
 今
後
さ
ら
に
こ
の
実
践
が
武
装
勢
力
と
政
府
軍
と
が
 
ぶ
 つ
か
り
合
う
地
域
に
広
 

  

 
 

秩
序
 

ム
口
に
 

休
め
 

区
で
 

も
 

O
 
年
 

l
L
 

を
事
 

の
圭
 

「
 平
 

校
へ
 

そ
 

ヱ
 o
n
 の

 共
同
体
で
は
、
八
つ
の
規
則
を
決
め
て
お
り
、
平
和
 
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
こ
れ
ら
の
約
束
を
守
る
よ
う
、
 
厳
し
く
指
導
し
 、
 

を
保
つ
努
力
を
し
て
い
る
。
 万
 Ⅰ
 
小
 競
合
い
、
ギ
ャ
 ン
プ
ル
、
薬
物
使
用
な
ど
、
こ
の
協
定
に
対
す
る
違
法
 行
為
を
犯
し
た
 場
 

は
 、
こ
の
地
区
の
拘
置
所
に
拘
留
さ
れ
る
。
も
し
、
 
部
 族
 抗
争
か
ら
逃
れ
た
 い
と
 望
ん
で
い
る
人
は
、
武
器
を
 捨
て
、
こ
の
共
同
 

一
員
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
誓
う
な
ら
、
ど
ん
な
部
 族
 で
あ
れ
受
け
入
れ
、
援
助
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
 、
現
在
も
こ
の
 地
 

-
 
川
一
 

は
 、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
共
存
が
続
 
き
、
平
和
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

う
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
は
、
「
ト
ゥ
ル
ナ
ン
 と
コ
タ
バ
 ト
の
 ピ
ー
ス
ゾ
ー
ン
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
ピ
ー
ス
 
ゾ
ー
ン
は
一
九
九
 

代
の
初
め
、
住
民
の
度
重
な
る
避
難
 や
 ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
 、
殺
害
な
ど
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
 
。
住
民
は
自
ら
 M
 

F
 と
の
交
渉
を
決
意
し
 、
 彼
ら
の
望
み
を
 M
I
L
F
 の
 兵
士
に
告
げ
る
と
、
武
装
集
団
は
ピ
ー
ス
ゾ
ー
ン
の
 
目
 指
し
て
い
る
こ
と
 

重
 す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
い
か
な
る
 武
器
も
こ
の
地
域
に
持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
取
り
決
め
 
が
な
さ
れ
、
農
民
 

活
 が
守
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
 
、
 少
し
ず
 つ
 敵
意
は
薄
れ
て
ゆ
き
、
正
常
な
生
活
が
 
戻
り
、
文
字
通
り
 

札
付
」
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
こ
の
 
動
 き
に
刺
激
さ
れ
て
、
州
政
府
も
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
や
 
、
 住
宅
の
確
保
、
学
 

の
 支
援
な
ど
を
始
め
て
い
る
。
 

の
後
、
 ド
 タ
ン
ゴ
 ス
や
 ト
ゥ
ル
ナ
ン
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
 
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
双
方
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
 

者
に
よ
っ
て
下
口
 

の
 。
日
日
 
ト
 
（
（
の
の
を
設
立
し
、
平
和
を
維
持
し
て
い
る
。
 
，
 
」
の
よ
う
に
、
「
ピ
ー
ス
ゾ
ー
ン
」
は
住
民
の
 ヱ
ン
パ
 ワ
 メ
ン
ト
の
模
範
 



フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
平
和
構
築
運
動
を
支
え
、
草
の
 根
的
 対
話
を
推
し
進
め
る
の
に
貢
献
し
て
き
た
も
う
ひ
 
と
つ
の
原
動
力
は
 、
 

N
G
O
 
の
活
動
で
あ
る
。
平
和
を
築
く
に
は
、
先
述
の
 例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
政
府
レ
ベ
ル
や
組
織
・
 
法
 律
な
ど
に
よ
る
協
定
が
 

成
立
し
て
も
そ
れ
を
実
践
し
て
ゆ
く
人
々
の
意
識
の
変
 
革
 が
な
け
れ
ば
進
歩
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
般
 
民
衆
の
中
に
浸
透
し
や
 

す
い
 

N
G
O
 

の
働
き
は
大
い
に
期
待
さ
れ
る
。
 

-
 
ジ
 -
 

現
在
、
対
話
運
動
に
貢
献
し
て
い
る
 N
G
O
 

と
し
て
 

挙
 げ
ら
れ
る
の
は
、
 
C
R
S
 
 

㊥
注
す
 

0
 鮫
 
刀
目
 陳
 
の
の
 
「
 
づ
 @
c
 

の
）
や
 

F
M
C
S
 

（
ロ
リ
ア
の
 

憶
 0
 Ⅱ
 
廷
 5
 
%
0
 

Ⅰ
 匡
 目
の
ヱ
ヨ
。
の
 

下
 Ⅰ
 ガ
仔
 
ト
リ
コ
の
 

0
 目
口
外
ユ
計
 

ゼ
 @
 
コ
ミ
の
（
「
 

0
 目
 ビ
自
巴
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
 
グ
ル
 ｜
プ
は
 平
和
と
和
解
の
 

た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
け
、
参
加
者
が
各
村
や
共
同
 体
 に
戻
っ
て
そ
の
体
験
を
分
か
ち
合
い
、
少
し
ず
つ
 土
 ハ
 同
体
内
部
か
ら
変
革
す
 

る
よ
う
に
促
が
し
て
い
る
。
年
々
そ
の
効
果
は
表
れ
、
 
い
ろ
い
ろ
な
偏
見
や
誤
解
か
ら
解
放
さ
れ
、
新
し
い
 丑
 ハ
 同
体
作
り
が
進
み
つ
つ
 

あ
る
。
た
と
え
ば
、
 

C
R
S
 

の
，
 

P
e
 

お
の
㏄
 

コ
 包
目
③
 

n
o
 

コ
 の
ま
 注
 0
 コ
笘
 o
m
 
鼠
ヨ
 ，
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
 イ
ス
 ラ
ム
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
 

数
 に
限
ら
ず
、
 
か
て
ド
 
（
先
住
民
族
）
の
伝
統
や
信
仰
 も 尊
重
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
が
 
強
 調
 さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
参
加
者
に
宗
教
間
対
話
や
文
化
受
容
 
に
 対
す
る
意
識
を
高
め
、
信
頼
関
係
を
確
立
す
る
の
 
に
 大
い
に
役
立
っ
て
 
い
 

る
 。
あ
る
ミ
ン
ダ
ナ
オ
南
ア
グ
サ
ン
州
の
 
か
て
ド
 の
 り
 ｜
ダ
 ー
は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
た
こ
と
で
 民
 族
は
異
な
っ
て
も
人
間
 

と
し
て
同
じ
体
験
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
、
 
と
 も
に
分
か
ち
ム
ロ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
偏
見
や
差
別
に
対
 し
て
団
結
し
克
服
し
て
 

-
%
-
 

ゆ
こ
う
と
い
う
意
欲
が
わ
い
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

も
う
ひ
と
つ
の
代
表
的
 N
G
O
 

は
、
 

F
M
C
S
 

で
あ
る
 

。
こ
の
団
体
は
十
年
前
に
発
足
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
 
と
っ
て
も
イ
ス
ラ
ム
 

教
徒
に
と
っ
て
も
住
み
や
す
い
国
を
つ
く
る
こ
と
、
 
双
 方
の
伝
統
や
文
化
、
信
仰
に
つ
い
て
と
も
に
学
習
す
る
 
こ
と
を
中
心
活
動
と
し
 

  

（
 2 
）
 
N
c
u
0
 

の
働
き
 

 
 

2
 



l) ける カトリック教会の 対話の実践 

て
い
る
。
特
に
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
が
も
っ
と
モ
ロ
民
族
の
 歴
史
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
訴
え
て
い
る
。
 F
M
C
S
 
が
 マ
ニ
ラ
で
の
活
動
を
 

通
し
て
気
付
い
た
点
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
イ
ス
ラ
 
ム
に
 対
し
て
強
い
偏
見
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
と
き
に
は
、
こ
の
偏
見
 

が
 簡
単
な
会
話
す
ら
邪
魔
を
し
て
、
両
者
の
間
の
 
コ
、
、
ト
 

ュ
 ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
難
し
く
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
 そ
の
結
果
、
イ
ス
ラ
ム
 

教
徒
は
ま
す
ま
す
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
警
戒
心
が
 
強
く
な
り
、
両
者
の
溝
は
深
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
宗
教
間
対
話
 

に
 着
手
し
よ
う
と
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
を
と
る
の
は
、
 
た
 い
て
い
の
場
合
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
は
 簡
 

単
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
 
、
 平
和
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
モ
ロ
の
人
々
の
視
点
で
 
考
え
、
モ
ロ
と
は
何
か
 

を
 知
り
、
モ
ロ
の
人
々
が
不
公
平
と
感
じ
て
い
る
点
は
 何
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
突
き
当
た
っ
た
 
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
 

に
は
特
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
 な
 関
わ
り
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
蝕
 れ
合
 い
が
大
切
で
あ
る
と
感
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
 ィ
 ス
ラ
ム
教
徒
の
家
庭
を
 

訪
れ
て
交
流
し
た
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
共
同
体
の
た
め
に
 
医
療
チ
ー
ム
を
作
っ
た
り
、
神
学
生
が
イ
ス
ラ
ム
の
 
文
 化
や
雰
囲
気
を
味
わ
う
 

た
め
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
す
る
な
ど
の
企
画
を
立
案
し
 
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ラ
マ
ダ
ン
の
 後
の
祝
い
に
招
か
れ
る
 

こ
と
も
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
方
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
 の
家
族
を
招
い
て
教
会
へ
行
っ
た
り
、
聖
週
間
の
典
礼
 
や
 復
活
祭
を
と
も
に
 祝
 

う
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
を
持
 
つ
 家
族
が
親
交
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
草
の
根
」
 で
の
信
頼
関
係
を
築
く
 

こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
対
話
  

 

残
念
な
こ
と
に
、
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
に
よ
っ
て
 
、
イ
 ス
ラ
ム
に
対
す
る
敵
対
意
識
は
再
燃
し
て
し
ま
い
、
 
マ
 ニ
 ラ
 の
イ
ス
ラ
ム
教
 

徒
 た
ち
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て
身
分
を
 隠
し
た
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
習
慣
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
 
な
か
っ
た
り
し
た
。
 し
 

か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
こ
そ
、
 
こ
の
草
の
根
運
動
を
続
け
る
必
要
性
と
価
値
が
あ
る
の
 
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

こ
の
他
の
 N
G
O
 
と
し
て
は
、
女
性
団
体
の
活
動
も
始
 ま
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
、
そ
し
て
 
か
て
ド
 の
女
性
 リ
｜
   



こ
の
よ
う
な
 N
G
O
 
の
草
の
根
運
動
が
広
が
る
こ
と
は
 

一
般
市
民
の
意
識
改
革
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
 た
し
 ブ
 Ⅰ
い
る
と
 @
 
ヨ
 え
 

よ
う
。
平
和
と
対
話
の
精
神
を
広
げ
て
ゆ
く
に
は
、
 
こ
 の
 底
辺
か
ら
の
働
き
か
け
と
結
び
っ
き
が
最
も
効
果
あ
 
る
こ
と
は
前
例
か
ら
も
 

明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
 

三
対
話
に
必
要
な
視
点
 

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
教
会
の
実
例
を
考
察
し
て
み
る
と
、
 
こ
 れ
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
属
す
る
人
々
が
気
付
か
な
 
か
っ
た
点
や
、
反
省
 

す
べ
き
点
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
そ
 れ
は
ま
ず
、
「
イ
ス
ラ
ム
」
に
対
す
る
誤
解
と
偏
見
が
 多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
ま
た
、
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
の
知
識
が
不
十
分
 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
は
 
先
 住
民
族
同
様
に
 、
 後
か
 

ら
 移
住
し
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
追
わ
れ
て
し
ま
っ
 
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
差
別
や
貧
困
と
い
っ
た
問
題
 
が
 起
こ
り
、
両
者
の
間
 

に
 亀
裂
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
 
な
 歴
史
的
反
省
が
十
分
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
 
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
に
も
、
「
征
服
」
し
よ
う
と
す
 る
 強
者
・
多
数
者
の
論
理
が
働
き
続
け
、
第
二
バ
チ
カ
 
ン
 公
会
議
後
「
対
話
」
 

が
 叫
ば
れ
て
も
、
結
局
、
カ
ト
リ
ッ
ク
優
位
の
姿
勢
で
 
続
け
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
 
公
 会
議
後
、
植
民
地
的
 宣
 

教
の
反
省
が
な
さ
れ
、
諸
宗
教
と
の
「
対
話
」
へ
と
 
移
 付
 し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
対
話
の
モ
ー
ド
に
は
、
対
話
 
を
通
し
て
福
音
の
種
を
 

蒔
き
、
最
終
的
に
は
す
べ
て
の
宗
教
を
キ
リ
ス
ト
教
の
 
下
 に
従
え
る
、
あ
る
い
は
包
含
す
る
目
的
が
多
分
に
あ
 
っ
た
 。
こ
れ
は
、
一
種
 

を 学 ダ 
披 生 l 
露 の が   
  
才女性 と協 解 レ のロ。。 
力 む リ 

な ど l 
呼 の ダ 
び 平 l 

会議」 かけて 運動 和 
い も を 
る 始 設 

。 ま 立     
時 平 
に 本日 

ザ を 

、 ノ 築 
ボ く 

ア と   
ガ ラ 

て 。 共 

は 通 
学 の 
生 日 

た 的 
ち の 
の た 
平 め 
本日 に 
ア 結 
ピ 束   
か て   
詰 る 乙 

や   
エ さ 

ッ ら 

セ に   
  



  ピンにおけ   ク 教会の対話の 実践 

き
る
社
会
を
作
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
 ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
生
活
レ
ベ
ル
・
草
の
根
レ
ベ
 
ル
 で
の
交
流
こ
そ
、
 平
 

の
 戦
略
的
対
話
で
あ
り
、
要
す
る
に
「
キ
リ
ス
ト
教
 
こ
 そ
が
唯
一
の
真
理
で
あ
り
道
で
あ
る
」
こ
と
を
伝
え
る
 
手
段
と
し
て
の
対
話
に
 

す
ぎ
な
か
っ
た
と
舌
口
え
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
対
話
の
 モ
ー
ド
で
あ
る
な
ら
、
真
の
対
話
と
は
な
り
え
な
い
で
 
あ
ろ
う
。
従
っ
て
 、
真
 

0
 対
話
と
な
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
大
き
な
シ
フ
ト
が
 
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
エ
ド
 ム
 ン
ド
・
チ
ャ
イ
 ア
 の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
 

 
 

ヒ
 」
で
は
、
も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
の
優
位
性
や
キ
リ
ス
 ト
 教
に
よ
る
完
成
を
要
 

求
 す
る
も
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
は
他
宗
教
の
完
 成
を
手
助
け
す
る
の
で
あ
り
、
逆
に
キ
リ
ス
ト
教
も
他
 
宗
教
か
ら
の
指
摘
を
受
 

け
て
、
自
己
完
成
を
目
指
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
 
は
 、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
過
激
と
 
も
 舌
口
え
る
㍉
 

ン
つ
ノ
ト
 
で
あ
 

 
 
 
 

7
 
サ
 
@
 
 
 
一
 

る
が
、
真
の
対
話
の
意
味
を
考
え
る
と
、
相
互
に
啓
発
 
し
 、
相
互
に
浄
化
し
、
相
互
に
向
上
・
完
成
す
べ
き
も
 
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

対
話
は
同
等
で
か
ヨ
一
方
向
の
交
流
で
あ
る
は
ず
で
あ
 
る
 。
話
す
と
と
も
に
聞
き
、
伝
え
る
と
と
も
に
学
ぶ
の
 
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 

対
話
を
通
し
て
、
教
会
と
他
宗
教
は
パ
ー
ト
ナ
ー
 
と
し
 て
 と
も
に
成
長
し
て
ゆ
き
、
と
も
に
巡
礼
の
旅
を
続
け
 
る
と
き
、
相
互
に
回
心
 

の
道
を
歩
む
こ
と
と
な
り
 ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
パ
ー
ト
ナ
 ｜
 シ
ッ
プ
モ
ー
ド
に
よ
る
対
話
は
人
と
神
へ
の
愛
を
強
 謝
 し
、
救
い
は
す
べ
て
 

0
 人
に
及
ぶ
と
い
う
点
で
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
 

@
2
 

こ
の
よ
う
な
反
省
を
受
け
て
、
ア
ジ
ア
司
教
会
議
に
お
 
い
て
も
、
「
対
話
す
る
教
会
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 こ
れ
は
二
十
一
世
紀
 

の
 大
き
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
聴
く
」
 姿
勢
が
重
要
な
 鍵
 と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
 霊
 的
に
聴
く
」
と
い
う
こ
 

と
で
あ
り
、
「
自
己
を
無
化
す
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
、
 ケ
 ノ
ー
シ
ス
 
絆
目
 0
 の
こ
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
 
で
あ
る
。
 ケ
 ノ
ー
シ
ス
 

に
お
い
て
の
み
、
他
宗
教
の
あ
る
い
は
他
者
の
神
秘
性
 
に
 耳
を
傾
け
、
心
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
間
 
対
 話
は
、
基
本
的
に
人
間
 

の
 尊
厳
に
基
づ
い
た
交
わ
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
交
わ
り
 
に
お
い
て
、
共
に
手
を
携
え
て
兄
弟
姉
妹
と
し
て
歩
ん
 
で
ゆ
く
と
き
、
共
感
で
   



フ
ィ
リ
ピ
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
対
話
の
実
 践
を
模
範
と
す
る
な
ら
、
対
話
に
よ
る
平
和
構
築
は
け
 
し
て
実
現
不
可
能
な
 

こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
 長
 ぃ
 時
間
と
忍
耐
が
必
要
と
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
ろ
う
 
。
し
か
し
、
こ
の
困
難
 

を
 乗
り
越
え
て
ゆ
く
過
程
が
、
教
会
と
キ
リ
ス
卜
者
を
 
成
長
さ
せ
、
教
会
の
刷
新
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
，
 っ
か
 。
「
一
致
を
作
り
 
田
 

し
 、
和
解
の
た
め
に
働
き
、
連
帯
の
き
ず
な
を
結
び
、
 
諸
宗
教
と
文
化
の
間
の
対
話
を
促
進
し
、
偏
見
を
根
絶
 
し
 、
諸
民
族
の
間
に
信
 

頼
を
生
み
出
す
こ
と
は
す
べ
て
、
福
音
化
に
取
り
組
む
 
使
命
を
持
っ
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
教
会
に
と
っ
て
絶
対
 
に
 必
要
な
も
の
な
の
で
 

-
 
羽
 一
 

す
 。
」
と
宣
旨
 口
 さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
多
様
な
文
化
と
 ゐ
 示
教
に
囲
ま
れ
た
ア
ジ
ア
の
教
会
に
と
っ
て
、
「
真
の
対
 話
 」
こ
そ
が
重
要
な
使
 

ム
 叩
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
他
宗
教
の
人
々
と
も
 に
 パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
歩
む
姿
勢
が
養
わ
れ
、
そ
の
姿
 
勢
 が
個
人
レ
ベ
ル
か
ら
 

グ
ル
ー
プ
全
体
や
教
会
全
体
へ
と
広
が
っ
て
ゆ
く
と
き
 
、
こ
の
対
話
が
実
現
可
能
と
な
っ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
 

@
 
王
 

-
1
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「
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
に
対
す
る
教
会
の
態
度
に
 
つ
い
て
の
宣
言
」
 -
 
南
山
大
学
監
修
「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
文
書
 全
 集
 口
中
央
出
版
社
、
一
九
 

九
 0
 年
 Ⅰ
一
九
セ
ー
 
二
 0
0
 頁
 。
 

-
2
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勾
仁
 
ぎ
の
 り
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 o
n
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。
の
 

日
ぃ
ヨ
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ヲ
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m
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0
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む
ヲ
目
コ
 

ユ
ぃ
 
コ
ハ
 
0
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Ⅰ
 
0
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0
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む
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Ⅱ
 

0
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Ⅱ
Ⅱ
 

0
 
で
 0
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む
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 モ
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る
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の
之
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韻
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卜
 
お
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つ
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O
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 O
 住
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O
h
 

の
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㌧
 
ぎ
の
メ
目
浬
 「
 
ざ
 （
 o
h
 

卜
の
三
。
 

，
 ㏄
 
C
 
こ
 
ミ
 ）
 
ぎ
い
 
2
-
 
ア
 再
や
二
毛
 
韻
ミ
 ・
の
の
 

つ
 Ⅹ
 ぃ
維
り
 
・
 
り
 0
 ヨ
 Ⅰ
の
 
0
 仁
由
侍
コ
 

0
 
の
 

木口 

構 
築 
  

お 原 

(- - 
動力と わり 

な 
  
つ , 
る 
    
と 

@@ ヰび 

先 
  
  
か 
ら 

も 

明 
ら 

か 
で 
あ 
ろ 

つ , 

  



  ピンにおけるカトリック 教会の対話の 実践 

Ⅰ
㌧
 
ゴ
と
 
こ
も
つ
 
-
 
コ
 の
の
Ⅰ
 

之
 ㏄
 キ
 の
臣
Ⅱ
 
リ
 ア
 -
 
く
の
 

-
5
 一
下
 す
す
 
。
 E
 巨
の
 ゼ
 の
 宙
ま
 ・
Ⅰ
 
@
 
コ
 ㎎
㎎
 
p
.
,
 
こ
コ
 宙
の
Ⅱ
の
 

づ
 
の
 コ
臼
 二
幅
㏄
 
り
 二
 %
 の
り
 
ヨ
 0
 Ⅱ
 o
H
 
コ
 巨
の
 
で
 。
二
ロ
 
の
コ
り
 
の
り
㏄
 
リ
ア
ラ
 
0
 巨
 
0
0
 ヰ
 の
の
 
目
 ・
 
し
 の
侍
の
Ⅱ
 

ヨ
 -
 
コ
り
ロ
っ
 

且
，
ワ
 4
-
 
ァ
ヌ
や
て
 
Ⅰ
 毛
妊
毛
 

ヨ
ヨ
宙
り
コ
り
 

o
.
n
o
 

ヨ
 Ⅰ
マ
リ
 
目
コ
り
毛
 
Ⅰ
で
の
り
 

ぃ
 。
も
Ⅰ
。
 

ぃ
 Ⅰ
 オ
ヨ
 。
Ⅰ
 
0
-
 
コ
 宙
の
 
で
 の
 コ
巨
 
㏄
 コ
り
 
㏄
・
 
ア
づ
ヨ
 

-
6
@
 
 
二
 0
0
 

一
年
六
月
二
十
二
日
。
 

-
7
 一
 
モ
ロ
民
族
解
放
戦
線
 

-
M
N
L
F
-
 

か
ら
分
か
れ
た
、
 
最
 も
 過
激
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
モ
ロ
イ
ス
ラ
ム
解
放
戦
線
一
 
M
 I
L
F
 
）
も
同
じ
「
イ
ス
 

ラ
ム
」
と
は
認
め
て
い
な
い
。
 

一
 
8
 ）
統
計
に
よ
れ
ば
、
 

ぴ
 NO
 ㌧
 レ
し
 @
 汀
 
の
つ
の
り
了
一
 

N
o
 

コ
の
 0
 叶
 巾
の
 
a
c
 

の
の
 

コ
 山
口
の
せ
 
臼
 。
 づ
ヨ
 の
き
十
四
の
地
域
と
九
つ
の
 市
 ）
 の
 な
か
で
、
八
つ
の
地
域
 

一
雨
 ラ
チ
 オ
 、
北
ラ
チ
 
オ
 、
コ
タ
 
バ
ト
、
パ
ラ
ワ
ン
、
ス
ル
タ
ン
 

 
 

が
、
 最
も
貧
困
層
 

一
 貧
困
線
以
下
の
収
入
 -
 を
抱
え
て
い
る
。
 
南
ラ
 ナ
オ
州
で
は
、
 
五
一
・
二
 %
 、
北
 ザ
ン
ボ
ア
ン
ガ
州
で
は
六
二
 %
 
が
貧
困
層
を
占
 

 
 

五
つ
の
地
域
一
雨
 ダ
バ
オ
 、
サ
ラ
ン
ガ
 
ニ
 を
含
む
南
 
コ
タ
 バ
ト
、
 南
 ザ
ン
ボ
ア
ン
ガ
、
バ
シ
ラ
ン
）
は
三
二
・
七
 

%
 か
ら
四
八
・
四
 拓
を
占
め
て
い
る
。
 

中
央
政
府
は
二
 
0
0
0
 
年
六
月
、
「
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
再
考
案
プ
ラ
 

ン
 」
を
立
て
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
 州
 と
政
府
 車
 と
の
協
力
に
よ
っ
て
 建
て
直
し
を
図
る
委
 

員
 会
を
発
足
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
機
関
は
あ
ま
り
 
役
 -
 
ユ
 っ
て
い
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
側
か
ら
の
 

働
 き
か
け
は
た
だ
権
力
 

に
よ
る
行
使
で
あ
っ
て
、
一
般
の
人
々
に
は
何
の
 
力
や
 権
利
も
与
 え
て
い
な
い
た
め
、
自
立
・
向
上
す
る
こ
と
も
押
さ
え
ら
れ
て
 
い
る
。
こ
れ
で
は
、
 

い
わ
ゆ
る
「
マ
ニ
ラ
帝
国
」
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
よ
う
な
も
の
 
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
反
政
府
の
気
運
が
高
ま
っ
て
し
ま
う
。
 

一
 
9
 一
円
す
の
 困
紳
 。
 窩
 ・
 
C
 下
ヨ
 ぃ
 Ⅰ
っ
目
 ヨ
の
 ミ
ン
ダ
ナ
オ
問
題
に
 
関
す
る
声
明
。
 
二
 0
0
0
 
年
 五
月
十
八
日
、
 
カ
 ガ
ヤ
ン
・
 
デ
 ・
 オ
 ロ
 市
に
お
い
て
行
わ
れ
 

た
 第
十
三
回
 B
U
F
 
に
お
い
て
は
、
政
府
軍
 
A
F
P
 

臼
ア
 の
レ
Ⅰ
 
ヨ
色
Ⅰ
 0
 目
の
 

m
o
h
 

目
の
宰
ま
 で
ヲ
お
 し
と
モ
ロ
イ
ス
ラ
ム
解
放
 戦
線
一
 M
I
L
F
-
 

と
に
、
軍
組
織
や
政
治
的
野
心
の
目
的
を
超
え
、
敵
意
を
捨
て
て
 
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
の
人
々
の
叫
び
に
耳
を
傾
け
、
話
し
合
い
の
 テ
 ｜
 ブ
ル
に
着
き
、
 
、
、
 

,
 

ン
ダ
ナ
オ
の
平
和
へ
の
道
を
と
も
に
歩
む
よ
う
に
と
嘆
願
書
を
提
 
出
し
て
い
る
。
交
渉
の
保
証
人
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
側
は
 て
ヒ
 ド
 ・
ム
テ
ィ
ラ
ン
 博
 

ラ
リ
オ
・
 ゴ
 メ
ス
司
教
、
そ
し
て
 
調
 

 
 

て
い
る
。
 

@
 

一
二
 0
0
0
 
年
 五
月
十
一
日
付
の
大
司
教
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
 

カ
 パ
ラ
の
手
紙
二
レ
し
り
 コ
 幅
の
「
 

0
 廷
の
Ⅰ
 
廷
巨
 
的
の
 
ヨ
 の
 き
 :
-
 円
ゴ
 
0
%
 あ
ア
 
0
 つ
の
 己
宜
 ヨ
の
Ⅰ
 o
 （
 
E
 ヨ
一
 

@
@
 
 二
 0
0
0
 
年
 四
月
二
十
三
日
付
の
ザ
ン
ボ
ア
ン
ガ
大
司
教
 
カ
ル
メ
ロ
・
 
D
.
F
.
 

モ
レ
 ロ
ス
、
バ
シ
ラ
ン
司
教
ロ
ム
ロ
 

ニ
 ァ
ラ
 ・
ク
ル
ス
、
 イ
 ピ
ル
 

 
  
 

司
教
ア
ン
ト
ニ
オ
・
レ
デ
 ス
マ
、
ふ
ニ
 、
ジ
ョ
 
ロ
 司
教
ア
ン
ジ
ェ
 

ラ
ン
ポ
ン
・
 O
M
I
 
の
四
名
に
よ
る
嘆
願
書
。
 

 
 

 
 

う
 ）
大
司
教
オ
ー
ラ
ン
ド
・
ク
 エ
ヴ
ェ
ド
 の
手
紙
、
三
頁
。
 

総
 ）
ロ
ベ
ル
ト
神
父
は
血
原
罪
の
マ
リ
ア
の
 オ
 ブ
レ
ー
ト
 会
 の
 宣
教
師
で
あ
る
。
か
れ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
 オ
 プ
レ
ー
ト
管
区
の
 宗
教
間
対
話
担
当
で
あ
あ
 

 
 

る
 。
Ⅱ
「
・
 
オ
 0
 す
 の
ヱ
 0
 Ⅰ
 麓
せ
 
m
o
 
鰻
 0
 ヲ
 （
（
 
，
，
の
 
0
 ヨ
 の
手
 ぎ
 ㏄
口
笛
 廷
 二
円
仁
 
一
ぎ
由
ニ
ダ
，
き
日
 
，
 毛
 ・
 P
 ム
 -
 ま
 （
 
や
 ミ
毛
 妊
毛
 ・
 
ョ
ぎ
守
鼠
 o
.
n
o
 

ヨ
 Ⅰ
村
の
ヱ
コ
 

り
毛
 Ⅰ
も
。
 

い
 り
の
 



七
 r
o
 
り
 Ⅰ
 つ
 @
 
ア
ぎ
 ・
 
す
 （
（
 

目
 

6
 

2
 

 
 

-
 
Ⅱ
 -
I
b
@
 

Ⅰ
・
・
 

ロ
 ・
 り
 

 
 

-
 
巧
 ）
（
江
口
，
 ロ
 ・
 0
 

㏄
 
6
8
 

（
 
托
 ）
（
 由
 片
戸
 の
 

-
W
 ）
（
 ま
什
 
Ⅰ
㏄
 

茂
一
一
九
八
六
年
、
ひ
と
り
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
が
始
め
た
 運
 動
 で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
と
も
に
宗
教
 
問
対
話
や
平
和
構
築
を
学
 

習
 す
る
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
た
。
現
在
で
も
大
き
な
役
割
を
担
っ
 
て
い
る
。
 

-
 
㎎
 -
 
口
ヒ
 カ
 。
 ヴ
の
コ
 
。
Ⅰ
 ハ
ぜ
 
の
 0
 コ
 ・
 0
 民
戸
，
の
。
日
よ
三
口
㎎
巾
の
 

ぃ
目
ま
 
片
三
 @
 
二
つ
 @
 
左
片
 -
,
 
㏄
 0
0
o
-
D
.
 

㏄
 

-
 
別
 -
 
い
 ・
 
オ
 ・
 勾
 0
 色
目
。
，
下
拝
の
「
 

コ
注
ざ
の
 （
 
0
 圭
オ
 Ⅰ
 目
 ハ
寸
口
 
の
 ㎎
Ⅰ
の
 
㏄
い
の
 

N
0
 

コ
の
曲
コ
山
じ
 

ヒ
コ
 
㎎
 0
 の
下
の
㏄
い
の
㌧
 

い
 い
 ダ
 こ
す
 
ヌ
 七
人
Ⅰ
 
毛
毛
ミ
 ・
 
ヨ
 -
 
臣
 隼
 ㏄
 コ
 ㏄
 0
.
 
ぃ
 。
 ヨ
 Ⅰ
 オ
ぃ
ヱ
コ
 

ハ
ミ
Ⅰ
 

つ
 。
 ぃ
 c
e
 
で
 ヒ
 o
c
 
Ⅰ
 ヨ
 ㏄
下
口
。
 
幅
 ・
ア
ド
 

ヨ
 

（
Ⅱ
）
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巾
 
㌃
 す
 0
 で
の
・
 

目
団
 ヨ
ハ
 円
 0
 「
年
日
一
円
 
ア
 0
 ）
温
 
二
ロ
了
了
月
目
 
p
,
 ト
 
の
の
の
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口
口
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㏄
 

・
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ゴ
ま
 ワ
ミ
 毛
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ミ
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ヨ
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 コ
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0
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り
 0
 ヨ
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オ
巴
 
ぎ
 ㏄
 毛
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ヴ
口
 
ト
 
て
ロ
 
@
%
 

高
 え
 ）
）
（
 

ゴ
 ・
三
ョ
 

@
 
）
一
九
四
三
年
、
第
三
世
界
の
国
々
を
支
援
す
る
た
め
に
、
 ア
メ
リ
カ
の
司
教
た
ち
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
一
九
四
五
年
 フィ
リ
ピ
ン
に
オ
フ
ィ
ス
 

を
 開
設
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
協
力
し
な
が
ら
、
 

食
 料
 供
給
、
戦
争
孤
児
の
世
話
、
健
康
，
医
療
支
援
、
農
業
、
開
 
発
 事
業
、
人
災
・
 
自
 

然
 災
害
の
犠
牲
者
救
済
、
平
和
と
和
解
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
ジ
 エ
ク
ト
を
行
っ
て
き
た
。
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㌍
 -
 
円
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興
味
深
い
こ
と
に
、
マ
ニ
ラ
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
「
 

対
 話
 」
と
い
え
ば
、
「
討
論
」
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
。
そ
れ
 

ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
 

対
話
の
た
め
に
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
と
こ
ろ
へ
行
く
と
、
必
ず
 
、
 権
威
を
も
っ
て
話
の
で
き
る
イ
マ
ー
ム
 か
 ウ
ス
タ
 ズ
 を
連
れ
て
 
く
る
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片
）
・
 

め
 0
0
0
 

，
 つ
口
 
・
 べ
 1
 の
 

縞
乙
ソ
 Ⅰ
 
荘
母
 ：
 ロ
 ・
Ⅱ
 

-
 
花
）
（
 由
 Ⅰ
 
ワ
 ㏄
 

元
一
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
教
ム
 
至
 
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
一
 
一
 
0
0
0
 
年
 、
 セ
 四
頁
。
 



 
 

っ
た
 教
会
は
、
わ
け
て
も
そ
の
神
学
に
お
い
て
実
践
的
 
色
彩
を
強
め
る
と
と
も
に
、
解
放
の
神
学
を
は
じ
め
と
 
す
る
属
格
の
神
学
と
、
 

  
ッ 現 
ク 代     
数 社 キ のの道 し 教を マ論 

@ 2 分 者 た会逆ネ 文 
全 会 は 

ワラ @ なイ場ジ回 共は ア共えジ要 る メ旨 
ド視べ ㍻ l 件な ン V 
V 圏 ンマル と か ト     
活供の メ こ け麦索 日 

伝統的宗教 この生貝 

有す参 ン と る 草 し本 

におけ 事 、多 る宗教 加など にお ト が要請 が そ 、 への条 ていく 

文 経な い さ こ件 。 る   
題 

起   
  
尖て   
    

  

  
， @  と 

な す 
自 る 

党 規 
す 代 
る 日   
2 本 
う の 

  
に カ   
な ト こ 部 修現を態織 

  

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
共
同
体
の
多
文
化
主
 義
的
 

現
代
日
本
に
お
け
る
可
能
性
 

マ 

ネ 
ト ワイ @ 。 

メ 
ン 

ト 



混
迷
と
も
 い
 え
る
状
況
を
呈
し
つ
つ
、
他
方
で
は
グ
ロ
 

｜
バ
 リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
名
の
も
と
均
一
化
が
進
む
現
代
 

社
会
に
お
い
て
、
 カ
 

  

教
会
共
同
体
 

い
て
も
宗
教
学
に
 

在
と
し
て
い
か
な
 

る
の
か
。
こ
 う
 し
 

る
。
し
か
も
後
述
 

っ
て
精
神
面
も
含
 

筆
者
は
こ
の
空
 

な
か
っ
た
の
は
、
 

 
 

業
を
分
析
研
究
す
 

織
 ）
に
ま
で
広
げ
 

る
だ
け
の
資
格
を
 

本
の
力
ト
リ
ッ
ク
 

一
｜
一
 

お
い
て
も
、
注
目
を
浴
び
る
こ
と
が
ま
ず
な
か
っ
た
 
と
 言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
世
を
旅
す
る
教
会
は
歴
史
社
会
 
的
存
 

る
 活
動
形
態
が
可
能
な
の
か
。
端
的
に
舌
口
っ
て
、
教
会
 は
い
か
な
る
経
営
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
は
行
 
 
 

た
 問
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
宗
教
一
般
に
わ
た
 
っ
て
基
本
的
に
三
口
挙
げ
さ
れ
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
 て
い
 

す
る
よ
う
に
現
代
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
迎
え
て
 
い
る
変
化
は
、
信
仰
上
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
 
光
市
 

む
生
活
上
の
問
題
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

白
を
埋
め
る
べ
く
本
稿
に
お
い
て
宗
教
経
営
学
の
試
み
 を
 展
開
し
て
み
た
い
。
こ
の
学
問
分
野
が
こ
れ
ま
で
 開
 在
 し
 

ま
ず
経
営
学
そ
の
も
の
が
未
熟
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
 う
 。
た
し
か
に
経
営
学
は
利
潤
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
 払
金
 

る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
き
た
。
し
か
し
や
が
て
そ
の
 対
象
を
公
企
業
に
、
さ
ら
に
近
年
で
は
 N
P
O
 
 

（
弁
官
 

利
組
 

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
思
え
ば
教
会
は
確
固
た
る
 
N
 P
O
 で
あ
り
、
い
ま
や
十
分
に
経
営
学
的
分
析
を
受
け
 
い
 れ
 

備
え
て
い
る
と
い
え
る
。
本
稿
は
地
球
化
時
代
を
本
格
 的
に
迎
え
る
と
と
も
に
組
織
的
な
危
機
に
直
面
す
る
 
現
 伏
日
 

教
会
を
対
象
に
、
宗
教
経
営
学
わ
け
て
も
そ
の
組
織
 
マ
 ネ
ジ
メ
ン
ト
論
を
予
覚
的
に
模
索
す
る
試
み
で
あ
る
。
 

も さ 

し い ら 

か る に 
し 。 は 
む こ 諸 

宗教と したがら、 う 

主 点 積 
活 で 極 
着 目 的 
と 本 に 
し の 対     
キ リ 対 
リ ツ 言舌 

ス ク し 
ト 教 て 者 、 会 も きた 

あ け 。 
る つ ま 

い し た 
は て 宗 
生 意、 教 
活 慢 学 
主 だ 諸 
体 つ 領 
な た 域 
い わ の 
し け @ 
生 で 果 
活 は @ こ 

の む 配 
揚 り 慮 
と 。 し 

し つ 
て つ 
  活 
教 動 
ム キ 王 と 日 

と 含十 

  を 

ぅ面 

打 
ち 

了び @@ @ 出 
中 平   
学 て 

@ き 

お て 

  



  

本
 的
に
す
べ
て
作
業
仮
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
 た
 思
索
か
ら
、
ふ
だ
ん
は
隠
匿
さ
れ
て
い
る
宗
教
生
活
 
の
 深
層
を
よ
り
よ
く
 理
 

 
 

職
神
学
が
好
む
体
系
の
構
造
 

実
 で
は
な
い
、
生
活
現
場
 

で
の
検
証
に
開
か
れ
た
仮
説
 

設
定
を
保
証
す
る
思
索
神
学
へ
の
移
行
と
み
な
す
べ
き
 本
稿
で
取
り
上
げ
る
無
縁
、
コ
ム
 

ニ
 タ
ス
、
 場
 と
い
っ
た
概
念
は
基
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  同体の多文化主義的マネジメント 

る 同 居、 し 代 記 公 ツ く ト 

で余 あ 曲 こ回体 想 か生この会 ド抑リ   
し が は め こ 度 は す 現 か は 、 き の     
学， める ・ 、 、 ぅだ すム る亙 、 人 非せれ占む交っ れ 

論 で   
が 大 テ 
漬 き ィ   
緯 く ； し Ⅰ @ ま しⅠ 

的 変 ン 

公会議 なもの 化した 

以降、 帰 から ことは 

納 、 カ   
的 多 ト 

な く リ 口 Ⅹ 

も の ッ お 

の 研 ク 

へ 究 教 
変 が 会 
わ 示 の 
つ 唆 自 

た す 己 
と る 理 公 
主 と 解   
張 こ が し カ さ が 

す る 紅   



@
 生
八
缶
 

し
か
し
他
方
 

八
九
 0
 名
 ）
 

六
名
等
を
加
 

ょ
ぶ
 。
 

上
記
の
よ
 

で
あ
る
。
 そ
 

大
戦
直
後
に
 に

助
 支
丹
 禁
制
高
札
が
撤
去
さ
れ
て
以
来
約
一
三
 
0
 年
 の
 布
教
結
果
と
し
て
は
、
さ
び
し
い
か
ぎ
り
の
数
字
 
で
あ
る
。
 

、
聖
職
者
数
（
司
教
、
司
祭
、
助
祭
）
は
一
、
六
八
二
 宅
 で
あ
り
、
 
一
 聖
職
者
あ
た
り
の
信
者
数
（
総
信
徒
数
 
は
 四
三
八
、
 

は
 、
二
六
一
名
で
あ
っ
て
、
こ
の
数
字
を
見
る
か
ぎ
り
 
手
厚
い
司
牧
体
制
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
修
道
女
 
数
 の
 エ
ハ
 
、
一
二
一
 

 
 

え
れ
ば
、
わ
ず
か
四
十
四
万
人
程
度
の
信
者
の
う
ち
、
 
聖
職
者
，
修
道
者
と
い
っ
た
い
わ
ば
専
従
者
が
約
八
千
 
名
 に
も
お
 

う
な
い
わ
ば
頭
で
っ
か
ち
な
教
会
体
制
を
性
格
づ
け
て
 
き
た
の
は
、
ロ
ー
マ
以
上
に
ロ
ー
マ
的
と
 椰
楡
 さ
れ
る
 過
剰
適
応
 

の
 背
景
に
は
敗
戦
直
後
か
ら
し
ば
ら
く
続
い
た
特
殊
 
事
 態
 が
あ
る
。
日
本
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
体
験
は
総
じ
て
 第
 二
次
世
界
 

集
中
し
て
い
る
。
当
時
多
数
の
欧
米
人
宣
教
師
を
日
本
 
の
 教
会
は
受
け
入
れ
、
ま
た
洗
礼
者
数
も
激
増
し
た
。
 
た
と
え
ば
 

  

よ の 信 楽 
対 統 勢 

教団 つ @ 一 - 6 家 な @ こ 

信 と た 体 こ 

者 し 二 り 現 だ 
数 て う し ね 
は の 

国 ト   
で ク る 教 い 団 

が そ 
  れ 

現 は 
ィ 犬 羊 
日 に 貫 木 
と 教 
レコ " ヱ莱 百冊   " フ と   黒 い 

総 る 
質 つ 

な た 
大 数 文 神 
国 勢 
に 的 

化 学 
圏 的 

白 な の 関 
め 地 な ，む、 
る 位 か に 
上ヒ @ ま で 留 
率 低 い ま 

ヰ ま しⅠ か ら 
O     に ず     変     

容 最 
」で一 五五 

可 も 
ムヒ 目 し 深 

な く 

の か 
% す 00 に 一 一 か つ 

と 多 
ぎな年度 ぃ 様 

う に 
じこ の 統 
一 計 

字 面 
教 洋 

/ Ⅰ を 学 の 
セ 児 的 宗 

てみ 三年   
探 教 
求 的 

 
 

3
 

 
 

こ
う
し
た
前
提
の
も
と
、
生
活
現
場
へ
の
配
慮
を
優
先
 
し
つ
つ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
共
同
体
が
み
せ
る
変
化
の
 
兆
し
を
察
し
て
い
く
 

解
 で
き
る
と
考
え
て
い
る
 "
 



カトリノ ク 教会共同体の 多文化主義的マネ   
リ
ッ
ク
教
会
の
自
己
改
善
に
は
、
問
題
が
刻
印
さ
れ
た
 
時
点
の
状
況
を
擬
似
的
に
再
現
す
る
こ
と
が
 欠
 せ
な
い
 。
組
織
と
し
て
の
教
会
 

さ 

ら @ 」 

@- Ⅰ @ し 

間 で 
題 目 
が 的 

閉 に 

寒 村 
伏 し 

態 て 
に 実 
陥 効 
つ 性 
/@ 二 を 
と 間 
き わ 
は れ 

原 る   

点 に教 、 示 
五 経 
ち 営 
退 学 
る @ こ 

こ日 とを 
は 向   
あ れ 
ら サブ ゆ 
る 状 
領 況   
で 確 
要 諦、 

当 は 
す 最 
る 優 
知 先 
恵 さ 
で れ 
あ る 
る べ 
が き 

の も 

え の 
ほ で あ 
力 る   
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一
九
四
六
年
か
ら
の
十
年
間
で
聖
職
者
、
修
道
者
数
は
 一
 
二
倍
以
上
に
増
加
し
、
成
人
洗
礼
者
数
も
日
米
開
戦
直
 前
 と
ほ
ほ
同
数
（
約
四
 

-
8
 
一
 

十
一
だ
っ
た
一
九
四
六
年
に
比
べ
、
ピ
ー
ク
時
の
一
九
 
五
三
年
に
は
約
一
万
六
千
名
に
上
っ
て
い
る
。
そ
し
て
 
、
ほ
ぼ
土
牢
 っ
 づ
い
た
 

こ
の
高
揚
 期
 に
日
本
教
会
の
性
格
は
固
ま
っ
た
と
い
え
 る
 。
当
然
な
が
ら
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
の
は
る
 
か
 以
前
の
出
来
事
で
あ
 

る
 。
 

大
阪
教
区
司
祭
の
中
川
明
は
、
こ
の
戦
後
復
興
 
期
 の
 急
 成
長
が
修
復
し
が
た
い
負
の
遺
産
を
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
 
ク
 教
会
に
残
し
た
と
 

主
張
す
る
。
海
外
か
ら
の
突
発
的
な
人
的
経
済
的
援
助
 
は
 、
日
本
の
教
会
に
お
い
て
精
神
的
経
済
的
な
依
存
 
体
 質
を
育
み
、
信
徒
が
自
 

立
し
て
成
長
す
る
に
あ
た
っ
て
は
阻
害
要
因
と
な
り
、
 
ま
た
信
徒
に
頼
ら
れ
て
い
な
い
と
不
安
に
な
る
司
祭
の
 
性
格
も
あ
い
ま
っ
て
 、
 

-
g
g
J
-
 

日
本
の
教
会
を
社
会
か
ら
乖
離
さ
せ
、
「
閉
じ
こ
も
り
 体
質
」
を
生
み
出
し
た
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
教
会
 
0
 例
外
的
成
長
期
に
お
 

け
る
共
依
存
体
質
の
形
成
を
指
摘
す
る
中
川
の
見
解
 
は
 、
そ
の
後
の
か
 ず
 か
ず
の
自
己
刷
新
的
試
行
が
事
実
上
 失
敗
し
て
き
た
こ
と
を
 

鑑
み
れ
ば
、
妥
当
な
判
断
で
あ
ろ
う
。
 

こ
う
し
た
硬
直
し
た
体
質
を
改
善
す
る
必
要
性
を
 、
日
 本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
強
く
認
識
し
て
い
る
。
し
か
 
し
そ
の
手
法
は
い
ま
 

だ
 静
態
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一
九
八
七
年
 
と
 
一
九
九
三
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
 福
 昔
 宣
教
推
進
全
国
会
議
 

（
「
ナ
イ
ス
ー
」
、
「
ナ
イ
ス
Ⅱ
 ヒ
は
 地
道
な
準
備
の
う
え
 実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
果
は
生
涯
 
相
 互
 養
成
講
座
の
推
進
な
 

ど
 、
教
会
再
建
を
目
的
と
す
る
種
々
の
啓
発
運
動
の
域
 
を
 総
じ
て
出
る
も
の
で
は
な
か
つ
こ
。
 

-
o
 

キ
八
 

i
 一
 



が
み
せ
る
主
体
性
、
歴
史
社
会
的
存
在
と
し
て
の
教
会
 

教
会
を
め
ぐ
る
環
境
に
関
し
て
は
、
比
較
す
べ
き
因
子
 

が
 置
か
れ
た
環
境
に
視
線
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
 

が
 多
様
に
わ
た
り
一
概
に
判
断
し
が
た
い
。
た
だ
宗
教
 る

 。
 

全
般
に
対
す
る
生
活
 

ま
ず
教
会
の
あ
り
方
は
、
戦
後
復
興
 期
 と
現
代
と
で
は
 ま
さ
に
 対
疎
 的
と
い
っ
て
よ
い
。
戦
後
復
興
期
の
教
会
 
は
 積
極
的
な
教
 勢
拡
 

大
傾
向
に
あ
り
、
人
で
あ
れ
物
で
あ
れ
所
有
す
る
も
の
 
は
 増
大
す
る
と
予
想
さ
れ
、
実
際
そ
う
な
っ
た
。
他
方
 

一
見
し
て
安
定
し
て
 

い
る
か
の
ご
と
き
現
代
の
教
会
は
、
外
国
籍
司
祭
の
急
 速
 な
高
齢
化
に
面
し
て
、
共
同
宣
教
司
牧
の
断
行
な
ど
 
を
 通
じ
、
宣
教
能
力
に
 

見
合
っ
た
縮
小
化
を
企
図
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
志
 向
 さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
正
反
対
だ
が
、
急
激
な
変
革
 
期
 を
 迎
え
て
い
る
点
で
は
 

同
様
で
あ
る
。
 

も
っ
と
も
洗
礼
者
数
に
お
い
て
は
戦
後
復
興
 期
 の
よ
う
 な
 短
期
的
変
化
は
み
ら
れ
ず
、
緩
や
か
に
減
少
し
つ
っ
 
も
 安
定
し
て
い
る
 様
 

相
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
視
線
を
洗
礼
者
数
か
ら
 
外
 国
籍
信
徒
数
に
向
け
変
え
れ
ば
、
事
態
は
一
変
す
る
。
 
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
国
際
 

協
力
委
員
会
が
発
表
し
た
 二
 0
0
0
 年
度
外
国
籍
信
徒
 統
計
（
推
計
）
で
は
、
外
国
籍
信
徒
総
数
は
約
四
十
万
 
人
 に
達
し
て
お
り
、
 日
 

-
 
は
一
 

 
 

ん
こ
の
す
べ
て
の
信
徒
が
教
会
に
来
る
わ
け
で
は
な
い
 
。
し
か
し
、
こ
の
外
国
 

籍
 信
徒
の
受
け
入
れ
は
た
か
だ
か
こ
こ
十
年
程
度
で
な
 
さ
れ
た
急
激
な
変
化
な
の
で
あ
る
。
能
動
的
と
受
動
的
 
と
い
う
差
は
あ
れ
、
 現
 

代
の
教
会
も
戦
後
復
興
 期
 と
同
じ
く
 急
 成
長
期
に
あ
る
 の
だ
。
 

若
一
般
の
感
情
は
 、
 オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
に
観
察
で
き
 る
反
 社
会
性
へ
の
忌
避
な
ど
か
ら
総
じ
て
急
速
に
否
定
 
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
 

あ
り
、
宣
教
す
る
教
会
を
自
称
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
 
は
 危
機
感
を
強
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
み
ず
 
か
ら
の
存
在
意
義
を
も
 

問
い
直
す
根
本
的
変
容
へ
の
準
備
は
徐
々
に
出
来
つ
つ
 
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
代
の
 
危
機
的
事
態
は
戦
後
腹
 

異
朝
に
刻
印
さ
れ
た
特
徴
を
改
善
す
る
絶
好
の
機
会
を
 提
供
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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  教会共同体  
 

 
 

 
 

Ⅰ
 一
 
多
文
化
主
義
と
「
無
縁
」
の
原
理
 

 
 

 
 

 
 

教
会
共
同
体
に
要
請
さ
れ
る
課
題
は
何
か
。
こ
れ
は
 
教
 会
 共
同
体
の
生
き
残
り
へ
 向
 

 
 

ぬ
け
た
組
織
変
革
を
探
求
す
る
宗
教
経
営
学
に
と
り
 
不
可
避
の
問
い
で
あ
る
。
 

 
 

ま
ず
こ
の
問
題
は
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
課
題
 
で
も
あ
る
。
司
牧
活
動
を
通
じ
た
生
活
有
事
へ
の
対
処
 
の
 是
非
が
、
そ
の
 宗
 

教
 

こ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
信
用
度
 
つ
ま
り
受
容
度
を
決
定
す
る
。
司
牧
活
動
に
お
け
る
 状
 況
 適
応
能
力
が
結
果
的
 

に
 イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
す
る
の
で
あ
り
 、
そ
の
能
力
を
高
め
る
に
は
、
生
活
有
事
を
対
象
化
し
 
分
析
で
き
る
だ
け
の
 知
 

的
 用
具
を
整
備
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
た
と
え
ば
 イ
エ
ズ
ス
会
 士
の
 ピ
ー
タ
ー
・
シ
ネ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
 イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
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筆
者
は
こ
う
し
た
現
代
的
な
激
変
を
「
生
活
有
事
」
と
 名
 づ
け
た
い
。
こ
こ
で
い
う
「
生
活
」
は
物
質
的
生
活
 
も
 精
神
的
生
活
も
ふ
 

く
む
広
義
の
生
活
で
あ
る
。
戦
後
復
興
 期
 に
お
け
る
 キ
 リ
ス
ト
 教
 ブ
ー
ム
は
「
精
神
的
真
空
状
態
を
埋
め
る
も
 
の
 」
と
し
て
説
明
さ
れ
 

る
が
、
当
然
そ
れ
も
生
活
有
事
の
 
一
 
側
面
で
あ
る
 

1
 
 。
。
 
-
3
-
l
 
 

そ
 し
て
現
代
の
変
動
は
も
は
や
変
動
以
前
に
復
帰
で
き
な
 
い
ま
で
に
根
源
的
な
も
 

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
外
国
籍
信
徒
が
自
己
否
定
的
に
日
 本
社
会
へ
同
化
す
る
こ
と
も
教
会
共
同
体
に
お
い
て
い
 
ま
や
志
向
さ
れ
ず
、
 む
 

は
こ
う
し
た
生
活
有
事
と
不
可
分
の
揺
動
態
と
し
 

遅
 か
っ
不
可
逆
的
な
危
機
的
状
態
で
、
そ
の
精
神
性
に
 

し
ろ
多
文
化
主
義
的
共
生
が
喫
緊
の
福
音
宣
教
的
課
題
 

り
 、
そ
の
な
か
で
生
活
有
事
が
受
容
者
 被
 受
容
者
を
と
 

 
 

て
 刻
々
と
生
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

も
に
巻
き
込
み
な
が
ら
全
体
状
況
と
し
て
競
り
上
が
っ
 

ま
で
影
響
が
遡
及
す
る
も
の
を
生
活
有
事
と
呼
び
た
 
い
 

と
さ
れ
て
 し
 
Ⅰ
 O-
4
 

リ
 
プ
 
i
 
 

一
 以
上
か
ら
筆
者
は
、
経
済
・
社
会
的
 

一
で
は
迎
え
入
れ
ら
れ
る
外
国
籍
信
徒
の
ほ
う
が
通
常
 変

動
に
導
か
れ
た
不
可
 

 
 

て
い
く
。
教
会
共
同
体
 

は
 る
が
に
深
刻
で
あ
 



ュ
 レ
ー
シ
ョ
ン
と
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ユ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
 と
 も
に
考
察
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
よ
 う
 。
 

普
遍
を
予
覚
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
。
 
こ
 の
 意
味
で
宗
教
経
営
学
は
、
文
化
内
で
す
で
に
開
花
 
し
 て
い
る
社
会
・
人
文
科
 

学
 こ
と
に
歴
史
学
の
成
果
を
価
値
創
出
の
源
泉
と
し
て
 
ト
ラ
ン
ス
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
的
に
接
合
活
用
す
べ
し
と
 
む
 る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
社
会
科
学
と
人
文
科
学
の
融
合
領
域
で
成
 
立
し
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
研
究
は
、
同
化
主
義
 
を
 超
克
す
る
芳
文
化
 

主
義
 ヨ
三
 （
 
オ
日
 （
 
u
r
a
 

目
の
 

ヨ
 

生
活
領
域
全
般
に
お
い
 
て
 人
種
、
民
族
、
宗
教
、
言
語
、
性
別
な
ど
の
多
様
 
性
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
 

よ
り
高
次
の
普
遍
性
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
相
対
 
主
義
の
発
想
が
自
覚
的
に
守
ら
れ
る
態
度
を
別
 扶
 し
た
が
、
そ
の
成
果
は
 

多
 文
化
の
容
易
な
統
合
が
事
実
上
不
可
能
な
教
会
共
同
 
体
の
現
実
を
理
解
す
る
う
え
で
、
上
記
の
歴
史
学
の
成
 
果
 と
同
じ
く
無
視
で
き
 

な
い
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
 
社
 会
統
ム
ロ
 
の
理
念
と
し
て
同
化
主
義
を
秘
匿
し
つ
つ
主
張
 さ
れ
た
文
化
多
元
主
義
 

一
 
Ⅱ
 一
 

の
 三
 %
 Ⅱ
 巴
匡
 耳
当
の
日
を
批
判
し
、
対
話
と
対
決
の
輻
 轄
 す
る
現
状
を
最
も
的
確
に
描
写
し
 ぅ
 る
か
ら
で
あ
る
 。
な
ら
ば
イ
ン
カ
ル
チ
 

と
に
歴
史
学
へ
の
配
慮
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る
。
 
イ
 ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
論
に
お
い
て
は
夢
想
さ
れ
た
 
統
合
 像
 が
無
自
覚
の
 う
 

ち
に
混
入
し
が
ち
で
あ
る
た
め
、
こ
と
に
仮
説
思
考
を
 
遂
行
す
る
場
合
に
は
、
最
低
限
保
持
す
べ
き
健
全
な
知
 
覚
の
閾
を
逸
脱
し
、
 観
 

金
遊
戯
に
お
わ
る
危
険
が
伴
う
。
し
か
し
人
間
に
よ
る
 
生
の
営
み
の
蓄
積
つ
ま
り
歴
史
を
視
野
に
入
れ
、
そ
の
 
な
か
か
ら
人
間
を
肯
定
 

す
る
な
ん
ら
か
の
普
遍
的
理
念
が
想
定
で
き
る
な
ら
 
ぱ
 、
そ
の
理
念
は
キ
リ
ス
ト
教
が
示
唆
す
る
普
遍
性
と
文
 
化
 的
特
殊
性
と
の
出
会
 

い
 方
に
と
っ
て
具
体
的
な
モ
デ
ル
た
り
う
る
だ
ろ
う
。
 
ま
さ
し
く
イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
文
化
 
と
は
、
特
殊
の
な
か
で
 

 
 
 
 

社
会
科
学
に
開
か
れ
た
こ
う
し
た
姿
勢
を
支
持
す
る
が
 
、
他
方
、
生
活
文
化
的
土
壌
を
正
当
に
評
価
す
る
に
は
 
、
実
証
的
人
文
科
学
 こ
 

コ
 ン
と
は
信
徒
を
中
心
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
全
生
活
 領
域
に
お
い
て
共
有
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
 
営
 み
は
文
化
人
類
学
、
社
 

 
 

全
学
、
民
族
学
と
い
っ
た
社
会
科
学
の
営
み
か
ら
支
持
 
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

一
 
6
 一
 筆
者
は
宗
教
経
営
 学
を
模
索
す
る
以
上
、
 

1
3
 



 
 

ッ
 

あ
る
。
 

3
 

 
 

た
だ
し
、
そ
こ
で
の
「
縁
切
り
」
は
避
難
空
間
 
の
 提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
膨
大
な
生
活
関
連
の
困
難
事
 項
を
解
決
す
る
こ
と
に
重
点
 

む
く
要
請
さ
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
無
縁
」
の
 

原
 理
 に
支
え
ら
れ
た
「
縁
切
り
手
」
な
い
し
「
駆
け
込
み
 

寺
 」
と
し
て
の
機
能
な
の
で
㈹
 

 
 

一
 
%
 
一
 

関
連
に
お
い
て
 

任
 
目
さ
れ
る
の
は
ア
ジ
ー
ル
（
避
難
所
 

、
平
和
領
域
）
の
機
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ア
ジ
ー
ル
で
 

は
俗
世
間
で
の
主
従
 

関
 

係
 つ
ま
り
有
縁
を
断
ち
切
る
に
た
る
超
越
的
 

力
 と
の
 
直
 
結
が
 
観
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
表
層
的
に
は
天
皇
で
あ
り
 

、
深
層
的
に
は
神
仏
で
 

あ
る
。
 

-
g
-
1
 
 

そ
の
際
、
留
意
す
べ
き
は
こ
う
し
た
絶
対
者
は
 

民
衆
の
畏
怖
の
対
象
で
あ
る
異
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
る
 

の
で
あ
り
、
ア
ジ
ー
ル
 

と
は
不
活
性
の
安
定
空
間
で
は
な
く
、
つ
ね
に
非
日
常
 

性
を
喚
起
す
る
異
相
空
間
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
 

網
野
自
身
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
「
無
縁
」
の
原
理
は
 

、
未
開
、
文
明
を
問
わ
ず
、
世
界
の
諸
民
族
の
す
べ
て
 

に
 
共
通
し
て
存
在
し
 

 
 

て
 
多
様
な
か
た
ち
を
と
る
。
哲
学
者
の
鈴
木
 

亨
も
 

て
お
り
、
作
用
し
つ
づ
け
る
人
類
典
・
世
界
史
の
 

花
崎
 
享
 平
と
の
対
談
の
中
で
、
網
野
の
無
縁
を
鈴
木
 

年
 

基
本
法
 

、
貝
 

リ
と
 
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

-
o
 

2
 
 

一
 そ
の
自
覚
化
の
 

 
 

来
 の
三
振
で
あ
る
作
用
お
よ
 

過
程
が
時
代
や
地
域
に
よ
っ
 

 
 

こ
の
よ
う
な
事
態
に
適
合
し
う
 

多
文
化
主
義
的
な
感
性
に
開
か
れ
 

｜
ド
に
 日
本
社
会
に
お
け
る
自
由
 る

 宗
教
経
営
学
を
構
想
す
る
に
あ
た
り
、
「
無
縁
」
の
 原
理
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
 

た
 日
本
中
世
史
研
究
者
の
網
野
善
彦
は
、
無
縁
・
公
界
 
・
 楽 こ
と
に
有
縁
に
対
す
る
無
縁
を
キ
ー
ワ
 

と
 平
和
の
根
拠
を
探
求
し
て
い
る
。
こ
の
無
縁
に
は
さ
 
ま
ざ
ま
な
特
徴
が
見
出
せ
る
が
、
本
稿
と
の
 



に
 改
編
し
た
。
そ
こ
は
な
に
よ
り
も
 ぺ
ル
 １
人
を
中
心
 と
す
る
滞
日
外
国
人
の
相
談
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
 
二
 0
 0
 二
年
度
に
寄
せ
ら
れ
 

た
 相
談
件
数
・
内
容
は
、
総
件
数
が
四
二
五
件
、
う
ち
 
内
容
的
に
は
洗
礼
や
初
聖
体
と
い
っ
た
司
牧
関
係
は
九
 
四
件
で
あ
り
、
そ
れ
 以
 

外
は
生
活
領
域
の
全
般
に
わ
た
っ
て
お
り
、
役
所
の
手
 
続
 、
職
場
関
係
、
収
容
所
面
会
、
病
気
・
け
が
の
順
で
 
あ
る
。
深
刻
な
ト
ラ
ブ
 

か
な
 抱
え
、
困
惑
す
る
移
住
労
働
者
の
た
め
に
は
 
シ
ェ
 ル
タ
ー
を
設
け
て
い
る
。
 
-
2
 

2
 
 

一
 ま
さ
に
ア
ジ
ー
ル
そ
の
も
の
 で

あ
る
。
し
か
も
生
活
 

-
 
㌍
 -
 

支
援
の
件
数
は
激
増
の
傾
向
を
見
せ
て
お
り
、
ま
さ
に
 
些
事
 m
 積
 な
が
ら
も
 小
 有
事
と
呼
ぶ
べ
き
様
相
を
呈
し
 て
い
る
。
類
似
の
拠
点
 

は
 カ
ト
リ
ッ
ク
東
京
国
際
セ
ン
タ
ー
お
ゴ
 
e
 
 な
ど
 全
国
に
数
 ケ
 所
存
在
す
る
。
 

当
然
な
が
ら
こ
う
し
た
相
談
の
す
べ
て
を
教
会
関
係
者
 
こ
と
に
聖
職
者
や
修
道
者
が
担
当
し
、
ま
た
解
決
で
き
 
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

対
応
者
に
と
っ
て
も
事
態
は
ま
さ
に
有
事
で
あ
る
。
お
 
そ
ら
く
は
類
似
の
痛
み
を
抱
え
た
受
苦
者
が
相
互
に
援
 
助
 し
る
う
な
か
で
、
 
助
 

か
り
ゆ
く
「
ゆ
る
や
か
な
共
同
性
」
こ
そ
が
主
な
解
決
 
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。
 
た
と
え
ば
 美
 野
島
司
牧
 

セ
ン
タ
ー
内
に
は
九
州
薬
物
依
存
者
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
 ｜
 
已
下
 方
 e
 
 が
付
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
所
属
す
 る
 回
復
途
上
の
薬
物
 依
 

存
 者
と
南
米
か
ら
の
移
住
労
働
者
が
司
牧
セ
ン
タ
ー
 
内
 で
 共
同
生
活
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
生
活
が
持
 
続
 し
て
い
る
限
り
、
 
あ
 

 
 

8
 種
の
生
活
的
調
和
が
生
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
宗
教
 
心
理
学
を
専
攻
す
る
葛
西
賢
人
は
ア
メ
リ
カ
の
断
酒
 

自
助
会
に
観
察
さ
れ
 

る
こ
う
し
た
性
格
を
「
ゆ
る
や
か
な
共
同
性
」
と
呼
ぶ
 
が
 、
そ
の
特
徴
は
自
己
が
他
者
を
構
造
的
に
含
み
持
っ
 
こ
と
、
自
己
の
安
定
は
 

 
 

単
一
の
核
に
よ
る
統
合
で
は
な
く
 多
 中
心
的
凝
集
に
よ
 る
こ
と
、
さ
ら
に
自
他
間
で
の
視
点
の
交
換
に
よ
る
 照
 応
 融
合
で
あ
る
。
こ
う
 

し
て
共
同
生
活
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
 最
 弱
者
が
 、
組
 織
を
形
成
す
る
全
成
員
の
配
慮
を
受
け
る
こ
と
で
、
 
逆
 に
 弱
者
の
生
活
基
調
で
 

あ
る
「
ゆ
る
や
か
な
共
同
性
」
が
組
織
全
体
の
ト
ー
ン
 
を
 支
配
す
る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
組
織
の
 

「
下
か
ら
の
変
革
」
、
 あ
 

  

が
 移
っ
て
い
る
。
た
と
え
 ぼ
 、
福
岡
教
区
は
一
九
九
三
 年
に
福
岡
市
内
中
心
部
の
カ
ト
リ
ッ
ク
 美
 野
島
教
会
を
 美
 野
島
司
牧
セ
ン
タ
ー
 

 
  

 



カトリック教会共同体の 多文化主義的マネ                   

る
い
は
そ
れ
を
推
進
す
る
「
弱
さ
の
強
さ
」
が
成
就
 
す
 る
 。
 

そ
う
し
た
場
で
機
能
す
る
の
は
想
像
力
で
あ
る
。
日
本
 中
世
芸
能
吏
研
究
者
の
松
岡
心
平
は
無
縁
の
ダ
イ
ナ
、
 、
ト
 

ズ
ム
 を
連
歌
的
想
像
 

力
 に
見
出
し
た
が
、
松
岡
に
よ
れ
ば
連
歌
会
は
役
者
的
 な
 想
像
力
に
支
え
ら
れ
、
虚
構
の
主
体
性
を
楽
し
む
 
集
 団
的
 増
幅
装
置
で
あ
る
 

と
と
も
に
、
も
と
の
世
界
に
戻
っ
て
し
ま
う
輪
廻
を
嫌
 ぅ
 。
匿
名
性
に
守
ら
れ
た
参
加
者
は
自
在
な
連
句
を
楽
 
し
み
っ
 っ
 、
巧
妙
な
過
 

-
 
お
 -
 

程
の
調
整
を
施
し
、
規
則
違
反
や
進
行
の
停
滞
が
発
生
 
し
た
際
に
の
み
、
調
整
者
と
し
て
の
宗
匠
に
判
断
を
任
 
せ
る
の
で
あ
る
。
無
縁
 

所
で
あ
る
教
会
共
同
体
に
お
い
て
こ
の
宗
匠
に
相
当
す
 

微
調
整
を
加
え
る
こ
と
が
主
要
な
役
目
で
あ
り
、
積
極
 

う
 。
筆
者
ほ
か
れ
ら
を
、
そ
の
権
威
を
認
め
つ
つ
、
 
フ
 

な
 マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
卑
下
す
る
必
要
は
な
 い
 の
で
あ
る
 

て
は
生
活
有
事
の
な
か
で
冷
静
さ
を
保
持
し
、
こ
う
し
 

そ
の
特
徴
は
自
ら
の
見
解
を
保
持
し
つ
っ
も
自
分
を
相
 

 
 

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
と
は
、
リ
ー
ダ
ー
と
は
異
な
り
、
 

的
な
介
入
は
原
則
と
し
て
行
わ
れ
な
し
、
 

J
 
 

-
6
-
2
 
 

、
。
 

よ
っ
て
か
れ
 

。
む
し
ろ
柔
構
造
を
保
持
す
る
点
で
貢
献
し
て
い
る
こ
 

る
の
が
、
司
祭
を
は
じ
め
と
す
る
聖
職
者
や
修
道
者
で
 

た
 自
発
的
な
治
癒
過
程
が
生
起
し
順
調
に
展
開
す
る
 
ょ
 

対
 化
で
き
、
自
己
の
立
場
に
固
執
せ
ず
に
 場
 全
体
の
情
 

ア
ン
リ
テ
ー
タ
ー
守
の
ま
（
 
a
 （
 
o
 （
と
み
な
し
た
 

は
な
く
む
し
ろ
ア
イ
デ
ア
の
提
供
と
な
る
だ
ろ
う
。
 

討
議
の
場
を
設
定
す
る
と
と
も
に
議
論
の
進
行
を
促
進
 

こ
う
し
た
特
徴
は
「
 無
 

あ
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
 

う
そ
の
場
を
見
守
り
、
 

ら
は
そ
の
一
見
消
極
的
 

と
を
誇
る
べ
き
で
あ
ろ
 

況
を
配
慮
で
き
る
こ
と
 

す
る
人
物
で
あ
り
、
 

縁
 」
の
原
理
を
新
た
に
有
縁
化
し
な
い
た
め
に
も
必
要
 な
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
「
無
縁
」
の
原
理
を
帯
 び
る
教
会
共
同
体
は
 、
 

自
覚
無
自
覚
を
問
わ
ず
に
、
全
参
与
者
が
隣
人
愛
に
通
 底
 す
る
福
音
的
価
値
を
創
出
増
大
す
べ
く
生
活
有
事
の
 う
ち
で
協
働
す
る
非
常
 

私
約
共
生
組
織
な
の
で
あ
る
。
 

  



を
ひ
と
つ
の
事
物
と
い
う
よ
り
も
ひ
と
つ
の
過
程
つ
ま
 
り
 構
造
と
コ
ム
 ニ
 タ
ス
と
い
う
継
起
す
る
段
階
を
と
も
 な
 う
 弁
証
法
的
過
程
と
 

-
 
乃
一
 

考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

タ
ー
ナ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
コ
ム
 ニ
 タ
ス
を
形
成
す
る
の
は
 リ
ミ
 ナ
リ
テ
ィ
（
境
界
性
）
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
が
 
、
通
過
儀
礼
に
お
 

て
 観
察
で
き
る
そ
の
状
況
に
お
い
て
は
価
値
体
系
や
身
 
分
 秩
序
が
逆
転
し
て
い
る
。
ま
た
平
等
と
財
産
欠
如
が
 
特
徴
と
さ
れ
る
。
コ
ム
 

マ
ー
ン
ナ
リ
ア
イ
 

ニ
 タ
ス
は
あ
る
組
織
の
構
造
が
い
っ
た
ん
分
解
し
、
 
再
 統
合
さ
れ
る
ま
で
の
中
間
形
態
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
 
は
 境
界
性
、
周
辺
性
、
 

イ
ン
フ
ェ
リ
オ
リ
テ
 

ィ
 

劣
位
性
と
い
っ
た
 反
 構
造
性
か
ら
豊
か
な
力
が
供
給
 
さ
れ
、
組
織
は
活
性
化
す
る
。
こ
う
し
た
儀
礼
的
な
 
い
わ
ば
愚
行
は
本
来
一
 

時
 的
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
特
殊
な
能
力
 
を
も
つ
天
才
、
道
化
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
ら
に
よ
り
、
 
と
き
に
非
構
造
的
組
織
 

 
 

と
し
て
コ
ム
 ニ
 タ
ス
が
持
続
性
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
 。
タ
ー
ナ
ー
は
そ
の
事
例
と
し
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
を
 
挙
げ
る
。
非
歴
史
的
な
 

コ
ム
 ニ
 タ
ス
が
歴
史
的
な
無
縁
性
へ
と
展
開
し
う
る
 余
 地
 が
こ
こ
に
予
想
で
き
る
だ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
コ
ム
 ニ
 タ
ス
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
 「
無
縁
」
の
原
理
は
よ
り
動
態
的
に
展
開
し
う
る
し
、
 教
会
や
修
道
院
の
組
 

 
 

織
的
 特
徴
を
的
確
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
 
ま
た
タ
ー
ナ
ー
が
、
コ
ム
 ニ
 タ
ス
が
生
起
す
る
 り
ミ
ナ
 リ
テ
ィ
に
お
い
て
身
分
 

四
 

コ
ム
 ニ
 タ
ス
か
ら
 場
へ
 

た
だ
し
網
野
に
よ
る
「
無
縁
」
の
原
理
は
、
一
方
で
無
 縁
の
特
徴
を
巧
み
に
描
写
す
る
も
の
の
、
他
方
で
あ
る
 
組
織
が
有
縁
的
な
も
 

の
か
ら
無
縁
的
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
際
に
生
じ
る
 構
 道
上
の
変
化
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
欠
点
を
持
っ
。
 
そ
の
点
で
西
洋
社
会
史
 

研
究
者
の
阿
部
謹
也
が
網
野
と
の
対
談
で
指
摘
し
た
よ
 
う
に
、
網
野
の
無
縁
が
象
徴
人
類
学
の
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
 
W
.
 タ
ー
ナ
ー
に
よ
る
 

 
 

「
コ
ム
 ニ
 タ
ス
」
 

0
0
 

ヨ
ヨ
窪
田
荘
の
と
類
似
す
る
点
に
着
目
 

す
る
こ
と
は
、
こ
の
欠
点
を
補
う
 う
 え
で
有
益
で
あ
 る
 。
タ
ー
ナ
ー
は
社
会
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    0 歩文化主義 的 マネジメント 

主
義
的
組
織
の
分
析
に
有
効
な
「
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 
」
で
あ
る
。
 

場
 と
い
う
発
想
に
立
つ
思
考
は
近
年
、
日
本
の
経
営
学
 
に
お
い
て
確
固
た
 

っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
共
通
占
を
手
が
か
り
に
 簡
 潔
 に
い
え
ば
、
場
と
 

こ
と
に
「
 住
 し
て
 佳
 さ
ず
 」

と
い
う
マ
ネ
ジ
メ
 

す
る
。
そ
れ
は
 
不
 
①
経
営
と
は
、
個
人
の
行
動
を
管
理
 す
る
こ
と
で
は
な
い
 

定
 さ
え
で
き
れ
ば
、
人
々
は
協
働
を
自
然
に
始
め
る
。
 ③
経
営
の
役
割
は
 、
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

-
3
 
一
 先
に
一
瞥
し
た
生
活
有
事
に
お
 け
る
教
会
共
同
体
を
 る

 地
位
を
築
き
始
め
て
い
る
。
場
の
定
義
は
研
究
者
に
 
ょ
 
よ
 

は
個
に
対
す
る
概
念
で
あ
り
、
自
己
組
織
化
と
関
係
性
を
 を 

ン
ト
論
の
立
場
か
ら
伊
丹
敬
之
は
 、
つ
 ぎ
の
よ
う
に
主
張
 
張
 

。
人
々
の
協
働
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
②
適
切
な
状
況
 
設
 
-
 
ル
 
一
 
一
 
夜
 

そ
の
状
況
設
定
を
行
う
こ
と
。
あ
と
は
任
せ
て
大
丈
夫
 0
 @
 

運
営
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
指
摘
が
事
実
な
ら
ば
、
 
そ
 の
 

応
 す
る
人
材
を
い
か
に
発
見
し
導
く
か
は
、
よ
り
経
営
 学
的
な
発
想
な
く
し
て
は
実
現
し
が
た
い
こ
と
な
の
で
 
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
う
 

し
た
異
能
の
人
材
も
組
織
に
お
い
て
は
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
 
タ
 ー
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
 

そ
こ
で
筆
者
が
任
目
す
る
の
は
、
日
本
 発
の
 マ
ネ
ジ
メ
 ン
ト
論
で
あ
り
、
日
本
的
組
織
の
分
析
に
優
れ
な
が
ら
 も
 N
P
O
 

の
孝
文
化
 

一
 
㌍
 一
 

の
 逆
転
 割
 に
喜
劇
性
を
見
出
す
点
は
、
無
縁
が
秘
め
る
 遊
戯
性
に
通
底
し
て
お
り
、
両
者
の
類
似
性
を
指
し
示
 
し
て
い
る
。
た
だ
し
 人
 

類
 学
的
な
こ
の
手
法
で
は
、
そ
の
過
程
に
対
し
て
新
し
 
い
 主
体
性
や
状
況
性
を
理
解
し
た
つ
え
で
そ
れ
を
 
い
 か
 に
 参
与
的
に
管
理
す
る
 

か
 、
さ
ら
に
い
か
に
方
法
化
す
る
か
に
ま
で
は
射
程
が
 届
か
な
い
。
上
記
の
天
才
、
道
化
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
 
あ
る
い
は
か
れ
ら
に
 相
 



を
 打
つ
」
と
 説
明
す
る
、
。
 

L
 ぅ
 五
段
階
 て
 

0
-
8
-
3
 
 

コ
ム
 ニ
 タ
ス
 と
 構
造
と
の
弁
証
法
的
過
程
を
こ
こ
で
想
起
す
れ
ば
、
 

こ
の
ス
テ
ッ
プ
進
行
は
 

構
造
か
ら
コ
ム
 ニ
 タ
ス
 ヘ
 、
さ
ら
に
再
構
造
へ
と
い
う
 
展
開
を
促
進
す
べ
く
、
大
胆
さ
と
繊
細
さ
を
兼
備
し
つ
 

つ
 協
働
す
る
こ
と
に
ほ
 

品
を
生
み
出
す
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
の
だ
。
そ
こ
で
の
 
組
織
は
「
情
報
的
相
互
作
用
の
束
」
と
み
な
さ
れ
、
「
 全
体
の
衣
を
着
た
個
」
 

の
あ
い
だ
で
は
、
協
働
す
る
に
あ
た
り
ア
ジ
ェ
ン
 ダ
や
 解
釈
コ
ー
ド
が
共
通
感
覚
と
し
て
共
有
さ
れ
る
べ
き
と
 
な
る
 
一
 
3
 
6
 一
 
0
 

叙
 階
の
秘
跡
に
よ
る
位
階
制
に
支
え
ら
れ
た
剛
構
造
の
 
教
会
秩
序
と
異
な
り
、
本
稿
で
い
う
教
会
共
同
体
は
教
 
会
 を
核
と
し
つ
つ
も
 

い
わ
ば
柔
構
造
と
し
て
生
活
有
事
に
発
す
る
衝
撃
を
全
 体
で
吸
収
す
る
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
無
縁
的
 
さ
ら
に
は
コ
ム
 ニ
 タ
ス
 

的
な
自
由
の
中
で
、
帰
属
者
が
心
理
的
に
も
身
分
的
に
 も
 解
放
さ
れ
る
「
ゆ
る
や
か
な
共
同
性
」
は
 、
 話
し
手
 と
 聞
き
手
が
連
続
し
て
 

入
れ
替
わ
る
と
い
っ
た
反
転
性
と
多
数
の
玉
体
間
で
も
 
ろ
 も
ろ
の
関
係
が
絡
ま
り
あ
う
相
乗
性
を
特
徴
と
す
る
 
が
 、
そ
こ
で
は
情
報
の
 

独
占
や
上
意
下
達
的
な
一
方
通
行
は
血
生
息
 味
 で
す
ら
あ
 る
 。
さ
ら
に
外
部
か
ら
の
衝
撃
に
対
し
て
は
理
解
に
 
も
と
づ
く
判
断
で
は
な
 

く
、
ほ
 ぽ
い
っ
せ
い
に
 場
 全
体
が
反
応
す
る
と
い
っ
て
 よ
か
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
組
織
が
断
片
と
し
て
離
散
す
 
る
か
、
特
定
の
開
放
さ
 

れ
た
態
度
へ
と
 収
 飯
す
る
か
は
、
い
わ
ば
感
覚
的
な
状
 沈
設
定
か
ら
決
定
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
こ
う
 
し
た
点
で
伊
丹
が
唱
え
 

 
 

る
 場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
全
体
的
な
配
慮
を
な
し
う
る
 
こ
と
は
、
状
況
の
基
礎
認
識
に
お
い
て
教
唆
に
富
む
。
 

も
ち
ろ
ん
高
揚
し
た
全
体
状
況
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、
 
フ
 ァ
シ
 リ
テ
ー
タ
ー
は
状
況
に
埋
没
し
て
は
な
ら
ず
、
 他
 の
 共
同
体
成
員
と
の
 

あ
 い
 だ
で
適
切
な
距
離
感
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
い
 。
こ
こ
で
伊
丹
は
場
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
仕
事
は
「
 
司
令
塔
」
で
も
「
動
力
 

 
 

源
 」
で
も
な
く
「
か
じ
取
り
」
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
 
学
 べ
ば
、
教
会
共
同
体
の
参
加
者
の
あ
 い
 だ
で
自
発
的
に
 萌
芽
 し
 成
長
す
る
 諸
秩
 

序
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
が
順
調
に
進
展
す
る
よ
う
に
、
 
フ
 ア
ン
リ
テ
ー
タ
ー
は
必
要
に
応
じ
て
プ
ロ
セ
ス
に
働
き
 
か
け
る
こ
と
な
ろ
う
。
 

さ
ら
に
伊
丹
は
か
じ
取
り
の
ス
テ
ッ
プ
を
「
か
き
回
す
 」
、
「
切
れ
端
を
拾
い
上
げ
る
」
、
「
道
を
つ
け
る
」
、
「
 流
 れ
な
 づ
 く
る
」
、
「
留
め
   



ッ
 

落
を
帰
結
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
 既
 成
の
位
階
的
権
威
に
加
え
て
、
品
性
高
潔
や
対
立
の
逆
 
接
的
 活
用
を
担
 う
 だ
け
の
 知
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
識
 お
よ
び
経
験
が
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
で
あ
る
 
聖
 職

者
に
要
請
さ
れ
る
。
よ
っ
て
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 
を
 担
 う
 聖
職
者
の
は
た
ら
き
 

，教会共同体の 多 文 

て る 秘 
分 こ め 

裂 と て 
に で お 

瀕揚 すの り 、 
る 肉 細 
臨 御 職 
界 を 保 
状 国 持 
況 復 @ こ 

お す と 

い る り 

て の 有 
の だ 益 
み 。 で 

容 も あ 
詔 ち ろ 
さ ろ う 

れ ん   
る こ イ 
べ う エ 
き し ス 

だ た の 
ろ 権 代   
な 煥 と 

ぜ 発 し 

な は て 
ら 、 そ 

権 コ の 
威 ン 場 
0 フ を 
安 り あ 
易 ク え 
な ト て   
し、 進し強調 

は 、 超 
か 細 越 
え 織 的 
っ が カ 

て 柔 動 
そ 軟 ， 性 
の 性 を 
価 を 導 
恒 夫 人 
下 っ す 

  

か
 

行
為
の
儀
礼
性
が
重
要
な
契
機
と
な
る
。
 

義
 

 
 

こ
の
点
で
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
が
 叙
 階
の
秘
跡
を
受
け
 た
 聖
職
者
で
あ
る
こ
と
は
、
権
威
を
も
っ
て
事
態
を
収
 拾
 で
き
る
可
能
性
を
 

 
 

 
 

壁
 が
顕
在
化
し
が
ち
で
あ
る
た
め
、
ム
ロ
 
意
 形
成
に
は
 媒
 弁
者
へ
の
全
人
格
的
信
頼
 や
 

 
 

か
な
ら
な
い
。
 

さ
ら
に
教
会
共
同
体
の
宗
教
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
筆
者
 
に
は
最
後
の
「
留
め
を
打
つ
」
が
ひ
と
き
わ
重
要
だ
と
 思
わ
れ
る
。
伊
丹
は
 

こ
の
段
階
を
 、
 次
の
行
動
へ
移
る
た
め
の
一
時
的
処
置
 で
あ
り
、
ま
た
 場
 そ
の
も
の
は
継
続
す
る
こ
と
か
ら
 場
 の
 熟
成
に
貢
献
し
な
い
 

も
の
と
す
る
。
③
 

-
3
 
 
し
か
し
、
教
会
共
同
体
で
は
 多
 文
化
主
 義
 的
状
況
が
容
認
さ
れ
て
い
る
た
め
、
理
性
を
超
え
て
 
過
剰
に
活
性
化
し
た
 事
 

態
を
中
断
さ
せ
る
に
は
例
外
的
に
強
制
力
を
発
揮
す
る
 
こ
と
が
往
々
に
し
て
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
に
成
功
す
れ
 ば
 混
乱
し
た
事
態
の
収
 

拾
を
 フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
に
あ
え
て
委
託
さ
せ
る
よ
う
 誘
導
で
き
る
が
、
失
敗
す
れ
ば
意
思
の
疎
通
が
文
化
的
 
差
異
か
ら
元
来
困
難
で
 

あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
組
織
は
分
裂
し
、
敗
者
概
し
 て
 生
活
有
事
の
度
合
い
が
よ
り
高
く
心
理
的
余
裕
が
少
 
な
い
者
だ
が
を
 無
 

縁
所
 た
る
教
会
共
同
体
の
外
へ
と
不
本
意
な
が
ら
も
 放
 逐
 す
る
こ
と
に
な
り
が
ち
だ
。
こ
の
よ
う
に
組
織
の
多
 
文
化
主
義
的
マ
ネ
ジ
メ
 

 
 

ン
ト
 に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
「
留
め
を
打
つ
」
に
 は
 、
た
ん
な
る
場
の
内
在
的
変
容
を
超
え
た
超
越
的
 
次
 元
の
受
諾
が
欠
か
せ
な
 

 
 



  

各
教
会
共
同
体
内
に
お
い
て
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
を
 
務
 め
な
が
ら
、
対
外
的
に
は
組
織
の
代
表
者
と
み
な
さ
れ
 
が
ち
な
司
祭
に
関
し
 

て
 、
宗
教
経
営
学
の
視
点
か
ら
そ
の
機
能
に
言
及
し
て
 
お
き
た
 い
 。
 

ま
ず
教
会
共
同
体
は
広
義
の
非
営
利
組
織
っ
ま
り
 
N
P
 0
 で
あ
り
、
労
働
や
資
金
の
提
供
を
は
じ
め
組
織
全
体
 
に
わ
た
り
自
発
性
 

 
 

の
 召
命
に
お
い
て
全
人
生
の
奉
献
を
す
で
に
経
験
し
て
 お
り
、
十
分
な
資
格
を
 

 
 

有
し
て
い
る
。
ま
た
神
学
的
に
み
て
も
、
司
祭
の
位
階
 
に
お
け
る
従
属
は
、
た
し
か
に
司
教
お
よ
び
教
皇
と
の
 
つ
な
が
り
に
お
い
て
 成
 

立
 す
る
が
、
し
か
し
司
祭
は
司
教
に
仕
え
る
も
の
で
は
 
な
く
、
司
教
と
と
も
に
教
会
に
仕
え
る
の
で
あ
り
、
 
さ
 ら
に
司
祭
の
権
威
も
司
 

教
か
ら
下
賜
さ
れ
る
た
ぐ
い
 て
 
な
し
。
 

@
 
ま
、
 
一
 
l
 
4
 
 

一
 
。
 つ
ま
り
司
祭
 は
 秘
跡
を
通
じ
て
つ
ね
に
キ
リ
ス
ト
の
自
由
に
同
化
す
 
る
 者
と
し
て
、
歴
史
 社
 

金
的
教
会
の
自
己
愛
傾
向
を
異
化
矯
正
し
、
 
N
P
O
 を
 基
本
精
神
を
支
え
る
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
フ
ィ
ー
つ
ま
り
 
人
 頬
嚢
に
覚
醒
し
う
る
 存
 

在
 で
あ
る
。
 

も
っ
と
も
、
生
活
有
事
を
体
現
し
た
観
の
あ
る
教
会
共
 同
体
は
、
安
定
を
求
め
て
排
他
的
傾
向
を
秘
め
る
外
部
 
社
会
と
の
あ
い
だ
で
 

軋
 礫
を
引
き
起
こ
し
が
ち
で
あ
り
、
ゆ
え
に
司
祭
に
は
 無
縁
所
と
し
て
の
教
会
共
同
体
を
防
衛
す
る
現
場
担
当
 
者
の
任
が
厳
存
す
る
。
 

し
か
し
こ
の
状
態
を
解
決
す
る
に
あ
た
り
、
対
決
的
な
 姿
勢
を
優
越
さ
せ
る
必
要
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
。
 
そ
 も
そ
も
教
会
は
構
造
体
 

と
い
う
よ
り
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
 
き
も
の
で
あ
る
。
㊥
 

4
 
 そ
し
て
司
祭
は
福
音
を
宣
べ
伝
え
る
 者
と
し
て
教
会
外
部
に
 

五
 
コ
ラ
ボ
レ
ー
テ
ィ
ヴ
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
 
と
し
て
の
司
祭
 

メ は 
ン   
ト 秘 
と 跡 
し の 

て 執 イ l@ ふ @ ・ ァ一 TT 

例 と 

列 ・ は 
的 異 
で な 

あ り り 、 

  
基 わ 
調 は 

は 人 
あ 効 
く 説 

ま に 
で 近 
穏、 ぃ 
や 印 
か 象 
な な 
調 号 
整 え 

型 る 

促 と 

准 い 

考 え 

で ょ 

  
ブ し と 

と は 
な い 

思 れ、 え 

て こ 

ヰま う 

な し 
も た 

事態 亡し ま、 ヰ ・ @@ ム 

上場 
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ジ 
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派
遣
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
 

人
 
と
 
人
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
企
図
す
る
存
在
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
司
祭
は
教
会
共
 

同
体
内
部
は
も
と
よ
り
外
部
と
の
諸
関
係
を
も
修
復
 

改
 
害
 す
る
よ
 

う
 期
待
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
教
ム
 

ム
 
共
同
体
内
部
で
は
フ
ァ
 

シ
 
リ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
極
力
控
え
め
な
態
度
を
保
持
し
 

た
が
、
対
外
的
に
は
潜
在
的
さ
ら
に
は
顕
在
的
な
 

軋
礫
 
が
 
存
在
す
る
た
め
、
 

よ
 

り
 
主
体
的
に
関
係
形
成
能
力
を
発
揮
し
な
く
て
は
な
ら
 

な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
教
会
共
同
体
防
衛
の
営
み
は
 

、
現
実
に
は
司
祭
が
担
 

-
 
仏
 
-
 

当
 す
る
も
の
の
、
信
徒
集
団
へ
の
生
活
面
に
お
け
る
 

奉
 
忙
 で
あ
る
こ
と
か
ら
助
祭
職
の
復
権
に
通
じ
る
も
の
と
 

考
え
ら
れ
る
。
い
ま
や
 

司
祭
の
模
範
は
司
教
で
は
な
く
、
助
祭
で
あ
る
べ
き
な
 

の
だ
。
 

 
 

制
度
下
で
実
現
す
る
こ
と
な
ど
当
然
な
が
ら
困
難
 

ル
 o
 
）
 
-
n
 
・
・
 

宴
の
特
徴
と
し
て
 

、
 統
 ム
ロ
の
 

せ
コ
 

（
 
オ
 
の
の
肪
に
 

・
 通
 

は
な
ら
な
い
。
矛
盾
し
た
こ
の
両
者
を
、
し
か
も
内
外
 

要
す
る
に
司
祭
は
教
会
共
同
体
の
内
外
を
分
か
っ
境
界
 

じ
る
 
習
 ム
ロ
 

笘
巳
お
 

（
 
@
n
 

日
 と
異
種
混
交
 

プ
せ
す
 

（
 
巳
岸
 
ず
の
を
 

で
あ
る
。
む
し
ろ
非
日
常
的
な
祝
祭
的
時
空
間
つ
ま
り
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
多
文
化
主
義
的
な
 

輻
葮
性
 

が
容
認
 

を
保
持
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
境
界
を
横
断
す
る
交
わ
 

  

指
摘
す
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
 

祭
儀
こ
そ
が
望
ま
れ
よ
 

う
 。
 

さ
れ
る
な
か
、
日
常
的
 

り
を
促
進
し
な
く
て
 

 
 

く
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
漸
進
的
変
容
で
は
な
く
、
タ
ー
ナ
 

｜
が
 
指
摘
し
た
通
過
儀
礼
的
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現
代
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
現
場
で
は
急
速
な
 多
文
 化
主
義
が
進
展
し
て
い
る
。
戦
後
復
興
 期
 と
同
じ
く
 生
 活
 有
事
を
迎
え
な
が
 

ら
も
大
き
く
異
な
る
の
は
、
日
本
で
働
く
外
国
人
司
祭
 
、
修
道
者
が
高
齢
の
欧
米
人
か
ら
比
較
的
若
い
年
欧
米
 
人
 こ
と
に
東
ア
ジ
ア
、
 

東
南
ア
ジ
ア
出
身
者
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
点
、
教
区
 
司
 祭
 養
成
過
程
に
お
け
る
ア
ジ
ア
体
験
の
重
視
、
さ
ら
に
 
は
 那
覇
教
区
の
よ
う
に
 

一
花
 
一
 

教
区
司
祭
す
ら
海
外
に
人
材
を
求
め
る
と
い
っ
た
諸
点
 
で
あ
る
。
ま
た
神
学
的
に
も
か
つ
て
の
排
他
主
義
か
ら
 多
元
主
義
の
実
質
的
容
 

認
 へ
と
変
化
が
起
き
た
こ
と
が
、
背
景
と
し
て
見
逃
せ
 な
い
。
こ
こ
に
は
す
で
に
非
西
洋
化
し
た
キ
リ
ス
ト
教
 
の
一
 現
実
が
あ
る
。
 

い
ず
れ
に
せ
 よ
 、
多
文
化
主
義
の
進
展
に
伴
い
、
教
会
 共
同
体
の
内
部
お
よ
び
周
辺
で
、
か
な
り
混
沌
と
し
た
 
状
況
が
今
後
ま
す
ま
 

お
わ
り
に
 

共
生
の
技
法
と
し
て
の
宗
教
経
営
学
 

な
 コ
ム
 ニ
 タ
ス
、
そ
し
て
そ
の
祭
儀
に
お
け
る
 瞬
発
的
 反
応
の
集
積
で
あ
る
。
司
祭
は
協
働
に
開
か
れ
た
か
た
 
ち
 で
こ
う
し
た
祭
儀
を
 

企
画
運
営
す
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
テ
ィ
ヴ
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
 
サ
 ｜
 な
の
で
あ
る
。
 

そ
の
際
、
祭
儀
の
性
格
を
い
わ
ぬ
る
宗
教
儀
礼
や
日
曜
 
学
校
や
バ
ザ
ー
の
よ
う
な
既
成
行
事
に
限
定
す
る
必
要
 
は
な
い
。
む
し
ろ
 N
 

P
O
 主
催
の
多
種
多
様
な
公
共
イ
ベ
ン
ト
教
会
共
 
同
体
が
志
向
す
る
価
値
と
共
生
で
き
る
も
の
を
 止
 ハ
催
 
、
後
援
し
て
い
く
こ
 

と
が
望
ま
れ
る
。
行
政
的
な
管
理
工
 義
 に
強
く
影
響
 さ
 れ
た
「
公
共
性
」
が
、
本
来
は
異
質
な
他
者
の
「
 
現
 わ
れ
の
空
間
」
、
劇
的
な
 

空
間
で
あ
り
、
ま
た
真
理
で
は
な
く
意
見
の
空
間
で
あ
 
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
も
、
 多
 文
化
主
義
的
な
教
 会
 共
同
体
関
係
者
の
参
 

一
村
 
-
 

加
は
主
催
者
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
余
地
を
示
し
う
る
。
 
つ
 ま
り
教
会
共
同
体
は
媒
介
的
な
公
共
イ
ベ
ン
ト
に
お
い
 
て
、
 自
ら
の
異
質
性
を
 

肯
定
す
べ
き
資
産
と
し
つ
つ
出
会
い
に
開
か
れ
、
異
種
 
混
交
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く
。
こ
う
し
た
機
会
を
刺
激
 
し
 活
用
す
る
こ
と
が
 コ
 

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
志
向
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
 重
 要
 な
仕
事
と
な
る
だ
ろ
う
。
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ト
註
 

 
 

-
1
-
 
も
ち
ろ
ん
宗
教
の
生
活
面
を
研
究
対
象
と
す
る
分
野
と
し
 
て
 、
宗
教
民
俗
学
さ
ら
に
は
宗
教
人
類
学
の
貢
献
は
無
視
で
き
 

 
 

 
 

す
 増
進
し
そ
う
で
あ
る
。
文
献
中
心
の
教
義
研
究
で
は
 

見
え
て
こ
な
い
生
活
次
元
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
実
社
 

会
 に
お
け
る
宗
教
的
 
共
 

同
体
の
身
の
丈
に
あ
っ
た
い
た
ず
ら
に
過
剰
な
能
 力
 を
自
ら
に
期
さ
ず
に
円
滑
な
運
営
と
存
続
を
図
 り
 、
か
つ
グ
ロ
ー
バ
リ
 

ズ
ム
が
引
き
起
こ
す
変
動
の
最
前
線
に
無
防
備
に
立
っ
 

社
会
的
弱
者
に
配
慮
す
る
技
法
。
こ
の
意
味
で
筆
者
は
 

宗
教
経
営
学
を
使
命
 
志
 

内
 的
な
「
共
生
の
技
法
」
と
理
解
し
て
い
る
。
本
稿
で
 

は
 現
代
日
本
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
共
同
体
の
組
 

織
 マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
 
テ
 

｜
て
 に
、
い
わ
ば
神
学
的
欲
求
を
背
景
と
し
つ
つ
一
誠
 

論
を
展
開
し
た
が
、
経
営
学
的
視
点
を
諸
宗
教
が
共
有
 

す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
 

れ
 出
来
る
こ
と
と
出
来
な
い
こ
と
を
分
別
す
れ
ば
、
 

地
 球
他
 時
代
に
お
け
る
宗
教
間
対
話
な
い
し
協
力
の
新
地
 

平
を
開
拓
で
き
る
と
 
考
 

え
る
。
そ
れ
は
「
応
用
宗
教
学
」
あ
る
い
は
「
臨
床
 

宗
 教
学
」
と
で
も
 称
 す
べ
き
大
き
な
思
潮
の
一
環
を
な
す
 
も
の
で
あ
ろ
う
。
 



自
注
 ま
ヨ
 0
.
 

卜
養
 

葵
の
 キ
ミ
 
紐
ぎ
 n
 ～
 
せ
 ・
三
の
毛
 べ
 o
r
k
.
 

れ
 。
ぎ
ヨ
 ま
 p
C
 白
 @
 
ヰ
の
 
Ⅱ
の
 
岸
ピ
 ㌧
Ⅰ
の
㏄
の
 

-
 い
つ
 
O
N
-
 
つ
 ・
り
下
 

一
 
5
 一
石
 脇
慶
総
 
「
宗
教
に
お
け
る
正
常
と
異
常
思
索
 神 学
の
観
点
よ
り
」
 
宍
 南
山
宗
教
文
化
研
究
所
研
究
所
報
 目
 六
号
 

一
九
九
六
年
Ⅰ
三
一
 

%
 

 
 

頁
 。
 

 
 

-
6
 一
 
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
現
勢
 
2
0
0
1
 

」
 -
 
カ
ト
リ
ッ
ク
 
中
 央
 協
議
会
 

H
P
 

、
二
方
こ
ま
 

号
 二
毛
ミ
ミ
・
 
宇
コ
 ・
 
c
a
t
 

ゴ
 o
 汗
 ・
 
も
 て
る
 コ
 
Ⅰ
僅
が
侍
が
Ⅰ
 

0
 Ⅰ
の
 
づ
 
が
 つ
 
亡
い
・
 

ア
づ
日
 。
 

コ
 ・
 
僅
 ・
・
 
年
 0
 毒
口
 -
0
 
り
 僅
の
僅
 
0
 コ
 い
つ
つ
㏄
Ⅰ
。
 

り
 Ⅰ
 ド
り
 
-
 

（
 
7
@
 
 ヴ
ア
 テ
イ
カ
ン
年
鑑
ト
 ド
幹
む
ふ
っ
 よ
ま
 ふ
 も
 ぎ
し
 も
も
Ⅱ
に
 
よ
れ
ば
、
世
界
総
人
口
に
占
め
る
カ
ト
リ
ッ
ク
者
の
比
率
は
 一
セ
 四
 %
 で
あ
る
。
「
世
界
 

キ
リ
ス
ト
教
情
報
」
五
三
九
宿
（
週
刊
総
合
服
 -
 目
方
 に
ア
 d
d
 
つ
 Ⅰ
Ⅰ
 
圭
毛
毛
 .
 
幅
 0
 の
 
つ
臼
 一
ぃ
つ
り
 

コ
 ・
 
ぃ
 0
 ヨ
 Ⅰ
㏄
 
オ
 h
 
Ⅰ
 O
 Ⅰ
。
 
肚
 Ⅰ
 つ
 ・
 
ア
づ
ヨ
，
 
@
 
の
の
 
亡
 の
 僅
 
0
 コ
 @
 ㏄
つ
つ
Ⅰ
Ⅰ
。
 

ち
 Ⅰ
Ⅰ
 
ひ
 ・
 

隼
 0
 ミ
コ
 -
0
 
い
 隼
の
隼
 
0
 コ
ド
 。
つ
い
Ⅰ
。
 

り
 Ⅰ
 り
馴
し
 

-
8
@
 
 
有
村
浩
一
「
数
字
か
ら
見
た
教
会
の
現
状
 

ク
数
 勢
 統
計
の
練
り
直
し
」
三
福
音
宣
教
」
五
四
巻
八
号
、
二
 O
0
0
 
年
 -
 、
一
 0
1
 

一
 

七
頁
。
お
よ
び
、
レ
ユ
 
ヨ
仁
あ
木
卸
り
日
 ・
 ，
 
n
 ア
 廷
お
 ア
ど
 が
（
 
@
%
T
n
 
勾
 の
の
 パ
リ
ヨ
ヨ
 
の
 &
 。
こ
ヨ
 
一
 n
 悪
心
ち
も
Ⅰ
 

3
@
 へ
あ
 
肋
 
S
 ぉ
 Ⅱ
 ご
悪
 
べ
さ
Ⅰ
～
 

-
 く
 。
Ⅰ
り
下
 
コ
 ・
 
い
 -
 ド
 0
0
0
.
 

つ
つ
・
㏄
の
 

一
 

P
o
o
.
 

本
稿
 

中
 統
計
に
関
す
る
記
述
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
有
村
 稿
 と
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
現
勢
 2
0
0
1
 

」
に
依
っ
て
い
る
。
 
当
時
の
有
村
は
 ヵ
 

ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
福
音
宣
教
研
究
室
勤
務
。
 

一
 
9
 一
中
川
明
「
妖
怪
の
棲
む
教
会
ナ
イ
ス
を
越
え
教
会
の
 
明
日
を
求
め
て
 
ロ
 夢
想
 庵
 、
 二
 0
0
 
二
年
、
一
七
ー
二
四
頁
。
 
中
 

  

央
 協
議
会
福
音
宣
教
研
究
室
長
。
 

-
 匹
こ
う
し
た
問
題
の
背
景
に
関
し
て
は
、
小
田
武
彦
「
日
本
 
の
 カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
三
日
本
カ
ト
リ
ッ
 
ク
 神
学
会
誌
」
 
セ
号
 、
一
 

九
九
六
年
一
、
 -
 
」
と
に
一
三
二
 ｜
 
一
二
三
頁
。
 

而
 @
 
 「
確
実
に
進
む
国
際
化
」
 
宍
 カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
」
三
六
一
一
 
一
号
、
二
 00
 

一
年
三
月
二
五
日
㍉
 

-
 
は
 @
 
 じ
つ
は
こ
の
外
国
籍
信
徒
登
録
 数
 と
い
う
の
は
正
確
無
比
 
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
推
計
に
す
ぎ
な
い
。
さ
き
に
 
触
 れ
た
有
村
が
筆
者
 
宛
 私
信
 

公
一
 
0
0
 
三
年
五
月
二
六
日
付
 
-
 に
て
教
唆
し
た
と
こ
ろ
で
 
は
、
 入
管
統
計
の
国
別
外
国
人
登
録
者
数
に
、
そ
の
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
 
人
口
比
率
を
書
け
 

て
 、
そ
れ
を
足
し
合
わ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
本
文
中
で
 
も
 述
べ
る
 よ
う
 に
教
会
共
同
体
は
ま
ず
は
滞
日
外
国
人
相
談
所
 で
あ
る
こ
と
か
ら
、
 

か
れ
ら
が
教
会
に
足
を
運
ぶ
頻
度
は
日
本
人
信
徒
一
般
に
比
べ
て
 
高
 い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
あ
た
り
も
正
確
な
統
計
 
は
 存
在
し
な
い
。
 

芭
 ）
有
村
「
数
字
か
ら
見
た
教
会
の
現
状
」
、
一
一
頁
。
 

（
Ⅱ
 @
 
 こ
う
し
た
潮
流
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
日
本
カ
ト
リ
 
ッ
ク
 司
教
協
議
会
社
会
司
教
委
員
会
「
国
籍
を
越
え
た
神
の
国
 をめ
ざ
し
て
」
カ
ト
リ
ノ
 

ク
 中
央
協
議
会
、
一
九
九
三
年
、
一
 

｜
 
一
一
頁
。
 

@
-
 

な
お
「
生
活
危
機
」
と
い
う
概
念
は
経
済
的
な
貧
窮
状
態
 
を
 通
俗
的
に
指
す
こ
と
が
多
い
た
め
、
混
同
を
避
け
る
こ
と
も
 
あ
り
使
用
し
な
い
。
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-
 
比
 ）
㌧
の
（
の
Ⅰ
の
 

り
ア
 
@
 
コ
 %
-
 
の
 r
,
 
の
 ・
）
・
 

，
 ト
定
む
 べ
 ㌔
 吐
 0
0
 
ト
 。
 さ
 ト
ざ
 
ミ
 に
 ご
 き
 ～
～
 

ら
ぉ
 
・
 Z
 の
 お
ぺ
 0
 「
 
帝
 Ⅰ
ま
 い
 ア
ミ
い
す
 
，
巾
ぃ
 
口
目
 
絆
巾
お
招
 ・
）
 
ま
 0
-
 
ロ
口
・
 
P
 
が
お
・
 ぃ
 0
.
 シ
 ネ
ラ
 ー
に
 

関
し
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。
古
橋
高
尚
「
地
球
化
時
代
 
の
 イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
ラ
ハ
ム
か
ら
ア
ダ
ム
 

へ
、
そ
し
て
ま
た
 
ア
 

プ
ラ
ハ
ム
 
ヘ
 」
 宅
 清
泉
文
学
院
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
一
八
号
、
 

一
九
九
九
年
㍉
 

-
 と
戴
 エ
イ
カ
「
多
文
化
主
義
と
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
明
石
書
店
 
一
九
九
九
年
、
三
八
 
｜
 六
七
頁
。
さ
ら
に
寺
尾
寿
 芳
 
「
正
義
 を
め
ぐ
る
共
同
性
，
公
共
 

性
 
・
無
縁
性
「
記
憶
と
和
解
 ヒ
の
 彼
方
へ
」
三
日
本
カ
ト
リ
 ツ
ク
神
学
会
誌
 
ヒ
 
一
四
号
、
二
 0
0
 
三
年
）
。
生
活
塞
 範
 と
し
 て
の
文
化
相
対
主
義
 

は
 、
人
間
が
成
執
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
倫
理
的
機
能
を
も
つ
と
 
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
 

俺
 ）
網
野
が
挙
げ
る
無
縁
の
特
徴
は
い
ず
れ
も
移
動
性
や
否
定
 性
 が
強
く
、
非
拘
束
的
な
批
判
原
理
と
み
な
し
 ぅ
る
 。
網
野
 善
 彦
三
増
補
 一
 無
縁
・
 公
 

界
 ・
 楽
 」
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
、
一
一
 

0
 ｜
 
一
二
四
頁
。
 

-
 
㎎
 -
 
網
野
三
増
補
 口
 無
縁
・
公
界
・
 
楽
 」
、
二
六
四
 ｜
 二
六
五
 頁
 。
 

宛
 ）
網
野
三
増
補
 口
 無
縁
・
公
界
・
楽
ヒ
、
二
四
二
頁
。
 

万
一
鈴
木
 亨
 、
花
崎
享
平
「
哲
学
す
る
こ
と
へ
の
根
源
 へ
 １
室
 の 大
悲
へ
の
応
答
」
一
中
村
雄
二
郎
、
木
村
 

敏
 監
修
「
講
座
 一
 生
命
 

6
・
 
ヒ
 

河
合
文
化
教
育
研
究
所
、
二
 
0
0
 
二
年
 -
 、
一
三
六
 ｜
一
 三
七
、
 
一
四
二
 ｜
 
一
五
 0
 頁
 。
 

茄
 @
 
 「
 美
 野
島
司
牧
セ
ン
タ
ー
の
紹
介
と
使
命
」
（
 

寒
 ぎ
ら
め
込
ま
 
Ⅰ
 く
 
悪
ぬ
さ
あ
 
の
ぎ
ま
 の
ち
ぬ
 
熟
 -
C
 刃
目
ゴ
コ
て
 て
Ⅰ
 
ミ
キ
 ミ
・
 
口
り
組
 
0
 （
 ぃ
目
コ
 

㏄
・
 
ぃ
 。
 ヨ
 Ⅰ
 す
 0
 ヨ
の
 
-
 
で
 ・
 
ヰ
 円
 
目
 -
-
 

年
 0
 ミ
巳
臣
 
0
 い
宙
 
㏄
 年
 0
 コ
い
 0
0
 

㏄
Ⅰ
 

0
 的
Ⅰ
 
ト
 ㏄
 し
 

コ
 ・
 
宙
 ：
 

宛
 ）
相
談
以
外
に
も
衣
類
や
生
活
 m
 品
の
支
援
件
数
は
二
 
0
0
 0
 年
度
の
約
一
千
件
か
ら
 二
 0
0
 
二
年
度
の
約
九
千
件
へ
と
 
約
 九
倍
の
激
増
を
示
し
て
い
 

る
 。
 二
 0
0
0
 
年
度
の
数
値
は
以
下
を
参
照
。
「
日
本
カ
ト
リ
ッ
 

ク
 国
際
協
力
委
員
会
」
 
9
%
 ミ
 9
 
き
 。
 自
 c
o
Q
 

ま
ま
み
め
ぎ
さ
ぎ
 

鮎
 ま
 ・
の
 

o
o
b
.
 

一
ヰ
Ⅰ
ま
 

ま
守
 

か
め
も
ぎ
句
心
 

鎔
ニ
 ・
 C
 カ
ト
レ
ア
（
（
 

て
 て
Ⅰ
 
毛
ミ
圭
 0
 の
・
 
ロ
 ・
 
つ
曲
幅
の
 

・
の
 

0
.
 

由
 ①
 円
 ・
 
コ
の
 
・
 
る
 Ⅰ
 
ロ
 @
m
 

一
日
 

L
 
目
 
日
ゴ
 
コ
 0
 ㏄
 
す
 -
 
～
Ⅲ
）
 

D
@
¥
¥
¥
¥
 

一
 
n
@
@
@
@
@
 

ピ
り
 ・
ト
二
目
 

-
 ・
 コ
 ・
 
㌢
 
@
 
宙
 0
 乏
 、
 
コ
 -
0
 
ぃ
 @
u
o
 

巨
っ
 （
 
@
 
Ⅰ
㏄
 
つ
つ
 
ト
 Ⅰ
。
Ⅱ
Ⅰ
の
㏄
・
）
 

@
-
 

葛
西
の
思
想
に
関
し
て
は
以
下
の
拙
稿
を
参
照
。
寺
尾
寿
 
芳
 
「
文
化
と
 霊
性
｜
 現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
宣
教
論
の
分
水
 嶺 」
 宅
 宗
教
研
究
 ヒ
 三
三
 

六
号
、
二
 0
0
0
 
午
 Ⅰ
こ
と
に
一
三
三
 ｜
一
 三
五
頁
。
 

元
 -
 
松
岡
心
平
「
中
世
芸
能
を
読
む
」
岩
波
書
店
、
二
 
0
0
 
二
 年
 、
一
 0
 
一
｜
一
 0
 セ
頁
 。
 

f
t
6
v
¥
 
 

美
 野
島
司
牧
セ
ン
タ
ー
の
 
H
P
 

上
で
も
、
 

当
 セ
ン
タ
ー
が
 福
岡
教
区
の
関
係
施
設
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
司
祭
、
修
道
 
者
は
ほ
と
ん
 
ビ
 前
面
に
は
 

 
 
 
 
 
 

登
場
し
な
い
。
 

 
 
 
 

-
 乙
 
加
藤
哲
夫
「
市
民
の
日
本
語
 
@
 

｜
 N
P
O
 
の
可
能
性
と
 
コ
 ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
ひ
つ
じ
書
房
、
 

二
 0
0
 
二
年
、
六
 0
 、
 
一
 九
五
 ｜
 
一
九
七
頁
。
 

 
 

 
  

 

（
 
舖
 -
 
網
野
善
彦
、
阿
部
謹
也
「
中
世
の
再
発
見
贈
与
 

宴
会
ヒ
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
二
一
四
 ｜
二
 二
二
頁
。
 

@
-
 

ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
 W
.
 タ
ー
ナ
ー
著
、
富
倉
光
雄
訳
「
 儀
礼
の
過
程
新
思
索
 社
 、
一
九
九
六
年
三
 板
 -
 、
二
九
四
 頁
 。
 -
 原
著
 ま
目
 0
 づ
毛
 



円
目
「
コ
目
。
 
ゴ
鮭
め
田
よ
驚
 ～
下
さ
ハ
 %
 れ
簗
ま
ハ
ぎ
 さ
さ
 ぉ
簿
卜
轟
臣
あ
 ～
 ま
 ミ
ニ
ド
ベ
 
。
の
 オ
守
 ㏄
 幅
 0
.
 レ
 -
 
年
 @
 
コ
 e
 勺
仁
ヴ
 
-
 
げ
す
 @
 
コ
 ㎎
 0
0
 口
 
（
 づ
り
二
日
。
Ⅰ
の
の
の
し
 

8
 

 
 

-
 型
 
タ
ー
ナ
ー
「
儀
礼
の
過
程
 モ 
一
二
六
 ｜
 
一
二
九
、
一
八
 五
 、
一
七
五
、
一
五
 
0
 、
一
九
四
 ｜
三
 
一
七
頁
。
 

 
 

 
 

@
 
）
網
野
自
身
も
タ
ー
ナ
ー
の
「
儀
礼
の
過
程
」
を
読
み
、
 そ
 の
 共
通
性
を
認
め
て
い
る
。
網
野
、
阿
部
「
中
世
の
再
発
見
」
、
 

一
一
一
 
-
 
八
一
白
貝
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-
 ㏄
 @
 
 タ
ー
ナ
ー
「
儀
礼
の
過
程
㌔
二
八
九
 ｜
 二
九
三
頁
。
 

-
 鈴
 
場
の
立
場
か
ら
な
る
経
営
学
の
諸
成
果
に
関
し
て
は
、
 

っ
 ぎ
の
文
献
が
全
体
像
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
伊
丹
敬
之
、
西
 
口
 敏
宏
、
野
中
郁
次
郎
 

編
著
「
場
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
企
業
ヒ
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
 
0
 0
0
 
年
 。
一
橋
大
学
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
セ
ン
タ
ー
が
当
分
 野
の
先
端
的
研
究
 拠
 

点
を
形
成
し
て
い
る
。
 

冠
 -
 
伊
丹
敬
之
「
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
ー
経
営
の
新
パ
ラ
ダ
 
イ
ム
ヒ
 
N
T
T
 
出
版
、
一
九
九
九
年
、
五
頁
。
 

-
 祐
 -
 
伊
丹
「
場
の
 
で
不
 ジ
メ
ン
ト
ヒ
、
二
三
頁
。
 

（
㏄
 一
 
伊
丹
「
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
、
五
四
 

｜
 五
六
、
八
Ⅰ
 
八
セ
頁
 。
 

-
 切
）
伊
丹
「
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
モ
一
八
三
 
｜
 一
八
四
頁
。
 

-
 笘
一
 

伊
丹
「
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
モ
一
九
五
 ｜
二
 0
 八
頁
。
 

-
 ㏄
）
伊
丹
「
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 モ
三
 一
七
頁
。
 

-
 即
 
N
P
O
 

の
概
要
に
関
し
て
は
、
山
内
直
人
「
 
N
P
O
 
の
時
 代
 」
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
 
0
0
 

二
年
、
一
 

｜
 三
五
頁
。
 

@
-
G
.
 

ネ
 ラ
ン
「
司
祭
 職
 」
（
 

G
.
 

ネ
 ラ
ン
 
編
 
「
祭
司
と
司
 祭
ろ
ご
す
（
キ
リ
ス
ト
教
研
究
叢
書
 
-
 
一
一
」
紀
伊
国
屋
書
店
 

一
九
六
三
年
Ⅰ
一
五
 

五
｜
 
一
五
八
頁
。
 

@
@
 
 
ワ
ル
タ
ー
・
カ
ス
パ
ー
著
、
宮
井
知
寿
美
 
訳
 
「
普
遍
教
会
 と
 地
方
教
会
の
関
係
」
三
神
学
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
」
九
一
号
、
二
 
0
0
 

一
年
一
、
一
 

0
 頁
 。
 

お
 @
 
 現
在
の
助
祭
職
は
事
実
上
、
司
祭
 叙
階
 直
前
に
一
年
程
度
 経
験
す
る
準
備
期
間
と
い
っ
た
軽
い
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
 

発
 圭
史
的
に
見
て
も
司
教
職
 

や
 司
祭
 職
 に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
と
に
現
代
社
会
に
お
け
る
 
生
活
有
事
へ
の
対
処
と
い
う
面
も
考
慮
す
る
と
、
き
わ
め
て
 
重
 要
 な
意
義
を
も
つ
べ
 

き
 位
階
と
な
る
。
古
代
の
司
教
さ
ら
に
教
皇
は
助
祭
か
ら
選
ば
れ
 る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
そ
の
意
義
は
再
発
見
さ
れ
る
べ
き
で
 
あ
ろ
う
。
ま
た
外
部
 

と
の
関
係
 は
 組
織
の
形
成
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
み
を
持
つ
。
 

司
 教
職
の
君
主
的
性
格
も
 、 グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
 強
 い
 指
導
力
が
要
請
 

さ
れ
た
当
時
の
状
況
が
主
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
史
実
に
関
し
 て
は
以
下
を
参
照
。
石
井
健
吾
「
教
会
史
か
ら
見
る
宣
教
司
牧
 の
 共
同
体
的
性
格
」
 

（
カ
ト
リ
ッ
ク
東
京
大
司
教
区
 
H
P
 

、
目
方
 

コ
 
ア
（
（
 

や
て
下
 。
オ
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い
 
丑
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0
-
@
 

い
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メ
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プ
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隼
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の
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の
 

-
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 0
 ミ
由
 -
0
 
㏄
年
の
隼
 
o
 コ
 
N
o
o
 

の
Ⅰ
。
 

り
 Ⅰ
り
下
 
-
 

花
 ）
鹿
野
谷
武
 文
 
「
 N
P
O
 
の
定
義
に
つ
い
て
」
 
宅
 研
究
時
報
 」
 一
 N
P
O
 
社
会
経
済
研
究
」
三
号
、
一
九
九
八
年
）
、
一
二
頁
。
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-
 
㊦
本
稿
中
す
で
に
登
場
し
た
「
協
働
」
も
こ
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
 
シ
ョ
ン
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。
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オ
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コ
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ミ
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き
災
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す
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～
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さ
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オ
歴
ト
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さ
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ノ
ミ
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ピ
 オ
コ
 
0
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三
の
毛
 
ぺ
 0
 （
 
オ
 。
 0
 ぺ
 
庄
の
 

巾
 0
0
 
オ
ダ
 P
o
 

の
の
・
 

ロ
 Q
.
 

の
㌧
・
の
㏄
 

行
 -
 斎
藤
純
一
「
公
共
性
」
岩
波
書
店
、
二
 0
0
0
 年
 、
三
七
 ｜
 五
二
頁
。
 

穣
 @
 
 
司
祭
、
修
道
者
の
非
欧
米
人
化
に
つ
い
て
統
計
 は
 な
い
。
 た
だ
し
か
つ
て
の
植
民
地
で
の
召
命
増
加
が
そ
の
有
力
な
要
因
 

 
 

教
区
司
祭
養
成
課
程
で
の
ア
ジ
ア
体
験
に
関
し
て
は
浦
和
教
区
 -
 
現
さ
れ
た
ま
教
区
 -
 な
ど
。
那
覇
教
区
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
ニ
ャ
 チ
ヤ
ン
教
区
と
姉
妹
 

教
区
と
な
り
、
那
覇
は
経
済
支
援
、
ニ
ャ
チ
ャ
ン
は
司
祭
な
い
 し
は
神
学
生
志
願
者
の
派
遣
と
い
う
人
材
援
助
を
実
践
す
る
と
 い
う
 計
画
が
進
行
中
 

で
あ
る
。
押
川
喜
夫
「
教
区
展
望
・
司
教
ベ
ト
ナ
ム
訪
問
 

教
区
神
学
生
を
求
め
て
東
奔
西
走
」
（
那
覇
教
区
 H
P
 
「
 
ぅ
り
ん
 ず
の
風
 し
、
 
自
カ
Ⅰ
 

ア
年
 
p
 ミ
 Ⅰ
 
毛
毛
ミ
 ・
 
コ
 の
す
 

p
.
n
 

笘
す
 
o
 目
 n
.
 

も
Ⅰ
 

木
ぜ
 
0
 仁
 斤
目
 
円
 0
 
ヴ
 0
.
 
プ
 （
 
ヨ
 ・
 げ
き
 
0
%
0
 

コ
一
い
つ
。
 

ド
 
Ⅰ
 
つ
ト
 
Ⅰ
 
0
1
,
 

主
 0
 ミ
コ
 
-
0
 
り
 主
の
巨
 
0
 コ
一
 
㌧
 
つ
 。
㏄
Ⅰ
つ
り
Ⅰ
 

つ
 ㏄
 こ
 

  



明
 が
あ
っ
た
。
ま
た
、
伝
導
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
 教
が
 抱
え
る
土
着
化
と
い
う
課
題
は
「
 他
 な
る
宗
教
と
 の
 出
会
い
や
共
存
と
い
 

 
 

と
い
う
こ
と
に
お
い
て
宗
教
が
如
何
な
る
役
割
を
果
た
 し
 得
る
か
」
を
「
現
代
的
な
視
点
か
ら
再
考
し
た
い
」
 
と
い
う
編
集
意
図
の
説
 

 
 

 
 

  
「 生     

活 
の 一   

」 示教 一 44@ イ   
  巡 る場 。 にとも 死生ス花向 ト， き か め 

て に - 社 "  説いうに 得うと食采 末合ド っ巡 
の 迫 力 肉 すじを た礼 
キ 
  代社 
ス 

@ 
教   
と 

  
つ , 
ム 

回 「 

の 
課 

題 
ヰ @ し 

つ 
  
て 

編 
集 
者 
か 
ら 

      
{ 
あ 
た 
@ 
ま 

え 

ヰ @ し   
  、 半黹 一 予 

生 
活 いう 側 の規範 つの時 八 しむ れら」 壊や労 キリス 

を朗 々 の 働 ト 面 
子 

す 
る 

定 を に間間 と を 

  め通対に 額突 持 

  

キ
リ
ス
ト
に
依
る
世
界
 

ル
ル
ド
巡
礼
は
同
時
代
の
問
題
に
い
か
に
 応
 答
 し
て
き
た
か
 

 
 



十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
は
巡
礼
運
動
が
一
気
に
開
花
 
し
 た
の
で
あ
る
。
 

議
 が
可
能
と
な
り
、
公
職
に
就
く
者
の
宗
教
行
列
参
加
 
も
 解
禁
さ
れ
た
）
や
鉄
道
網
の
発
達
な
ど
の
社
会
的
 
条
 件
 に
後
押
し
さ
れ
て
、
 

て で 答 い 界 軌 の 応 た 況 
い 、 ム フ め く が 跡 問 答 。 革 と 

た そ で 模 。 提 を 題 の そ 介 そ 
様 そ 供 た に 一 の 後 の 

    
丑 ノ、 :  に 

木口 @ よ ド 

政 、 は 
と ア フ ゐ本 ムフ ・で る で取 の生 社会   帝 

れ 

    
と     

ら で 以 あ ッ い 

共有 

  
す       

方 に し 

  
  

数 行 た 朗 を ッ 店 向 か て 
会 わ も の 見 ク 答 侍 ら い 
会 れ の 応 て 世 の 代 の っ 

  

っ
た
 現
代
社
会
の
差
し
迫
っ
た
問
題
と
も
結
び
つ
い
て
 
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
る
と
、
 
こ
 
0
 
課
題
に
は
、
生
活
 状
 

2
  

 



2
 
 パ
レ
・
 ル
 ・
モ
ニ
ア
ル
ー
「
フ
ラ
ン
ス
の
救
い
  
 

秀
次
い
で
一
八
 セ
 0
 年
代
に
め
ざ
ま
し
い
発
展
を
 

 
 

モ
ニ
ア
ル
へ
の
巡
礼
で
あ
っ
 

嫡
 世
紀
に
キ
リ
ス
ト
が
修
道
女
世
 

た
 。
こ
こ
は
、
 十
セ
 

の
 前
に
現
れ
、
フ
ラ
ン
ス
を
「
聖
心
」
に
捧
げ
よ
と
 

自
 ら
の
心
臓
を
指
し
示
し
な
が
 

 
 

ら
 命
じ
た
と
い
う
聖
心
出
現
で
知
ら
れ
る
。
革
命
 
の
 衝
撃
と
そ
の
後
の
社
会
混
乱
に
不
安
と
恐
れ
を
抱
い
 

た
 十
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
 

 
 

の
 命
じ
た
通
り
フ
ラ
ン
ス
を
聖
心
に
捧
げ
な
か
っ
た
 

罪
 の
た
め
に
、
革
命
や
普
 
仏
戦
 

153 (395) 

区
 と
し
て
の
町
村
に
置
き
換
え
ら
れ
て
 ぃ
 

生
活
共
同
体
と
し
て
の
心
教
区
立
て
直
し
 

の
参
加
と
、
そ
の
競
合
相
手
と
見
な
さ
れ
 

定
め
ら
れ
た
休
日
に
休
業
し
て
い
る
か
や
 

こ
 

調
査
し
て
い
た
と
い
う
。
教
会
も
政
府
も
 

っ
て
 、
 自
ら
が
生
活
共
同
体
を
統
括
す
る
 

義
 ・
自
由
主
義
的
な
娯
楽
に
背
を
向
け
て
 

ち
 教
区
立
て
直
し
の
証
と
さ
れ
た
。
そ
し
 く

 過
程
に
あ
り
、
教
会
は
伝
統
的
社
会
秩
序
の
乱
れ
と
 
司
祭
の
影
響
力
の
低
下
を
憂
 い
て
、
 

の
 途
を
模
索
し
て
い
た
。
そ
の
目
安
・
争
点
と
な
っ
た
 
の
は
、
日
曜
ミ
サ
な
ど
教
会
活
動
へ
 

た
 キ
ャ
バ
レ
ー
・
ダ
ン
ス
等
の
娯
楽
や
日
曜
日
の
就
業
 
の
 放
棄
だ
っ
た
。
一
方
の
政
府
も
 、
 

、
共
和
主
義
演
劇
・
週
末
の
行
事
へ
の
参
加
の
度
 
ム
ロ
い
 
を
 、
公
共
精
神
普
及
の
目
安
と
し
て
 

、
 各
々
が
提
供
す
る
生
活
の
リ
ズ
ム
と
イ
ベ
ン
ト
に
 
人
 々
が
参
加
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
 

力
 を
測
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
ス
で
は
、
人
々
が
 
司
祭
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
共
和
主
 

、
告
解
や
聖
体
拝
領
を
頻
繁
に
行
 
い
 信
心
金
に
参
加
す
 る
こ
と
が
、
集
団
的
回
心
、
す
な
わ
 

て
こ
の
教
区
立
て
直
し
こ
そ
、
十
九
世
紀
巡
礼
運
動
の
 主
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
 

-
3
 
一
 

い
て
も
ら
お
う
と
集
ま
っ
て
き
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
 で
は
、
生
活
共
同
体
の
枠
組
み
が
、
聖
職
者
を
中
心
と
 
す
る
 心
 教
区
か
ら
行
政
 

立
て
直
し
の
成
功
者
と
し
て
主
に
司
祭
達
の
支
持
を
得
 
て
い
た
が
、
 一
般
平
信
徒
達
も
司
祭
の
説
教
を
聞
き
、
ま
た
司
祭
に
 告
解
を
聞
 

-
2
2
i
-
 

1
 
 ア
ル
ス
ー
「
 小
 教
区
」
の
立
て
直
し
 

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
全
国
か
ら
巡
礼
者
を
集
 
め
た
の
は
、
リ
ョ
ン
近
郊
の
村
ア
ル
ス
で
あ
っ
た
。
 
村
 の
 主
任
司
祭
は
教
区
 



広
く
と
ら
え
、
聖
心
崇
拝
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
を
癒
す
最
も
 
有
効
な
治
療
法
だ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
 
た
 。
聖
子
心
と
フ
ラ
ン
ス
 

王
国
の
契
約
の
物
語
が
 、
 人
々
に
状
況
認
識
の
枠
組
み
 を
 提
供
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
人
々
が
そ
こ
 
に
 語
ら
れ
た
カ
ト
リ
ノ
 

ク
 王
国
の
過
去
・
現
在
・
未
来
（
フ
ラ
ン
ス
の
罪
と
罰
 
と
 救
い
）
を
共
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
 
、
革
命
を
推
進
し
よ
う
 

と
す
る
人
々
は
進
行
中
の
事
態
に
つ
い
て
、
不
平
等
な
 
過
去
・
産
み
の
苦
し
み
・
平
等
で
自
由
な
未
来
と
い
う
 
、
共
和
国
フ
ラ
ン
ス
の
 

過
去
・
現
在
・
未
来
の
物
語
を
語
っ
て
い
た
。
二
つ
の
 
グ
ル
ー
プ
は
、
内
部
で
共
有
さ
れ
る
過
去
・
現
在
・
 
末
 来
の
物
語
に
お
い
て
 真
 

っ
 向
か
ら
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
聖
心
崇
拝
は
「
 
フ
ラ
ン
ス
の
罪
と
罰
と
救
い
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
皮
革
 命
の
物
語
と
な
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
盛
ん
に
な
り
、
パ
レ
・
 ル
 ・
モ
ニ
ア
ル
は
 そ
 の
中
心
地
と
し
て
多
数
の
巡
礼
を
集
め
た
。
 

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
巡
礼
運
動
隆
盛
の
背
景
 
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
人
々
の
回
心
、
罪
と
罰
と
救
い
 
と
い
う
共
通
の
主
題
 

が
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
こ
に
は
グ
ル
ー
プ
の
規
模
の
違
 
い
が
認
め
ら
れ
る
。
ア
ル
ス
の
「
教
区
立
て
直
し
」
が
 生
活
共
同
体
を
対
象
に
 

し
て
い
た
の
に
対
し
、
パ
レ
・
 ル
 ・
モ
ニ
ア
ル
は
「
 フ
 ラ
ン
ス
」
と
い
う
、
革
命
後
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
た
 、
よ
り
大
き
な
規
模
 

の
 帰
属
グ
ル
ー
プ
を
問
題
に
し
て
い
た
。
ま
た
 
パ
レ
 ・
 ル
 ・
モ
ニ
ア
ル
は
、
組
織
化
と
い
う
点
で
も
ア
ル
ス
 
と
 異
な
っ
て
い
る
。
 パ
 

レ
 ・
 ル
 ・
モ
ニ
ア
ル
で
は
、
運
営
を
任
さ
れ
て
い
た
 イ
 エ
ズ
ス
会
の
主
導
の
下
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
に
巡
礼
委
員
 会
を
設
置
し
、
パ
リ
の
 

カ
ト
リ
ッ
ク
系
新
聞
や
各
司
教
区
で
発
行
さ
れ
て
い
た
 
「
司
教
区
広
報
 ヒ
を
 通
じ
て
宣
伝
を
行
う
な
ど
、
ネ
ッ
 ト
ワ
ー
ク
と
メ
デ
ィ
ア
 

を
 駆
使
し
て
全
国
規
模
の
巡
礼
運
動
を
組
織
的
に
展
開
 
し
た
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
が
、
そ
の
後
の
巡
礼
運
動
の
 
モ
 デ
ル
 と
な
っ
た
。
 

同
じ
グ
ル
ー
プ
に
帰
属
す
る
者
達
は
 、
 同
じ
過
去
・
 現
 在
 ・
未
来
を
共
有
し
、
そ
の
こ
と
を
同
じ
祭
典
に
参
加
 す
る
こ
と
で
実
感
す
 

る
 。
共
和
敏
・
帝
政
政
府
が
次
々
に
繰
り
出
す
祭
典
に
 
対
抗
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
も
大
が
か
り
な
デ
モ
ン
ス
 
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
組
織
 

  

争
 敗
北
、
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
な
ど
数
々
の
罰
を
受
け
 
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
の
罪
と
罰
 
の
 物
語
が
人
々
の
心
を
 

 
  

 



キリストに依る 世界 

 
 

社
会
的
な
公
の
共
同
行
為
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
の
 
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

羽
 二
八
七
三
年
、
こ
の
全
国
一
斉
巡
礼
大
会
の
成
功
を
 
受
け
、
そ
の
効
果
を
継
続
さ
せ
る
目
的
で
始
ま
っ
た
の
 
が
 、
被
昇
天
会
主
催
 

は
 王
党
派
の
政
治
的
示
威
行
動
だ
と
い
う
非
難
に
反
論
 

 
 

治
世
の
な
い
、
し
か
し
㈹
 

 
 
 
 

-
7
 
一
 

し
た
が
、
ル
ル
ド
巡
礼
の
展
開
に
決
定
的
な
影
響
を
与
 え
た
の
も
、
そ
う
し
た
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
 
一
 つ
で
あ
っ
た
。
 

3
 
 ル
ル
ド
ー
傷
病
者
巡
礼
 

フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
国
境
地
帯
、
ピ
レ
ネ
ー
山
麓
 
に
 位
置
す
る
ル
ル
ド
は
、
聖
母
出
現
騒
ぎ
を
き
っ
か
け
 
に
 一
八
六
二
年
に
 カ
 

ト
リ
ッ
ク
の
聖
地
と
し
て
正
式
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
こ
 
に
 湧
く
泉
の
水
に
よ
っ
て
病
人
や
け
が
人
が
奇
蹟
的
に
 
治
癒
す
る
と
評
判
に
な
 

り
 多
数
の
巡
礼
者
を
集
め
た
が
、
当
初
巡
礼
 国
 と
し
て
 訪
れ
た
の
は
主
に
近
隣
の
小
教
区
に
と
ど
ま
っ
た
。
 
一
 八
六
上
八
年
以
降
、
鉄
道
 

の
 開
通
、
聖
域
の
運
営
を
担
 う
 司
祭
団
の
設
立
、
機
関
 誌
の
発
行
な
ど
、
巡
礼
環
境
の
整
備
に
よ
り
、
徐
々
に
 
全
国
か
ら
司
教
区
単
位
 

の
 巡
礼
 団
 が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
つ
た
。
 

そ
の
ル
ル
ド
を
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
巡
礼
 地
 へ
と
 発
 戻
 さ
せ
る
転
機
と
な
っ
た
の
が
、
普
仏
戦
争
の
敗
北
と
 
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
 

の
 衝
撃
を
受
け
て
一
八
 セ
 二
年
に
行
わ
れ
た
、
フ
ラ
ン
 ス
 全
土
の
司
教
区
・
聖
域
か
ら
の
全
国
一
斉
巡
礼
 
大
 会
 で
あ
っ
た
。
パ
レ
・
 

・
モ
ニ
ア
ル
を
モ
デ
ル
に
上
流
階
級
の
篤
志
家
婦
人
 に
よ
る
実
行
委
員
会
と
全
国
規
模
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
 作
 0
 上
げ
て
行
わ
れ
た
 

こ
の
全
国
一
斉
巡
礼
は
、
罪
人
・
重
病
人
で
あ
る
 
ブ
 ラ
 シ
 ス
の
病
を
ル
ル
ド
の
泉
に
癒
し
に
行
く
（
フ
ラ
ン
ス
 を
 カ
ト
リ
ッ
ク
に
回
心
 

 
 

た
 社
会
を
守
る
「
荘
厳
な
公
の
行
動
」
に
は
ま
た
、
 
宗
 数
行
為
に
よ
っ
て
一
つ
 

に
 集
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
姿
を
見
せ
つ
け
る
目
的
も
あ
っ
 
た
 。
し
か
し
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
救
 
い
 の
た
め
に
 祈
 る
 
「
純
粋
に
め
示
教
的
で
 

ナ
シ
ョ
ナ
ル
 な
 マ
ニ
フ
ェ
ス
タ
シ
オ
ン
」
で
「
政
治
行
 動
 」
で
は
な
く
、
女
性
が
組
織
し
た
こ
と
こ
そ
そ
の
証
 
で
あ
る
と
し
て
、
巡
礼
 



し
 、
そ
れ
を
引
き
受
け
て
い
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
で
 
あ
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
当
時
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
を
悩
 
ま
せ
て
い
た
、
労
働
者
 

の
 （
全
国
巡
礼
）
で
あ
る
。
こ
の
巡
礼
は
 、
 （
救
い
の
 聖
 母
 協
会
）
と
い
う
上
流
篤
志
家
婦
人
組
織
の
支
部
を
 
全
国
に
設
け
、
各
地
の
 

支
部
が
教
区
教
会
や
司
教
と
連
携
し
て
司
教
区
単
位
の
 
参
加
を
募
る
、
司
教
区
連
合
巡
礼
で
あ
っ
た
。
（
救
い
 
の
 聖
母
協
会
）
は
 被
昇
 

大
会
の
傘
下
の
組
織
だ
が
、
そ
の
第
一
の
目
的
は
教
区
 
教
会
の
補
佐
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
 
、
心
教
区
連
合
と
し
て
 

の
 司
教
区
、
司
教
区
連
合
と
し
て
の
フ
ラ
ン
ス
，
カ
ト
 
リ
ッ
ク
世
界
と
い
う
連
合
体
イ
メ
ー
ジ
と
、
全
体
と
し
 
て
の
 カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
 

を
 堅
牢
に
す
る
た
め
に
は
ま
ず
生
活
共
同
体
・
地
域
 
共
 同
体
と
し
て
の
心
教
区
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
 
が
 認
め
ら
れ
る
。
 へ
 
全
国
 

巡
礼
）
は
、
ア
ル
ス
 と
 パ
 ン
，
ル
 ，
モ
ニ
ア
ル
を
合
わ
 せ
た
よ
う
な
巡
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

先
行
巡
礼
を
モ
デ
ル
に
始
ま
っ
た
（
全
国
巡
礼
）
は
 
、
 し
か
し
、
寄
付
金
を
募
り
病
気
や
障
害
の
あ
る
人
々
を
 
無
料
で
巡
礼
 回
 に
参
 

加
 さ
せ
る
、
「
傷
病
者
巡
礼
」
と
い
う
独
特
の
形
態
を
 発
案
・
実
施
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
独
自
性
を
獲
得
 
す
る
。
「
苦
し
み
に
よ
る
 

賄
い
」
と
い
う
三
題
 が
 、
強
調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
 。
（
全
国
巡
礼
）
は
、
罪
深
い
フ
ラ
ン
ス
の
救
い
を
 祈
 る
改
 俊
の
巡
礼
と
し
て
 

始
ま
っ
た
が
、
や
が
て
、
健
康
で
富
裕
な
者
が
巡
礼
の
 
期
間
中
に
味
わ
う
一
時
的
，
意
図
的
苦
痛
で
は
、
こ
れ
 
ほ
ど
ま
で
に
罪
深
い
 フ
 

ラ
ン
ス
を
救
う
に
は
十
分
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
よ
う
 
に
な
る
。
社
会
の
犠
牲
者
と
し
て
の
貧
し
い
労
働
者
が
 
病
気
に
な
る
こ
と
で
 味
 

一
 
g
 一
 

わ
っ
て
い
る
無
垢
な
苦
し
み
で
な
け
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
 
の
 身
代
金
は
支
払
え
な
い
、
す
な
 む
 ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
 非
を
 婿
 う
こ
と
は
で
き
 

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
教
会
か
ら
離
れ
て
 
し
ま
っ
た
た
め
に
、
自
ら
の
苦
痛
に
キ
リ
ス
ト
の
十
字
 
架
上
の
苦
痛
と
同
じ
 婿
 

い
 の
 力
 が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
 ろ
 貧
し
い
労
働
者
 階
級
の
傷
病
者
を
説
得
し
、
彼
ら
の
無
垢
な
苦
し
み
を
 
フ
ラ
ン
ス
を
救
う
た
め
 

の
 犠
牲
と
し
て
神
に
捧
げ
る
た
め
に
巡
礼
に
参
加
し
て
 
も
ら
う
こ
と
が
、
傷
病
者
巡
礼
の
目
的
と
な
る
。
後
述
 
す
る
慈
善
活
動
同
様
、
 

そ
こ
で
は
傷
病
者
の
「
人
選
」
が
重
要
で
あ
っ
た
。
 参
 加
 傷
病
者
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
お
い
て
自
ら
が
 
果
 た
す
べ
き
役
割
を
自
覚
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の
 教
会
離
れ
と
い
う
問
題
へ
の
対
策
の
意
味
も
込
め
ら
 
れ
て
い
た
。
病
気
の
貧
し
い
労
働
者
に
、
同
胞
の
罪
を
 
贈
ぅ
 
「
わ
た
し
た
ち
の
 

主
 キ
リ
ス
ト
」
と
い
う
特
権
的
な
身
分
を
与
え
、
健
常
 者
が
フ
ラ
ン
ス
の
救
い
と
か
れ
ら
の
治
癒
の
た
め
に
 
祈
 る
と
い
う
形
で
、
両
者
 

は
 一
つ
の
世
界
の
共
演
者
と
な
る
。
日
常
生
活
で
は
 接
 点
 の
な
い
者
達
が
 、
 同
じ
一
つ
の
世
界
の
参
加
者
と
し
 て
 同
じ
目
標
の
た
め
に
 

心
 を
一
つ
に
し
て
巡
礼
を
行
う
、
こ
れ
が
、
あ
る
べ
き
 傷
病
者
巡
礼
の
姿
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
巡
礼
に
参
加
し
 
た
 傷
病
者
が
奇
蹟
的
に
 

治
癒
す
る
こ
と
は
、
神
が
犠
牲
と
し
て
差
し
出
さ
れ
た
 
苦
し
み
を
喜
ん
で
受
け
取
り
、
フ
ラ
ン
ス
を
救
う
こ
と
 
を
 約
束
し
た
証
で
あ
る
 

と
 考
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
傷
病
者
の
肉
体
が
、
フ
ラ
 
シ
 ス
の
罪
と
罰
と
救
い
の
物
語
に
生
き
生
き
と
し
た
 具
 体
 的
な
肉
体
を
与
え
た
 

の
で
あ
る
。
 

傷
病
者
巡
礼
は
程
な
く
、
人
々
が
目
の
前
の
傷
病
者
の
 
治
癒
の
た
め
に
心
を
一
つ
に
し
て
祈
る
素
晴
ら
し
い
 
巡
 礼
 と
し
て
聖
域
発
行
 

0
 機
関
誌
で
絶
賛
さ
れ
る
よ
 う
 に
な
り
、
他
の
司
教
区
 巡
礼
 団
も
 
（
全
国
巡
礼
）
に
倣
っ
て
傷
病
者
を
参
加
さ
 せ
る
よ
う
に
な
る
。
 一
 

八
八
 0
 午
に
は
、
「
巡
礼
 回
 に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
 要
素
で
あ
り
至
宝
と
な
っ
た
傷
病
者
抜
き
に
は
、
も
は
 
や
ど
の
よ
う
な
巡
礼
 団
 

 
 

傷
病
者
巡
礼
が
ル
ル
ド
巡
礼
の
標
準
形
態
と
な
っ
て
 
い
 っ
た
 。
 

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
が
共
和
国
と
し
て
確
立
さ
れ
、
 
外
 国
か
ら
の
巡
礼
団
も
増
え
る
と
、
巡
礼
運
動
の
動
機
と
 
な
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
 

ス
の
 罪
と
罰
と
救
い
と
い
う
物
語
は
、
そ
の
意
義
を
失
 
っ
て
い
く
。
物
語
に
支
え
ら
れ
、
物
語
を
支
え
て
い
た
 巡
礼
運
動
は
、
こ
の
時
 

廃
れ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
。
だ
が
ル
ル
ド
の
傷
病
 
者
 巡
礼
は
 、
 「
フ
ラ
ン
ス
の
救
 い
 」
か
ら
「
社
会
的
 紐
 帯
 」
の
テ
ー
マ
へ
と
 重
 

点
を
移
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
発
展
を
 
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
 

  



 
 

啓
蒙
思
想
に
お
い
て
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
強
く
非
難
さ
れ
 
、
自
律
し
た
個
人
が
い
か
に
し
て
一
つ
の
社
会
を
作
る
 
か
 、
い
か
に
互
い
を
 

支
え
合
う
か
に
つ
い
て
の
見
識
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
 
。
そ
の
問
い
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
と
共
和
主
義
 
者
の
応
答
が
、
「
慈
善
」
 

と
「
社
会
福
祉
」
で
あ
っ
た
。
 

二
つ
の
応
答
は
、
社
会
的
紐
帯
の
源
を
ど
こ
に
求
め
る
 
か
と
い
う
点
で
異
な
っ
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
 
の
 伝
統
で
あ
る
慈
善
 

は
、
 神
の
愛
に
由
来
し
、
神
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
喚
起
 
さ
れ
る
隣
人
愛
を
説
い
た
。
愛
は
人
に
と
っ
て
外
在
的
 
な
も
の
で
、
人
は
そ
れ
 

を
神
や
他
者
か
ら
受
け
取
り
、
他
者
に
受
け
渡
し
て
い
 く
 。
人
は
神
ゆ
え
に
、
神
の
た
め
に
、
隣
人
を
愛
す
る
 
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
 

な
く
、
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
慈
善
と
は
、
そ
の
よ
う
 な
 神
の
愛
の
授
受
に
基
づ
く
、
社
会
的
紐
帯
を
存
在
せ
 
し
め
る
実
践
と
考
え
 ろ
 

れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
共
和
主
義
者
が
社
会
的
紐
帯
の
 
源
 と
考
え
る
博
愛
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
 も
つ
自
然
な
性
向
、
 
理
 

性
 に
基
づ
く
内
在
的
な
徳
目
と
さ
れ
た
。
 

慈
善
と
社
会
福
祉
は
ま
た
、
社
会
的
な
救
済
の
目
的
 
や
 対
象
の
点
で
も
異
な
っ
て
い
た
。
旧
体
制
下
に
教
区
 
単
 位
で
行
わ
れ
て
い
た
 

慈
善
活
動
で
は
、
貧
窮
者
の
生
活
実
態
調
査
が
行
わ
れ
 
、
飲
酒
癖
、
売
春
、
物
乞
い
な
ど
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
道
 
徳
 規
準
に
照
ら
し
て
 不
 

適
切
な
生
活
を
送
る
者
に
は
救
い
の
手
が
さ
し
の
べ
 
ろ
 れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
適
切
な
 
一
員
か
ど
う
か
が
第
一
 

に
 問
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
慈
善
と
は
 
、
 同
じ
規
範
を
重
ん
じ
同
じ
世
界
に
属
す
仲
間
内
で
の
 
支
援
で
あ
り
、
適
切
な
 

生
活
と
関
係
（
神
と
人
、
人
と
人
と
の
）
を
重
視
す
る
 
、
そ
れ
自
体
「
適
切
な
関
係
を
発
生
さ
せ
る
た
め
の
 
営
み
」
だ
っ
た
の
で
あ
 

  

三
 
慈
善
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動
Ⅰ
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仕
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｜
｜
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善
 が
持
っ
「
絆
を
作
る
力
」
を
再
評
価
し
た
の
が
、
 
フ
 

 
 

あ
っ
た
。
彼
は
慈
善
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
 絆
 こ
そ
 
も
っ
と
も
固
い
絆
で
あ
る
と
考
え
、
宗
教
改
革
後
の
混
 
乱
期
に
 慈
善
活
動
を
通
し
て
 

一
 
M
-
 

 
 

 
 

 
 

 
 

カ
ト
リ
ッ
ク
精
神
に
基
づ
く
社
会
の
再
建
を
め
ざ
 
し
た
 聖
 ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
 
ド
 ・
：
 ｜
レ
ひ
ナ
、
、
  
 

オ
ノ
 の
声
を
受
も
継
し
で
 
聖
 ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
 
ド
 ・
 

る
 。
 

こ
の
よ
う
な
救
済
対
象
の
選
別
を
、
革
命
の
理
念
は
激
 し
く
非
難
し
た
。
そ
こ
で
は
万
人
に
対
し
て
、
人
と
し
 
て
 当
然
の
生
活
を
送
 

る
 権
利
と
し
て
の
生
存
権
が
等
し
く
保
障
さ
れ
た
。
 
こ
 の
よ
う
な
、
平
等
位
の
原
則
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
 社
 会
 福
祉
事
業
は
 、
 国
の
 

救
済
義
務
と
国
民
の
被
救
済
権
の
枠
組
み
で
と
ら
え
ら
 
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
で
は
慈
善
の
よ
う
に
関
係
の
適
 切
 さ
が
問
わ
れ
る
こ
と
 

は
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
「
公
的
扶
助
な
ど
社
会
権
の
方
 何
 に
向
か
う
措
置
は
、
「
道
義
上
の
義
務
と
し
て
の
 口
 友
愛
で
は
な
く
平
等
の
 

観
念
で
と
ら
え
ら
れ
」
「
個
人
的
権
利
の
延
長
と
考
え
 ら
れ
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
 
よ
う
 桶
一
 

に
 
@
 
 

、
 そ
の
基
本
理
念
 に
は
、
関
係
と
い
う
 契
 

機
 自
体
が
欠
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

平
等
位
の
原
則
に
基
づ
い
て
権
利
と
し
て
の
社
会
福
祉
 
事
業
が
行
わ
れ
る
一
方
で
、
興
味
深
い
祭
典
が
ジ
ャ
コ
 
バ
ン
政
府
に
よ
っ
て
 

企
画
さ
れ
た
。
社
会
的
な
 待
 と
し
て
の
博
愛
と
は
何
か
 を
人
々
に
知
ら
し
め
る
教
育
目
的
で
、
 
一
セ
 九
四
年
に
 フ
ラ
ン
ス
各
地
で
行
わ
 

ね
 た
（
不
幸
な
者
の
祭
典
正
あ
 
汀
宙
仁
目
曲
日
 
の
 
仁
妙
で
 あ
る
。
そ
こ
で
は
老
人
・
女
性
・
貧
窮
者
の
「
弱
さ
」
 
に
 敬
意
が
払
わ
れ
、
 年
 

齢
 、
性
別
、
職
業
を
超
え
た
連
帯
の
徳
が
強
調
さ
れ
た
 。
こ
の
祭
典
の
必
要
性
が
社
会
福
祉
事
業
と
ほ
別
に
認
 
諭
 さ
れ
た
こ
と
の
意
味
 

は
 重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
権
利
と
し
て
の
救
済
に
よ
 
っ
て
は
連
帯
は
生
ま
れ
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
 、
救
済
が
個
人
の
権
利
 

に
 基
づ
い
て
行
わ
れ
た
場
合
、
他
者
へ
の
関
心
と
し
て
 
0
 社
会
的
紐
帯
は
他
の
方
法
で
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 
と
 感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
 

界
 
と
を
、
示
し
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

 
 



関
係
に
二
重
化
さ
れ
、
慈
善
は
階
級
 差
 の
あ
る
社
会
に
 、
同
士
の
支
え
合
い
と
他
者
へ
の
関
心
と
い
う
二
種
の
 
紐
帯
を
生
む
と
さ
れ
た
 

の
で
あ
る
。
 

一
 
Ⅱ
 -
 

2
 
 社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
ル
ド
巡
礼
 

聖
 ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
 
ド
 
・
ポ
ー
ル
会
が
伝
統
的
な
慈
善
の
 範
 時
に
属
す
る
の
に
対
し
、
共
和
国
の
社
会
福
祉
事
業
 
と
 同
じ
く
、
権
利
の
 

観
念
に
基
づ
い
て
社
会
改
革
を
目
指
し
た
の
が
、
「
 社
ム
 ム
的
 カ
ト
リ
ッ
ク
」
の
潮
流
で
あ
る
。
単
な
る
労
働
者
 
の
 生
活
改
善
運
動
に
と
 

ど
ま
ら
ず
、
労
働
組
合
運
動
や
諸
団
体
の
設
立
を
通
し
 
て
 自
由
主
義
経
済
の
問
題
を
討
議
し
、
社
会
問
題
全
般
 
ほ
 つ
い
て
提
言
口
を
行
お
 

う
と
す
る
政
治
的
活
動
で
あ
っ
た
。
自
由
主
義
と
個
人
 
正
義
を
批
判
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
保
守
・
反
動
層
の
中
 か
 ら
 生
ま
れ
た
が
、
そ
の
 

活
動
を
通
し
て
保
守
的
な
体
質
が
弱
ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
 
ク
 民
主
主
義
へ
と
方
向
を
転
換
し
て
い
っ
た
。
ル
ル
ド
 
巡
礼
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
 

を
と
っ
た
人
々
は
、
こ
の
社
会
的
 ヵ
 ト
リ
ッ
ク
の
潮
流
 と
 深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
の
共
通
点
は
 、
 様
々
な
 協
 会
の
設
立
と
メ
デ
ィ
ア
 

へ
の
関
与
で
あ
る
。
 

被
昇
天
会
の
創
設
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ダ
ル
ゾ
ン
神
父
 
は
、
 早
く
か
ら
労
働
問
題
に
江
目
し
て
数
々
の
労
働
者
 
サ
ー
ク
ル
や
社
会
人
 

学
級
を
設
立
し
た
。
ま
た
、
大
衆
紙
を
通
じ
た
民
衆
 
へ
 の
 働
き
か
け
を
重
視
す
る
な
ど
、
社
会
の
再
キ
リ
ス
ト
 
教
化
を
 、
 人
々
の
広
範
 

一
 
%
-
 

な
 参
加
と
い
う
形
で
構
想
し
て
い
た
。
そ
の
ダ
ル
ゾ
ン
 
神
父
が
パ
リ
で
出
入
り
し
て
い
た
の
が
、
「
ア
ク
シ
ョ
 
ン
 ・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
 闘
 

 
 

土
の
典
型
」
と
い
わ
れ
る
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
，
ジ
ョ
ゼ
 
フ
 ・
バ
イ
イ
 ー
 主
催
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
学
生
サ
ー
ク
ル
で
 
あ
っ
た
。
バ
イ
イ
ー
も
 

 
 

謝
 の
 念
 と
い
う
形
で
社
会
的
紐
帯
を
生
ま
れ
さ
せ
る
こ
 
と
で
あ
っ
た
。
適
切
な
社
会
関
係
は
、
わ
た
し
た
ち
の
 間
の
関
係
と
彼
ら
と
の
㈹
 

ポ
ー
ル
会
を
創
設
し
た
。
そ
の
第
一
の
目
的
は
、
カ
ト
 
リ
ッ
ク
の
学
生
達
が
互
い
に
励
ま
し
合
い
信
仰
を
高
め
 
合
う
こ
と
、
第
二
の
目
 

 
  

 

 
 

的
は
、
富
者
と
貧
者
が
触
れ
合
う
こ
と
で
、
二
つ
の
 
隔
 た
っ
た
階
級
間
に
、
貧
者
に
対
す
る
富
者
の
厚
情
と
富
 
者
に
対
す
る
貧
者
の
感
 



様
々
な
カ
ト
リ
ッ
ク
協
会
の
創
設
に
関
わ
る
と
共
に
 
、
 印
刷
所
を
開
設
し
て
新
聞
を
創
刊
し
、
数
々
の
代
表
的
 
カ
ト
リ
ッ
ク
紙
に
も
 執
 

筆
し
た
。
彼
の
サ
ー
ク
ル
に
は
先
述
の
 
オ
ザ
 ナ
ム
も
 中
 心
 メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
し
て
お
り
、
 オ
ザ
 ナ
ム
に
 請
 わ
れ
た
バ
イ
イ
ー
は
 聖
 

ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
 ド
 ・
ポ
ー
ル
 会
 初
代
会
長
を
務
め
た
。
 バ
イ
イ
ー
の
息
子
は
被
昇
天
金
に
人
会
し
、
ヴ
ァ
ン
 サ
 

 
 

イ
イ
ー
 神
父
と
な
っ
た
。
彼
は
被
昇
天
金
が
主
催
す
る
 巡
礼
全
般
の
責
任
者
を
務
め
る
傍
ら
、
被
昇
天
会
所
有
 
の
 出
版
社
で
、
現
在
も
 

発
行
の
続
く
大
衆
誌
「
巡
礼
者
」
と
日
刊
紙
「
十
字
架
 
」
を
創
刊
し
た
。
 

被
昇
天
金
が
一
時
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
撤
退
を
余
儀
な
く
 
さ
れ
た
折
に
そ
の
出
版
事
業
を
引
き
継
い
だ
ポ
ー
ル
・
 
フ
ロ
ン
・
ブ
ロ
ー
も
 

ま
た
、
ア
ク
シ
ョ
ン
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
闘
士
て
あ
っ
た
 

@
 
 
-
7
-
 

Ⅱ
 。
彼
は
、
 心
 教
区
を
司
教
区
へ
、
司
教
区
同
士
を
司
教
 国
連
ム
ロ
 
体
 へ
と
束
ね
た
 

形
で
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
を
組
織
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
 
を
 訴
え
、
各
地
の
カ
ト
リ
ッ
ク
委
員
会
創
設
と
司
教
区
 会
議
開
催
の
た
め
に
 尽
 

力
 し
た
。
彼
の
父
 、
ヵ
ニ
 ー
 ュ
 ・
 ェ
 ド
ゥ
ア
ー
ル
・
 フ
 ロ
ン
・
 ヴ
 

・
カ
ト
リ
ッ
ク
大
学
医
学
部
 の
 創
設
者
で
あ
り
、
 ル
 

ル
ド
 の
奇
蹟
的
治
癒
に
対
す
る
科
学
的
調
査
の
確
立
に
 寄
与
し
た
。
数
々
の
カ
ト
リ
ッ
ク
協
会
創
設
に
関
わ
り
 
、
義
兄
の
要
請
で
工
場
 

経
営
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
後
は
労
働
者
の
就
労
・
 
生
活
環
境
の
改
善
に
務
め
、
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
組
合
運
 
動
 で
も
重
要
な
役
割
を
 

果
 た
し
た
。
彼
は
リ
ー
ル
司
教
区
を
率
い
て
（
全
国
巡
 
礼
 ）
に
参
加
し
、
リ
ー
ル
が
司
教
区
巡
礼
と
し
て
 
独
 立
し
た
後
は
い
ち
早
く
 

（
司
教
区
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
の
活
動
を
始
め
た
。
そ
し
 て
こ
の
（
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
こ
そ
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
 救
 い
 」
後
の
ル
ル
ド
巡
礼
 

界
を
牽
引
し
た
組
織
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

世
 

僻
 

3
 
 （
救
い
の
聖
母
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
ー
１
 %
 同
 
貴
 な
る
者
の
社
会
的
義
務
」
 

 
 

（
全
国
巡
礼
）
で
は
、
修
道
女
と
上
流
階
級
の
 女
性
 達
 が
年
々
増
加
す
る
参
加
傷
病
者
の
世
話
を
一
手
 
に
 引
き
受
け
て
い
た
が
、
 
一
 

 
 

目
 
八
八
一
年
、
爵
位
を
保
持
す
る
四
人
の
男
性
を
中
 
心
に
 、
正
式
の
傷
病
者
支
援
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
組
織
へ
教
 
い
の
聖
母
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
   



あ 空 弾 心 が れ 了ひ l@ @ 
他 る 尽 す 合 評 て 会 上 

流
 階
級
の
男
性
で
な
け
れ
 

ば
 な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
 

入
 会
 に
は
会
員
の
推
薦
と
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。
 

-
 
四
一
 

員
の
死
亡
記
事
を
掲
載
し
た
冊
子
を
み
る
と
、
会
員
が
 

様
々
な
社
会
事
業
に
参
加
し
、
指
導
的
立
場
を
果
た
し
 

た
こ
と
が
強
調
さ
 

い
る
。
特
に
 

、
聖
 
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
 

ド
 ・
ポ
ー
ル
 

会
 、
聖
 
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
 

会
 第
三
会
、
カ
ト
リ
ッ
ク
労
働
者
教
育
 

事
業
団
へ
の
参
加
 

価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
 

聖
 フ
ラ
ン
シ
ス
コ
全
篇
 

三
会
は
 
、
 他の
二
つ
の
団
体
の
よ
う
な
社
会
性
を
持
た
 

な
い
伝
統
的
な
 

信
 

 
 

 
 

と
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
こ
の
よ
う
に
、
（
救
い
の
 

議
を
催
し
資
本
主
義
 

を
糾
 

方
 カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
は
「
貧
者
の
聖
性
」
の
観
念
が
 

あ
り
、
先
述
の
聖
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
 

ド
 ・
ポ
ー
ル
も
 

貧
 者
の
中
に
神
を
認
 

抹
 す
る
 

と
し
て
 

廃
を
 癒
 

と
に
よ
 

「
ノ
ブ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
」
の
理
念
に
基
づ
い
て
、
 伝
統
的
な
社
会
的
紐
帯
を
再
建
す
る
こ
と
を
活
動
の
 
最
終
的
な
目
標
 

い
た
。
巡
礼
中
の
交
流
に
よ
っ
て
富
者
の
心
に
貧
者
へ
 
の
愛
と
 慈
し
み
が
生
ま
れ
、
貧
者
 壁
ロ
 
田
者
の
奉
仕
に
よ
 っ
て
、
心
身
の
苦
 

几
 

さ
れ
、
両
者
の
間
に
慈
愛
と
敬
愛
の
絆
が
生
ま
れ
る
、
 
す
 な
 む
 ち
、
「
社
会
の
両
極
に
位
置
す
る
二
つ
の
階
層
 が
 歩
み
寄
る
こ
 

 
 

り
 、
社
会
問
題
に
つ
い
て
も
重
要
な
効
果
を
も
た
ら
す
 
」
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
よ
り
、
 
正
規
の
会
員
に
 

 
 

牲
の
模
範
を
フ
ラ
ン
ス
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 
と
い
う
よ
う
に
、
富
裕
な
者
に
課
せ
ら
れ
る
社
会
的
責
 
任
と
 慈
善
の
義
務
を
意
 

が
 描
か
れ
、
「
社
交
界
の
紳
士
が
貧
し
い
人
々
の
担
架
 運
搬
入
と
な
っ
た
」
と
書
か
れ
る
よ
 
う
 に
、
茂
一
傷
病
者
の
 
移
動
を
助
け
る
上
流
 階
 

1
 

 
 
 
 

級
の
男
性
の
組
織
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
 
巡
礼
中
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
は
な
く
、
「
上
流
 階
 級
の
者
が
、
献
身
と
 犠
 

㈹
 

が
 創
設
さ
れ
た
。
設
立
を
伝
え
る
雑
誌
記
事
の
挿
絵
に
 
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
に
身
を
包
み
シ
ル
ク
ハ
ッ
ト
を
 
い
 た
だ
く
壮
年
男
性
の
姿
 

 
 



キリストに依る 世界 

救
い
」
と
い
う
物
語
へ
の
参
加
か
ら
、
社
会
的
カ
ト
リ
 
ッ
ク
と
 慈
善
へ
の
参
加
へ
と
巡
礼
の
意
義
を
変
化
さ
せ
 
た
こ
と
で
、
傷
病
者
 巡
 

礼
は
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
た
。
（
救
 い
の
 聖
母
オ
ス
 ピ
タ
リ
テ
）
に
倣
い
、
ル
ル
ド
の
聖
域
や
他
の
司
教
区
 
巡
礼
 団
も
 、
傷
病
者
を
 

163 

め
 、
貧
者
に
接
す
る
こ
と
で
神
に
近
づ
く
道
を
教
え
て
 
い
た
。
（
救
い
の
聖
母
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
会
員
も
そ
の
 伝
統
に
な
ら
っ
て
貧
者
 

に
 キ
リ
ス
ト
の
姿
を
認
め
、
担
架
を
運
ぶ
こ
と
は
、
 
キ
 リ
ス
ト
と
し
て
の
貧
し
い
傷
病
者
を
通
じ
て
神
に
な
さ
 
れ
る
、
犠
牲
と
贈
与
 と
 

し
て
の
肉
体
労
働
と
解
釈
さ
れ
た
。
傷
病
者
巡
礼
の
（
 
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
活
動
は
、
実
社
会
で
肉
体
労
働
を
強
 
い
ら
れ
病
と
な
っ
て
 か
 

ら
は
そ
の
肉
体
的
苦
痛
を
神
に
捧
げ
る
貧
し
い
傷
病
者
 
と
 、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
貧
し
い
傷
病
者
に
仕
え
る
 
肉
 体
 労
働
者
と
な
っ
た
 上
 

流
 階
級
の
男
性
か
ら
な
る
、
犠
牲
と
贈
与
の
世
界
な
の
 
で
あ
る
。
会
員
は
入
会
式
で
神
へ
の
奉
仕
に
身
を
捧
げ
 
る
 誓
い
を
立
て
、
そ
の
 

舌
口
業
通
り
、
巡
礼
の
間
中
寝
る
間
を
惜
し
ん
で
身
を
粉
 に
し
て
働
い
た
。
過
剰
な
犠
牲
と
献
身
が
求
め
ら
れ
 
、
会
員
同
士
が
「
仕
え
 

る
 」
行
為
を
競
い
合
う
、
傷
病
者
の
便
宜
を
図
る
と
い
 
う
 実
利
的
な
目
的
が
二
の
次
に
さ
れ
て
い
る
印
象
を
否
 
め
な
い
一
種
の
祭
儀
 空
 

間
が
 、
そ
こ
に
は
展
開
し
て
い
た
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
（
救
い
の
聖
母
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
と
他
の
 社
会
的
カ
ト
リ
ッ
ク
活
動
へ
の
参
加
は
、
祭
儀
と
社
会
 
改
革
の
二
本
立
て
を
 

意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
ユ
 イ
ス
マ
ン
ス
は
「
 ル
 
ド
 と
は
、
一
つ
の
王
国
の
実
現
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
 
そ
 れ
 以
上
に
、
人
道
主
義
 

-
 
㌍
 -
 

者
達
の
最
高
の
夢
の
実
現
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
 
階
 級
が
 一
時
的
な
が
ら
一
つ
に
解
け
合
う
」
と
い
っ
て
 
い
 る
が
、
（
救
 い
の
 聖
母
 

オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
は
、
「
社
会
的
」
で
あ
る
こ
と
を
理
相
 ゅ
 
と
し
た
人
々
が
行
う
、
他
者
へ
の
関
心
を
表
明
し
社
 
ム
 
五
的
 紐
帯
を
寿
ぐ
祭
典
、
 

共
和
国
の
（
不
幸
な
者
の
祭
典
）
に
あ
た
る
よ
う
な
も
 
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

4
 
 「
適
切
な
関
係
」
の
変
化
 ｜
 「善
き
サ
マ
リ
ア
 人
 」
 

（
全
国
巡
礼
）
の
傷
病
者
巡
礼
は
 、
 （
救
い
の
聖
母
オ
ス
 ピ
タ
リ
テ
）
の
設
立
に
よ
っ
て
確
固
た
る
も
の
と
な
 
っ
た
 。
「
フ
ラ
ン
ス
の
 

  



支
援
す
る
独
自
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
を
順
次
作
っ
て
 
い
っ
た
。
こ
う
し
て
二
十
世
紀
初
頭
に
は
、
傷
病
者
と
 
（
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
 の
 

組
み
合
わ
せ
が
ル
ル
ド
巡
礼
の
標
準
形
態
と
な
っ
た
。
 

へ
 
救
い
の
聖
母
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
は
上
流
階
級
の
男
性
 
組
織
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
現
実
に
傷
病
者
の
身
の
回
 
り
の
世
話
一
切
を
任
 

さ
れ
て
い
た
の
は
上
流
階
級
の
女
性
 達
 で
あ
っ
た
。
 だ
 が
 当
初
は
女
性
達
の
組
織
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
。
女
性
 
ほ
 組
織
作
り
に
は
向
か
 

な
い
と
い
う
当
時
の
女
性
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
も
そ
も
（
 
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
に
は
上
流
階
級
の
男
性
を
教
会
活
動
 
に
 呼
び
込
む
受
け
皿
 作
 

り
の
意
図
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
だ
が
男
性
ボ
ラ
ン
 
テ
ィ
ア
組
織
の
発
足
は
女
性
の
組
織
化
を
促
し
、
そ
の
 結
果
女
性
の
ボ
ラ
ン
テ
 

ィ
ア
 活
動
も
、
男
性
の
も
の
と
対
等
な
公
式
の
活
動
と
 
し
て
認
可
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
（
ル
ル
ド
 
聖
域
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
 

や
 各
地
の
（
司
教
区
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
に
な
る
と
、
 
上
 流
 階
級
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
異
な
る
人
脈
に
よ
り
、
 
庶
民
の
参
加
が
増
え
て
 

い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ノ
ブ
レ
ス
，
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
 実
践
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
た
ち
」
上
流
階
級
の
男
性
と
 
貧
し
い
労
働
者
で
あ
る
 

「
か
れ
ら
」
の
間
に
「
適
切
な
関
係
」
を
打
ち
立
て
よ
，
 
つ
 と
し
て
い
た
活
動
は
 、
 二
つ
の
面
で
変
化
し
た
。
 第
 一
に
、
活
動
に
参
加
す
 

る
 
「
わ
た
し
た
ち
」
の
間
に
生
ま
れ
る
絆
が
、
社
会
的
 身
分
や
生
活
状
況
の
違
い
 
な
 超
え
た
も
の
と
認
識
さ
 
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
 

ブ
リ
ー
ジ
ュ
の
実
践
と
い
う
目
標
を
変
化
さ
せ
る
原
因
 

と
 、
第
二
に
 、
 「
か
れ
ら
」
と
の
関
係
の
変
化
で
あ
る
。
 

傷
病
者
と
し
て
参
加
す
る
の
が
貧
し
い
労
働
者
だ
け
で
 と

な
っ
た
の
は
、
他
で
も
な
い
、
 
ヘ
 
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
 

は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
一
因
だ
が
、
そ
れ
以
上
 

の
 活
動
内
容
で
あ
る
 傷
 

に
、
 ノ
ブ
レ
ス
・
 オ
 

病
者
の
世
話
で
あ
っ
た
。
寝
た
き
り
や
移
動
の
困
難
な
 傷
病
者
の
世
話
は
、
具
体
的
で
時
に
切
迫
し
た
肉
体
的
 
必
要
を
満
た
す
こ
と
の
 

繰
り
返
し
で
あ
る
。
傷
病
者
と
と
も
に
巡
礼
世
界
に
持
 
ち
 込
ま
れ
た
弱
く
傷
ん
だ
生
身
に
接
す
る
こ
と
で
、
 
健
 常
 者
は
そ
の
必
要
を
満
 

た
す
た
め
に
何
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
、
手
を
借
 
さ
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
さ
れ
る
。
 
そ
の
経
験
の
積
み
重
ね
   



  
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
 
な
る
。
 

が
 、
「
他
者
の
必
要
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
 

や
そ
れ
は
、
「
わ
た
し
た
ち
」
「
か
れ
ら
」
の
ど
ち
ら
に
 
対
し
て
も
選
別
を
行
わ
ず
、
特
に
「
か
れ
ら
」
に
対
し
 

い
う
規
範
を
生
み
、
「
日
の
つ
 

0
 已
 %
 の
ロ
 他
者
に
応
え
る
 準
備
が
で
き
て
い
る
・
 

て
 留
保
の
な
い
も
の
を
 

「
空
き
」
が
あ
る
 ヒ
 
と
い
う
心
身
の
状
態
と
し
て
理
想
 化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
目
の
前
の
苦
し
み
に
留
保
な
 
く
 手
を
さ
し
の
べ
 よ
と
 

い
う
キ
リ
ス
ト
の
教
え
（
ル
カ
福
音
書
 
一
 0.
 
二
五
 ｜
 三
七
「
善
き
サ
マ
リ
ア
 人
 」
の
警
語
）
を
モ
デ
ル
 と
す
 る
 規
範
で
あ
る
。
こ
の
 

讐
 話
の
中
で
キ
リ
ス
ト
は
、
隣
人
だ
か
ら
手
を
さ
し
の
 
べ
る
の
で
は
な
く
、
手
を
さ
し
の
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 隣
人
に
な
れ
と
教
え
て
 

い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 
臼
毛
 0
 コ
ぎ
こ
 で
 あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
愛
の
授
受
と
い
う
「
 
隣
 人
愛
を
生
む
実
践
」
に
 

対
し
て
準
備
が
で
き
て
い
る
状
態
を
も
指
す
の
で
あ
る
 
。
 ヘ
 オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
会
員
は
 、
ノ
 フ
レ
ス
・
オ
ブ
リ
 ｜
ジ
ュ
 の
世
界
を
復
興
 

す
る
担
い
手
で
は
な
く
、
支
援
対
象
を
選
別
す
る
こ
と
 
な
く
目
の
前
の
必
要
に
留
保
な
く
応
答
す
る
善
き
 
サ
マ
 リ
ア
 人
 と
し
て
自
己
を
 

イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
理
想
の
自
 
己
 イ
メ
ー
ジ
は
 、
ヘ
 オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
と
い
う
限
ら
れ
 
た
 範
囲
を
超
え
、
ル
ル
 

ド
の
 巡
礼
世
界
全
体
に
及
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

傷
病
者
の
存
在
が
日
の
で
 0
 コ
ミ
 
胡
 と
い
う
規
範
を
生
ん
 だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
傷
病
者
巡
礼
に
お
け
る
適
切
な
関
 
係
は
変
化
し
た
。
 今
 

理
想
と
す
る
。
し
か
し
傷
病
者
は
依
然
と
し
て
、
「
 人
 々
に
手
助
け
を
求
め
る
存
在
」
と
い
う
健
常
者
に
都
合
 
の
い
い
役
割
を
負
わ
さ
 

れ
た
「
か
れ
ら
」
で
あ
り
続
け
て
い
た
。
巡
礼
の
第
三
 
期
は
 、
こ
の
「
か
れ
ら
」
が
「
わ
た
し
」
と
し
て
自
ら
 
の
 問
題
を
巡
礼
の
場
に
 

  



1
 
 傷
病
者
巡
礼
の
展
開
１
１
傷
病
者
の
作
る
「
 
わ
 た
し
た
ち
」
 

第
一
次
世
界
大
戦
後
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
内
の
傷
病
者
 
を
 取
り
巻
く
状
況
が
変
化
す
る
。
傷
病
者
の
た
め
の
 
特
別
ミ
サ
が
制
定
さ
 

ね
 、
傷
病
者
が
聖
体
拝
領
を
受
け
や
す
い
よ
う
に
便
宜
 
が
 図
ら
れ
る
な
ど
典
礼
上
の
改
革
が
進
む
一
方
、
フ
ラ
 
ン
ス
各
地
の
教
区
教
会
 

で
、
傷
病
者
を
集
め
て
ル
ル
ド
巡
礼
中
の
祭
儀
を
再
現
 
す
る
「
ル
ル
ド
の
 日
 」
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
傷
病
者
 が
 教
会
活
動
に
参
加
す
 

る
 機
会
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
。
他
方
で
、
（
 全
 国
 巡
礼
）
や
司
教
区
巡
礼
に
参
加
し
、
ル
ル
ド
で
親
交
 
を
 深
め
て
い
た
傷
病
者
 

が
 主
体
的
に
運
営
す
る
傷
病
者
サ
ー
ク
ル
も
結
成
さ
れ
 
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
病
に
な
る
こ
と
で
心
を
閉
 
ざ
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
 

ぅ
、
 他
の
傷
病
者
と
助
け
合
い
な
が
ら
豊
か
な
信
仰
 
生
 活
を
送
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
発
足
し
た
そ
れ
ら
の
 
サ
｜
 ク
か
 は
 、
聖
 ヴ
ァ
ン
 サ
 

ン
 ・
 ド
 ・
ポ
ー
ル
会
の
よ
う
に
、
状
況
と
志
を
同
じ
く
 す
る
も
の
が
支
え
合
 う
 た
め
に
作
ら
れ
た
組
織
で
あ
っ
 た
 。
健
常
者
に
と
っ
て
 

常
に
「
か
れ
ら
」
で
あ
っ
た
傷
病
者
が
 、
 「
わ
た
し
た
 ち
 」
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
 

2
 
 典
礼
改
革
 

｜
 公式
の
場
の
整
備
 

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
そ
の
よ
う
な
傷
病
者
組
織
が
 
ル
 ル
ド
巡
礼
を
主
催
し
始
め
る
と
、
傷
病
者
の
発
言
に
人
 
々
が
耳
を
傾
け
る
よ
 

う
に
な
り
、
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
活
動
は
傷
病
者
を
子
供
 
扱
 い
す
る
健
常
者
本
意
の
活
動
だ
と
い
う
非
難
の
声
も
聞
 
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
 

い
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
全
体
で
教
会
活
動
へ
の
 平
 信
徒
の
参
加
が
進
ん
だ
一
九
 セ
 0
 年
代
に
 、
 ル
ル
ド
の
 

聖
域
で
も
傷
病
者
に
と
 

っ
て
望
ま
し
い
巡
礼
の
姿
が
模
索
さ
れ
様
々
な
改
革
が
 行
わ
れ
た
が
、
そ
の
成
果
の
一
 
つ
が
 、
巡
礼
参
加
者
の
 出
会
い
と
自
由
な
発
 @
 

の
場
、
「
 力
 ル
フ
ー
ル
コ
 父
差
点
 ・
意
見
交
換
ム
 
%
 」
 の
 奨
励
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
傷
病
者
だ
け
を
対
象
に
し
た
 
改
革
で
は
な
い
が
、
 参
 

  

わ
 た
 
@
 し
ご
と
 

四
 

宿
 ・
 老
 ・
死
に
向
け
て
開
か
れ
た
 場
｜
｜
 持
ち
出
さ
れ
る
「
私
事
」
 

｜
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は
 ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
現
場
で
は
 秘
跡
を
施
す
対
象
や
タ
イ
、
 、
ト
 

 
 

ストに依る 

う 域 
陽 関 
所 係 
だ 者 
つ る 

た 中 
力 )  @L@ " 

ち と 

で す 
あ る 
る 検 
  討 

典 委 
社 員 
改 会 
革 に 
案 よ 

圧 プ Ⅱ ・ つ 

成 て 
後 進 
は め 
か ら   
ド た 
巡 が 十 不一 LL し 

申 そ   
実 理 
腕 白 
が は 奨 
励 ル 
さ ル 

れ ド   
  
施 入 
状 勢 
泥 め 

ゃ 傷 
参 病 
加 署 
者 を 

の ィ半 

ア ラ   
ケ 礼 
@ 団 
ト が 

0 集 

  

世界 

加
 者
一
人
一
人
が
自
分
の
言
葉
で
話
し
、
耳
を
傾
け
合
 
う
 場
は
、
体
験
談
、
特
に
苦
難
の
体
験
を
持
ち
出
す
場
 
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
 

も
と
も
と
ル
ル
ド
に
は
、
知
り
合
っ
た
ば
か
り
の
者
 
同
 モ
 で
も
私
的
な
話
を
し
や
す
い
雰
囲
気
が
あ
る
反
面
、
 時
に
は
予
期
せ
ぬ
よ
 う
 

な
 立
ち
入
っ
た
話
を
聞
か
さ
れ
戸
惑
う
こ
と
も
あ
る
と
 
い
う
。
 力
 ル
フ
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
私
的
な
苦
難
の
 開
陳
が
制
度
化
さ
れ
た
 

場
と
い
 え
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
話
す
こ
と
だ
け
 
で
な
く
、
聞
く
こ
と
の
制
度
化
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
 
で
あ
る
。
私
的
な
苦
難
 

の
 物
語
は
、
直
接
具
体
的
な
一
者
に
向
か
わ
な
い
こ
と
 
で
、
受
け
止
め
ら
れ
や
す
く
、
持
ち
出
し
や
す
く
な
る
 

つ
て
は
上
ロ
 
解
 と
い
 

う
 制
度
が
、
私
的
な
こ
と
を
話
す
こ
と
と
聞
く
こ
と
の
 
制
度
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
 
力
 ル
フ
ー
ル
を
告
解
の
 

典
礼
改
革
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

力
 ル
フ
ー
ル
が
苦
し
み
の
体
験
を
言
葉
に
よ
っ
て
開
陳
 
す
る
場
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
傷
病
者
の
塗
油
の
秘
跡
 」
は
 病
 ・
 老
 ・
苦
難
 

を
 肉
体
と
い
う
姿
で
公
衆
の
面
前
に
持
ち
出
す
場
で
あ
 
る
 。
こ
れ
は
、
か
っ
て
危
篤
の
信
徒
に
施
さ
れ
て
い
た
 
「
終
油
の
秘
跡
」
を
 、
 

死
の
準
備
の
秘
跡
か
ら
、
闘
病
の
勇
気
と
慰
め
を
与
え
 
る
た
め
の
秘
跡
へ
と
改
め
た
も
の
だ
が
、
さ
ら
に
こ
 
の
 改
革
に
は
、
「
共
同
 塗
 

油
 」
の
奨
励
と
い
う
重
要
な
焦
点
が
あ
っ
た
。
ミ
サ
の
 中
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
 
公
衆
の
見
守
る
中
で
 居
 

並
ぶ
苦
し
む
者
達
に
一
斉
に
 塗
 油
を
施
す
こ
と
で
、
 か
 れ
ら
の
私
的
な
苦
し
み
が
地
域
教
会
に
よ
っ
て
見
守
ら
 
ね
 、
支
え
ら
れ
て
い
る
 

こ
と
を
示
す
秘
跡
を
作
ろ
 う
 と
し
た
の
で
あ
る
。
改
革
 は
、
 死
に
ゆ
く
一
者
の
通
過
儀
礼
か
ら
、
私
的
な
体
験
 
と
し
て
の
 病
 ・
 老
 ・
 苦
 

難
を
持
ち
出
し
受
け
止
め
る
公
の
場
の
創
出
へ
と
、
 
祭
 儀
の
基
調
を
変
化
さ
せ
た
。
こ
の
改
革
は
一
九
六
 
0
 年
 代
 後
半
に
ル
ル
ド
の
 聖
 



ン
グ
 に
つ
い
て
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
死
の
秘
跡
 
か
ら
闘
病
の
秘
跡
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
な
い
た
め
と
 思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
 

と
が
逆
に
 、
 ル
ル
ド
巡
礼
の
世
界
に
死
と
い
う
テ
ー
マ
 を
 持
ち
込
み
や
す
く
し
た
面
も
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
 。
次
の
巡
礼
 団
は
、
そ
 

の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

一
刀
 
-
 

3
 
 （
ル
ル
ド
ー
 癌
｜
 希
望
）
 

一
九
八
六
年
に
始
ま
っ
た
（
ル
ル
ド
ー
 癌
｜
 希
望
）
 巡
 礼
は
現
在
、
毎
年
フ
ラ
ン
ス
全
土
か
ら
集
ま
っ
た
 
癌
患
 者
 と
そ
の
家
族
・
 友
 

人
 ・
医
療
関
係
者
、
二
千
人
ほ
ど
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
 い
る
。
こ
の
巡
礼
で
は
多
く
の
時
間
が
意
見
交
換
会
、
 体
験
を
語
り
合
う
会
な
 

ど
、
 様
々
な
 力
 ル
フ
ー
ル
に
割
か
れ
て
い
る
。
死
を
忌
 適
 す
る
習
慣
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
経
験
の
欠
如
か
ら
 、
 死
を
前
に
し
て
関
係
 

者
 全
員
が
途
方
に
暮
れ
、
言
葉
が
交
わ
さ
れ
な
く
な
り
 
、
 避
け
合
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
現
状
、
死
が
あ
ら
か
 
じ
め
、
他
者
に
は
ビ
ラ
 

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
経
験
を
し
て
い
る
死
に
ゆ
く
 者
 と
 残
る
者
を
分
か
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う
な
現
状
に
 
、
 力
 ル
フ
ー
ル
に
参
加
す
 

る
こ
と
で
向
き
合
い
、
打
開
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
 。
参
加
者
は
、
普
段
公
の
場
で
は
口
に
で
き
な
い
自
分
 
の
 病
状
や
死
別
の
体
験
 

を
 言
葉
に
出
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
、
「
沈
黙
の
壁
 が
 破
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
評
価
す
る
。
 

そ
の
よ
う
な
舌
口
薬
に
よ
る
吐
露
も
重
要
だ
が
、
こ
の
 巡
 礼
 に
は
そ
れ
と
は
別
の
働
き
が
あ
る
。
ル
ル
ド
の
聖
域
 
で
 居
合
わ
せ
た
人
々
 

の
 前
に
、
癌
患
者
・
家
族
・
友
人
・
遺
族
と
し
て
姿
を
 
現
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
巡
礼
 団
は
、
 死
は
人
々
の
間
 に
 入
っ
て
き
て
は
な
ら
 

な
い
と
い
う
日
常
生
活
世
界
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
に
挑
ん
 
で
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
傷
病
者
の
塗
油
の
秘
跡
 
の
 改
革
と
同
じ
目
的
を
 

持
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
傷
病
者
巡
礼
の
伝
統
は
 
、
 ル
ル
 ド
に
 、
傷
病
者
が
持
ち
出
さ
れ
人
目
に
さ
ら
さ
れ
る
 
尾
 外
 広
場
空
間
を
作
り
 田
 

し
て
き
た
 
宛
 
2
 
 

-
 
。
 聖
域
中
心
の
広
大
な
広
場
は
、
で
き
る
だ
 
け
 多
く
の
寝
椅
子
や
車
椅
子
の
傷
病
者
を
集
め
連
ね
 
て
 毎
日
行
わ
れ
る
行
列
 

や
 、
大
型
巡
礼
 団
 が
傷
病
者
の
寝
椅
子
を
巨
大
な
十
字
 架
の
形
に
並
べ
て
行
う
「
十
字
架
の
道
行
き
」
と
い
う
 
信
心
業
の
舞
台
と
な
っ
   



つ
て
い
る
。
 

界
 

4
 
 「
私
事
」
の
広
場
 

 
 

人
間
が
肉
体
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
苦
し
み
が
 

近
代
社
会
に
お
い
て
私
事
化
 

Ⅱ
さ
れ
、
「
死
に
ゆ
く
人
間
に
対
す
る
人
々
の
関
与
 
0
 度
合
い
」
が
減
っ
て
し
ま
い
、
肉
体
の
宿
命
と
し
て
 
の
 死
が
公
共
の
も
の
で
は
な
 

 
 

 
 

体
の
孤
立
を
助
長
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
ル
ル
ド
で
 

は
 、
傷
病
者
巡
礼
と
オ
ス
 
ピ
   

の
 テ
ー
マ
は
な
い
。
 

死
を
主
要
な
テ
ー
マ
と
す
る
巡
礼
 
団
は
 、
今
の
と
こ
ろ
 
他
 に
は
 見
 あ
た
ら
む
 い
 。
こ
れ
が
か
っ
て
の
傷
病
者
 
巡
 礼
 の
よ
う
に
、
他
の
 

巡
礼
 回
 に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
か
ど
う
か
は
 

わ
か
ら
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
（
ル
ル
ド
ー
 

癌
｜
 希
望
）
は
現
在
、
聖
域
 

機
関
誌
で
非
常
に
肯
定
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
ル
ル
ド
 

に
な
じ
み
の
あ
る
巡
礼
者
達
の
間
で
高
く
評
価
さ
れ
る
 

、
注
目
の
巡
礼
 団
 と
な
 

て
き
た
。
た
だ
受
け
身
で
連
れ
出
さ
れ
て
い
た
傷
病
者
 
は
 、
そ
の
広
場
を
 、
 自
ら
出
か
け
て
行
く
 場
 と
し
て
 利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
 

た
 。
そ
こ
は
、
病
と
死
を
、
一
人
の
、
あ
る
い
は
家
族
 だ
け
の
も
の
に
し
な
い
、
タ
ブ
ー
に
し
な
い
と
決
意
し
 
た
人
タ
 が
、
 出
か
け
て
 

い
く
こ
と
の
で
き
る
場
な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
 次
 の
 違
 い
は
 重
要
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
ま
で
 、
聖
域
に
は
第
一
次
世
 

界
 大
戦
戦
没
者
慰
霊
牌
が
あ
り
、
そ
の
前
で
死
者
の
た
 
め
の
 ミ
サ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
「
死
を
一
人
の
も
の
 に
し
な
い
」
と
い
っ
て
 

も
、
 （
ル
ル
ド
ー
 癌
｜
 希
望
）
が
し
よ
う
と
し
て
い
る
 
ブ
 
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
「
公
の
慰
霊
」
と
は
異
な
る
。
 か
れ
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
 

の
た
め
の
死
者
を
祈
念
す
る
公
の
碑
が
撤
去
さ
れ
た
あ
 と
の
公
の
場
に
 、
 改
め
て
「
私
事
」
と
し
て
の
死
を
持
 ち
 出
そ
う
と
し
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
私
事
」
は
、
「
十
字
架
の
 道
行
き
」
と
い
う
信
心
葉
で
想
起
さ
れ
る
、
十
字
架
を
 
背
負
っ
て
一
歩
一
歩
、
 

宣
告
さ
れ
た
死
と
復
活
に
向
か
っ
て
歩
く
キ
リ
ス
ト
、
 
と
い
う
モ
デ
ル
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
 
か
つ
て
の
よ
う
な
賄
い
 



-
8
-
 

の
 プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
」
 
と
 述
べ
 

頼
ま
れ
も
し
な
い
の
に
人
前
に
さ
ら
す
こ
と
」
は
 
、
秘
 匿
す
べ
 

ル
ド
 で
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
 私
事
の
 

子
の
傷
病
者
、
障
害
者
、
癌
 や
 エ
イ
ズ
を
掲
げ
る
 グ
ル
 ｜
プ
が
 

つ
け
よ
う
と
す
る
。
エ
リ
ア
ス
の
言
う
よ
う
に
、
障
害
 

病
 ・
 

の
と
し
て
公
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
 
こ
れ
は
 て

い
る
 
-
 
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
 
-
 
。
こ
こ
で
は
「
身
体
の
 
一
部
や
感
情
を
 

き
 私
事
の
不
適
切
で
悪
趣
味
な
開
陳
の
代
名
詞
と
な
っ
 
て
い
る
が
、
 ル
 

開
陳
 と
い
 え
る
。
ル
ル
ド
で
は
、
車
い
す
に
乗
せ
ら
れ
 た
 老
人
、
寝
椅
 

大
勢
集
ま
っ
て
行
列
し
、
人
々
の
視
線
に
身
を
さ
ら
し
 
、
視
線
を
引
き
 

老
 ・
死
な
ど
の
「
肉
体
的
崩
壊
」
は
秘
匿
さ
れ
な
け
れ
 。
は
な
ら
な
い
も
 

、
 公
の
場
が
健
常
や
壮
健
を
参
加
の
前
提
と
す
る
、
 
健
 常
 者
の
み
に
 開
 

う
 場
面
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
肉
体
と
い
う
局
面
を
関
 
わ
り
合
い
の
核
心
に
位
置
づ
け
て
き
た
が
、
実
は
こ
の
 
巡
礼
形
態
は
、
近
代
 医
 

一
四
 
-
 

療
の
掲
げ
る
規
範
と
制
度
に
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
き
 
た
 。
巡
礼
関
係
者
は
、
傷
病
者
の
自
由
意
志
と
権
利
を
 
建
前
に
、
傷
病
者
を
引
 

っ
 張
り
出
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手
に
ゆ
だ
ね
、
 
病
 ・
 死
は
医
療
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
近
代
社
会
の
ル
ー
ル
 
に
 従
お
う
と
し
な
か
つ
 

た
 。
カ
ト
リ
ッ
ク
医
師
の
団
体
も
、
巡
礼
が
患
者
の
精
 
神
面
 に
与
え
る
好
影
響
を
理
由
に
巡
礼
を
擁
護
し
た
。
 病
院
か
ら
司
祭
，
修
道
 

女
が
排
除
さ
れ
、
聖
職
者
の
医
療
行
為
が
制
限
さ
れ
て
 
い
く
中
で
の
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
と
近
代
医
療
シ
ス
テ
 ふ
 と
の
覇
権
争
い
が
 背
 

後
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
事
情
は
ど
う
あ
れ
、
病
み
、
 
死
 に
 瀕
し
た
肉
体
が
、
医
療
社
会
へ
の
参
加
を
拒
否
し
て
 
、
鉄
道
や
町
中
な
ど
 公
 

共
の
場
に
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
 

ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
 ァ
 は
、
「
宗
教
の
私
事
化
は
、
公
衆
 の
 前
に
・
自
分
の
宗
教
生
活
を
さ
ら
す
の
は
「
不
適
切
」
 

で
副
心
 趣
味
」
な
こ
 

 
 

と
だ
、
と
す
る
状
態
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
は
っ
き
り
 仕
切
ら
れ
た
宗
教
的
領
域
の
外
で
信
仰
告
白
を
す
る
，
」
 と
は
、
ち
よ
う
ど
身
体
 

 
 

 
 

の
 
一
部
や
感
情
を
 
、
 頼
ま
れ
も
し
な
い
の
に
人
前
に
さ
 ら
す
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
 財
め
 る
だ
け
で
な
く
、
他
人
   

タ
リ
テ
活
動
が
自
他
の
肉
体
を
巡
礼
と
い
う
多
数
者
の
 
集
 う
 場
に
持
ち
込
ん
で
人
目
に
触
れ
さ
せ
、
日
常
生
活
 
で
は
人
々
が
関
わ
り
 合
 

   
 



 
 

枠
組
み
を
提
示
し
、
多
数
の
参
加
者
を
得
て
社
会
 
的
 影
響
力
を
持
つ
共
同
行
為
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
 
れ
ば
、
日
常
生
活
世
界
を
統
 

 
 

な
 参
加
の
場
を
作
り
出
し
、
参
加
者
を
選
別
し
誘
い
出
 
し
な
が
ら
、
公
の
場
と
社
会
 

佗
的
 紐帯
を
作
り
統
括
す
る
力
を
維
持
し
よ
う
す
る
 努
力
で
あ
る
二
二
局
面
が
そ
れ
ぞ
れ
共
和
国
、
福
祉
、
 

医
療
と
対
決
し
た
理
由
も
そ
㈹
 

 
 

ト
 

こ
に
あ
る
㍉
「
フ
ラ
ン
ス
の
救
い
」
を
唱
え
て
い
 
た
 項
目
指
し
て
い
た
よ
う
に
、
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
 
る
 世
界
に
つ
い
て
の
 適
 時
的
 
 
 

7
 
ウ
 

 
 

0 室 タ 人 た た ル 人 と か 
で 間 リ 々 傷 。 百 ド 々 も れ 
あ に テ の 病 キ 年 巡 と 共 た 

礼 銭 首 場 以上 る 。 活動傷病 関心 者 巡 リス 五 のさで だ 
者 は は 礼 ト に 最 れ き と 

の 、 次 は と ね 
肉 ル に 、 契 た 

休 め 、 貧 約 る いうこ も新し考察 人々 る Ⅴ た よ、、 
ぃ が 表 と   に き 歴史の 的苦痛 に ド 適切な 労 しい 過 し 、 意味 答で 公の 出す 

あ 場 の す 中で、 が持ち 貧しく 社会 関 働 者の 去 現 ・ 

    
め自 

き 

  
  
    問 れ さ   

開 て た を て 変 
か 、 オ と 始 え 

れた 題 事 に対 死 る 。 
す に 態、 

れ 巡 ス つ ま て る ゆ 、 
た 社 ピ た つ き ル く 誰 



括
す
る
力
の
証
と
な
る
。
ま
た
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
活
動
は
 
、
社
会
的
紐
帯
に
つ
い
て
の
理
念
と
適
切
な
社
会
関
係
 
ほ
 つ
い
て
の
 共
時
 約
モ
 

デ
ル
 を
提
供
し
、
公
の
場
と
社
会
関
係
を
創
出
し
よ
う
 
と
し
て
い
た
。
当
初
へ
救
い
の
聖
母
オ
ス
ピ
タ
リ
テ
）
 
が
 上
流
階
級
の
男
性
と
 

労
働
者
と
い
う
参
加
者
の
身
分
に
こ
だ
わ
り
、
女
性
を
 
正
規
の
参
加
者
と
見
な
さ
な
か
っ
た
の
は
、
女
性
が
当
 
時
 公
の
場
か
ら
排
除
さ
 

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
女
性
が
正
規
 
の
 参
加
者
と
し
て
認
め
ら
れ
、
私
事
と
し
て
秘
匿
さ
れ
 
る
べ
き
肉
体
を
持
ち
出
 

す
 試
み
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
は
、
公
の
場
へ
の
 
揺
さ
 ぶ
り
の
意
味
を
持
つ
。
 

他
方
こ
の
三
局
面
は
 、
 次
の
よ
う
に
も
整
理
で
き
る
。
 
そ
れ
ら
は
、
「
わ
た
し
た
ち
（
過
去
・
現
在
・
未
来
に
 
わ
た
る
帰
属
）
」
「
 
わ
 

た
し
た
ち
と
か
れ
ら
（
紐
帯
）
」
「
わ
た
し
（
私
事
こ
と
 い
 う
 異
な
る
対
象
に
関
心
を
向
け
、
そ
の
対
象
の
要
 
望
 に
応
え
よ
う
と
し
て
 

お
り
、
キ
リ
ス
ト
を
参
照
の
枠
組
み
と
し
て
持
つ
「
 苦
 し
み
」
が
、
そ
の
い
ず
れ
を
も
意
義
づ
け
て
い
る
。
 
ル
 ル
ド
 で
は
「
わ
た
し
た
 

ち
 」
「
わ
た
し
た
ち
と
か
れ
ら
」
「
わ
た
し
」
の
順
番
で
 展
開
し
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
対
象
や
要
望
が
進
化
 
の
 過
程
の
よ
う
に
持
薬
 

列
 的
に
並
び
な
が
ら
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
く
と
決
ま
っ
 
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 ヵ
 サ
ノ
ヴ
 ァ
 は
 、
 「
わ
た
し
 た
ち
」
や
「
わ
た
し
」
 

か
ら
、
「
わ
た
し
た
ち
と
か
れ
ら
」
へ
と
関
心
を
移
し
、
 そ
の
要
望
に
応
え
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
公
共
 
宗
 教
の
進
む
べ
き
道
だ
と
 

考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
人
の
暮
ら
し
に
は
、
「
わ
た
 し
た
ち
」
 一
 
わ
た
し
た
ち
と
か
れ
ら
」
「
わ
た
し
」
の
 ぃ
 ず
れ
の
局
面
も
欠
か
す
 

こ
と
は
で
き
ず
、
宗
教
世
界
も
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
 見
 識
 と
応
答
を
常
に
用
意
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ど
の
 
面
 が
そ
の
時
最
も
緊
急
 

の
 問
題
に
な
る
か
に
よ
っ
て
、
応
答
の
対
象
と
内
容
は
 
変
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
こ
に
見
た
よ
う
な
ル
ル
ド
巡
礼
の
展
開
は
、
カ
ト
リ
 
ッ
ク
 世
界
が
生
活
の
枠
組
み
を
作
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
 
す
 る
 力
が
縮
小
し
て
 ぃ
 

く
 中
で
、
 参
 如
の
場
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
物
語
と
参
 加
の
場
を
作
り
出
す
実
践
を
用
意
し
、
参
加
者
が
守
る
 
べ
き
適
切
な
関
係
と
行
 

動
の
規
範
を
定
め
る
こ
と
で
、
生
活
の
宗
教
で
あ
り
 
続
 け
よ
う
と
す
る
努
力
の
歴
史
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
 
る
 。
現
在
、
そ
こ
に
 生
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ク 

さ 

れ 
て 
レ Ⅰ 

る 

の 

で 

あ 
る 

ま
れ
た
色
名
 0
 己
巨
 の
と
い
う
規
範
が
 、
 人
と
人
が
ど
 ，
 
っ
関
 わ
る
べ
き
か
と
い
う
指
針
と
し
て
、
参
加
者
の
日
 
常
 へ
と
フ
ィ
ー
ド
・
 バ
 



2
.
3
.
4
 

章
を
参
照
し
た
。
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@
@
 
 モ
ナ
 ・
 オ
 ズ
ー
フ
「
友
愛
（
「
 口
 （
の
「
三
 

%
 」
（
 m
m
 
掲
注
 （
 4
-
 日
 フ
ラ
ン
ス
革
命
事
典
 
2
 こ
 、
一
一
八
五
頁
 っ
 

 
 

正
 -
 
以
下
の
記
述
は
 
オ
 当
の
 0
 甲
卜
 ㍉
 %
 ミ
 寺
 0
 恕
さ
ぬ
 
ま
 o
9
 ぎ
さ
 ～
 患
ぎ
 お
 お
ぼ
 弓
の
 ヱ
 m
,
 
づ
 麒
日
・
 1
 の
の
 
こ
 
の
 、
 特
に
っ
 口
 ・
の
干
ト
 

0
 の
・
 

P
P
 

下
 ）
 4
P
 

に
よ
っ
て
 

 
 

 
  
 

い
る
。
 

（
Ⅱ
 @
 
 以
下
の
記
述
は
）
の
り
 コ
 ・
 
ミ
ぃ
 （
 @
0
 
日
 り
ヒ
 
の
 目
 「
 -
n
a
 
～
か
ら
～
～
 

ぃ
沖
 
ま
ぬ
 め
ら
 
ぃ
ミ
 
～
 ぬ
 ～
 屯
鏑
ま
 
0
0
%
 安
 ぬ
 ぃ
下
 
ド
 
%
 
安
㏄
 
き
ぉ
ぬ
 
・
 セ
さ
ミ
へ
 
も
 め
の
 
さ
ま
 俺
 @
 
ぉ
鮪
 母
 Ⅰ
 
さ
馬
ミ
ぃ
 

e
 
㌧
 び
 ～
 
ぺ
さ
盤
魑
 

釜
ぃ
 「
一
の
 

-
 の
の
 
ニ
 ・
）
 
窩
 e
 
 の
 、
 特
に
第
 1
 部
 1
 章
 と
第
 2
 部
 1
.
2
 
章
を
参
照
し
た
。
 

-
 
比
 -
 
教
会
や
聖
職
者
を
補
佐
 し
 、
教
会
運
営
や
司
牧
活
動
な
ど
 に
 参
加
す
る
一
般
平
信
徒
の
活
動
。
 

-
 
巧
 -
 
目
 ・
 ，
 
い
下
（
Ⅰ
Ⅰ
 

べ
 し
ロ
の
 C
 由
の
ぺ
（
Ⅱ
ヨ
ヨ
 
ぃ
 目
色
 山
 。
お
で
こ
 
，
ロ
レ
 
（
Ⅰ
Ⅰ
 
ぺ
 
（
 
つ
 ぎ
り
 臼
 （
 色
り
 ㌧
 い
目
ご
，
 
。
 ぎ
 
い
さ
き
ら
～
～
 

り
 
～
の
ま
 
い
 Ⅱ
（
 ㌧
 ぃ
 ユ
ダ
Ⅰ
の
 
目
 ㏄
ア
ロ
・
 
ト
ト
 
ひ
ひ
 

-
 
リ
 -
 
フ
ロ
ン
・
ブ
ロ
ー
父
子
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
し
た
。
 

㌧
 い
 こ
二
 
%
 ㏄
Ⅱ
 
0
 コ
 。
 
づ
 Ⅰ
 り
丘
 0
 ま
ぬ
 
S
@
 
き
や
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 ざ
膝
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 ガ
巨
 さ
お
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ぬ
 
汁
 
寸
ら
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-
q
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Ⅰ
㏄
 
お
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 め
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（
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げ
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Ⅹ
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0
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あ
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由
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モ
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コ
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。
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ヱ
 

0
 且
 Ⅰ
 の
 ㏄
の
 
-
 。
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-
 
㏄
）
 
J
.
K
.
 

ユ
 イ
ス
マ
ン
ス
 

-
 
田
辺
 保
訳
 -
 「
ル
ル
ド
の
 群
 集
 」
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
四
年
、
一
九
二
頁
。
 

茄
 -
 
以
下
の
記
述
は
筆
者
が
一
九
九
五
年
に
行
っ
た
フ
ィ
ー
 ル
 ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
い
る
。
拙
稿
「
被
る
大
介
 
@
 

上
木
 教
の
、
非
 暴
力
の
、
奇
蹟
の
こ
と
 

ば
 」
（
栗
原
形
，
小
森
陽
一
・
佐
藤
 
学
 ・
吉
見
俊
哉
 編
 
「
越
境
 す
 る
知
 2
 
 語
り
 
@
 つ
む
ぎ
 だ
す
 」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
 
0
0
O
 
年
 ）
 、
 セ
元
 ｜
一
 0
 

四
頁
参
照
。
 

@
 
）
拙
稿
「
聖
地
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
ル
ル
ド
に
お
け
る
 
奇
 蹟
 ・
聖
体
・
傷
病
者
」
 
-
 
「
宗
教
研
究
」
 三
 0
 
六
号
、
一
九
九
五
 年
 ）
 、
 セ
二
 ｜
 九
四
頁
 参
 

照
 。
 

（
。
 

色
 
ソ
ル
ベ
ル
ト
・
エ
リ
ア
ス
（
中
居
 実訳
 ）
「
死
に
ゆ
く
 者
 の
 孤
独
 ヒ
 法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
 0
 年
 、
特
に
一
三
ー
二
九
 頁
 、
四
三
 ｜
 四
五
頁
を
 



キリストに依る 世界 

参
照
。
引
用
は
二
五
頁
。
 

@
-
 

拙
稿
「
「
患
者
目
か
ら
の
自
由
 

一
 医
師
の
活
動
か
ら
み
た
 ル
ル
ド
巡
礼
」
 
ミ
 東
京
大
学
宗
教
学
年
報
Ⅷ
日
東
京
大
学
宗
教
 学
 研
究
室
、
一
九
九
六
 

年
 -
 、
一
三
ー
二
六
頁
参
照
。
 

蕪
 ）
ホ
セ
・
カ
ザ
ノ
ヴ
ァ
一
洋
 城
 寛
文
 訳
 -
 「
近
代
世
界
の
公
士
 （
宗
教
し
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
七
年
、
八
六
頁
。
 

  



筆
者
は
「
現
代
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
・
 変
容
」
の
問
題
を
追
究
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
、
 
死
 者
 儀
礼
、
自
分
史
、
 

 
 
 
 

 
 

牧
師
の
妻
な
ど
、
あ
ま
り
先
行
研
究
の
な
い
対
象
を
中
 心
 に
調
査
を
進
め
て
き
た
筆
者
は
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
 た
 資
料
を
も
と
に
、
 
幾
 

 
 

 
 

 
 

の
 過
程
で
、
筆
者
は
「
信
者
周
辺
」
と
い
う
概
念
を
提
 出
し
た
。
従
来
の
い
わ
 

一
本
稿
の
課
題
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 大
学
生
に
な
る
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
た
 -
 
」
と
の
な
い
者
 は
 少
な
く
な
い
。
筆
者
が
担
当
し
た
「
社
会
調
査
 実
習
」
の
授
業
は
 、
前
 

期
に
 キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
知
識
 や
 、
宗
教
調
査
の
先
行
研
究
を
学
 び
、
 自
ら
の
問
題
関
心
に
従
っ
て
班
を
編
成
し
た
。
後
期
は
 
、
 班
 ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
 

調
査
を
実
施
し
、
礼
拝
に
参
加
し
た
り
、
信
者
 ヘ
 イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
 
を
 行
っ
た
り
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
を
体
験
し
た
。
 

そ
 し
て
、
最
終
的
に
は
 

報
告
書
を
作
成
し
た
。
 

こ
の
調
査
に
参
加
し
た
大
学
生
の
う
ち
、
幼
い
頃
に
教
会
に
通
っ
 
た
が
そ
の
後
離
れ
た
者
は
、
改
め
て
自
ら
の
信
仰
を
考
え
る
磯
ム
 

互
に
 た
 
3
 っ
 ト
 に
 L
 Ⅰ
 い
 

う
 。
キ
リ
ス
ト
教
に
偏
見
を
持
っ
て
い
た
者
は
、
そ
れ
を
改
め
た
 と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
女
・
彼
ら
の
変
化
を
考
察
し
た
結
果
 
、
キ
リ
ス
ト
教
に
任
 

関
心
か
つ
無
知
だ
っ
た
と
い
う
者
が
多
数
で
あ
る
こ
と
が
明
確
と
 
な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
社
会
で
ず
っ
と
少
数
派
だ
っ
た
 
キ
 リ
ス
卜
者
た
ち
は
、
 

信
者
増
と
い
う
直
接
の
成
果
に
つ
な
が
ら
な
く
と
も
、
信
者
周
辺
 
や
 接
触
非
信
者
に
対
す
る
啓
蒙
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 社
会
調
査
、
キ
リ
ス
ト
教
、
大
学
生
、
日
本
 社
会
、
信
者
周
辺
 

大
学
生
た
ち
が
体
験
し
た
キ
リ
ス
ト
 

社
会
調
査
実
習
を
中
心
に
 

教 

川
又
俊
則
 



非
信
者
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
に
在
 

学
 、
あ
る
い
は
卒
業
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
 

教
を
十
分
理
解
し
て
い
 

る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
系
 

学
 校
 に
入
学
し
た
学
生
・
生
徒
は
、
在
学
中
に
何
ら
か
の
 

形
で
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
 

い
 て
学
び
、
触
れ
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
 

事
 実
で
あ
る
。
彼
女
・
彼
ら
は
、
信
仰
を
持
っ
に
至
ら
ず
 

と
も
、
聖
書
を
読
み
、
 

キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
講
義
を
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
 

機
 会
に
 礼
拝
を
行
っ
て
い
る
。
学
校
生
活
の
な
か
で
信
仰
 

を
 持
つ
に
至
る
者
も
現
 

-
2
-
 

で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
の
学
生
・
生
徒
、
さ
ら
に
 教
職
員
が
非
信
者
と
い
う
割
合
は
非
常
に
高
い
こ
と
が
 
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
 

ゆ
る
「
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
」
に
関
す
る
議
論
で
は
 、
教
会
に
熱
心
に
通
う
信
者
を
対
象
に
す
る
こ
と
が
 
多
 か
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
 

対
象
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
よ
り
重
要
で
は
な
い
か
 
と
 問
題
提
起
し
た
の
で
あ
る
。
 

本
 特
集
三
生
活
の
宗
教
 ヒ
 と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
」
 に
お
い
て
も
、
筆
者
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
考
察
は
必
 
要
 で
あ
ろ
う
。
本
稿
 

で
も
筆
者
は
、
引
き
続
き
こ
の
視
点
に
立
つ
。
だ
が
、
 新
た
な
試
み
と
し
て
、
自
ら
の
調
査
に
も
と
づ
い
た
論
 
者
 で
は
な
く
、
他
の
資
 

料
を
中
心
に
置
い
て
考
察
を
展
開
し
よ
う
と
思
っ
て
 
い
 る
 。
 

さ
て
筆
者
は
、
五
年
間
ほ
ど
大
学
・
短
大
に
お
い
て
、
 「
社
会
学
」
「
社
会
調
査
方
法
論
」
な
ど
の
講
義
で
非
常
 勤
 講
師
を
勤
め
て
き
 

た
 。
キ
リ
ス
ト
教
系
短
大
で
三
年
間
勤
務
し
て
い
た
と
 
き
、
受
講
者
た
ち
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
 
い
や
信
者
か
ど
う
か
な
 

ビ
は
 つ
い
て
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
こ
と
が
あ
 る
 。
年
度
ご
と
に
受
講
者
数
は
若
干
変
動
が
あ
っ
た
も
 
の
の
、
百
名
前
後
の
受
 

話
者
の
う
ち
、
信
者
は
常
に
一
割
未
満
だ
っ
た
。
ま
た
 
、
信
者
・
非
信
者
を
問
わ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
 
出
 会
い
を
た
ず
ね
た
と
こ
 

ろ
 、
教
会
学
校
や
小
・
中
学
時
代
が
最
初
だ
っ
た
と
い
 
う
 回
答
の
他
に
、
そ
の
短
大
の
入
学
式
で
初
め
て
キ
リ
 
ス
ト
教
に
触
れ
た
と
い
 

ぅ
 者
も
い
た
。
 

こ
の
結
果
に
よ
っ
て
こ
の
学
校
が
特
殊
だ
と
述
べ
た
い
 わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
、
よ
く
あ
る
 側
 か
も
し
れ
な
い
 。
北
川
直
利
の
労
作
   



 
 

考
察
対
象
の
資
料
は
、
筆
者
が
非
常
勤
講
師
と
 
し
て
一
年
間
勤
め
た
東
洋
大
学
社
会
学
部
の
「
社
会
 
調
 査
 お
よ
び
実
習
」
と
い
う
 授
 

験
 

ぬ
 
業
で
作
成
さ
れ
た
「
東
京
・
横
浜
の
キ
リ
ス
ト
教
 
会
 調
査
 ヒ
 と
い
う
調
査
報
告
書
（
以
下
、
報
告
書
）
で
 あ
る
。
了
 

-
 も
ち
ろ
ん
、
そ
の
 授
 

 
 

が
業
の
担
当
教
員
と
し
て
学
生
た
ち
と
日
頃
接
す
る
 
な
か
で
、
彼
女
・
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
と
出
会
う
前
に
 
ど
の
よ
う
に
考
え
、
こ
の
 調
 

ぱ
 
直
後
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
変
わ
ら
な
か
っ
 
た
か
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
筆
者
自
身
が
観
察
し
て
い
 
る
 。
そ
れ
も
踏
ま
え
つ
つ
、
   

  
報
告
書
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
一
般
的
な
学
生
た
 
ち
の
 キ
リ
ス
ト
教
観
を
提
出
し
た
い
。
 

ト教 

そ
れ
で
は
逆
に
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
に
通
わ
ず
、
 
ま
 し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
す
ら
な
い
 
字
 生
 た
ち
は
、
キ
リ
ス
 

ト
 教
を
ど
う
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
 
ら
の
者
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
た
場
合
、
キ
リ
 
ス
ト
教
に
対
す
る
見
方
 

は
、
 何
か
変
わ
る
だ
ろ
う
か
。
 

あ
ま
り
に
も
素
朴
な
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
研
究
の
立
 
場
か
ら
接
近
す
る
一
方
法
と
し
て
、
質
問
紙
調
査
が
挙
 
げ
ら
れ
よ
 う
 。
調
査
 

対
象
と
な
る
学
生
を
選
定
し
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
を
行
い
 
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
宗
教
に
関
す
る
意
識
や
行
動
に
 
関
し
て
デ
ザ
イ
ン
 し
た
 

調
査
を
直
接
行
 う
 な
ど
の
方
法
で
得
ら
れ
た
資
料
を
分
 析
 す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
る
対
象
の
傾
向
を
 
っ
か
 ひ
よ
り
、
少
数
で
あ
っ
 

て
も
具
体
例
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
理
解
が
深
ま
る
こ
 
と
も
あ
る
。
筆
者
は
本
稿
で
、
自
ら
の
授
業
の
受
講
者
 
た
ち
が
作
成
し
た
調
査
 

-
3
 
一
 

し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
接
触
し
た
も
の
の
信
仰
を
持
た
 
な
 い
 
「
接
触
非
信
者
」
が
 
い
 る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
 ろ
う
。
 

れ
る
 

む
 い
 

 
 

し
、
 

だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
そ
の
卒
業
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
 
経
験
を
経
験
し
た
後
に
、
教
会
へ
通
っ
た
り
、
受
洗
 
す
 る
よ
う
に
な
る
者
 

る
 だ
ろ
う
。
 

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
の
経
験
者
 
の
な
か
に
は
、
信
者
は
も
と
よ
り
、
「
信
者
と
非
信
者
 の
中
間
に
位
置
」
 

「
入
会
・
入
信
の
一
方
が
欠
け
て
い
る
、
も
し
く
は
 双
 方
 と
も
途
中
で
あ
る
者
」
と
筆
者
が
か
つ
て
定
義
し
た
 
「
信
者
 田
出
 
れ
こ
 
、
そ
 



  

トドヒ ヨサ Ⅰ ・ 実 る の 字 字 典 
常 筆 習 。 松 科 料 が 東 

勘 者 」 ま 修 で   あ 洋 

は同 って 「仕ム ア ノ 社会 圭 葦毛 

限 け 

走 る 

  

    

修 実   
科 と 報 が 6 る 文 士 

  年以 ぬ 埋 組ま四年 概 。 ィ， ヒノ 

つ 授 お れ 次 ね ス 上 
た 業 よ て ま ど テ の   び い で の ん 歴 

た な 顧 問 
っ 事 で 辺 

て 例 あ が 
煮 に る キ 
味 も 。 リ 

あ と 本 ス 
る づ 稿 ト 

議 い の 教 
読 て 議 と 

と い 論 深 

な る は く 

る ， 点 、 関 
だ で 筆 わ 
ろ 、 者 る 

ことで ぅ 。 今後、 のわず 

日 か 、 

本 な ど 

の 経 の 
キ 験 よ   
ス よ に 
ト る こ 

教 試 の 
の 論 宗 
諸 に 教 
間 適 を 

題 ぎ と 

に な ら え 関し 固 
て だ す 

、 が め 
と 、 か 

く 想 を 

に 像 具 
非 や 体 

信一的 者般に 
や 論 考 
信 な 察 
者 ど す 
周 で る 
辺 は こ 

な な と 

論 く が 
ず 、 本 
る 具 稿 
に 体 の 
あ 的 課 

彼
女
・
彼
ら
の
言
葉
を
報
告
書
か
ら
引
用
す
る
形
で
、
 
よ
り
詳
し
く
考
察
し
て
い
き
た
い
。
 

 
  

 

 
 

報
告
書
を
も
と
に
し
た
本
稿
で
、
筆
者
は
先
の
素
朴
な
 
疑
問
を
次
の
よ
う
な
課
題
へ
と
転
換
し
た
い
。
す
な
わ
 
ち
 、
非
信
者
や
信
者
 



そ
の
後
、
現
在
の
よ
う
に
二
年
次
以
降
の
必
修
科
目
と
 
な
っ
て
い
く
。
前
任
者
も
宗
教
社
会
学
的
見
地
か
ら
の
 調
査
実
習
を
行
っ
て
 い
 

た
た
め
、
筆
者
も
そ
れ
を
引
き
継
い
で
、
宗
教
現
象
を
 対
象
に
し
た
社
会
調
査
を
設
定
し
た
。
 

筆
者
は
自
ら
の
授
業
の
内
容
と
方
向
性
を
、
シ
ラ
バ
ス
 
で
 次
の
よ
う
に
示
し
た
。
 

「
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ー
ス
タ
ー
な
ど
の
行
事
、
遠
藤
 周
 作
や
三
浦
綾
子
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
文
学
、
キ
リ
ス
ト
 
ぬ
 兼
学
校
な
ど
は
 広
 

く
 知
ら
れ
て
い
る
が
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
自
体
は
日
本
に
 
お
い
て
非
常
に
少
な
い
。
で
は
そ
れ
は
な
ぜ
か
 
?
 
 こ
 0
 間
題
を
考
察
す
る
 第
 

一
歩
と
し
て
、
東
京
 
宰
 加
川
因
地
）
・
横
浜
な
ど
の
数
ム
 

%
 を
対
象
と
す
る
事
例
研
究
を
行
う
。
 
本
 講
義
は
 、
宗
 数
社
会
学
的
調
査
の
実
 

践
 で
あ
る
。
質
問
紙
を
用
い
た
計
量
的
分
析
、
礼
拝
 そ
 の
 他
へ
の
参
与
観
察
、
個
人
の
生
活
史
を
聞
き
取
り
ま
 
と
め
る
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
 

リ
 1
 法
な
ど
、
考
え
ら
れ
得
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
用
 
い
る
」
 

第
一
回
目
の
授
業
に
は
、
こ
の
シ
ラ
バ
ス
を
読
み
受
講
 
の
 意
志
を
持
っ
て
来
た
者
は
も
と
よ
り
、
シ
ラ
バ
ス
を
 読
ま
ず
、
自
ら
の
時
 

間
 制
作
成
の
関
係
で
様
子
を
見
に
来
た
者
も
い
た
。
 
彼
 女
 ・
彼
ら
に
対
し
て
、
授
業
の
内
容
を
再
度
説
明
し
、
 現
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
 

教
 に
多
少
は
関
心
あ
る
学
生
た
ち
を
集
め
た
。
登
録
し
 た
 三
六
名
の
う
ち
、
報
告
書
完
成
ま
で
三
二
名
が
継
続
 
し
た
。
 

教
 

こ
の
授
業
で
筆
者
は
、
二
つ
の
目
標
を
掲
げ
た
。
一
 
つ
 は
 問
題
設
定
か
ら
報
告
書
作
成
ま
で
の
社
会
調
査
の
展
 開
 過
程
を
経
験
す
る
 

 
 

珪
 
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
二
年
間
、
主
に
机
上
で
 
学
ん
だ
知
識
を
も
と
に
、
学
生
個
々
人
の
関
心
に
し
 
た
が
っ
て
調
査
実
習
を
選
択
 

 
 

Ⅱ
 
し
 、
そ
れ
を
具
体
的
に
進
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
 
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
理
解
を
深
め
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 受
 

坤
 
諸
士
た
ち
に
対
し
て
、
新
旧
約
聖
書
そ
の
他
の
文
 
献
を
読
む
こ
と
と
、
必
ず
一
度
以
上
は
教
会
の
礼
拝
に
 出
席
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
 

何
た
 。
な
お
、
教
会
へ
行
っ
た
こ
と
の
な
い
受
講
生
 
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
た
め
、
二
月
に
一
度
ず
つ
の
頻
度
 
で
 筆
者
が
引
率
し
て
数
名
 ず
 

ば
 

つ
い
く
つ
か
の
教
会
へ
行
っ
た
。
 

  



四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
前
期
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
社
会
 調
査
、
宗
教
調
査
の
基
礎
を
学
ん
だ
。
社
会
学
の
研
究
 
方
法
や
社
会
調
査
の
 

方
法
論
を
復
習
し
、
宗
教
現
象
を
対
象
に
し
た
調
査
の
 
先
行
研
究
を
読
み
進
め
、
キ
リ
ス
ト
教
の
基
礎
知
識
を
 
自
主
学
習
し
た
。
毎
回
 

二
 グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
レ
ジ
ュ
メ
を
作
成
し
て
の
 
口
 萌
発
表
と
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
 

こ
の
よ
う
な
授
業
や
自
主
学
習
の
後
、
各
受
講
生
が
 
キ
 リ
ス
ト
教
の
ど
の
よ
う
な
点
に
関
心
を
持
っ
た
の
か
を
 確
認
し
、
そ
れ
に
 基
 

づ
い
て
八
班
を
編
成
し
た
。
夏
休
み
を
準
備
期
間
と
し
 

そ
し
て
調
査
を
終
え
、
そ
の
分
析
結
果
を
班
ご
と
に
ま
 て

、
 多
く
の
班
は
、
九
月
下
旬
に
始
ま
っ
た
後
期
か
ら
 

と
め
た
。
一
月
に
入
る
と
報
告
書
の
編
集
作
業
が
始
ま
 

、
本
格
的
な
調
査
を
開
 

り
 、
書
式
そ
の
他
の
 

始
 し
た
。
日
曜
礼
拝
や
そ
の
他
の
参
与
観
察
、
牧
師
や
 信
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
Ⅰ
質
問
紙
調
査
、
墓
碑
そ
の
 
他
の
施
設
を
訪
れ
た
 現
 

地
 調
査
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
旧
宅
 圭
 Ⅱ
 韻
 0
q
 
巨
毛
 ぎ
の
 旧
 の
す
以
下
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
と
表
記
）
の
分
析
や
 
ウ
 エ
フ
 サ
イ
ト
管
理
者
に
 

対
す
る
電
子
メ
ー
ル
に
 2
6
 

調
査
、
各
 

班
 が
そ
れ
ぞ
れ
 自
ら
の
目
的
に
適
っ
た
調
査
方
法
を
検
討
し
、
調
査
を
 
展
開
し
て
い
っ
た
。
 
一
 

用
 に
一
度
は
、
 各
班
が
 全
体
に
対
し
て
中
間
報
告
を
行
 
っ
た
 。
調
査
の
進
捗
状
況
な
ど
の
説
明
に
対
し
、
筆
者
 
や
 受
講
生
た
ち
が
質
問
 

し
た
り
、
意
見
・
助
言
を
述
べ
た
り
し
た
。
 

調
整
が
行
わ
れ
、
印
刷
所
で
の
製
本
も
終
え
た
二
月
下
 旬
 に
は
、
 A
 凹
 版
三
一
八
頁
の
報
告
書
が
完
成
し
た
。
 

全
て
の
班
の
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
ト
ル
は
次
の
通
り
で
あ
 
る
 。
 

キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
に
お
け
る
社
会
調
査
 

文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
 
｜
 三浦
綾
子
氏
に
関
す
る
 メ
デ
 ノ
 ア
調
査
 

関
東
平
野
の
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
 

教
会
に
通
 う
 信
者
た
ち
の
意
識
 

  



3
 

 
 

1
 
 

信
者
の
意
識
 

8
 

生
 

 
 

 
 

 
 

に
 
通
う
の
か
」
と
い
う
素
朴
な
関
心
か
ら
調
査
を
行
っ
 
た
 八
名
の
班
 員
は
 、
カ
ト
リ
 

   
 験

 

ニ
 

調
査
の
内
容
 

 
  

 

体
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ッ
ク
 教
会
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
派
に
グ
ル
ー
プ
 
分
 け
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
者
の
意
識
を
調
べ
よ
う
と
し
 
た
 。
 班
 員
た
ち
は
、
 信
 

者
た
ち
が
「
教
会
に
通
う
」
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
の
 
み
 要
因
が
あ
る
の
で
な
く
、
仲
間
意
識
や
ス
ト
レ
ス
 
解
 消
な
ど
信
仰
以
外
の
要
 

因
 が
多
い
と
い
う
仮
説
を
た
て
た
。
そ
し
て
、
調
査
す
 
る
 教
会
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
定
し
た
。
調
査
を
快
 
諾
さ
れ
た
後
、
個
別
の
 

教
会
の
歴
史
を
学
び
、
日
曜
礼
拝
へ
何
度
も
参
加
し
た
 
。
神
父
・
牧
師
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
Ⅰ
続
い
て
信
者
た
 
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
 

を
行
い
、
参
与
観
察
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
得
ら
れ
た
 
資
料
を
も
と
に
、
仮
説
を
検
討
し
た
。
 

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
調
査
し
た
グ
ル
ー
プ
は
、
礼
拝
 
以
 外
に
バ
ザ
ー
な
ど
の
行
事
へ
参
加
し
た
。
そ
し
て
、
 
調
 直
前
に
た
て
た
仮
説
 

が
 ほ
 ほ
 間
違
っ
て
い
た
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
イ
ン
 
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
経
た
結
果
、
信
者
た
ち
は
「
そ
れ
ぞ
 
れ
 カ
ト
リ
ッ
ク
に
到
達
 

す
る
道
筋
こ
そ
違
え
ど
 、
 確
か
な
も
の
に
た
ど
り
着
 い
 た
と
い
う
疑
い
の
な
い
信
仰
心
を
」
持
っ
て
い
た
と
い
 
う
 。
信
者
た
ち
の
多
く
 

が
 
「
教
会
に
着
く
と
す
ぐ
聖
堂
に
向
か
い
」
、
お
祈
り
 を
 捧
げ
て
い
る
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
た
彼
女
・
 
彼
 ら
は
、
次
の
よ
う
に
 阪
 

説
を
修
正
し
た
。
教
会
に
通
い
続
け
る
も
っ
と
も
大
き
 
な
 要
因
は
、
ま
ず
信
仰
で
あ
り
、
そ
の
信
仰
を
持
つ
こ
 
と
よ
り
教
会
に
つ
な
が
 

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
会
に
通
い
始
め
る
契
機
や
 
、
信
仰
生
活
を
支
え
る
要
因
と
し
て
、
仲
間
意
識
や
悩
 
み
 解
消
な
ど
が
挙
げ
ら
 

れ
る
。
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
を
調
査
し
た
グ
ル
ー
プ
は
 
、
十
 月
下
旬
の
日
曜
礼
拝
に
出
席
し
て
い
た
信
者
た
ち
 
約
 八
 0
 名
 ほ
ど
を
対
象
 

に
 、
質
問
紙
調
査
を
行
っ
た
。
質
問
項
目
と
し
て
、
「
 仏
壇
・
神
棚
・
 初
詣
 参
加
の
有
無
」
、
「
信
仰
に
影
響
を
 与
え
た
も
の
」
、
「
教
会
 

を
 訪
れ
た
契
機
」
、
「
教
会
に
通
 
う
 理
由
」
、
「
礼
拝
以
外
 
の
 参
加
行
事
」
、
「
他
者
へ
勧
め
た
か
ど
う
か
」
な
ど
を
 作
成
し
た
。
 

こ
の
結
果
を
簡
単
に
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
仏
壇
 保
有
率
は
二
 0
%
 強
、
神
棚
保
有
率
・
 初
詣
 参
加
率
は
 
一
 ①
 %
 強
だ
っ
た
。
 

信
仰
の
影
響
は
複
数
回
答
だ
っ
た
が
、
多
い
順
に
 
、
聖
 書
 、
知
人
、
親
、
牧
師
、
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
あ
っ
た
。
 
初
 め
て
教
会
に
訪
れ
た
の
   



大学生たちが 体験した 

人     

2 の 
調 

  
え が 自 

ら 

学 

信仰の た。 そ 
  

し 篤 取 

て さ 

る 
  

と   
あ な 

き 

る っ 
た 

プ て と       
ロ い 口 , 

ア る 
  

ス 」 よ 

タ と つ , 

  
教 た ム 一 
ム 二 

  
八 り班 員 
一 @ 月 
ま 洗 

で 礼 
目 を 

曜 受 
ネ L  け 
拝 た 
に 人 

出 と 

席 受   
続 な   
  

 
 

 
 

い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
も
、
キ
リ
ス
ト
教
や
宗
教
現
象
に
 対
す
る
知
識
不
足
や
仮
説
作
り
の
重
要
性
認
識
欠
如
な
 ど
が
見
ら
れ
た
が
、
 

 
 

ト教 

は
 十
二
歳
以
下
が
四
 
0
%
 

弱
で
、
そ
の
契
機
は
家
族
が
 

三
 0
%
 

弱
だ
っ
た
。
こ
れ
を
 

班
 員
た
ち
は
、
親
に
連
れ
 
ら
れ
て
教
会
へ
行
っ
た
 

ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。
ま
た
、
 

教
会
に
通
う
理
由
は
自
由
回
答
に
し
た
た
め
、
非
常
に
 

バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
 

い
た
。
 班
 員
た
ち
は
分
析
に
苦
し
ん
だ
が
、
回
答
を
ま
 

と
め
て
い
く
う
ち
に
、
「
 

神
 
（
キ
リ
ス
ト
）
の
導
き
が
 

あ
っ
た
か
ら
」
「
家
族
・
 

友
人
の
影
響
」
な
ど
が
多
い
と
気
づ
い
た
。
他
者
に
 

キ
 リ
ス
ト
 教
 信
仰
を
勧
め
た
者
は
、
回
答
の
過
半
数
以
上
 

だ
っ
た
。
 

こ
の
質
問
紙
分
析
の
結
果
、
 
班
 員
た
ち
は
、
家
族
や
知
 
人
 と
い
う
人
間
関
係
面
の
影
響
と
同
等
以
上
に
、
「
 

牧
 師
 ・
聖
書
・
キ
リ
ス
 

ト
散
 関
係
の
書
物
」
な
ど
、
直
接
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
 

る
も
の
自
体
の
影
響
力
が
強
い
こ
と
を
知
っ
た
。
 

班
員
 た
ち
は
調
査
前
、
教
会
 

に
は
「
悩
み
解
消
」
な
ど
の
理
由
で
通
 
う
と
 考
え
て
い
 た
 。
教
会
に
通
 う
 こ
と
で
悩
み
が
解
消
さ
れ
た
例
も
確
 
か
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
 

は
 、
そ
の
信
者
が
キ
リ
ス
ト
教
を
信
仰
し
た
結
果
、
神
 

の
 恵
み
に
感
謝
し
、
神
が
自
分
を
見
て
下
さ
る
と
い
う
 

安
心
感
か
ら
前
向
き
に
 

な
れ
た
の
だ
と
い
う
意
見
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
女
・
 

彼
ら
は
自
ら
の
設
定
し
た
「
悩
み
解
消
」
の
指
し
示
す
 

も
の
と
は
意
味
が
異
な
 

る
と
理
解
し
た
。
自
ら
の
仮
説
と
は
異
な
る
回
答
に
対
 

し
 、
そ
の
理
由
は
、
自
分
た
ち
の
仮
説
が
「
外
的
な
 
面
を
信
仰
の
理
由
と
し
 

た
 」
か
ら
だ
と
分
析
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
 

は
 、
「
信
仰
し
た
こ
と
に
よ
る
付
属
品
で
あ
り
、
本
筋
 

、
土
 ム
ロ
で
は
な
か
っ
た
」
 

と
 推
察
す
る
に
至
っ
た
。
 



班
 員
た
ち
は
、
調
査
前
に
「
キ
リ
ス
ト
教
を
完
全
に
信
 
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
洗
礼
を
受
け
な
い
」
、
「
 信
 仰
 し
て
い
れ
ば
受
け
 

な
く
て
も
い
い
」
と
考
え
る
人
が
い
る
と
仮
説
を
立
て
 
て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
、
ぞ
の
よ
 
う
 な
考
え
の
人
は
い
な
 

か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
考
察
し
た
彼
女
・
彼
ら
は
、
 
こ
 の
 教
会
が
「
信
仰
を
強
制
せ
ず
、
「
求
め
れ
ば
与
え
て
 下
さ
る
」
と
い
う
 雰
囲
 

気
 」
で
あ
る
こ
と
が
理
由
の
一
 
つ
 だ
ろ
う
と
推
察
し
た
  
 

ま
た
、
対
象
者
の
共
通
点
と
し
て
次
の
四
点
を
抽
出
し
 
た
 。
 一
 
、
幼
い
頃
身
近
に
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
る
機
会
 
が
あ
っ
た
り
、
キ
リ
 

ス
ト
散
茶
学
校
に
通
っ
た
人
ほ
、
も
う
一
度
キ
リ
ス
ト
 数
 に
出
会
っ
た
と
き
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
が
受
け
入
 
れ
ら
れ
る
可
能
性
が
強
 

い
の
で
は
な
い
か
。
 ニ
 、
自
分
で
解
決
し
き
れ
な
い
間
 題
 に
出
会
っ
た
り
、
自
分
を
許
せ
な
い
な
ど
の
と
き
に
 
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
 

を
す
ん
な
り
受
け
入
れ
る
者
が
多
い
。
 
三
 、
教
会
に
通
 い
 出
し
て
半
年
や
一
年
で
洗
礼
を
受
け
る
者
が
多
く
な
 
っ
て
き
て
い
る
。
 四
 、
 

牧
師
自
身
は
、
相
談
し
や
す
い
よ
う
に
自
宅
と
教
会
の
 
距
離
は
な
る
べ
く
近
く
の
方
が
い
い
と
言
っ
て
い
る
が
 
、
実
際
は
遠
方
か
ら
 選
 

ん
で
自
ら
進
ん
で
入
会
し
て
い
る
。
 

牧
師
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
洗
礼
は
「
卒
業
式
の
な
い
 
人
 学
式
 」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
聞
き
、
彼
女
・
彼
ら
は
ま
 
さ
に
 ぞ
の
通
り
だ
と
 

思
っ
た
と
い
う
。
 

3
 
 キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
 

キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
の
調
査
を
希
望
し
た
者
は
六
名
 
だ
 っ
た
 。
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
各
学
校
の
う
ち
、
 
自
ら
の
経
験
を
踏
ま
 

た
 。
 

班
 員
た
ち
は
、
教
派
や
教
会
の
歴
史
を
学
び
、
 参
 与
 観
察
を
通
し
て
教
会
員
た
ち
の
様
子
・
教
会
の
雰
 
囲
 気
を
把
握
し
た
。
そ
の
 

 
  

 

 
 

上
 で
、
現
員
た
ち
は
、
牧
師
に
紹
介
さ
れ
た
 二
 0
 

歳
 6 
五
 0
 

歳
 代
の
全
員
女
性
の
教
会
ロ
早
ハ
名
へ
、
洗
礼
を
受
 け
た
理
由
・
受
け
な
い
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

理
由
な
ど
、
洗
礼
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
た
 
 
 



験
 州

ト
 教
に
関
す
る
校
外
行
事
は
少
な
く
、
あ
っ
て
も
 
自
由
参
加
が
多
い
。
そ
の
校
内
行
事
は
学
校
ご
と
の
 
独
 自
の
特
色
が
出
て
い
る
。
 

ま
檎
 

 
 
 
 

牡
た
 、
三
年
間
の
高
校
生
活
を
通
じ
て
、
「
 い
 っ
で
 
も
 キ
リ
ス
ト
教
を
学
ぶ
環
境
に
す
る
こ
と
で
価
値
観
の
 
浸
透
を
促
し
て
い
る
」
と
の
 

 
 

 
 

 
 

婬
 

見
解
も
持
っ
た
。
 

ぱ
取
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
系
は
宗
教
全
般
に
関
す
る
 講
義
を
行
い
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
は
聖
書
中
心
の
講
 

義
を
行
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
 

牡
 
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
調
査
 
な
 行
っ
た
学
校
に
限
定
さ
れ
る
も
の
の
、
現
員
た
ち
は
 
、
 次
の
よ
う
な
傾
向
を
見
て
 

 
 

ト教 

散 関 数     
， つ り 

自 

尤 @ し   
ち そ 

ⅠⅠ 。 ン教 ム カ                 
  

ス ラ 

ト ， 

差 

    
れ 

え 子 
た 校 

の 」     
し 子 た ィ で 
て 校 。 ト き     力 き る 

れ 共 ト 関 節 
を 学 リ 覧 囲 
検 校   ソ し と 
託 と ク 、 い 

す い 系 宗 う 

べ っ は 教 こ 

祭 く 生 二 教 と 

差 徒   質 の 
美一 局を 育で 、 

が 数 に 自 市 問 構 等 担 都 



・
二
年
次
で
彼
女
・
彼
ら
が
学
ん
で
き
た
社
会
調
査
 

 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
と
い
う
特
性
を
検
討
し
、
ウ
ェ
 ブ
 サ
イ
ト
の
比
較
調
査
と
、
更
新
が
頻
繁
で
熱
心
に
 

イ
ト
 の
管
理
人
へ
電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
簡
単
な
質
問
紙
 調
査
と
い
う
二
つ
の
方
法
で
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
 

ウ
エ
 フ
サ
イ
ト
は
常
に
変
動
し
、
全
体
数
を
把
握
す
る
 こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
 班
 員
た
ち
は
、
 三
 

を
集
め
た
「
三
浦
綾
子
フ
ァ
ン
の
リ
ン
グ
」
と
い
う
 
リ
 ン
ク
集
を
も
と
に
、
 四
セ
 件
を
対
象
に
し
、
閉
鎖
・
 

比
較
調
査
を
行
っ
た
。
 

そ
こ
で
、
自
ら
の
関
心
と
 

運
営
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
 サ
 

し
た
。
 

浦
 綾
子
に
関
す
る
サ
イ
ト
 

削
除
の
五
件
を
除
い
て
、
 

さ
ら
に
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
な
い
生
徒
に
は
、
ま
ず
 
キ
 リ
ス
ト
 教
 と
い
う
も
の
を
肌
で
感
じ
て
も
ら
お
う
と
し
 て
い
る
」
、
「
シ
ス
タ
 

１
 0
 歩
く
姿
を
一
番
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
と
し
て
い
る
 
」
と
い
う
担
当
者
の
話
か
ら
、
 
班
 員
た
ち
の
な
か
に
 は
、
 「
マ
リ
ア
 像
 ・
御
堂
 

を
み
て
学
校
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
」
の
で
、
キ
リ
ス
 
ト
 教
の
特
別
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
よ
り
も
、
「
そ
う
い
う
 環
境
に
い
る
、
と
い
う
 

こ
と
に
一
般
的
な
高
校
と
の
違
い
を
感
じ
た
」
と
の
感
 想
を
述
べ
る
者
も
い
た
。
 

4
 
 イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
調
査
 

「
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
」
に
強
い
関
心
を
も
っ
た
三
名
 は
 、
作
家
・
三
浦
綾
子
を
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
。
 
彼
 女
の
作
品
を
読
ん
で
 

深
い
感
銘
を
受
け
た
の
が
テ
ー
マ
設
定
の
主
た
る
動
機
 
だ
っ
た
。
調
査
期
間
中
、
三
浦
綾
子
原
作
に
よ
る
 
テ
 レ
ビ
ド
ラ
マ
が
放
映
さ
 

ね
 、
個
人
も
し
く
は
団
体
で
三
浦
綾
子
に
関
す
る
 
ク
エ
 ブ
 サ
イ
ト
を
管
理
運
営
し
て
い
る
人
々
も
多
く
い
た
た
 
め
 、
 班
 員
た
ち
は
 ウ
ェ
 

ブ
 サ
イ
ト
に
注
目
し
た
。
 

し
か
し
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
漠
然
と
閲
覧
す
る
だ
け
で
 
は
な
く
、
何
ら
か
の
接
近
方
法
に
よ
り
、
自
ら
の
関
心
 
を
 ょ
り
深
め
ね
ば
な
 

-
g
 
一
 

ら
な
い
。
現
員
た
ち
は
、
す
で
に
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
 
ト
を
 用
い
た
先
行
研
究
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
見
ら
れ
 
る
 調
査
 法
は
 、
大
学
の
   



大学生たちが 体験したキリスト 教 

散 文 い 多 国 ス て リ が る ケ ツ キ 

ト 、 更 ス 喜 サ 同 項 り 更 
神 作 員 。 の 
」 家 た 
に と ち 
つ い は   
な う     

がる 視点「 作口 

ら 

    
五 い 五 ツ ツ 、 上 の ば 有 一 

  
つ と 間   
非 観   

ス ト彼し 「も も 、 貫 い て し 子 以 南 京 一 
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と の い 
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た よ 目 ェ 綾 る 板 つ き 較 以 

う 学 者 
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間
 に
対
す
る
優
し
い
ま
な
ざ
し
に
あ
る
」
と
読
み
取
る
 
に
 至
っ
た
。
そ
れ
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
管
理
人
か
ら
 
の
 返
信
メ
ー
ル
で
、
「
 ク
 

リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
の
理
想
像
が
描
か
れ
」
、
「
自
分
自
 鼻
 が
こ
ん
な
風
に
な
れ
た
ら
 い
い
 な
」
と
思
う
と
い
う
 も
の
や
「
聖
書
が
読
み
 

や
す
く
な
る
」
な
ど
の
任
意
の
回
答
を
得
て
考
察
し
た
 
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
 

5
 
小
指
 

本
稿
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
班
も
含
め
、
全
て
の
班
で
 
は
 、
報
告
書
内
に
「
分
析
」
や
「
考
察
」
と
い
う
節
を
 
設
け
て
い
た
が
、
 さ
 

ら
に
、
 班
員
 そ
れ
ぞ
れ
が
調
査
を
通
じ
て
感
じ
た
こ
と
 を
書
い
て
い
る
「
感
想
」
の
節
も
あ
っ
た
。
 

「
自
分
が
踏
み
込
ん
だ
こ
と
の
な
い
、
自
分
と
は
か
け
 離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
世
界
に
 
対
す
る
極
め
て
単
純
 

な
 理
由
か
ら
」
受
講
し
た
者
は
、
実
際
に
教
会
へ
何
度
 
も
 足
を
運
び
、
洗
礼
の
現
場
を
見
、
信
者
へ
の
 
イ
 ン
 タ
 ビ
ュ
ー
を
繰
り
返
す
う
 

ち
に
、
「
自
分
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
 教
や
信
者
の
方
々
を
特
別
 規
 し
て
い
た
」
こ
と
に
気
づ
 
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
 

親
し
い
友
人
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
通
っ
て
い
た
こ
 
と
を
知
っ
た
と
き
、
「
友
人
が
少
し
遠
く
に
感
じ
て
し
 ま
っ
た
」
と
い
う
経
験
 

を
 持
つ
者
は
、
「
友
人
の
よ
う
に
通
っ
て
い
て
も
洗
礼
 を
 受
け
て
い
な
い
人
は
い
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
 
具
 体
 的
な
課
題
を
持
っ
て
 

受
講
し
た
と
い
う
。
こ
の
学
生
は
調
査
の
結
果
、
友
人
 
の
こ
と
が
「
ほ
ん
の
少
し
で
も
わ
か
る
よ
 う
 に
な
っ
た
 」
と
述
べ
て
い
た
。
 ま
 

た
 、
「
教
会
に
来
て
い
る
人
の
中
に
も
色
々
な
 人
 」
 が
 い
て
、
「
教
会
へ
通
っ
て
い
な
く
て
も
心
の
中
に
神
様
 が
 存
在
す
る
人
も
 
い
 ま
 

す
 」
と
も
述
べ
て
お
り
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
現
実
 
を
 実
感
と
し
て
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
 
分
か
る
。
 

そ
の
他
に
も
、
信
仰
の
継
承
に
関
心
を
持
っ
て
イ
ン
タ
 ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
結
果
、
信
仰
は
個
人
の
問
題
で
あ
り
 
、
二
世
・
三
世
で
あ
 

っ
て
も
信
仰
を
決
意
す
る
と
き
に
葛
藤
が
あ
る
こ
と
を
 確
認
し
た
と
い
う
者
、
「
信
仰
は
獲
得
し
て
得
ら
れ
る
 も
の
で
は
な
く
、
自
然
 

に
 納
得
で
き
る
何
か
が
あ
る
」
と
感
じ
た
と
い
う
者
、
 
礼
拝
に
参
加
し
「
力
 め
 チ
 ャ
 ー
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
」
 た
 と
 驚
き
を
隠
さ
な
い
者
   



大学生たちが 体験したキリスト 教 

感 と 

や 思 
    
完 て 
程 い 
度 た 

  
解 者 
キま 」 

な と 

さ い 

れ ぅ 

た 存 
と 在   
  
こ 決 
と し 

は て 
で 遠 
き い 

る も 

だ の 
ろ で 

はな う。 
白 い 
ら ブ し 

は と 

信 を 
仰 知 
の っ 

世 た 
界 の 
と で 
全 あ 
く る 

異   
な キ 
る リ 

と ス 

，ト ろ し 教 
で 会 
主 に 

活 対 
し す 
て る 
ぃ 親 
る 近 
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な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
で
得
ら
れ
た
経
験
に
よ
る
 
さ
 ま
ざ
ま
な
感
想
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
 

各
章
と
も
調
査
対
象
者
へ
の
謝
辞
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
 
。
筆
者
が
以
前
の
調
査
で
関
わ
っ
た
教
会
で
調
査
を
行
 
っ
た
 班
も
あ
れ
ば
、
 

「
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
 ヒ
に
 掲
載
さ
れ
て
い
る
教
会
か
ら
 精
 査
 し
た
教
会
の
礼
拝
に
参
加
し
、
調
査
依
頼
を
快
諾
 
さ
れ
、
調
査
を
続
け
た
 

囲
 も
あ
っ
た
。
十
分
な
知
識
の
な
い
ま
ま
調
査
に
向
か
 
っ
た
 学
生
た
ち
に
対
し
て
、
丁
寧
な
応
対
を
し
て
下
さ
 
っ
た
 教
会
の
方
々
の
 厚
 

情
が
 、
彼
女
・
彼
ら
の
調
査
を
全
面
的
に
支
え
て
下
さ
 
っ
 た
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
い
。
 

さ
て
、
非
信
者
や
信
者
周
辺
が
キ
リ
ス
ト
教
と
深
く
関
 
わ
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
宗
教
を
と
ら
え
直
す
 
の
か
と
い
う
本
稿
の
 

課
題
に
関
し
て
、
報
告
書
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
 
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
 

先
述
の
通
り
、
受
講
生
た
ち
は
八
班
に
分
か
れ
、
全
く
 
異
な
る
調
査
対
象
で
そ
れ
ぞ
れ
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
 
だ
が
、
彼
女
・
彼
ら
 

の
 感
想
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
何
ら
か
の
得
た
こ
と
が
必
ず
 
述
べ
ら
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
多
く
は
、
「
良
い
経
験
」
 、
「
有
意
義
な
経
験
」
、
 

「
他
で
は
味
わ
え
ぬ
貴
重
な
経
験
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
 て
い
た
。
彼
女
・
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
の
調
査
は
キ
リ
 
ス
ト
教
を
ま
さ
に
「
 経
 

験
 」
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
他
の
授
業
 
同
 様
 、
彼
女
・
彼
ら
に
と
っ
て
、
日
常
生
活
に
お
け
る
 
幾
 つ
も
の
「
経
験
」
の
 一
 

つ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
 ム
フ
 
ま
で
知
ら
な
か
っ
 た
 世
界
を
「
経
験
」
す
る
こ
と
は
で
き
た
け
れ
ど
、
 
報
 と
 口
書
 ド
に
わ
 

お
い
 チ
 
巳
は
は
、
 

あ
 

く
ま
で
も
そ
れ
に
止
ま
っ
て
い
た
。
す
な
 ね
 ち
、
大
き
 な
と
ら
え
直
し
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
の
先
生
方
の
「
慈
愛
に
満
 
ち
た
表
情
」
 や
 、
信
者
の
方
の
「
穏
や
か
な
表
情
」
 
な
ど
に
出
会
っ
た
 彼
 

女
 ・
彼
ら
の
な
か
に
は
、
自
分
自
身
と
比
較
し
て
反
省
 す
る
と
い
う
感
想
も
見
ら
れ
た
。
彼
女
・
彼
ら
は
、
 
自
 ら
と
か
け
離
れ
て
い
る
 

  



筆
者
自
身
、
 

継
承
さ
れ
な
い
 

今
後
さ
ら
に
、
 拙

稿
で
指
摘
し
た
「
墓
を
媒
介
と
し
た
 イ
ェ
 の
宗
教
と
 し
て
も
継
承
さ
れ
ず
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ホ
ー
ム
と
い
う
 形
で
も
 

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
結
局
、
「
個
人
の
信
仰
 ヒ
と
 し
て
定
着
し
て
い
る
」
と
い
う
見
解
は
、
今
な
お
 変
わ
 ト
 
リ
 ム
は
 
-
2
-
 

レ
 
Ⅱ
 0
 

信
者
一
人
一
人
の
信
仰
を
、
社
会
学
的
に
ど
う
と
ら
え
 
ら
れ
る
の
か
検
討
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 

-
 
Ⅱ
 一
 

ら
 調
査
研
究
も
行
っ
て
き
た
。
だ
が
、
先
の
指
摘
を
翻
 
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
 0
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の
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や
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校
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あ
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大学生た ちが体験   
て
い
 く
 っ
 も
り
で
あ
る
。
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い
て
は
拙
稿
「
キ
リ
ス
ト
教
受
容
の
現
代
的
課
題
１
１
死
者
 儀
 礼
 、
と
く
に
墓
地
を
中
心
㎎
 

｜
チ
 に
よ
り
、
「
現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
 教
の
受
容
と
変
容
」
の
問
題
を
、
よ
り
具
体
的
な
事
例
 
を
も
と
に
追
究
し
続
け
 

 
 

 
 

本
稿
は
自
ら
の
調
査
で
は
な
く
、
指
導
し
た
学
生
た
ち
 
の
 調
査
を
通
じ
て
考
察
を
加
え
た
。
今
後
も
、
筆
者
は
 、
多
角
的
な
ア
プ
ロ
 

教
育
そ
の
他
の
多
方
面
で
、
 近
 現
代
の
日
本
社
会
に
影
 響
を
与
え
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
こ
の
社
会
で
今
な
 
お
 、
圧
倒
的
に
マ
イ
 

ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
だ
が
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
中
に
潜
 
む
 マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
と
ら
え
る
方
法
を
、
今
後
も
筆
者
 自
身
、
考
案
し
続
け
た
 

ぅ
 こ
と
も
、
非
信
者
や
信
者
周
辺
を
研
究
す
る
に
あ
た
 
っ
て
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

報
 仝
ロ
書
と
な
っ
た
。
信
者
で
は
な
い
学
生
た
ち
が
キ
リ
 ス
ト
教
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
広
い
 領
域
を
設
定
し
た
と
い
 

は
 、
今
後
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
お
い
て
大
き
 

な
 示
唆
Ⅰ
 

、
 肛
め
 
白
田
む
も
 

か
り
と
 
舌
口
え
よ
う
 

O
-
3
-
l
 

報
告
書
に
見
ら
れ
る
学
生
た
ち
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
 

、
決
 し
て
こ
の
指
摘
に
直
裁
反
応
し
た
も
の
で
は
な
い
。
 

だ
 が
 、
結
果
的
に
 、
文
 

単
作
品
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
宗
教
民
俗
へ
の
ア
プ
ロ
ー
 

チ
 な
ど
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
比
べ
、
よ
り
 

広
 ぃ
 領
域
を
含
ん
だ
調
査
 

だ
が
、
さ
ら
に
、
「
日
本
社
会
に
お
い
て
圧
倒
的
少
数
 者
で
あ
り
、
 

分
析
」
は
、
「
表
面
的
な
指
標
を
一
義
的
に
解
釈
す
る
 プ
 
」
と
は
で
き
な
 

な
い
し
文
学
を
無
視
で
き
な
い
領
域
と
し
て
含
む
生
活
 
世
界
全
般
 へ
 か

つ
個
人
の
信
仰
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
キ
リ
ス
卜
者
 
0
 行
動
 

い
 」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
社
会
学
的
な
分
析
よ
り
も
 、
「
回
心
一
花
心
 

と
 心
理
の
現
場
を
拡
げ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
い
 
ぅ
 指
摘
 



      
    5-     

筆 年に " 」 

五 
  

  

理 ど た っ ノ ン っ 
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著 
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大学生た 

一
 
追
記
）
す
で
に
学
生
・
筆
者
共
、
報
告
書
に
て
謝
辞
を
述
べ
て
 い
る
。
だ
が
、
調
査
後
に
本
稿
の
よ
う
な
考
察
を
加
え
ら
れ
た
 @
 
」
と
も
、
調
査
対
象
者
の
㏄
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
  

 

%
 
 

冤
 -
 

寺
尾
寿
 芳
 
「
 恥
と
罪
 １
１
日
本
的
（
 愛
 ）
の
 歴
 史
的
感
性
」
三
人
間
学
紀
要
」
三
一
十
二
号
、
二
 
0
0
 

二
年
）
、
八
一
 ニ
ー
 八
四
頁
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
 
7
 ）
対
象
 校
 の
ほ
と
ん
ど
は
大
学
進
学
校
と
し
て
も
著
名
で
あ
 
る
 。
キ
リ
ス
ト
教
系
学
校
が
進
学
に
力
を
注
い
で
成
果
を
挙
げ
 て
い
る
実
態
も
改
め
て
 
指
 

摘
 し
て
お
き
た
 
い
 。
そ
れ
を
現
地
調
査
で
感
じ
取
っ
た
 班
 員
も
い
 る
 。
高
等
専
門
学
校
は
高
校
と
は
異
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
は
「
 ゐ
 
ホ
教
学
」
と
い
う
 講
 

義
 者
 で
、
四
・
五
年
次
の
一
般
教
育
課
程
（
大
学
の
教
養
課
程
に
 
相
当
）
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
 

一
 
8
-
 
こ
の
班
で
は
、
当
初
の
調
査
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
、
教
員
だ
 
け
で
は
な
く
生
徒
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
計
画
し
て
い
た
。
 

だ
 が
 、
学
校
側
か
ら
許
可
 さ
 

れ
ず
、
時
間
の
制
約
そ
の
他
も
あ
っ
て
今
回
は
断
念
せ
ざ
る
を
 
得
 な
か
っ
た
。
 
班
 員
た
ち
は
、
調
査
を
終
え
、
改
め
て
生
徒
の
声
 を 聞
き
た
か
っ
た
 
と
 

報
 上
口
書
の
感
想
で
述
べ
て
い
た
。
 

-
9
-
 筆
者
は
、
 

C
M
C
 

㊥
。
ヨ
で
 

仁
豆
 「
・
ミ
色
 
守
 （
の
年
の
。
ヨ
ヨ
 

目
 ガ
 ㌢
 る
コ
 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
媒
介
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
 

ン
 -
 研
究
を
、
宗
教
現
象
 

へ
 用
い
た
先
駆
的
な
業
績
、
黒
崎
浩
行
編
著
「
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
 
キ
ン
グ
の
普
及
と
宗
教
の
変
容
」
（
 
國
睾
院
 大
学
日
本
文
化
研
究
 所
 、
二
 

0
0
0
 

午
 ）
 

を
班
 員
た
ち
と
講
読
し
た
。
 
フ
 オ
ー
ラ
ム
の
観
察
、
ウ
ェ
 
ブ
サ
イ
 
ト
 の
量
的
調
査
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
な
ど
の
多
様
な
方
法
に
 
よ
る
論
考
は
、
現
員
 

た
ち
に
も
大
い
に
参
考
に
な
っ
た
。
 

寅
 ）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
訪
問
者
の
記
録
を
収
集
す
る
な
ど
の
 調
 査
は
 、
テ
レ
ビ
の
視
聴
率
調
査
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
、
ま
た
実
施
 自
 体
 決
し
て
困
難
で
は
な
 

い
 。
だ
が
、
テ
レ
ビ
と
比
較
し
て
そ
の
数
が
膨
大
な
ウ
ェ
 

ブ
サ
イ
 ト
 に
お
い
て
、
そ
の
「
訪
問
者
の
数
」
の
持
つ
意
味
は
、
テ
レ
ビ
 
の
 視
聴
率
と
は
 
異
 

な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
行
わ
れ
る
質
問
紙
誌
 
査
の
対
象
の
代
表
性
そ
の
他
の
問
題
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
 

母
 集
団
と
回
答
す
る
 
サ
 

ン
プ
ル
の
関
係
が
希
薄
で
あ
り
、
回
答
者
は
何
を
代
表
す
る
の
か
 
と
い
う
こ
と
を
調
査
者
は
十
分
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
 

そ
の
他
、
す
で
に
 

議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
が
、
従
来
の
社
会
調
査
テ
キ
ス
ト
 で
は
議
論
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
、
多
く
の
 
先
 行
 研
究
に
当
た
る
 
み
 

嬰
 が
あ
る
だ
ろ
う
。
今
後
、
筆
者
自
身
も
整
理
し
て
お
か
 れば
な
 ら
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

い
る
。
例
え
ば
「
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
新
聞
」
 

二
一
 
0
0
 

三
年
六
月
一
 

五
日
）
で
は
、
 
二
 0
0
 二
年
一
二
月
に
首
都
圏
で
実
施
さ
れ
た
 結
 果
 が
報
じ
ら
れ
て
 

 
 

 
 

 
 



現
代
で
は
三
大
世
界
宗
教
金
日
 遍
 宗
教
）
と
言
わ
れ
る
 キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
イ
ス
ラ
ム
教
も
、
古
代
や
中
世
 
に
お
い
て
は
「
生
活
 

7
9
 

 
 

の
 宗
教
」
と
し
て
人
々
に
よ
っ
て
生
活
の
中
で
生
き
ら
 
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
世
界
宗
教
と
名
づ
け
る
 
れ
 得
る
宗
教
も
 、
ィ
タ
 

活 ト 

    l さ れた細心火本旨 
て い 号 
の 」 

散 ら   

こ し 活   ト教 き続けい。と 」 " とし 超脱 が く棺違 る「 根 遡 に つ 二十世 

て い て 

き う の   
た き い 諸半十 

る 、 ス 

か 筆 ト   
ら 者 数 更 さ 華 原 学現 
で 自 」 に れは でに 在 
あ ら で は得 「 のお に 

る が あ る 一 そ 」   仏 如 こ の 的み読 
教 そ ので同 いな 究 
と @ し 境木一 の ら す 
キ で 涯 小経 ち ず る   
ス こ   
教 テ 
と l 
め て 

出 を 
@-   
「 ム 仏 、レ @@ 
の 教 木 内部 底」と較の中 - だ 家の文 各宗教 多元性 

中 と 

で キ 
ナこ 比 の で テ イ @ ヒこ を考 相 や @@ 子 
較 l 基 察 補習 

生ス " り 
めて礎 す性 ま 

中が づ る を る 

  

仏
教
と
キ
リ
ス
 

根
源
的
 ト

教
 と
の
出
会
い
 

い
の
ち
の
経
験
か
ら
 



リ
ア
に
端
を
発
す
る
人
間
を
中
心
に
お
く
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
 ズ
ム
の
世
界
や
十
 セ
 世
紀
以
降
の
対
象
化
さ
れ
た
自
然
 の
 探
求
を
研
究
の
中
、
心
 

に
お
く
自
然
科
学
の
世
界
と
い
う
、
い
わ
ば
世
俗
の
世
 界
か
ら
は
、
一
般
的
に
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
く
る
よ
う
 
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
 

能
 し
な
く
な
り
、
実
生
活
か
ら
は
浮
き
上
が
っ
た
も
の
 

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
 

て
 、
現
代
に
お
け
る
世
界
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
 

に
 至
る
迄
の
西
欧
の
王
流
の
形
而
上
学
と
し
て
の
哲
学
 

な
る
程
、
宗
教
は
世
俗
主
義
に
陥
る
こ
と
は
で
き
な
い
  

 
や
仏
教
は
 、
 我
が
国
に
お
い
て
も
一
般
的
に
は
「
生
活
 

と
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
 

と
 キ
リ
ス
ト
教
と
が
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
 

。
し
か
し
、
宗
教
は
世
俗
化
し
な
け
れ
ば
生
活
の
中
で
 は

 来
、
覆
い
隠
さ
れ
る
 

の
 宗
教
」
と
し
て
は
 機
 

の
 哲
学
以
来
へ
 ｜
 ゲ
ル
 

生
き
生
き
と
し
た
 働
 

き
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
先
ず
、
宗
教
の
 
概
念
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
様
々
に
定
義
さ
れ
る
こ
 
と
が
可
能
で
あ
る
。
 筆
 

者
は
宗
教
と
は
実
在
と
か
心
の
自
覚
で
あ
る
と
理
解
 
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
小
論
で
 
は
 、
テ
ー
マ
と
の
連
関
 

で
、
宗
教
を
、
人
間
と
自
然
と
超
越
の
次
元
（
 神
 、
 仏
 、
絶
対
無
の
場
所
等
）
と
が
「
 
一
 」
で
あ
る
と
の
自
覚
 で
あ
る
と
表
現
し
直
し
 

て
お
き
た
い
。
実
在
あ
る
い
は
心
の
自
覚
を
こ
の
よ
う
 
に
 表
現
し
直
す
の
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
人
間
は
 
日
々
 、
 正
に
自
然
と
人
 

間
 と
超
越
の
次
元
と
が
 津
然
 一
体
と
な
っ
て
い
る
 真
っ
 直
中
で
生
活
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
考
 

が
 一
と
な
っ
て
い
る
真
っ
直
中
は
、
世
俗
化
の
真
 っ
直
 中
で
も
あ
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
院
や
教
会
の
中
、
あ
る
い
は
仏
教
 
の
お
寺
の
中
は
世
俗
化
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
 も
 知
れ
な
い
。
し
か
 

し
 、
そ
こ
に
出
入
り
す
る
の
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
生
 
に
 苦
悩
す
る
人
間
で
あ
る
。
こ
の
世
の
一
人
ひ
と
り
の
 人
間
は
、
二
十
一
世
紀
 

に
は
何
ら
か
の
仕
方
で
世
俗
の
世
界
や
世
俗
の
人
々
 
と
 接
触
し
、
か
つ
そ
の
中
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
 
て
い
る
。
そ
の
上
、
「
 生
 

活
の
宗
教
」
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
で
は
 聖
 
（
悟
り
、
 
あ
 る
い
は
救
済
）
 と
俗
 
（
生
死
の
世
界
、
世
俗
正
義
の
 世
 界
 ）
の
両
極
性
や
二
元
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仏教とキリスト 教 

 
 

生
活
し
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
も
就
職
す
れ
ば
 個
 、
社
会
 

し
 、
し
か
も
両
親
の
共
働
き
の
家
庭
が
多
い
。
そ
の
 
結
 

、
世
界
の
三
レ
ベ
ル
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
 

果
 、
子
供
た
ち
は
、
幼
い
時
 

既
に
幼
い
時
か
ら
社
会
 

出
 

抑
か
ら
保
育
園
、
幼
稚
園
等
々
で
教
育
さ
れ
、
小
、
 

中
学
校
時
代
も
帰
宅
す
れ
ば
両
親
の
い
な
い
留
守
宅
で
 
い
わ
ば
「
鍵
っ
子
」
と
し
て
 

育
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
孤
独
な
環
境
の
中
で
 育
ち
、
か
つ
育
て
ら
れ
て
き
た
子
供
た
ち
は
、
孤
独
な
 
個
の
 レ
ベ
ル
で
の
生
活
 

川
 

 
 

を
 、
中
学
校
ま
で
す
ご
し
、
そ
の
後
は
就
職
し
て
の
 
社
 余
生
活
を
、
あ
る
い
は
高
校
や
大
学
ま
で
進
学
し
て
、
  

 

 
 

  

生
活
の
申
で
の
諸
宗
教
の
出
ム
 云
 い
 

性
 が
そ
れ
ら
の
根
源
へ
と
超
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
 

れ
ば
 な
ら
な
い
。
も
し
聖
の
領
域
の
み
へ
と
 
聖
と
俗
と
 の
 両
極
性
な
い
し
二
元
 

性
 が
超
え
ら
れ
れ
 
ば
 、
奴
隷
や
農
奴
の
労
働
や
性
差
別
 
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
た
古
代
や
中
世
の
世
界
に
逆
 

戻
り
し
た
り
、
あ
る
い
 

は
 一
切
を
主
観
 
l
 
客
観
図
式
に
よ
っ
て
外
面
化
、
客
観
 
化
 、
抽
象
化
、
記
号
化
し
て
理
解
し
ょ
う
と
す
る
近
世
 
は
 来
へ
 ｜
 ゲ
ル
迄
の
 、
 

生
活
に
離
反
し
、
現
実
か
ら
浮
き
上
が
っ
た
観
念
論
へ
 

と
 引
き
返
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
 

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
 

言
う
「
時
の
真
っ
直
中
の
永
遠
」
で
も
あ
る
「
瞬
間
」
 

と
か
、
仏
教
で
言
う
生
死
の
生
活
の
真
っ
直
中
の
浬
 

磐
 を
意
味
す
る
「
生
死
 
即
 

浬
築
 」
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
ち
よ
う
が
な
く
な
っ
て
 

し
ま
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
 
、
 俗
の
世
界
で
 0
 世
俗
主
義
に
陥
る
こ
 

と
も
勿
論
で
き
な
い
。
 
聖
と
 俗
の
区
別
の
出
て
く
る
 
根
 源
 へ
と
超
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
こ
で
、
こ
の
世
界
で
の
「
 
聖
と
俗
 」
等
々
の
両
極
性
 
、
二
元
性
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
両
者
の
根
源
に
戻
り
 

つ
つ
、
そ
の
根
源
 
か
 

ら
 考
察
し
な
が
ら
、
「
 
"
 
生
活
の
宗
教
 "
 と
し
て
の
キ
リ
 ス
ト
 教
 」
を
、
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
」
 

を
中
心
に
し
て
考
察
を
 

進
め
て
行
き
た
 



の
 レ
ベ
ル
で
生
活
す
る
子
供
た
ち
も
い
る
。
更
に
は
 か
 学
校
、
あ
る
い
は
中
学
校
に
通
学
す
る
時
代
か
ら
、
 
両
 親
の
職
業
の
都
合
で
外
 

国
 で
の
生
活
を
す
る
子
供
た
ち
の
中
に
は
、
世
界
の
 
レ
 ベ
ル
で
の
生
活
を
し
て
い
る
者
も
い
る
。
 

し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
れ
、
成
人
す
れ
ば
人
は
 
、
 個
や
社
会
の
一
員
と
し
て
生
活
す
る
の
み
な
ら
ず
、
 
同
時
に
世
界
の
 レ
ベ
 

ル
 で
の
生
活
の
中
で
生
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
生
活
の
 
中
で
の
諸
宗
教
の
出
会
い
は
、
個
と
社
会
（
種
の
世
 
界
 ）
と
世
界
（
類
の
世
 

界
 ）
の
 三
 レ
ベ
ル
で
相
互
に
複
雑
に
関
係
し
な
が
ら
、
 実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

先
ず
個
人
の
レ
ベ
ル
で
の
諸
宗
教
の
出
会
い
の
考
察
か
 
ら
 始
め
る
と
、
家
族
の
中
の
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
宗
 
数
 に
生
き
て
い
る
 場
 

ム
ロ
 
が
良
い
例
と
な
る
。
古
代
・
中
世
の
時
代
に
は
、
 個
 人
 と
し
て
の
人
間
が
他
民
族
と
交
わ
っ
た
り
、
異
文
化
 
と
 交
わ
る
こ
と
は
、
 冒
 

険
 旅
行
や
戦
争
あ
る
い
は
人
身
売
買
や
貿
易
等
の
稀
な
 
場
合
に
し
か
生
じ
 得
 な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
 の
後
、
交
通
・
通
信
網
 

が
 世
界
的
規
模
で
拡
大
さ
れ
、
張
り
巡
ら
さ
れ
て
き
た
 
お
 蔭
で
、
異
文
化
や
異
教
徒
に
接
す
る
機
会
も
多
く
な
 
り
 、
現
代
で
は
、
世
界
 

の
 各
国
の
人
々
が
、
外
国
へ
留
学
し
た
り
、
国
際
結
婚
 
を
し
た
り
、
就
職
先
に
外
国
人
労
働
者
が
多
く
い
た
り
 
、
 自
ら
が
国
外
で
就
職
 

す
る
場
合
等
々
 、
 様
々
な
形
で
、
し
か
も
自
然
な
仕
方
 で
 異
文
化
や
異
教
徒
と
共
に
生
活
す
る
よ
う
に
な
っ
て
 
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
 

な
社
ム
 
云
や
世
界
の
情
勢
の
中
で
、
一
家
族
の
中
に
相
違
 し
た
幾
つ
か
の
宗
教
が
 、
 何
の
違
和
感
も
な
く
、
 極
く
 自
然
に
生
き
ら
れ
て
 ぃ
 

6
 場
合
も
多
々
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
 例
え
 ば
、
 互
い
に
相
違
し
た
宗
教
に
生
き
る
男
女
が
恋
愛
 
結
 婚
し
た
場
合
に
は
、
 両
 

者
の
愛
は
、
既
成
の
宗
教
の
教
義
上
の
相
違
な
ど
と
い
 
う
も
の
を
遠
く
遥
か
彼
方
に
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
 
場
 含
 も
あ
る
。
何
故
な
ら
 

ば
 、
真
剣
な
二
人
の
人
間
の
真
の
自
己
に
生
き
よ
う
と
 
す
る
愛
は
、
た
と
え
瞬
間
的
に
で
あ
れ
、
諸
宗
教
間
の
 
根
源
に
満
ち
溢
れ
て
い
 

る
 
「
根
源
的
い
の
ち
」
に
生
き
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
 で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
両
親
か
ら
生
ま
れ
て
 
く
る
子
供
た
ち
は
、
 既
 

成
の
宗
教
の
教
義
上
の
相
違
を
超
え
た
両
親
の
愛
 
や
、
 そ
れ
ら
の
根
源
で
あ
る
「
根
源
的
 い
 の
ち
」
を
、
た
と
 え
 無
自
覚
的
で
あ
れ
、
   



  

あ
る
い
は
ま
た
瞬
間
的
で
あ
れ
、
経
験
し
て
い
る
こ
と
 
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
逆
も
ま
た
 真
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

異
教
徒
同
志
の
数
人
が
相
互
に
敵
対
し
た
関
係
に
あ
る
 
と
し
て
も
、
も
し
彼
ら
が
、
先
ず
第
一
段
階
 目
 と
し
て
 は
 、
同
一
の
家
族
に
属
 

し
て
い
る
と
か
、
親
戚
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
 
、
ま
た
第
二
段
階
 目
 と
し
て
は
、
同
一
の
根
源
体
験
 
と
し
て
「
根
源
的
い
の
 

た
ち
ま
 

ち
 」
に
そ
れ
ぞ
れ
触
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
 
敵
 対
 関
係
は
忽
ち
に
消
え
去
っ
て
 、
 彼
ら
は
相
互
に
打
ち
 解
け
て
平
和
裏
に
生
き
 

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 

一
 
[
-
 

右
の
第
一
段
階
目
の
説
明
と
し
て
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
（
 
一
セ
 二
九
Ⅰ
七
八
一
一
の
戯
曲
「
賢
者
ナ
ー
タ
ン
し
の
 内
容
が
好
例
と
し
て
 

挙
げ
ら
れ
る
。
戯
曲
「
賢
者
ブ
ー
タ
ン
し
に
登
場
す
る
 

ユ
ダ
ヤ
教
を
代
表
す
る
 エ
 ル
 ザ
 レ
ム
の
富
裕
な
 ユ
 ダ
 ヤ
人
 
・
ナ
ー
タ
ン
 と
キ
 

リ
ス
ト
教
を
代
表
す
る
神
殿
騎
士
と
イ
ス
ラ
ム
教
を
代
 

 
 

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
親
和
 

的
な
関
係
に
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
 
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
神
殿
騎
士
が
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
 
弟
ア
 サ
ー
ト
に
似
て
い
る
と
 

い
う
理
由
で
助
命
さ
れ
た
直
後
、
ナ
ー
タ
ン
の
養
女
 
レ
 ｜
 ハ
が
、
火
事
に
な
っ
た
 ナ
 ー
タ
ン
の
留
守
宅
で
危
な
 い
と
こ
ろ
を
神
殿
騎
士
 

に
よ
っ
て
命
を
救
わ
れ
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
ナ
ー
 タ
 ン
 、
サ
ラ
デ
ィ
ン
 、
レ
｜
ハ
 
そ
し
て
神
殿
騎
士
の
四
人
 の
 関
係
は
、
宗
教
上
の
 

相
違
に
よ
る
そ
れ
 迄
怒
 た
い
も
の
か
ら
暖
か
な
も
の
 へ
と
変
わ
っ
て
行
く
。
し
か
も
こ
の
戯
曲
の
最
後
で
は
 、
ブ
ー
タ
ン
の
様
々
な
 

か
 

尽
力
の
結
果
、
神
殿
騎
士
は
 レ
｜
ハ
の
 兄
で
あ
り
 、
サ
ラ
デ
ィ
ン
は
神
殿
騎
士
の
亡
く
な
っ
た
父
親
ア
サ
 
｜
ト
の
 兄
で
あ
る
こ
と
が
 判
 

 
 

り
 

明
す
る
。
そ
こ
で
、
宗
教
上
の
相
違
に
よ
っ
て
 生
 じ
て
了
っ
て
い
た
彼
ら
四
人
の
対
立
、
敵
対
関
係
は
解
 消
す
る
。
 

教
 

右
に
極
 く
 簡
単
に
述
べ
た
戯
曲
の
内
容
か
ら
 明
 ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
主
義
者
レ
ッ
シ
 
ン
グ
 は
、
宗
教
上
の
相
違
を
 

 
 

キ
 

血
縁
（
血
筋
）
や
理
性
的
人
格
の
高
尚
さ
と
し
て
 
の
 人
情
と
か
自
然
に
よ
 

一
 
3
@
 
 っ
て
克
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
 。
こ
の
戯
曲
で
の
賢
者
 ナ
｜
 

 
 

脩
 

タ
ン
は
 、
 自
ら
の
妻
 と
セ
 人
の
息
子
た
ち
を
キ
リ
 
ス
ト
教
徒
た
ち
に
よ
っ
て
焼
き
殺
さ
れ
た
後
に
、
突
如
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レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
も
し
神
が
彼
に
向
か
っ
て
右
手
に
真
 
理
 そ
の
も
の
を
載
せ
、
左
手
に
真
理
に
向
か
っ
て
の
 
絶
え
ざ
る
努
力
を
載
せ
 

ら
 手
渡
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
子
供
レ
ー
 
ハ
 を
養
女
 と
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
妻
や
 
子
供
た
ち
の
代
わ
り
に
 

-
5
 
一
 

神
か
ら
の
贈
物
と
し
て
キ
リ
ス
卜
者
の
養
女
を
受
け
取
 
っ
て
い
る
。
「
宗
教
は
違
っ
て
も
人
情
は
一
つ
」
と
 確
 倍
 し
、
し
か
も
キ
リ
ス
 

さ
つ
り
 

(
 

ト
 教
徒
た
ち
に
よ
っ
て
 殺
俄
 さ
れ
た
 セ
 人
の
子
供
た
ち
 に
 対
し
て
神
か
ら
返
さ
れ
た
贈
物
の
子
供
と
信
じ
、
 
キ
 リ
ス
ト
 教
と
 
ユ
ダ
ヤ
教
 

の
神
が
一
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
そ
れ
と
 
ぃ
 う
の
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
代
表
し
て
は
い
る
が
賢
者
で
あ
 
る
 々
 ー
タ
ン
は
、
 
軌
拍
 
心
ホ
 

教
の
根
源
で
あ
る
、
先
に
述
べ
た
第
二
段
階
 目
 に
属
す
 る
 
「
根
源
的
い
の
ち
」
を
経
験
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
 ら
で
あ
る
。
も
し
も
そ
 

ぅ
 で
な
け
れ
ば
、
ナ
ー
タ
ン
は
自
ら
の
妻
子
を
殺
俄
し
 た
 キ
リ
ス
卜
者
の
子
供
で
あ
る
 レ
｜
ハ
を
 妻
子
に
代
わ
 る
 神
か
ら
の
贈
物
と
し
 

て
 養
女
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
か
ら
 
で
あ
る
。
ま
た
神
殿
騎
士
を
 レ
 ー
 ハ
 の
 兄
 と
知
っ
て
 、
 レ
 ー
 ハ
 の
み
な
ら
ず
 神
 

殿
騎
士
を
も
 々
 ー
タ
ン
自
ら
の
子
供
で
あ
る
と
 断
 ミ
ロ
 
す
 る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
向
か
ら
で
あ
る
。
 
こ
 の
よ
う
に
「
賢
者
 ナ
｜
 

タ
ン
」
の
中
に
は
、
人
間
相
互
の
出
会
い
の
第
一
段
階
 
目
 と
し
て
の
先
に
述
べ
た
血
縁
に
よ
る
諸
宗
教
間
の
 
対
立
の
消
失
の
み
な
ら
 

ず
 、
そ
の
第
二
段
階
 目
 と
し
て
の
「
根
源
的
 い
 の
ち
」
 の
 経
験
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
 
あ
る
。
 

勿
論
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
啓
蒙
主
義
者
で
あ
る
か
ら
人
間
 
の
 理
性
を
万
能
と
信
じ
て
い
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
 
が
 歴
史
上
に
生
じ
 得
 

な
か
っ
た
と
し
て
も
、
二
千
年
も
か
け
れ
ば
キ
リ
ス
ト
 教
が
 生
み
出
し
た
愛
の
倫
理
や
思
想
を
人
間
の
理
性
は
 
自
ら
の
力
で
実
現
し
得
 

た
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
レ
ッ
シ
 
ン
 グ
が
 ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
が
一
で
あ
る
こ
 と
を
確
信
し
て
い
る
の
 

は
 、
こ
れ
ら
 三
 宗
教
に
通
底
し
て
い
る
「
 
一
 」
の
「
 開
 け
 」
と
か
「
 場
 」
と
か
「
 情
 」
と
か
と
も
色
々
に
表
現
 さ
れ
得
る
「
根
源
的
 ぃ
 

の
ち
」
を
自
ら
の
体
験
と
し
て
、
た
と
え
瞬
間
的
、
無
 自
覚
的
に
で
あ
れ
、
経
験
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 
無
論
、
十
八
世
紀
の
 ド
 

イ
 ソ
 に
生
き
た
レ
ッ
シ
ン
グ
は
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
 表
 現
を
採
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
 
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
⑥
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仏教とキリスト 教との出会い 
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二
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
 

諸
宗
教
の
、
日
常
生
活
の
中
で
の
出
会
い
を
レ
ッ
シ
 
ン
 グ
の
 
「
賢
者
ナ
ー
タ
ン
 ヒ
 を
通
し
て
、
こ
こ
ま
で
は
 ユ
 ダ
ヤ
 教
 、
キ
リ
ス
ト
 

て
 、
ど
ち
ら
か
を
選
べ
と
言
う
な
ら
ば
、
彼
は
薦
 
曙
 な
 く
 左
手
を
選
ぶ
と
い
う
。
何
故
な
ら
ば
、
レ
ッ
シ
ン
グ
 
に
よ
れ
 ば
 、
人
間
に
と
 

っ
て
は
真
理
と
は
、
神
か
ら
一
度
に
投
げ
与
え
ら
れ
る
 よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
「
真
理
と
は
何
か
」
を
自
ら
 考
え
つ
つ
求
め
な
が
ら
 

絶
え
ず
探
索
し
て
行
く
過
程
で
し
か
あ
り
え
な
 

プ
 。
セ
ス
い
か
ら
 な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
単
な
る
諸
宗
教
間
の
寛
容
の
 精
神
だ
け
で
は
な
く
、
 

諸
宗
教
間
に
通
底
し
て
い
る
「
根
源
的
い
の
ち
」
へ
の
 
努
力
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

「
賢
者
ナ
ー
タ
ン
 ヒ
 の
中
で
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
自
身
は
 、
 た
と
え
無
自
覚
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ナ
ー
タ
ン
 
と
 神
殿
騎
士
と
 ス
ル
 

タ
ン
・
サ
ラ
デ
ィ
ン
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
 
ス
ト
 教
 、
イ
ス
ラ
ム
教
の
代
表
者
と
し
て
い
る
点
で
、
 
「
 
個
 」
の
レ
ベ
ル
で
の
 

諸
宗
教
の
出
会
い
と
制
度
、
民
族
、
国
家
、
グ
ル
ー
プ
 
と
い
う
よ
う
な
「
 種
 」
の
レ
ベ
ル
で
の
諸
宗
教
の
出
 ム
 
云
い
と
を
、
同
時
に
考
察
 

し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
 、
普
遍
的
な
人
類
の
次
元
で
あ
る
「
 類
 」
の
次
元
で
の
 諸
宗
教
の
出
会
い
は
、
 

レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
い
て
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。
 
つ
 ま
 り
 、
小
論
の
題
目
に
含
ま
れ
て
い
る
仏
教
は
、
レ
ッ
シ
 
ン
グ
 で
は
未
だ
未
知
の
 

宗
教
で
あ
る
。
先
の
三
宗
教
と
仏
教
を
も
含
め
た
四
宝
 
教
の
共
通
の
源
は
 、
 後
で
詳
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
で
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
賢
者
 ナ
｜
 タ
ン
 ヒ
 を
通
し
て
、
個
の
次
元
で
あ
れ
、
種
の
次
元
で
 あ
れ
、
諸
宗
教
間
の
 

相
違
が
血
縁
、
人
情
、
自
然
の
一
に
よ
っ
て
生
活
の
中
 
で
 克
服
さ
れ
得
る
こ
と
が
究
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
 
そ
 の
 根
拠
は
実
は
も
っ
と
 

深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
レ
ッ
 
シ
ン
グ
で
は
、
た
と
え
無
自
覚
的
、
か
つ
瞬
間
的
に
の
 
み
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
 

宗
教
の
根
底
に
溢
れ
て
い
る
「
根
源
的
い
の
ち
」
が
 
経
 験
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
 
る
 。
 



 
 

時
は
人
境
 倶
 本
尊
」
）
。
 こ
 

境
涯
は
、
一
般
的
に
は
、
 

「
人
境
侵
奪
」
は
上
根
の
 

簡
の
理
解
は
、
そ
れ
だ
け
 の

 引
用
中
の
「
 人
 」
は
主
観
で
、
境
は
客
観
を
示
す
。
 臨
済
の
語
っ
た
こ
の
よ
う
な
人
間
に
お
け
る
四
つ
の
 

「
尊
大
下
 奪
境
 」
は
下
根
の
学
人
の
あ
り
方
と
し
て
の
 
境
涯
、
「
 奪
境
 本
尊
人
」
は
中
根
の
学
人
の
境
涯
、
 

学
人
の
、
最
後
の
「
人
境
 倶
 本
尊
」
は
 超
格
 の
学
人
の
 境
涯
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
科
 

に
 限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
一
人
の
人
間
が
「
 根
源
的
 い
 の
ち
」
の
経
験
を
徐
々
に
深
め
、
広
げ
て
 

教
 そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
が
「
 
一
 」
で
あ
る
と
い
う
視
点
 か
ら
考
察
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
戯
曲
で
は
 
、
仏
教
は
直
接
に
は
 未
 

だ
 考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
二
章
で
は
仏
教
と
 
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
、
一
面
で
は
世
俗
化
の
面
を
 、
 ま
た
他
面
で
は
現
実
の
 

世
界
か
ら
の
遊
離
の
面
を
究
め
た
い
。
 

1
 
 仏
教
で
の
二
元
性
・
両
極
性
の
問
題
 

「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
論
究
す
る
 一
 
別
に
、
筆
者
の
場
合
は
先
ず
ど
う
し
て
も
「
生
活
の
宗
 
教
 」
と
し
て
の
仏
教
 

を
 論
究
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
筆
者
に
と
 
っ
て
は
キ
リ
ス
ト
教
も
仏
教
も
「
 一
 」
の
「
根
源
的
 い
 の
ち
」
の
経
験
が
 、
そ
 

れ
ぞ
れ
の
文
化
や
伝
統
や
環
境
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
 
、
別
様
に
表
現
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
 
。
こ
の
「
根
源
的
い
の
 

-
7
 
一
 

ち
 」
と
は
、
例
え
ば
仏
教
の
禅
で
は
「
天
地
と
我
と
 
同
 根
 、
万
物
と
我
と
一
体
」
と
い
う
表
現
が
採
ら
れ
、
 
こ
 の
 経
験
は
「
天
上
天
下
 

一
 
8
 一
 

唯
我
独
尊
」
の
我
に
お
い
て
成
就
す
る
。
ま
た
大
乗
 
仏
 教
を
基
礎
と
し
た
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
 
根
 源
的
 い
の
ち
」
は
「
 唯
 

一
の
実
在
」
と
表
現
さ
れ
、
こ
の
「
根
源
的
い
の
ち
」
 の
 経
験
に
よ
っ
て
真
の
「
自
己
」
が
自
覚
さ
れ
る
。
 
そ
 れ
は
さ
て
お
き
、
「
 
生
 

し
り
よ
 

う
 け
ん
 
一
 
9
-
 

活
の
宗
教
」
と
し
て
の
仏
教
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
こ
 
で
は
臨
済
の
「
 四
 料
簡
」
を
何
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
 
が
 好
都
合
で
あ
る
。
 

臨
済
の
四
料
簡
と
は
、
「
臨
済
録
」
の
「
 示
衆
 」
の
 冒
 頭
の
次
の
も
の
で
あ
る
。
「
有
時
季
大
下
 奪
境
 、
有
時
 奪
 境
木
尊
大
、
有
時
人
 

た
っ
 
に
 ん
 ふ
だ
つ
き
ょ
う
 

境
倶
奪
 、
有
時
人
境
 倶
 本
尊
」
 
宜
 -
m
 
み
 下
し
文
は
「
 有
 る
 時
は
奪
大
下
 奪
境
 、
有
る
時
は
奪
 境
 本
尊
人
、
有
る
 時
は
人
境
 倶
奪
 、
有
る
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ぅ
 で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
 人
 

が
 万
物
を
萌
え
出
さ
せ
て
、
地
上
は
百
花
練
乳
、
一
面
 
の
錦
の
よ
う
だ
。
み
ど
り
児
は
頭
髪
を
た
れ
て
、
そ
の
 

（
主
観
）
を
奪
い
去
っ
て
、
つ
ま
り
否
定
し
て
、
 

境
 
（
 髪

の
白
さ
は
絹
糸
の
よ
 

客
観
）
に
な
り
切
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

-
 
Ⅱ
 -
 

て
、
 例
え
ば
華
厳
経
の
「
因
陀
羅
網
」
（
別
名
「
帝
釈
 天
の
網
」
）
の
 楡
 え
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
森
羅
万
象
 の
 各
々
は
宇
宙
の
絶
対
 

の
中
心
で
あ
る
と
同
時
に
、
宇
宙
を
形
成
し
て
い
る
 
一
 形
成
点
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
あ
り
方
で
宇
宙
は
常
 
に
 成
り
立
っ
て
い
る
 筈
 

だ
か
ら
で
あ
る
。
 

各
々
の
個
人
は
 、
 真
の
自
己
に
覚
し
て
生
き
る
こ
と
が
 で
き
る
よ
う
に
と
、
日
々
の
生
活
を
一
歩
一
歩
と
歩
み
 
な
が
ら
、
生
涯
を
か
 

け
て
果
す
課
題
と
し
て
の
人
生
の
過
程
を
瞬
時
々
プ
ロ
セ
ス
々
に
 「
永
遠
の
 い
 の
ち
」
が
経
験
さ
れ
る
 よ
う
 に
と
、
様
々
 の
形
の
修
行
に
励
ん
で
 

い
る
。
祈
り
、
唱
題
、
称
名
、
等
々
の
宗
教
的
修
行
 や
 、
剣
道
、
弓
道
、
空
手
道
等
々
の
自
己
修
練
の
ス
ポ
ー
 
ツ
 、
あ
る
い
 は
 俳
句
や
 

俳
諸
 、
詩
や
小
説
等
々
の
文
学
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
 
ま
た
音
楽
や
絵
画
、
華
道
や
茶
道
等
々
の
芸
術
を
通
し
 
て
の
修
行
に
よ
っ
て
。
 

も
っ
と
徹
底
し
て
言
え
ば
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
 
生
 活
 そ
の
も
の
が
修
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
 
と
い
う
の
も
、
私
た
ち
 

一
人
ひ
と
り
の
人
間
は
 、
 日
々
の
生
活
を
通
し
て
し
か
 真
の
自
己
に
目
覚
め
よ
う
が
な
れ
か
ら
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
先
に
挙
げ
た
「
臨
済
録
」
の
 四
 料
簡
を
こ
 こ
で
も
 う
 少
し
詳
し
く
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
後
で
こ
れ
と
の
 比
 

 
 

較
で
 
「
生
活
の
宗
教
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
論
究
 す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
先
ず
 、
 人
を
奪
っ
て
 境
を
奪
わ
な
い
「
尊
人
 

本
尊
 境
 」
の
意
味
内
容
は
、
仏
教
の
専
門
用
語
を
嫌
っ
 
て
 生
活
の
中
の
日
常
用
語
で
語
っ
た
臨
済
の
言
葉
に
 
従
え
ば
、
「
春
の
陽
ざ
し
 

  

行
く
時
の
 、
 色
々
な
段
階
の
境
涯
を
順
不
同
に
往
き
つ
 戻
り
つ
す
る
時
の
四
段
階
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
 
も
で
き
る
。
 

も
 、
何
人
と
い
え
ど
も
、
下
根
、
中
根
あ
る
い
は
上
根
 
の
 修
行
者
で
あ
る
と
か
、
ま
た
 超
 格
の
修
行
者
と
決
め
 つ
け
ら
れ
る
 

ダ
イ
ナ
 
与
 

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
人
間
は
 
、
 常
に
生
 成
や
出
会
い
や
出
来
事
の
中
で
力
動
的
に
生
き
て
い
 
る
か
ら
で
あ
 と

い
う
の
 

こ
と
は
で
 

る
 。
そ
し
 



第
二
の
境
を
奪
っ
て
人
を
奪
わ
な
い
に
ん
「
 

奪
境
 本
尊
人
」
 
を
 、
臨
済
は
「
国
王
の
命
令
が
既
に
あ
ま
ね
く
天
下
に
 行
 な
わ
れ
て
 

-
 
は
 -
 

0
 世
は
辺
境
守
備
の
将
軍
も
の
を
し
を
あ
げ
な
い
」
と
 特
徴
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
の
場
合
と
は
逆
に
 
、
 境
を
奪
い
去
っ
 

な
り
切
っ
た
境
涯
で
あ
る
。
臨
済
に
よ
れ
ば
、
国
王
の
 命
令
が
国
中
に
行
き
届
い
て
、
誰
も
国
王
に
謀
反
す
る
 
こ
と
も
な
く
、
 

国
王
と
一
に
な
り
切
っ
て
い
る
境
涯
で
あ
る
。
第
三
の
 
人
も
境
も
共
に
奪
う
「
人
境
 倶
奪
 」
は
、
臨
済
に
よ
っ
  
 

中
央
に
背
い
て
朝
廷
と
連
絡
を
絶
ち
、
お
の
お
の
一
方
 
に
独
立
し
た
」
 

-
3
-
1
 
 

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
 人
 
（
中
央
 
）
も
境
 
ハ
 
片
 
4
 
へ
い
ふ
ん
 

迫
辺
 

も
 否
定
さ
れ
た
境
界
で
あ
る
。
臨
済
に
 ょ
 れ
ば
、
人
と
 し
て
の
中
央
も
境
と
し
て
の
井
狩
両
州
も
両
否
定
さ
れ
 
た
 境
涯
で
あ
る
 

0
 人
も
境
も
共
に
奪
わ
な
い
「
人
境
 倶
 本
尊
」
は
、
「
 国
 王
は
宮
殿
の
高
み
く
ら
に
お
坐
り
に
な
り
、
田
夫
 
野
 老
は
太
平
の
世
 

す
る
」
 

-
4
-
1
 
 

と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 人
 
（
国
王
）
 
と
境
 
（
人
民
Ⅱ
田
夫
野
老
）
と
の
 両
 肯
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
 こ
こ
で
は
、
 臨
 

れ
ば
、
国
王
は
高
御
座
に
坐
し
、
人
民
は
太
平
の
世
を
 
声
を
揃
え
て
ほ
め
た
た
え
て
お
り
、
人
も
境
も
あ
る
が
 
ま
ま
に
し
て
あ
 

姿
の
内
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
臨
済
の
四
料
簡
が
物
語
っ
て
い
る
四
つ
 
の
 境
涯
は
 、
 先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
が
四
種
類
 
に
 分
類
さ
れ
 

プ
ロ
セ
ス
 

役
立
つ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
各
人
が
各
 
様
に
生
き
る
過
程
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
に
生
き
る
生
き
様
 
0
 匹
様
の
姿
 と
 

る
 。
世
の
中
で
は
一
般
的
に
は
下
根
の
修
行
者
た
ち
と
 
名
 づ
け
ら
れ
よ
う
と
も
、
彼
ら
に
は
右
に
挙
げ
た
四
つ
 
の
 境
涯
が
す
べ
 

と
え
現
勢
 態
 に
お
い
て
で
は
な
い
と
し
て
も
、
潜
勢
的
 に
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
り
 
、
ま
た
逆
に
 、
 ど て も る る 済 を 。 両 州 一 て   
ん   言 の べ に 誼 量 刑 と 切 人 人 
な た え に き よ 歌 後 ） が は に 平 

の 一 境 
一 面 涯 
幅 の で 
の お あ 
湯 花 る 

景 畑   
に に 人 
溶 絹 は 
け 糸 消 
込 の 滅 
み よ し 
切 う 切 
っ に っ 

て 、 て 
い 現 境 
る 実 の 
境 に 世 
涯 は 界 
で あ の 
あ り み 
る 得 が 

。 な 妥 

い 当 す 
白 る 
髪 境 
を 涯 
た で 
れ る 
下 る げ 
て 臨 
い 済 
る @ こ 

み よ 
ど れ 
D  @ ま 

児 。   
が お 

ぃ てや だ 
  か 

森 な 
綴 音 
万 の 
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の ざ 
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が 輝 
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-
 
巧
一
 

こ
と
も
あ
り
得
る
。
何
故
な
ら
ば
私
た
ち
の
各
個
は
 、
 生
き
て
い
る
限
り
は
無
論
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
 の
 コ
ル
ベ
神
父
の
場
ム
ロ
 

柑
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
、
第
四
段
階
に
お
い
て
も
 
、
各
人
に
は
 四
 料
簡
の
第
一
、
第
二
の
段
階
が
現
勢
的
 
に
露
 お
と
な
っ
て
く
る
 

上
根
と
か
 超
 格
の
修
行
者
た
ち
と
見
な
さ
れ
よ
う
と
も
 、
 彼
ら
も
ま
た
人
間
で
あ
る
限
り
限
界
状
況
に
お
い
て
 
は
 彼
ら
に
も
ま
た
 四
 

の
 境
涯
が
下
根
や
中
根
の
境
涯
は
た
と
え
現
勢
 
態
 と
し
て
は
 顕
わ
 と
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
潜
勢
 態 と
し
て
は
隠
蔽
さ
れ
 

い
 る
と
理
解
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
て
、
以
上
の
臨
済
の
四
料
簡
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
 境
 と
人
の
様
々
の
境
涯
を
日
々
生
き
る
私
た
ち
の
一
人
 
ひ
と
り
は
、
境
と
 

が
 共
に
消
失
す
る
第
三
段
階
二
人
境
 倶
奪
 と
や
 境
 と
 人
が
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
同
時
に
あ
る
べ
き
姿
で
 

生
き
ら
れ
る
第
四
段
 

宍
人
境
 倶
 本
尊
」
）
の
境
涯
に
深
ま
り
、
広
が
る
よ
う
 に
と
自
覚
的
に
生
き
る
こ
と
を
ど
こ
迄
も
努
め
、
究
極
 
的
に
は
そ
の
境
涯
 

 
 

お
の
ず
か
 

自
ら
 然
か
 成
る
と
い
う
仕
方
で
成
就
す
る
よ
う
な
 遊
 戯
の
境
涯
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
揚
げ
る
 
こ
と
に
な
る
。
た
と
 

単
な
る
理
想
に
終
わ
る
と
し
て
も
で
あ
る
。
理
念
的
な
 
理
想
が
な
い
場
合
に
は
、
人
間
の
各
個
は
ど
こ
迄
も
 
堕
落
し
得
る
か
ら
で
 

る
 。
勿
論
、
禅
僧
で
歌
人
で
あ
っ
た
良
寛
二
七
五
八
 
｜
 一
八
三
一
）
や
俳
人
の
小
林
一
茶
二
七
六
三
 ｜
 一
八
二
七
 ）
の
よ
う
な
例
外
者
 

ち
は
存
在
す
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
 

大
き
く
分
け
れ
ば
 四
 料
簡
に
お
い
て
の
よ
う
に
四
つ
に
 分
け
る
こ
と
も
で
き
る
境
涯
で
は
、
各
個
人
は
、
あ
ら
 
め
 る
レ
ベ
ル
 
や
次
 

で
の
二
元
性
や
両
極
性
を
様
々
の
仕
方
で
生
き
る
。
 
し
 か
し
、
第
三
の
「
人
境
侵
奪
」
で
は
二
元
性
や
両
極
 
性
は
消
失
し
、
第
四
 

 
 

「
人
境
 倶
 本
尊
」
で
は
二
元
性
や
対
極
性
は
そ
の
ま
ま
 
に
 二
元
性
、
対
極
性
で
あ
り
乍
ら
、
そ
れ
ら
が
自
ら
 然
 か
 成
る
仕
方
で
超
え
 ら の 元 た る ぇ が 隅 入 て つ 



く
 人
間
の
個
の
実
体
的
な
「
自
我
」
と
し
て
の
あ
り
方
 と
 、
第
二
に
「
自
我
」
に
破
れ
て
す
べ
て
の
人
に
実
存
 
的
に
通
底
す
る
不
安
や
 

「
実
存
」
と
 し
て
の
あ
り
方
と
、
第
三
に
不
安
や
絶
望
あ
る
い
は
 
退
 屈
 に
生
き
る
「
実
存
」
 

の
あ
り
方
に
対
し
て
も
開
き
直
っ
て
、
人
間
の
個
の
自
 我
や
実
存
と
し
て
の
生
き
方
か
ら
弱
さ
の
故
に
逃
避
 
し
 て
 受
動
的
に
、
あ
る
い
 

は
 能
動
的
に
、
実
体
的
な
自
我
や
不
安
、
絶
望
等
々
に
 
悪
魔
的
に
反
抗
し
て
「
虚
無
」
に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
 
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
生
き
方
 

と
 、
第
四
に
 、
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
的
生
き
方
か
ら
虚
無
に
対
 し
て
、
弱
さ
の
故
に
逃
避
的
に
、
あ
る
い
は
強
さ
故
に
 
悪
魔
的
に
反
抗
し
て
 底
 

な
き
 店
 へ
と
 ビ
こ
 迄
も
沈
み
、
堕
落
し
て
行
く
が
、
 し
 か
し
こ
れ
を
逆
の
方
向
か
ら
見
れ
 ば
、
 真
の
自
己
に
 目
 覚
め
る
直
前
に
あ
る
と
 

も
 言
え
る
「
虚
無
的
 個
 」
と
の
間
を
 、
 往
き
 三
 戻
り
つ
 す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
段
階
の
間
を
 
さ
す
ら
 ぅ
 個
の
あ
り
方
 

を
 円
で
示
せ
 は
 、
自
我
は
一
段
一
段
と
上
昇
し
つ
つ
「
 自
我
」
の
あ
り
方
を
高
め
、
遂
に
は
出
発
点
か
ら
 
九
 0
 度
の
高
み
に
あ
る
円
周
 

上
 ま
で
登
り
つ
め
る
。
し
か
し
そ
の
間
に
自
ら
に
 露
わ
 と
な
っ
て
く
る
実
存
的
な
不
安
、
絶
望
あ
る
い
は
退
屈
 
に
よ
っ
て
 、
 閉
じ
ら
れ
 

た
 自
我
は
破
れ
、
出
発
点
と
は
丁
度
反
対
側
の
、
つ
ま
 
り
 出
発
点
の
位
置
か
ら
一
八
 0
 度
 隔
た
っ
た
円
周
上
の
 実
存
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
 

自
我
は
落
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
腕
白
 
的
存
 在
 と
し
て
他
者
に
開
か
れ
、
一
切
の
他
 已
 に
通
底
す
る
 実
存
は
、
不
安
や
絶
望
 

等
 が
深
ま
っ
て
遂
に
は
「
虚
無
」
に
陥
る
。
「
虚
無
」
と
 は
 、
今
迄
は
神
や
仏
が
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
 
い
た
座
が
全
く
空
虚
 と
 

な
り
、
人
間
の
個
は
生
き
る
意
味
、
意
義
、
目
的
あ
る
 
い
は
価
値
を
失
い
、
た
だ
虚
脱
状
態
で
生
き
る
境
涯
で
 あ
る
。
こ
こ
は
、
先
の
 

出
発
点
か
ら
二
セ
 0
 度
 隔
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
虚
無
 一
に
生
き
る
個
は
、
「
虚
無
的
 
個
 」
と
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
 の
 言
う
虚
無
を
受
動
的
 

に
 背
負
う
い
わ
 ぼ
 弱
さ
、
逃
避
の
受
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
 か
 、
あ
る
い
 は
 こ
れ
と
は
逆
の
タ
イ
プ
の
強
さ
や
反
抗
 に
よ
っ
て
虚
無
に
徹
し
 

て
 生
き
抜
こ
 う
 と
す
る
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
。
 出
発
点
か
ら
見
る
と
、
ニ
セ
 0
 度
か
ら
三
六
 0
 度
の
寸
 前
ま
で
虚
無
的
 個
は
底
 

な
き
底
で
あ
る
奈
落
に
沈
み
に
沈
み
抜
い
て
行
く
。
 
そ
 し
て
、
出
発
点
か
ら
進
ん
で
三
六
 0
 度
の
紙
一
重
 前
ま
 で
 行
っ
た
時
に
は
、
 そ
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い
う
 生
き
様
で
各
人
は
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
途
中
（
修
行
中
）
に
あ
り
な
が
 
ら
 、
家
令
（
悟
り
、
 あ
 

る
い
は
真
の
自
己
の
自
覚
）
を
離
れ
ず
に
、
し
か
も
 常
 に
 同
時
に
 、
 悟
り
だ
と
か
自
覚
だ
と
か
と
語
ら
ず
、
 
ま
 た
 修
行
と
か
と
も
語
ら
 

ず
に
、
事
の
世
界
と
理
の
世
界
と
の
根
源
か
ら
、
ま
た
 
正
客
の
分
離
以
前
の
そ
れ
ら
の
 い
 わ
 ぼ
 根
源
か
ら
、
 生
 活
の
中
で
た
だ
ひ
た
す
 

ら
 
「
真
剣
に
」
、
し
か
も
同
時
に
「
遊
戯
」
ゆ
 

げ
 
の
境
涯
で
、
 各
人
は
生
き
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
 
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
 生
 

活
の
宗
教
と
し
て
の
仏
教
」
の
あ
り
方
は
、
 
四
 料
簡
に
 お
い
て
の
よ
う
に
、
 四
 様
の
中
で
実
現
さ
れ
る
。
し
か
 し
 、
そ
れ
ら
の
各
次
元
 

は
 、
後
述
の
よ
う
に
、
根
源
的
い
の
ち
の
働
き
と
し
て
 
の
霊
性
下
 世
界
の
自
覚
）
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
。
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な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
臨
済
の
別
の
舌
口
葉
を
借
り
れ
 
ぼ
 、
「
途
中
に
在
っ
て
 
家
 舎
を
離
れ
ず
、
 
家
 舎
を
離
れ
 て
 途
中
に
在
ら
ず
」
と
 

ね
 、
か
っ
こ
の
自
覚
が
深
め
ら
れ
、
広
め
ら
れ
て
、
 生
 活
の
中
で
突
き
付
け
ら
れ
て
く
る
現
実
の
い
わ
ば
水
平
 
次
元
で
 

ひ
ら
め
 

未
知
の
問
題
に
対
し
て
も
、
予
感
や
閃
き
に
よ
っ
て
 
解
 決
を
見
出
す
可
能
性
を
徐
々
に
高
め
て
行
く
こ
と
が
で
 
き
る
と
 

る
 。
し
か
し
、
人
間
は
全
知
で
も
全
能
で
も
な
く
、
 
ま
 た
 単
に
普
遍
で
も
永
遠
で
も
不
変
で
も
な
 
い
 の
で
、
 各
 何
 が
こ
 

い
る
限
り
、
各
個
の
動
き
は
無
論
終
了
す
る
こ
と
も
な
 け
れ
ば
、
完
成
す
る
こ
と
も
な
い
。
 

は
 上
の
論
究
か
ら
、
 
四
 料
簡
の
各
段
階
の
実
現
、
成
就
 の
た
め
に
は
、
各
個
は
一
生
涯
修
行
の
生
活
を
送
っ
て
 行
か
 

の
ど
の
よ
う
な
 

い
う
こ
と
で
あ
 

の
世
に
生
き
て
 

な
け
れ
ば
な
ら
 

0
 個
は
、
な
る
 程
 出
発
点
 

は
真
の
自
己
に
覚
す
る
。
 

っ
 た
と
こ
ろ
で
真
の
自
己
 

に
生
き
て
い
る
限
り
無
限
 

個
が
 自
我
、
実
存
、
虚
無
 か

ら
は
最
も
遠
く
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
残
さ
 
れ
た
一
歩
を
進
み
切
っ
た
時
に
は
、
「
虚
無
的
 個
 」
 

つ
ま
り
、
三
六
 0
 度
 進
ん
で
、
出
発
点
か
ら
一
周
 し
、
 出
発
点
か
ら
最
も
遠
く
隔
た
っ
て
元
の
出
発
点
に
戻
 

に
 覚
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
動
き
は
、
一
周
 
で
 終
わ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
動
き
は
、
個
が
こ
の
世
 

に
 続
く
。
し
か
し
、
こ
の
動
き
の
一
周
 目
 と
そ
の
後
の
 動
き
と
の
間
に
は
相
違
は
あ
る
。
そ
の
相
違
と
は
、
 

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
 

そ
し
て
虚
無
的
個
の
間
を
力
動
的
に
動
く
動
き
が
、
 
こ
 の
 動
き
を
何
周
も
す
る
内
に
個
に
少
し
ず
つ
自
覚
 
さ
 



て
 考
察
を
進
め
て
み
る
と
、
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
 
理
 解
さ
れ
た
イ
ェ
ス
は
 四
 料
簡
の
「
尊
大
下
 奪
境
 」
に
お
 け
る
客
観
そ
の
も
の
に
 

対
応
す
る
と
理
解
さ
れ
得
る
。
ま
た
、
イ
ェ
ス
が
神
の
 
ひ
と
り
子
で
あ
り
、
人
々
の
 墳
罪
 の
た
め
に
こ
の
世
に
 遣
わ
さ
れ
て
神
の
「
 自
 

キ
リ
ス
 
@
 

一
 
㎎
 -
 

己
 窒
化
」
を
成
就
し
た
救
世
主
で
あ
る
と
人
々
に
よ
っ
 
て
 信
仰
さ
れ
る
場
合
の
キ
リ
ス
ト
は
 、
 先
の
四
料
簡
の
 
「
 
奪
境
 本
尊
人
」
の
 臨
 

済
の
説
明
に
出
て
く
る
国
王
に
対
応
す
る
と
理
解
さ
れ
 
得
る
。
更
に
 、
 先
の
「
私
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
   

語
る
道
と
し
て
各
個
人
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
イ
エ
ス
 
は
、
 先
の
四
料
簡
の
「
人
境
 倶
奪
 」
に
対
応
す
る
。
 と
 い
う
の
も
、
イ
エ
ス
の
 

生
き
た
生
涯
を
各
々
の
キ
リ
ス
卜
者
が
自
ら
の
歩
む
生
 
涯
の
道
と
し
て
生
き
、
た
と
え
他
の
百
万
人
が
別
の
生
 
き
 方
を
し
よ
う
と
も
、
 

道
 と
し
て
の
イ
ェ
ス
の
生
き
た
道
を
我
が
歩
む
べ
き
 道
 と
し
て
た
だ
ひ
と
り
で
イ
ェ
ス
の
道
で
あ
る
の
み
で
は
 
な
く
各
キ
リ
ス
卜
者
の
 

自
ら
の
道
で
も
あ
る
道
を
歩
み
続
け
る
境
涯
は
正
に
 
、
 「
人
境
侵
奪
」
の
境
涯
に
対
応
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 最
 後
に
 、
 自
ら
を
 道
 と
し
 

て
だ
け
で
は
な
く
、
真
理
で
あ
り
、
 
い
 の
ち
で
あ
る
と
 す
る
イ
エ
ス
の
あ
り
方
は
、
臨
済
の
四
料
簡
の
「
 
人
 境
倶
 本
尊
」
に
対
応
す
 

る
 。
イ
ェ
ス
が
自
ら
を
「
真
理
」
で
あ
る
と
言
う
側
面
 
は
 、
実
在
の
世
界
で
あ
る
「
根
源
的
 
い
 の
ち
」
の
世
界
 を
 抽
象
的
に
表
現
し
た
 

理
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ェ
ス
が
「
い
の
 
ち
 」
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
、
イ
ェ
ス
は
事
実
の
事
の
 
世
界
で
捉
え
ら
れ
て
い
 

る
 。
が
、
イ
エ
ス
は
自
ら
を
理
と
事
の
両
側
面
を
一
に
 
表
現
し
、
同
時
に
理
と
事
の
両
次
元
を
大
き
く
超
え
て
 
生
き
て
い
た
。
従
っ
て
 

そ
こ
で
は
、
理
の
次
元
の
特
徴
と
し
て
の
「
 聖
 」
と
 現
 実
の
日
常
生
活
の
中
で
の
「
 俗
 」
と
の
区
別
を
 、
 延
い
 て
は
一
切
の
二
元
性
、
 

両
極
性
を
も
底
に
超
え
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
仏
教
の
臨
済
に
よ
る
 四
 料
簡
と
キ
リ
 ス
ト
教
の
イ
ェ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
特
徴
づ
け
を
 
比
較
、
対
応
さ
せ
て
 

  

  

2
 
 キ
リ
ス
ト
教
で
の
二
元
性
・
両
極
性
の
問
題
 

 
 

イ
ェ
ス
は
「
わ
た
し
は
道
で
あ
り
、
真
理
で
あ
り
、
 
ぃ
 の
 ち
で
あ
る
」
 

-
a
-
l
 
 

と
舌
口
 
う
 。
こ
れ
を
先
の
臨
済
の
四
料
簡
 
と
 比
較
、
対
応
さ
せ
 

2
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面
は
先
に
挙
げ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
 
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
聖
書
に
よ
っ
て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
 る
 。
例
え
ば
、
新
約
聖
 

 
 

嘗
め
 
ロ
マ
 書
 一
章
二
 0
 節
の
パ
ウ
ロ
の
言
葉
は
、
自
然
 神
学
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
は
神
 1
 人
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
 啓
示
を
通
し
て
の
み
成
り
立
っ
の
か
、
そ
れ
と
も
理
性
 
や
 
一
般
啓
示
に
基
づ
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考
察
し
て
み
る
と
、
両
者
で
の
用
語
は
相
違
し
て
い
る
 
も
の
の
、
二
元
性
や
両
極
性
に
考
察
の
焦
点
を
合
わ
せ
 
た
場
合
に
は
、
内
容
的
 

に
 対
応
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
察
で
 露
わ
と
な
 る
 両
者
の
相
違
は
、
 四
 料
簡
で
は
「
 人
 」
と
「
 境
 」
と
 の
 関
係
の
仕
方
で
各
個
 

人
の
境
涯
が
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
イ
エ
 
ス
 で
は
歴
史
上
の
イ
ェ
ス
な
い
し
は
信
仰
上
の
出
会
い
 
の
 キ
リ
ス
ト
が
中
心
に
 

据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
 
は
 、
仏
教
と
は
相
違
し
て
、
三
位
一
体
読
に
お
け
る
 
聖
 霊
が
 、
 父
と
子
に
並
ん
 

で
 存
す
る
。
前
者
の
イ
ェ
ス
 と
 キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
 、
小
論
で
は
人
格
性
と
非
人
格
性
に
ま
つ
わ
る
二
元
性
 
、
両
極
性
の
問
題
と
な
 

る
 。
後
者
は
、
仏
教
で
は
人
間
の
各
個
の
自
性
と
仏
性
 
と
が
一
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
無
性
で
あ
る
と
い
う
 
場
 合
の
無
性
が
「
根
源
的
 

い
の
ち
」
と
理
解
さ
れ
得
る
の
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
 
で
の
聖
霊
は
神
の
働
き
と
理
解
さ
れ
る
点
で
、
両
者
 
間
の
相
違
が
 露
わ
と
な
 

る
 。
 

そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
人
格
性
と
非
人
格
性
の
二
 
元
性
 は
ど
の
よ
う
に
超
え
ら
れ
、
次
い
で
、
キ
リ
ス
ト
 教
 で
の
聖
霊
 は
 仏
教
 

で
の
無
性
と
し
て
の
「
根
源
的
い
の
ち
」
と
ど
の
よ
う
 
に
 関
係
し
て
い
る
か
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
 。
こ
れ
ら
 二
 側
面
か
ら
 

の
 キ
リ
ス
ト
教
の
究
明
に
よ
っ
て
、
万
人
に
開
か
れ
た
 
キ
リ
ス
ト
教
が
 露
 わ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

3
 
 「
非
人
格
性
」
と
「
根
源
的
い
の
ち
」
 

先
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
で
の
人
格
性
と
非
人
格
性
と
二
元
 
性
の
超
克
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
 
は
 イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
 

ト
を
 仲
介
者
と
す
る
啓
示
神
学
に
よ
っ
て
の
み
成
り
立
 
つ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
然
神
学
に
よ
っ
て
も
成
り
 立
っ
て
い
る
。
こ
の
 例
 



く
 自
然
神
学
を
も
認
め
る
の
か
が
、
小
論
の
こ
こ
で
の
 第
一
の
問
題
と
な
る
。
イ
ェ
ス
の
誕
生
以
来
約
二
千
年
 
を
 経
て
き
た
キ
リ
ス
ト
 

数
 は
、
こ
こ
で
は
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
 神
 1
 人
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
啓
示
と
、
人
間
の
理
 
性
 を
も
含
め
た
い
わ
ば
 

下
か
ら
の
自
然
と
の
両
方
向
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
 
ゐ
示
 
教
 と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

伝
統
的
な
正
統
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
一
面
で
は
、
神
の
 
ひ
と
り
子
で
あ
る
 神
 1
 人
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
 絶
対
の
人
格
に
よ
っ
 

て
 成
り
立
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
を
振
り
返
っ
 
て
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
、
キ
リ
ス
ト
 
数
 は
、
啓
蒙
主
義
者
の
 

レ
ッ
シ
ン
グ
の
語
る
よ
う
に
、
人
間
の
理
性
や
自
然
の
 本
性
に
も
同
時
に
根
付
い
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
 
と
も
可
能
で
あ
る
。
 イ
 

エ
ス
は
、
ヨ
ハ
ネ
伝
五
・
三
 0
 、
一
二
・
五
 0
 、
コ
リ
 ン
ト
前
書
一
五
・
二
八
で
自
ら
の
無
力
を
語
り
、
自
ら
 
の
 意
志
に
よ
っ
て
で
は
 

な
く
、
父
で
あ
る
神
の
御
心
を
行
う
の
み
で
あ
る
こ
と
 
を
 述
べ
て
い
る
。
神
で
あ
り
同
時
に
人
間
で
あ
る
 
神
，
 人
 イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 

の
 絶
対
的
な
人
格
が
キ
リ
ス
ト
教
の
究
極
的
、
絶
対
的
 
条
件
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
 
ば
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
 

い
て
も
人
格
性
と
非
人
格
性
の
二
元
性
、
両
極
性
は
超
 え
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
人
格
性
と
は
周
知
の
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
 
シ
ア
 の
世
界
で
は
演
劇
で
登
場
人
物
が
各
 役
 ご
と
に
っ
 け
て
い
た
仮
面
を
 、
 

ま
た
ラ
テ
ン
の
古
代
社
会
で
は
社
会
の
一
員
と
し
て
 
法
 佳
士
責
任
を
持
て
る
成
人
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
源
で
 
は
 意
味
し
て
い
る
。
 ま
 

た
 、
人
格
概
念
は
、
カ
ン
ト
以
来
の
人
格
概
念
と
し
て
 
、
他
者
の
手
段
や
道
具
の
み
に
尽
き
果
て
る
こ
と
の
で
 
き
な
い
、
目
的
自
体
と
 

し
て
の
人
間
の
 い
 の
ち
の
尊
厳
性
の
意
味
内
容
を
欠
か
 す
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

ま
た
他
方
の
、
非
人
格
性
と
は
、
他
物
に
よ
っ
て
代
替
 可
能
で
、
意
志
や
人
格
性
や
目
的
性
を
持
た
な
い
、
 
機
 概
 論
的
な
世
界
の
特
 

徴
 で
あ
る
。
非
人
格
性
の
世
界
と
は
、
自
ら
以
外
の
 
一
 切
を
外
面
化
、
対
象
化
、
抽
象
化
、
合
理
化
、
記
号
化
 
し
て
把
握
し
ょ
う
と
す
 

る
 世
界
で
あ
り
、
 M
.
 ブ
ー
・
Ⅹ
 

ノ
 一
 
ー
 
l
-
2
 

一
一
八
七
八
 
｜
 一
九
六
 
ト
 芭
の
舌
口
葉
を
借
り
れ
ば
、
各
個
人
が
一
切
の
も
の
と
 
第
三
人
称
的
な
関
係
で
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生
き
よ
う
と
す
る
世
界
で
あ
る
。
 

さ
て
、
 

S
.
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
二
八
一
三
 
｜
 一
八
五
五
 -
 が
 、
新
約
聖
書
の
マ
タ
イ
伝
六
・
二
六
、
二
八
の
空
 
の
 鳥
や
野
の
花
を
挙
 

げ
て
、
人
間
は
そ
の
生
き
万
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
し
 
、
人
間
と
花
鳥
等
の
自
然
と
の
唯
一
の
相
違
点
を
罪
責
 
識
 の
問
題
の
み
に
帰
し
 

て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
人
格
性
と
非
人
格
 性
を
超
え
た
次
元
で
の
、
非
人
格
性
と
の
対
立
を
超
え
 
た
 人
格
性
、
つ
ま
り
 人
 

格
 性
と
非
人
格
性
と
の
根
源
で
あ
る
よ
う
な
次
元
が
開
 
か
れ
て
い
る
。
 

人
格
性
と
非
人
格
性
の
根
源
で
あ
る
よ
う
な
次
元
は
 
、
 人
格
性
と
非
人
格
性
と
が
対
立
す
る
次
元
で
の
人
格
性
 
よ
り
は
遥
か
に
人
格
 

的
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
人
格
性
と
非
人
格
性
が
対
立
 
す
る
次
元
で
の
非
人
格
性
よ
り
も
遥
か
に
非
人
格
的
で
 
あ
る
。
両
者
が
対
立
し
 

て
い
る
次
元
で
の
人
格
性
よ
り
も
遥
か
に
人
格
的
で
あ
 る
 次
元
と
は
、
非
人
格
的
な
次
元
を
も
人
格
化
し
、
 
例
 え
ば
机
や
茶
碗
の
 よ
う
 

な
 、
一
般
的
に
は
第
三
人
称
的
な
物
の
世
界
と
見
な
さ
 
れ
る
も
の
ま
で
を
も
一
人
称
の
「
私
」
に
と
っ
て
の
 
二
 人
称
的
な
「
 汝
 」
と
し
 

て
 自
ら
と
交
わ
る
次
元
で
あ
る
。
ま
た
、
人
格
性
と
非
 
人
格
性
と
が
対
立
し
て
い
る
次
元
で
の
非
人
格
性
よ
り
 
も
 遥
か
に
非
人
格
的
で
 

あ
る
次
元
と
は
、
森
羅
万
象
の
一
々
の
も
の
に
、
各
個
 
が
そ
の
一
々
の
も
の
に
な
り
切
っ
た
西
田
哲
学
の
 用
語
で
言
え
ば
「
 物
と
 

な
っ
て
考
え
物
と
な
っ
て
行
う
」
次
元
で
あ
る
。
 前
者
は
我
も
も
の
も
同
時
に
、
い
わ
ば
二
人
称
で
関
係
 
す
る
次
元
で
あ
る
。
 

こ
 

か
の
よ
う
な
次
元
が
、
も
し
 神
 1
 人
イ
ェ
ス
・
キ
リ
 ス
ト
が
絶
対
化
さ
れ
な
い
場
合
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
も
 
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
 

出
 

お
の
す
か
し
か
 

 
 

は
 、
人
間
の
理
性
の
立
場
や
自
然
の
自
ら
然
る
あ
り
方
 
を
 排
除
し
、
 
神
 1
 人
イ
ェ
ス
・
 

キ
リ
ス
ト
を
他
の
諸
宗
教
の
頂
点
に
据
え
て
、
 他
 の
 諸
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
多
元
的
あ
り
方
や
相
補
 
的
 関
係
を
認
め
な
い
、
い
わ
 

 
 キ

は
 キ
リ
ス
ト
教
だ
け
を
諸
宗
教
の
中
で
の
絶
対
の
 中
心
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
 
、
 ど
の
よ
う
な
宗
教
も
、
諸
宗
 

 
 

磁
数
 間に
あ
っ
て
は
、
絶
対
の
中
心
で
あ
る
だ
け
で
 
は
な
く
、
常
に
同
時
に
諸
宗
教
間
に
お
け
る
一
宗
教
で
 し
か
あ
り
得
な
い
周
辺
的
な
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キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
 読
 よ
り
は
、
む
し
ろ
 父
 、
子
 、
聖
霊
の
機
能
に
生
き
る
三
位
一
体
の
神
と
こ
の
神
 
の
 根
拠
 
丁
 深
淵
Ⅱ
中
す
 

一
 
㌍
 一
 

g
r
u
 
コ
 ③
と
し
て
の
神
と
の
一
体
性
を
見
る
四
位
一
体
 
論
 
6
%
 
（
の
Ⅱ
日
什
 

韓
 ）
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
 
と
 理
解
さ
れ
る
こ
と
も
 

可
能
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
の
、
三
位
一
体
の
神
と
 
こ
の
神
の
根
拠
と
し
て
の
神
（
性
）
と
の
一
体
性
と
い
う
 
理
解
で
の
四
位
一
体
 読
 

を
、
 彼
の
著
者
「
組
織
神
学
 ロ
の
 全
三
巻
か
ら
そ
の
 ょ
 う
 に
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
 
お
い
て
筆
者
が
二
 0
0
 

二
年
五
月
 l
 六
月
に
開
催
さ
れ
た
第
九
回
国
際
 P
.
 テ
 ィ
 リ
ッ
ヒ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
演
で
試
論
し
た
。
し
か
 
し
 筆
者
自
身
は
、
キ
リ
 

ス
ト
教
の
三
位
一
体
の
神
の
根
拠
（
こ
の
根
拠
は
深
淵
 の
 意
味
で
あ
る
の
で
「
根
拠
な
き
根
拠
」
で
あ
る
）
を
 
、
「
根
源
的
い
の
ち
」
 、
 

し
か
も
人
格
性
と
非
人
格
性
の
根
源
の
次
元
で
の
「
 根
 源
的
 い
の
ち
」
と
理
解
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
 に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
 

三
位
一
体
 読
 に
お
け
る
聖
霊
は
、
「
根
源
的
い
の
ち
」
 

の
 経
験
が
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
用
語
に
よ
っ
て
表
現
し
 
直
さ
れ
た
一
表
現
 と
理
 

も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
 
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
も
し
 神
 1
 人
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
 ト
を
 絶
対
化
し
て
他
の
 

諸
宗
教
に
も
こ
れ
を
押
し
付
け
、
か
つ
キ
リ
ス
ト
者
で
 
あ
る
こ
と
の
絶
対
条
件
と
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
 
は
 
「
生
活
の
宗
教
」
と
 

は
な
り
得
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
 、
諸
 宗
教
間
で
常
に
宗
教
戦
争
を
惹
起
し
、
キ
リ
ス
ト
教
 
だ
 け
を
絶
対
視
し
て
他
の
 

宗
教
を
そ
れ
以
下
の
も
の
、
周
辺
的
な
も
の
と
見
な
す
 
、
む
し
ろ
好
戦
的
で
偏
狭
な
、
普
遍
（
世
界
）
宗
教
 
0
 名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
 

い
 、
い
わ
ば
特
殊
な
宗
教
に
 墜
 す
こ
と
に
な
る
。
 

次
に
第
二
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
 読
 に
お
け
る
 
「
聖
霊
」
と
「
根
源
的
い
の
ち
」
と
の
関
係
が
究
明
さ
 れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
聖
霊
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
西
方
教
会
で
は
一
般
的
 
に
は
、
父
で
あ
る
神
と
そ
の
子
で
あ
る
神
か
ら
 
宙
ぎ
 
4
 目
色
発
出
し
た
と
 理
 

解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
東
方
教
会
で
は
 
父
 な
る
 神
か
 ら
だ
け
聖
霊
は
発
出
し
た
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
 
ま
 た
 西
方
教
会
の
中
に
も
 

-
2
 
一
 

父
 な
る
神
か
ら
だ
け
発
出
し
た
と
理
解
す
る
、
例
え
ば
 
P
.
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
よ
う
な
神
学
者
も
い
る
。
ま
た
 
P
.
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 、
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ィム教と キリスト教 と の 出会い 

「
 
聖
と
俗
 」
や
「
人
格
性
と
非
人
格
性
」
等
の
あ
ら
ゆ
 る
 二
元
性
や
両
極
性
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
「
生
活
の
宗
 
教
 」
が
実
現
さ
れ
る
 

と
 考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
「
根
源
的
い
の
ち
」
 
の
 経
験
が
そ
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
、
こ
こ
ま
で
は
本
小
 
論
 の
一
つ
の
仮
設
と
し
 

て
 前
提
し
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
章
で
は
、
こ
の
 
仮
設
が
何
故
成
り
立
っ
の
か
を
先
ず
明
ら
か
に
し
て
お
 
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

先
ず
そ
こ
で
、
そ
の
根
拠
を
先
取
り
し
て
述
べ
て
お
く
 
と
 、
「
根
源
的
い
の
ち
」
の
前
提
は
、
こ
れ
が
経
験
さ
 れ
な
い
限
り
は
、
 個
 

に
お
い
て
は
真
の
「
自
己
」
が
覚
す
る
こ
と
が
な
く
、
 
ま
た
真
の
自
己
が
 覚
 さ
な
け
れ
 ば
 真
の
世
界
が
覚
す
る
 こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
 

る
 。
自
覚
す
の
 -
H
.
 

り
ミ
 
が
Ⅰ
の
 

コ
 の
の
の
、
の
の
子
㏄
（
。
ゆ
の
 

目
 ㏄
 ア
 Ⅱ
 
ヨ
 ③
 
は
 、
西
田
哲
学
の
基
礎
に
も
な
っ
て
い
て
、
西
田
で
 
も
 自
覚
は
自
己
の
自
覚
 

と
 世
界
の
自
覚
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
に
、
 
自
 己
の
自
覚
と
世
界
の
自
覚
か
ら
一
に
成
り
立
っ
て
い
る
 
時
に
、
「
生
活
の
宗
教
」
 

が
 成
り
立
っ
。
と
い
う
の
も
、
真
の
自
己
が
覚
す
る
 
場
 合
 に
は
、
森
羅
万
象
の
各
々
の
個
は
 、
 個
の
形
な
き
 自
 已
 に
お
い
て
通
底
し
て
 

お
り
、
し
か
も
そ
の
通
底
し
て
い
る
各
々
の
個
の
無
相
 
の
 自
己
、
 形
 な
き
自
己
は
、
社
会
の
場
に
も
世
界
の
次
 元
 に
も
通
底
し
て
い
る
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三
 
「
根
源
的
い
の
ち
」
の
経
験
 

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
一
切
の
 
宗
教
の
根
源
に
は
「
根
源
的
 
い
 の
ち
」
が
 力
 動
的
に
働
 い
て
い
て
、
 そ
 

宗
教
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
、
伝
統
あ
る
い
は
 
民
 族
 性
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
た
文
化
に
よ
っ
て
別
の
 
表
現
を
採
っ
て
 

理
解
さ
れ
て
い
る
。
 

以
上
の
論
究
即
ち
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
人
格
が
 
キ
 リ
ス
ト
教
の
成
立
の
た
め
の
絶
対
条
件
で
な
い
と
の
 
策
 一
と
 、
キ
リ
 

で
の
聖
霊
が
「
根
源
的
い
の
ち
」
の
否
定
と
し
て
 露
わ
 と
な
っ
た
後
者
の
一
表
現
形
態
で
あ
る
と
の
第
二
の
論
 
究
 に
よ
っ
て
 、
 

と
 非
人
格
性
の
両
極
性
の
根
源
が
、
「
根
源
的
い
の
ち
」
 の
 働
く
場
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
。
 

れ
が
 吝
 

く
る
と
 

ス
ト
散
 

人
格
性
 



覚
を
意
味
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
 

こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
「
根
源
 的
い
 の
ち
」
が
何
で
あ
る
か
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
  
 

1
 
 「
根
源
的
い
の
ち
」
と
「
宗
教
的
い
の
ち
」
の
 一
 

「
根
源
的
い
の
ち
」
と
は
、
自
然
の
レ
ベ
ル
と
人
間
の
 各
々
の
個
の
レ
ベ
ル
と
超
越
（
 神
 、
仏
、
空
、
絶
対
 無
 等
々
）
の
次
元
と
い
 

う
 、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
以
来
、
哲
学
の
思
索
の
事
 柄
 と
な
っ
て
き
て
い
る
三
つ
の
領
域
が
相
互
に
 紬
舶
し
 な
い
透
明
な
一
の
関
係
 

に
 存
す
る
と
き
に
働
き
と
し
て
 露
わ
 と
な
る
森
羅
万
象
 の
 根
底
で
一
切
な
一
挙
に
貫
き
生
か
す
「
根
源
的
い
の
 
ち
 」
で
あ
る
。
先
に
は
 

こ
れ
を
、
無
性
と
し
て
の
、
つ
ま
り
実
体
の
な
い
仏
性
 
で
も
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
森
羅
万
象
の
 
一
々
の
本
性
で
あ
る
 無
 

性
の
自
性
で
も
あ
る
こ
と
も
既
に
述
べ
た
。
筆
者
は
 
，
 
」
の
「
根
源
的
い
の
ち
」
き
「
幸
正
枠
に
」
れ
い
せ
 

い
 
と
名
づ
け
て
い
 
る
 。
と
い
う
の
も
、
 人
 

は
 、
自
然
と
人
間
の
レ
ベ
ル
や
超
越
の
次
元
を
そ
れ
ぞ
 れ
相
互
に
何
ら
の
雛
鶴
も
な
く
透
明
に
一
に
生
き
ら
れ
 
6
 時
に
 、
 自
ら
の
意
志
 

の
力
 に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
世
界
や
社
会
の
意
志
 や
 自
然
の
 力
 が
一
体
と
な
っ
て
働
く
こ
と
の
で
き
る
場
で
 あ
る
「
絶
対
の
無
限
の
 

開
け
」
と
し
て
の
超
越
の
次
元
で
、
自
ら
の
 力
 だ
け
で
 も
な
く
、
自
然
の
 力
 だ
け
で
も
、
絶
対
の
無
限
の
開
け
 の
力
 だ
け
で
も
な
く
、
 

む
し
ろ
こ
れ
ら
三
者
の
 力
 が
 浬
然
 一
体
と
な
っ
た
 カ
と
 

 
 

根
源
的
 い
 の
ち
の
 力
 に
 

よ
っ
て
真
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
霊
怪
 
と
は
一
切
の
二
元
性
の
根
源
に
お
い
て
、
し
か
も
自
然
 と
 人
間
と
超
越
の
次
元
 

が
 透
明
に
一
で
あ
る
と
き
に
湧
き
出
て
く
る
力
で
あ
る
 
 
 

こ
の
よ
う
な
根
源
的
い
の
ち
は
、
二
十
一
世
紀
に
は
「
 
霊
怪
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
宗
教
的
 
ぃ
 の
ち
」
と
名
づ
け
る
 

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
二
十
一
世
紀
に
お
 
い
て
は
、
宗
教
と
は
、
既
成
の
宗
教
を
意
味
す
る
だ
け
 で
は
不
十
分
で
あ
り
、
 

一
如
に
、
か
 つ
身
 
て
心
し
ん
じ
ん
一
如
に
 

働
 く
 心
の
自
覚
、
つ
ま
り
 個
的
 自
己
と
世
界
と
が
一
に
成
 り
 立
っ
て
い
る
心
の
自
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Ⅰ ム我 とキリスト教 

ら
か
の
切
っ
掛
け
で
世
の
無
常
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
 
と
 、
自
我
は
破
れ
始
め
て
、
退
屈
さ
に
耐
え
切
れ
ず
 
に
 憂
さ
晴
ら
し
を
し
た
 

り
 、
不
安
や
絶
望
に
戦
く
よ
う
な
実
存
と
し
て
の
人
間
 

お
 の
の
 

の
あ
り
方
に
開
け
て
、
森
羅
万
象
に
通
底
す
る
よ
う
な
 脱
 自
存
在
へ
と
転
換
し
 

て
 行
く
。
生
ま
れ
な
が
ら
の
「
自
我
」
は
、
他
者
に
は
 
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
自
我
の
 力
 で
成
果
を
収
め
得
る
 領
域
で
は
極
め
て
大
き
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    との出会い 

と
こ
ろ
で
、
生
命
の
レ
ベ
ル
や
い
の
ち
の
次
元
を
考
え
 
て
み
る
と
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
人
工
的
に
生
命
を
灯
し
て
 
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
 

「
物
質
的
生
命
」
 や
 、
一
切
を
生
物
の
レ
ベ
ル
で
見
る
 
「
生
物
的
生
命
」
も
あ
れ
ば
、
一
切
を
動
物
の
レ
ベ
ル
 で
 見
よ
う
と
す
る
「
 動
 

物
的
生
命
」
の
段
階
も
あ
る
。
更
に
、
一
般
的
に
は
こ
 
れ
る
の
三
段
階
の
生
命
と
は
区
別
し
て
、
こ
れ
ら
の
上
 
に
 理
性
や
精
神
性
を
加
 

え
て
の
「
精
神
的
い
の
ち
」
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。
 
そ
し
て
、
一
般
的
に
は
「
精
神
的
 い
 の
ち
」
が
他
の
一
一
 
一
つ
の
生
命
段
階
よ
り
 
高
 

い
と
見
な
さ
れ
て
、
現
実
の
生
活
で
の
食
物
連
鎖
で
は
 、
人
間
は
他
の
動
植
物
に
食
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
 
し
 か
し
、
森
羅
万
象
は
 、
 

そ
こ
で
は
自
然
と
人
間
と
超
越
の
次
元
が
透
明
な
一
に
 
あ
る
「
根
源
的
い
の
ち
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
 
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
 根
 

源
的
い
 の
ち
」
に
お
い
て
は
、
生
命
や
い
の
ち
の
間
の
 優
劣
の
差
は
な
い
。
従
っ
て
、
精
神
的
い
の
ち
の
上
に
 
更
に
、
そ
こ
で
は
一
切
 

0
 個
 的
 生
命
や
い
の
ち
の
重
み
が
等
し
い
「
宗
教
的
い
 
の
ち
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
「
 ゐ
示
 
教
 的
い
の
ち
」
の
次
元
 

が
 認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
世
は
弱
肉
強
食
の
地
 獄
 へ
と
化
し
て
行
く
 他
 な
い
。
以
上
の
論
究
か
ら
、
 様
 々
 な
 生
命
や
い
の
ち
の
 

根
源
で
あ
る
「
根
源
的
い
の
ち
」
の
次
元
と
、
最
終
の
 
「
宗
教
的
い
の
ち
」
の
次
元
と
は
、
非
連
続
の
連
続
と
 い
う
仕
方
で
一
に
連
な
 

つ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
 

2
 
 「
精
神
的
い
の
ち
」
と
「
古
本
数
的
い
の
ち
」
 

先
に
も
二
の
 1
 で
人
間
の
個
の
四
つ
の
レ
ベ
ル
で
の
 生
 き
 方
を
述
べ
た
が
、
人
間
は
生
命
力
に
満
ち
た
若
い
内
 
は
 生
ま
れ
な
が
ら
の
 

「
自
我
」
に
力
一
杯
に
生
き
て
、
学
問
、
文
学
、
ス
ポ
 ｜
ツ
 、
芸
術
等
々
の
自
ら
の
能
力
の
あ
る
分
野
に
違
 
進
 し
て
行
く
。
し
か
し
 何
 



や
 慈
悲
に
よ
る
裏
打
ち
で
あ
る
。
こ
の
裏
打
ち
が
な
け
 
れ
ば
、
自
我
の
心
は
他
者
へ
と
開
か
れ
る
こ
と
は
で
き
 ず
 、
ま
た
自
我
の
能
力
 

を
こ
の
世
の
平
和
や
安
寧
の
た
め
に
捧
げ
る
こ
と
も
で
 
き
な
い
。
 

し
か
し
、
「
自
我
」
か
ら
「
実
存
」
へ
と
開
け
た
自
我
 は
、
 例
え
ば
 キ
ュ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
的
に
言
え
ば
、
非
存
 
在
 と
し
て
の
相
対
的
 

「
鉱
一
」
 

に
 対
す
る
不
安
 
種
々
の
不
安
入
 

-
4
-
2
 
 

力
ら
 、
、
 へ
と
ズ
ル
ズ
 ル
と
 引
き
込
ま
れ
て
行
く
。
ま
た
 P
.
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
的
 

に
 言
え
ば
、
存
在
的
 不
 

 
 

安
、
 

か
っ
た
り
、
受
け
止
め
損
な
っ
た
り
し
て
、
神
経
症
 
や
 心
身
症
や
精
神
の
病
 へ
 

と
 陥
っ
て
行
く
。
前
者
で
は
、
実
存
は
一
方
で
は
弱
さ
 故
に
、
ま
た
他
方
で
は
反
抗
の
強
さ
故
に
、
同
様
に
真
 
の
 自
己
に
覚
し
損
な
っ
 

て
 「
虚
無
」
に
陥
っ
て
行
く
。
ま
た
後
者
の
 P
.
 

テ
ィ
 

リ
ッ
ヒ
で
の
不
安
の
分
析
で
言
え
ば
、
実
存
は
身
体
や
 精
神
の
病
に
陥
っ
て
 、
 

や
が
て
虚
無
に
生
き
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
人
間
の
 個
 に
と
っ
て
は
、
虚
無
的
 個
 と
し
て
虚
無
に
生
き
抜
く
 こ
と
は
大
変
困
難
で
あ
 

る
 。
と
い
う
の
も
、
人
間
の
個
は
、
自
我
か
ら
実
存
へ
 、
そ
し
て
実
存
か
ら
虚
無
的
 個
 へ
と
生
き
る
場
を
広
げ
 、
 深
め
る
だ
け
に
留
ま
 

る
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
う
し
て
も
も
う
一
歩
を
進
め
て
 真
の
自
己
に
 賞
 さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
 で
な
け
れ
ば
、
人
間
の
 

個
の
心
は
落
着
か
な
い
。
何
故
な
ら
、
人
間
の
個
は
 
、
 

 
 

祓
 音
写
 薬
 ま
に
生
き
 

得
る
時
に
初
め
て
真
の
自
己
に
目
覚
め
得
る
か
ら
で
あ
 
る
 。
そ
し
て
そ
の
時
に
初
め
て
、
人
間
の
個
は
自
我
に
 生
き
る
孤
独
、
実
存
に
 

生
き
る
不
安
、
そ
し
て
虚
無
に
生
き
る
無
味
乾
燥
さ
か
 
ら
 脱
却
し
て
、
真
の
自
己
と
は
何
か
に
目
覚
め
る
こ
 
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
 

さ
て
、
人
間
の
個
の
心
の
落
着
く
の
は
、
「
精
神
的
い
 の
ち
」
を
も
う
一
歩
超
え
た
「
宗
教
的
い
の
ち
」
が
 
自
 賞
 さ
れ
る
場
合
に
お
 

い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
愛
や
慈
悲
に
生
き
る
迩
は
 

，
ガ
 
Ⅰ
 

冗
 
、
「
宗
教
的
い
の
ち
」
が
自
覚
さ
れ
る
次
元
で
あ
る
。
 と
 い
う
の
も
、
「
精
神
的
   

な
 働
き
を
成
し
得
る
の
で
、
個
に
も
社
会
に
も
欠
か
し
 得
ぬ
人
間
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
我
」
に
 欠
け
て
い
る
の
は
、
 7
 
ガ
 愛
 
令
 

 
 



 
 

 
 

 
 

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
絶
対
 

無
 
の
力
」
と
は
、
相
対
の
レ
ベ
ル
を
絶
す
る
の
み
な
ら
ず
 

、
各
個
の
絶
対
の
自
我
否
定
 

 
 

 
 

ぬ
 る
 
可
能
に
す
る
い
わ
ば
「
絶
対
の
無
限
の
開
け
」
 

の
 
自
ら
 

然
か
 

成
る
力
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
開
け
は
、
 

根
源
的
い
の
ち
と
し
て
の
 

霊
 

性
が
露
わ
 

と
な
る
開
け
で
あ
る
。
従
っ
て
「
絶
対
 

無
の
力
 

」
と
は
「
 

霊
 
性
の
働
き
」
で
あ
る
と
も
舌
口
 

い
得
 

る
 
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
 

 
 

キ
霊
性
 

に
貫
通
さ
れ
、
か
っ
包
摂
さ
れ
た
世
界
が
「
 

心
 
」
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
し
か
も
「
 

根
源
的
い
の
ち
」
と
し
て
の
 

 
 

は
 心
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
た
世
界
に
は
、
こ
こ
で
は
 

詳
論
は
で
き
な
い
が
、
「
 

、
 
心
の
論
理
」
が
貫
き
通
っ
て
 

い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
は
 

一
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れ が は し い 

の
ち
」
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
「
自
我
」
の
レ
ベ
ル
 で
 開
花
す
る
「
 種
 」
の
レ
ベ
ル
で
の
能
力
が
重
視
さ
れ
 
、
人
間
中
心
的
で
、
 

か
も
人
間
は
そ
の
場
合
、
優
勢
学
的
な
弱
肉
強
食
の
世
 弄
 へ
と
墜
落
し
て
行
く
。
人
間
が
真
に
人
間
ら
し
い
 人
 間
性
に
生
き
得
る
の
 

 
 

、
自
我
や
実
存
や
虚
無
的
 個
が
 真
の
自
己
か
ら
の
 愛
や
 慈
悲
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
 
。
そ
し
て
そ
の
場
合
 

正
に
、
「
宗
教
的
 
い
 の
ち
」
が
 
露
わ
 と
な
る
次
元
で
あ
 る
 。
つ
ま
り
、
仏
性
、
根
源
的
い
の
ち
、
心
、
あ
る
い
 
は
霊
性
 と
も
表
現
さ
 

 
 

得
る
宗
教
的
い
の
ち
が
 露
 わ
に
な
る
次
元
で
あ
る
。
 

そ
 こ
で
、
人
間
の
各
個
の
生
命
は
、
根
源
的
い
の
ち
の
 限
 定
 な
い
し
絶
対
の
否
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生
活
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失
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。
 

日
々
の
生
活
が
希
望
に
満
ち
、
向
上
と
向
下
の
道
と
な
 
る
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
今
、
此
処
で
キ
リ
ス
ト
 の
 根
源
で
も
あ
る
「
 根
 

源
的
 い
の
ち
」
に
ま
で
改
め
て
遡
り
、
そ
の
根
源
が
 キ
 リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
と
 考
え
ら
れ
る
。
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@
 

）
 c
 
レ
 
・
イ
田
 

a
@
y
@
O
 

の
 @
@
 

ト
 @
@
@
@
%
 

ト
ト
 
・
 E
.
 
Ⅰ
 N
.
 

く
七
 

ヴ
田
 
・
 ト
の
 
㏄
 ゲ
 

0
%
 

円
の
Ⅱ
と
。
 

プ
の
 
Ⅰ
 つ
り
ユ
ハ
 
の
の
 
下
 ハ
ロ
の
・
の
㏄
Ⅰ
口
目
。
ア
コ
。
の
・
㏄
の
 

一
お
 -
 
づ
 %
.
 巾
 八
三
円
目
 コ
ぃ
ゴ
 
-
 も
実
 寒
ま
 
z
 ま
ま
で
 連
 ・
Ⅰ
 
仁
 お
 す
 の
 ナ
ト
 
の
 ユ
い
ゆ
 
・
）
の
 

ひ
 の
。
の
下
り
 

1
 り
㏄
 

-
 
0
,
1
 

。
 

「
心
の
論
理
」
に
つ
い
て
ほ
、
拙
著
「
心
の
宗
教
哲
学
 

｜
 
心
の
自
然
な
構
造
に
即
し
て
」
新
教
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
 

二
四
八
 ｜
 二
五
八
頁
 参
 

照
 。
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第
二
十
七
回
国
際
宗
教
社
会
学
会
ト
リ
ノ
大
会
 
ひ
，
 

Ⅰ
 
-
 

参
加
し
て
 

田
島
忠
 篤
 

第
二
十
 セ
 同
一
 S
I
S
R
/
I
S
S
R
-
 

国
際
宗
教
社
会
学
会
が
 

「
古
木
 

教
 と
世
代
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
七
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
五
日
ま
 
で
の
 期
 

間
 、
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ
で
、
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
学
会
の
大
ム
 

ム
キ
ょ
 

@
@
 
、
一
一
 

年
ご
と
に
開
催
さ
れ
、
四
年
前
の
一
九
九
九
年
、
ベ
ル
ギ
ー
の
 ル  
 

大
学
の
大
会
で
は
、
創
立
五
 0 周
年
が
祝
わ
れ
た
。
前
回
は
二
 

0
 O
 
 一
年
 

に
 、
欧
州
、
北
米
以
外
の
地
で
は
、
初
め
て
、
メ
キ
シ
コ
で
行
わ
 
れ
た
。
 

既
知
の
方
も
い
る
と
思
う
が
、
こ
の
学
会
は
、
「
国
際
」
 

宙
 コ
田
 
0
 Ⅰ
 
コ
 ㏄
 

（
 
ざ
黒
巳
 
と
い
っ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
学
会
で
あ
り
、
 

メ
  
 

も
 開
催
地
も
従
っ
て
欧
州
が
多
い
。
ま
た
、
成
立
時
の
経
緯
か
ら
 
、
学
会
 

の
 公
式
 @
 語
が
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
、
ユ
ニ
ー
ク
な
学
会
 で
も
あ
 

る
 。
勿
論
、
大
会
当
日
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
司
会
進
行
な
ど
両
国
 
語
 で
運
 

宮
 さ
れ
る
。
英
語
の
発
表
の
後
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
発
表
が
続
き
、
 

英
 圧
抑
小
り
 

発
表
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
質
問
が
出
さ
れ
、
司
会
者
が
英
 
話
 に
翻
 

訳
し
て
、
発
表
者
に
伝
え
て
か
ら
回
答
が
出
さ
れ
る
。
す
る
と
 、
今
度
 

は
 、
フ
ロ
ア
ー
の
誰
か
が
自
発
的
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
す
る
、
 

と
い
，
 
つ
 

光
景
が
見
ら
れ
る
。
冒
頭
に
本
学
会
の
特
質
に
つ
い
て
、
少
し
 話
し
た
 

が
 、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
は
じ
め
に
、
テ
ー
マ
お
よ
び
セ
ッ
シ
 ョ
 ン
に
つ
 

展
望
 

ね 、     
223@ (465) 



ギ
リ
ス
の
ワ
ー
ウ
ィ
ッ
 
ク
 大
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
新
宗
教
と
教
育
 に
 関
す
 

る
 研
究
が
筆
者
の
関
心
を
引
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
 ヒ
ン
ド
 ウ
｜
 系
 

新
宗
教
が
創
立
し
た
大
学
な
ど
で
世
代
を
超
え
て
如
何
に
自
裁
 
を
 教
育
し
 

て
い
く
か
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
新
宗
教
の
改
宗
第
一
世
 
代
 の
 信
 

仰
を
次
世
代
に
継
承
す
る
際
、
教
育
機
関
を
通
し
て
実
施
す
る
 
占
 に
 関
し
 

て
 、
日
本
の
宗
教
教
育
を
考
え
る
際
の
参
考
に
な
る
と
、
筆
者
の
 
興
味
を
 

 
 

き
て
、
日
本
関
係
の
研
究
者
に
つ
い
て
、
今
回
は
、
十
二
名
の
発
 
衰
老
 

と
 
一
名
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
Ⅰ
計
十
三
名
が
参
加
し
、
こ
れ
ま
で
 に
な
い
 

大
規
模
の
参
加
と
な
っ
た
。
敬
称
を
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
氏
名
 
お
よ
び
 

所
属
、
発
表
部
会
、
発
表
題
目
の
順
に
紹
介
す
る
と
、
安
藤
谷
 
正
 晋
 
-
 
国
 

里
院
 大
軍
）
は
、
「
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
」
部
会
で
、
「
神
道
 

の
 伝
統
 

と
 世
代
」
に
つ
い
て
、
中
野
 毅
 
-
 創
価
大
学
 -
 は
、
「
宗
教
と
政
 治
 

超
越
か
ら
内
在
へ
」
部
会
で
、
「
日
本
に
お
け
る
仏
教
（
徒
の
宗
 

我
 -
 に
よ
 

る
 新
し
い
形
の
政
治
参
加
」
を
、
奥
山
 倫
 明
一
南
山
宗
教
文
化
研
 充
所
）
 

は
 、
「
宗
教
的
多
元
主
義
 

｜
 比較
の
視
点
か
ら
」
の
部
会
で
、
「
 
宗
教
 多
 

元
主
義
時
代
に
お
け
る
神
道
神
社
 ｜
 靖国
神
社
の
事
例
」
を
 、
コ
 が
 ユ
曲
 

の
田
 コ
 0
 （
巨
一
東
京
大
学
）
は
 
、
 「
ニ
ュ
ー
・
 フ
 ア
ミ
リ
ー
と
宗
教
 」
 部
ム
ム
 

で
、
特
に
、
ニ
ュ
ー
・
 フ
 ア
ミ
リ
ー
と
宗
教
日
本
に
お
け
 る
ニ
ュ
 

フ
ァ
ミ
リ
ー
と
儀
礼
的
正
統
化
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
発
表
し
 た
 。
「
 現
 

代
 社
会
に
お
け
る
私
的
、
公
的
慰
霊
儀
礼
」
の
部
会
で
は
、
 栗
 原
 淑
江
 

一
 東
洋
哲
学
研
究
所
）
が
、
「
現
代
日
本
に
お
け
る
葬
送
儀
礼
の
 
変
容
に
 

つ
い
て
」
、
ま
た
、
同
研
究
所
の
粟
津
賢
人
は
、
「
現
代
日
本
の
状
 

況
 に
お
 

け
る
記
憶
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
性
と
戦
争
の
記
憶
」
に
つ
い
て
報
土
 

口
 L
 
し
も
に
。
 

ま
た
、
「
セ
ク
ト
と
新
宗
教
運
動
 

@
 の
 毛
 
勾
当
 旧
 。
 巳
目
 0
 せ
の
ヨ
 
の
 む
 侍
し
」
 

0
 部
会
で
は
、
稲
場
至
信
 
-
 神
戸
大
学
）
が
「
新
宗
教
運
動
へ
 0
%
 臥
 七
本
 

 
 

 
 

 
 

デ
ィ
ス
ト
・
オ
ー
ダ
ー
の
事
例
に
つ
い
て
」
、
そ
し
て
、
筆
者
が
 「
農
村
 

 
 

都
市
移
住
者
の
新
宗
教
と
次
世
代
の
新
新
宗
教
」
に
つ
い
て
 
胡
桃
上
口
 

し
 

 
 

紀
と
二
 

参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
開
催
者
主
催
の
パ
ー
テ
ィ
で
も
、
 

0
 世
紀
に
お
け
る
千
年
王
国
運
動
と
セ
ク
ト
の
形
成
」
に
つ
い
て
 

回
 し
、
参
加
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
惜
し
ま
れ
た
。
 

も
 予
定
さ
れ
て
い
た
が
、
 
大
ム
 三
 %
 日
 に
体
調
を
崩
き
れ
、
イ
ギ
リ
 

す
る
こ
と
な
く
、
欧
米
の
研
究
者
は
も
と
よ
り
、
ト
ル
コ
、
イ
ン
 

が
 目
立
っ
た
。
そ
の
積
極
性
の
中
で
も
、
特
に
、
「
日
本
の
比
較
 

キ
シ
コ
、
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
の
研
究
者
と
も
積
極
的
に
会
話
を
し
て
 

の
 半
分
に
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
中
堅
研
究
者
た
ち
 

今
回
の
大
会
で
日
本
関
係
者
の
発
表
で
匹
目
す
べ
き
 占 と
し
て
、
 

的
 若
い
 

 
 

 
 

が
 多
く
 

0
 発
表
 

ス
に
帰
 

い
る
 姿
 

上
記
 

世
代
の
生
死
 
観
 」
と
い
う
部
会
を
積
極
的
に
立
ち
上
げ
た
，
」
と
は
 
、
評
価
 

さ
れ
よ
 う
 。
そ
の
部
会
で
は
、
目
凹
達
也
 -
 大
正
大
学
）
が
「
 生
 倉
主
義
 

的
 救
済
観
の
再
考
」
を
、
伊
藤
雅
之
 -
 愛
知
学
院
大
学
 -
 が
「
 日
 本
の
大
 

学
生
の
死
と
死
後
の
世
界
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
」
を
、
小
池
靖
 -
 
日
本
学
 

術
 振
興
会
特
別
研
究
員
）
が
「
日
本
の
セ
ラ
ピ
ー
文
化
に
 お
け
 る
死
 」
 

を
 、
そ
し
て
、
最
後
に
、
 
樫
尾
 直
樹
 
-
 
慶
樵
 義
塾
大
学
一
が
「
 現
 伏
日
本
 

青
年
の
死
へ
の
情
熱
と
観
念
１
１
漫
画
バ
ガ
ボ
ン
ド
の
読
者
を
通
 
し
て
」
 

を
 発
表
し
、
岩
井
 
洋
 
（
関
西
国
際
大
学
 -
 が
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
 

つ
と
め
 

た
 。
ど
の
発
表
も
現
代
日
本
の
生
死
観
を
解
く
、
発
表
で
あ
っ
た
 
 
 

し
、
 
一
つ
に
は
、
発
表
時
間
帯
の
問
題
、
も
う
一
つ
は
、
 

ョ
 ー
 ロ
  
 

心
の
学
会
で
あ
る
た
め
か
、
興
味
を
持
つ
人
が
少
な
か
っ
た
の
が
 

残
念
で
 



あ
っ
た
。
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
を
受
け
て
、
一
九
九
七
年
の
第
二
 
十
四
回
 

ブ
で
 開
催
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
年
の
三
月
に
 は
 、
 l
A
H
R
 

の
大
会
が
 

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
会
で
、
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
日
本
の
新
宗
教
 ほ つ
い
 

三
月
に
東
京
で
開
催
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
に
何
か
東
ア
ジ
ア
の
 
研
 究
 者
で
 

共
通
の
研
究
課
題
を
見
つ
け
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
で
き
な
い
か
、
 

そ
ん
な
 

て
 映
像
を
交
え
な
が
ら
部
会
を
開
い
た
が
、
そ
の
時
も
興
味
関
心
 
を
 示
す
 

こ
と
を
思
い
な
が
ら
帰
国
し
た
。
 

欧
米
の
研
究
者
は
少
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
学
会
だ
か
 
ら
 仕
方
 

が
な
れ
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

本
報
 生
口
の
最
後
と
し
て
、
筆
者
の
若
干
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
 

。
 開
 

催
 地
が
イ
タ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
か
ら
か
、
中
南
米
、
ア
フ
リ
カ
 、
中
近
 

東
 、
ア
ジ
ア
か
ら
の
研
究
者
の
参
加
が
少
な
か
っ
た
。
特
に
 
、
日
 本
の
位
 

遣
 す
る
東
ア
ジ
ア
 

-
 
中
国
、
ム
ロ
 
湾
 、
韓
国
一
か
ら
の
参
加
者
は
、
 

日
本
以
 

外
は
 、
今
回
も
皆
無
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
学
会
か
ら
 
名
 実
 と
も
 

に
 世
界
学
会
に
な
る
た
め
に
は
、
や
は
り
中
南
米
、
ア
フ
リ
カ
 、
中
近
 

東
 、
ア
ジ
ア
か
ら
の
参
加
は
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
 

日
 本
の
近
 

隣
 諸
国
の
研
究
者
が
参
加
す
る
こ
と
を
切
に
望
む
。
 

近
年
、
日
韓
の
宗
教
研
究
者
の
交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
 

こ
う
 

い
っ
た
二
国
間
の
交
流
を
基
礎
に
、
さ
ら
に
、
中
国
や
台
湾
な
ど
 
と
も
一
文
 

流
も
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
 
、
キ
  
 

教
 、
イ
ス
ラ
ム
教
と
は
異
な
る
、
仏
教
、
儒
教
、
道
教
と
い
っ
た
 
共
通
の
 

宗
教
文
化
を
持
つ
 
ぉ
目
景
 
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
国
で
 興
 っ
た
、
 

ま
た
は
興
り
つ
つ
あ
る
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
社
会
変
動
も
時
間
 
差
 は
あ
 

ね
 、
「
遅
れ
て
き
た
も
の
の
近
代
化
」
と
し
て
共
通
性
が
あ
る
。
 

東
 ア
ジ
 

ア
 全
体
で
、
戦
後
の
産
業
化
・
近
代
化
と
宗
教
に
関
し
て
、
何
か
 
、
共
通
 

0
 課
題
や
有
効
な
分
析
概
念
が
見
出
せ
な
い
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
 
を
も
っ
 

て
 、
再
度
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
学
会
と
「
対
話
」
が
で
き
な
い
も
 め だ
 る
 

望
 

ぅ
か
 、
そ
ん
な
こ
と
を
帰
り
の
飛
行
機
で
考
え
た
。
次
回
の
 
S
I
 
S
R
 
Ⅰ
 

展
 

I
S
S
R
 

の
大
会
は
、
 
二
 0
0
 
五
年
七
月
、
ク
ロ
ア
チ
ア
 
の
 首
都
ザ
グ
レ
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毅
 

金
子
 

は
じ
め
に
 

本
書
は
、
 
二
 0
0
0
 
年
に
逝
去
さ
れ
た
民
俗
学
の
泰
斗
、
宮
田
 登
 氏
の
 

学
恩
を
受
け
た
研
究
者
た
ち
に
 よ
 る
計
二
五
本
の
追
悼
論
文
集
で
 

あ
る
。
 

宮
田
と
い
え
ば
早
く
か
ら
歴
史
学
、
宗
教
学
、
文
化
人
類
学
、
 

は
 て
は
 国
 

文
学
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
学
際
的
連
携
に
基
づ
く
研
究
を
志
向
 して
き
 

た
 異
色
の
民
俗
学
者
で
あ
っ
だ
。
本
書
が
多
様
な
テ
ー
マ
構
成
と
 
な
っ
て
 

い
る
の
も
、
師
の
深
い
学
際
性
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
 

宮
田
の
 

民
俗
事
象
や
フ
ィ
ー
ル
ド
に
対
す
る
鋭
利
な
ま
な
ざ
し
と
、
 

そ
 @
 
」
か
ら
 投
 

射
 さ
れ
る
深
遠
な
民
俗
学
的
世
界
認
識
に
関
す
る
軽
妙
な
語
り
口
 
は
、
 キ
ナ
 

界
 内
外
の
多
く
の
読
者
を
魅
き
つ
け
て
や
ま
な
か
っ
た
。
評
者
も
 ま
た
そ
 

の
例
に
も
れ
ず
、
宮
田
に
魅
了
さ
れ
、
は
て
し
な
い
民
俗
研
究
の
 
荒
野
に
 

足
を
踏
み
入
れ
た
一
人
で
あ
る
。
 

そ
う
は
舌
口
っ
て
も
、
宮
田
に
直
接
師
事
し
た
わ
け
で
も
な
い
評
者
 

に
こ
 

書
評
と
紹
介
 

筑
波
大
学
民
俗
学
研
究
室
編
 

「
心
意
と
信
仰
の
民
俗
」
 

「
都
市
と
境
界
の
民
俗
」
 

吉
川
弘
文
館
 
二
 0
0
 

一
年
一
二
月
一
 

0
 日
刊
 

A
5
 

判
三
一
二
頁
・
 

三
 二
六
頁
各
八
五
 0
0
 円
 

「
心
意
と
信
仰
の
民
俗
」
 

@
 
 民
俗
学
的
研
究
 
法
 

菅
貫
 

伝
承
的
世
界
と
歴
史
的
世
界
と
の
交
錯
 

「
朝
鮮
民
俗
字
」
と
植
民
地
主
義
 
｜
 今
村
 柄
と
 村
山
智
順
の
場
合
１
 
 
 

市
根
神
 

島
村
泰
則
 

日
本
の
現
代
民
話
再
考
 ｜
 韓
国
，
中
国
と
の
比
較
か
ら
 ｜
 

古
家
信
平
 

ま
 ぼ
 る
し
の
国
際
共
同
研
究
 

Ⅱ
幸
福
，
終
末
観
 

佐
野
賢
治
 

宝
は
田
か
ら
１
敗
 豊
山
 信
仰
と
「
お
福
田
」
 
｜
 

本
書
の
構
成
 

本
論
集
は
以
下
の
ご
と
く
、
 

セ
部
 よ
り
成
り
、
各
部
の
テ
ー
マ
は
 

宮
田
 

の
 研
究
成
果
と
関
連
付
け
、
さ
ら
に
執
筆
者
各
人
が
関
心
を
抱
く
 
研
究
 分
 

野
か
ら
の
問
題
提
起
に
従
い
、
よ
り
深
化
さ
せ
た
内
容
と
な
っ
て
 
 
 

の
 書
評
執
筆
の
話
が
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
 
今
 で
も
よ
 

6
 

く
わ
か
ら
な
い
。
本
書
は
総
数
六
百
貫
以
上
に
も
お
よ
ぶ
膨
大
な
 分
量
に
㌶
 

も
ま
し
て
、
対
象
と
な
る
フ
ィ
ー
ル
ド
も
沖
縄
、
中
国
、
朝
鮮
 
牛
 島
 、
在
 

｜
 

 
 
 
 

日
 コ
リ
ア
ン
と
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
た
節
理
幅
広
い
知
識
と
 

 
 

ワ
ー
ク
を
反
映
し
て
、
き
わ
め
て
複
雑
か
っ
多
岐
に
わ
た
る
。
 

日
 不
返
 現
 

代
 社
会
像
の
歴
史
的
構
築
、
こ
と
に
民
俗
に
表
象
さ
れ
る
精
神
 
一
 こ
こ
 

ろ
 -
 の
 近
代
化
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
を
行
な
っ
て
き
た
評
者
に
 
は
 到
底
 

カ
バ
ー
し
う
る
範
囲
で
は
な
く
、
い
さ
さ
か
役
不
足
の
感
が
否
め
 
な
い
。
 

が
 、
と
も
か
く
乏
し
き
識
見
を
振
り
絞
り
、
し
ぼ
し
、
こ
の
途
方
 
も
な
き
 

膨
大
な
知
の
世
界
に
分
け
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 



書評と   

「
都
市
と
境
界
の
民
俗
」
 

@
 
 民
俗
学
的
歴
史
 ｜
 近
代
の
再
認
識
 ｜
 

記
録
さ
れ
た
系
譜
と
記
憶
さ
れ
た
系
譜
 

｜
 沖
縄
に
お
け
る
門
中
組
織
の
 ヴ
 ア
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 
｜
 

小
熊
 

誠
 

「
郷
土
倉
」
か
ら
の
問
い
 

｜
 昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
地
方
と
農
村
女
性
へ
の
視
線
 
｜
 矢
野
敬
  
 

読
み
書
き
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
ー
農
書
と
私
文
書
の
検
討
か
ら
 
｜
小
 池
 淳
一
 

民
国
広
東
の
乱
 
壇
 
「
宿
善
 堂
 」
と
そ
の
宗
教
的
世
界
 

｜
 中
国
近
代
史
に
お
け
る
「
民
俗
学
的
歴
史
」
の
試
み
 ｜ 志
賀
市
 子
 

Ⅱ
都
市
・
漁
村
 ｜
 非
農
業
民
の
民
俗
研
究
 ｜
 

萩
尾
 俊
 童
 

百
里
と
那
覇
の
都
市
民
俗
 

野
地
 恒
有
 

漁
民
の
移
住
詰
論
 

こ
の
よ
う
に
各
論
文
は
個
別
か
つ
不
均
等
な
テ
ー
マ
で
構
成
さ
れ
 
、
 廿
班
 

者
の
中
に
は
い
さ
さ
か
雑
駁
な
印
象
を
抱
く
人
も
多
い
の
で
ほ
 
な
 か
ろ
う
 

か
 。
そ
れ
は
「
あ
と
が
き
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 

海
 外
か
ら
 

の
 寄
稿
も
含
め
、
原
稿
執
筆
が
極
め
て
短
期
間
で
な
さ
れ
た
こ
と
 
、
ま
た
 

そ
の
た
め
に
書
式
の
不
統
一
な
ど
が
一
部
に
残
さ
れ
た
こ
と
に
 
ょ
 る
 。
 

一
方
、
こ
の
煩
雑
さ
の
中
に
秘
め
ら
れ
た
複
雑
性
こ
そ
が
、
い
わ
 

め
 る
 

「
宮
田
民
俗
学
」
の
真
骨
頂
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
特
性
の
継
承
で
あ
 

ろ
う
。
 

そ
れ
は
従
来
の
民
俗
学
を
視
野
狭
窄
状
況
に
し
て
き
た
感
の
あ
る
 
固
定
的
 

な
 伝
承
観
か
ら
の
飛
翔
、
換
言
す
れ
ば
、
自
由
度
の
き
わ
め
て
 
一
 
@
g
 
い
総
 ム
ロ
 

科
学
的
な
地
平
へ
の
第
一
歩
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
 
厳
密
に
 

 
 

言
え
ば
、
本
書
 
は
 民
俗
学
が
よ
り
高
次
の
段
階
へ
と
到
達
す
る
た
 めの
 過
 

渡
 的
成
果
の
 
一
 っ
と
捉
え
直
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
 

 
 

と
な
る
フ
ィ
ー
ル
ド
と
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
の
バ
ラ
エ
 
テ
ィ
を
 

福
の
神
の
誕
生
 
｜
 沖
本
良
部
島
に
お
け
る
穀
霊
の
変
容
と
生
業
の
 変
化
 ｜
 

婿
島
直
 

歴
史
と
宮
田
民
俗
字
 ｜
 不
二
道
の
「
ふ
り
か
わ
り
」
論
を
め
ぐ
っ
 

 
 

牛
島
 史
彦
 

斎
藤
 

純
 

法
螺
の
怪
 ｜
 地
震
 鮭
と
 災
害
の
民
俗
の
た
め
に
 
｜
 

Ⅲ
 
カ
ミ
 の
民
俗
話
 

草
墳
 に
あ
ら
わ
れ
る
祖
霊
認
識
の
あ
り
か
た
 

林
鐘
 烈
 

｜
 韓
国
の
南
西
海
岸
 と
島
塊
 地
域
を
中
心
に
 
｜
 

飯
島
吉
晴
 

胞
衣
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
ー
胞
衣
の
境
界
性
 ｜
 

赤
嶺
政
信
 

家
の
フ
 
オ
ー
ク
ロ
ア
ー
沖
縄
・
宮
古
の
場
ム
ロ
ー
 

関
沢
ま
ゆ
み
 

民
俗
学
の
老
人
論
 ｜
 宮
田
登
の
継
承
と
発
展
 ｜
 

Ⅲ
日
和
見
・
王
権
論
 

ト
キ
 と
時
｜
 熊
本
県
五
木
村
の
ト
キ
 ヨ
 コ
イ
を
手
が
か
り
に
１
場
 
川
 洋
司
 

日
和
見
か
ら
 
血
ス
ジ
ヘ
｜
 
宮
田
王
権
論
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
  
 

岩
本
通
 称
 

明
治
期
に
お
け
る
家
相
見
の
活
動
 ｜
 リ
テ
ラ
シ
ー
と
書
籍
 

｜
宮
 内
 貴
久
 

Ⅳ
儀
礼
研
究
の
展
開
 

菊
池
 健
策
 

村
落
祭
祀
の
二
つ
の
類
型
 

淡
水
浜
 携
と
 儀
礼
 ｜
 稲
作
社
会
に
お
け
る
淡
水
漬
携
の
意
義
 ｜
安
 空
知
 

萩
原
主
人
 

宮
古
・
八
重
山
諸
島
の
肉
正
月
 

相
撲
行
事
の
総
合
的
な
捉
え
 万
 試
論
１
群
馬
県
下
の
「
ダ
ン
ゴ
」
 

相
撲
 

チ
ョ
 
ム
ナ
ー
ド
，
シ
テ
ィ
サ
ン
 

と
「
ワ
ラ
」
相
撲
を
通
し
て
 

｜
 



「
心
意
と
信
仰
の
民
俗
」
 

「
 @
 
 民
俗
学
的
研
究
 法
 」
に
収
め
ら
れ
た
 四
 論
文
の
う
ち
、
 
ま
 ず
菅
 

論
文
は
弘
法
大
師
伝
説
を
題
材
に
取
り
、
久
し
く
議
論
さ
れ
て
き
 
た
 民
俗
 

学
 と
歴
史
学
と
の
関
係
性
と
い
う
問
題
を
、
歴
史
的
事
実
と
歴
史
 
像
 の
 相
 

違
 と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
宮
田
の
「
メ
シ
ア
待
望
思
想
 
を
 背
景
 

と
し
た
大
師
の
出
現
と
そ
の
奇
跡
」
と
い
う
指
摘
が
再
評
価
さ
れ
 ると
と
 

も
に
、
歴
史
的
事
実
と
民
俗
事
象
と
の
結
び
付
き
が
歴
史
 
像
 へ
と
 %
 
安
万
さ
 

れ
る
際
の
解
釈
法
の
必
要
性
が
問
題
提
起
さ
れ
る
。
一
方
、
戦
前
 
の
 
「
 
朝
 

群
民
俗
学
」
研
究
に
内
在
す
る
他
者
化
戦
略
を
検
討
し
た
両
論
文
 
で
は
、
 

"
 
研
究
 "
 と
い
う
名
目
の
下
に
埋
め
込
ま
れ
た
政
治
性
が
巧
み
に
 
あ
ぶ
り
 

各
論
文
の
要
旨
 

各
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
編
者
が
「
は
し
が
き
」
の
中
で
実
に
 
的
確
 

な
 整
理
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
民
俗
学
を
王
専
攻
と
し
な
い
読
者
 
 
 

さ
さ
か
理
解
し
づ
ら
 
ぃ
 部
分
が
あ
る
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
 

こ
こ
 

で
は
 各
 巻
の
目
次
に
沿
い
な
が
ら
、
評
者
な
り
の
解
釈
に
基
づ
き
 
改
め
て
 

整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
 

超
越
し
、
各
論
文
の
全
体
を
貫
通
す
る
共
通
性
と
い
っ
た
も
の
 が
 、
「
 宮
 

田
 パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
思
考
の
枠
の
純
粋
な
継
承
 で
は
な
 

く
 、
む
し
ろ
そ
の
残
さ
れ
た
課
題
の
脱
構
築
と
い
う
占
に
見
出
さ
 
れ
る
か
 

ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
は
し
が
き
」
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
 
る
よ
う
 

に
 、
各
人
に
お
け
る
論
文
作
成
の
動
機
の
い
ず
れ
も
が
、
た
と
え
 
直
接
 宮
 

田
の
論
考
か
ら
示
唆
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
と
も
、
個
人
的
な
談
 
話
な
ど
 

を
 介
し
て
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
占
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
 

構
築
過
程
を
分
析
す
る
南
は
、
「
日
本
文
化
へ
の
同
化
」
 

｜
 
「
 
抵
 

だ
さ
れ
て
い
く
。
「
 日
鮮
 同
視
 論
 」
に
依
拠
し
た
「
現
在
の
過
去
 抗

 の
 異
 

化
」
を
 

8
 

意
図
す
る
歴
史
民
俗
比
較
論
に
よ
る
同
化
主
義
、
 

巫
 俗
な
ど
一
連
 
の
 民
間
㌶
 

信
仰
に
見
出
さ
れ
る
と
さ
れ
た
仏
地
主
義
、
ま
た
国
家
神
道
の
移
 
植
 と
そ
 

 
 

れ
に
始
ま
る
皇
民
化
政
策
な
ど
、
日
本
側
の
戦
略
に
内
包
さ
れ
る
 
言
説
の
 

化
」
と
い
う
従
来
の
二
項
対
立
的
な
図
式
を
超
え
て
、
「
内
な
る
 
朝
鮮
」
 

の
 ほ
ら
む
複
雑
性
に
視
座
を
す
え
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
「
朝
鮮
民
 
俗
 学
 Ⅰ
 

確
立
の
必
要
性
を
提
示
す
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
を
韓
国
・
中
国
の
現
 
代
 民
話
 

に
 転
じ
て
、
お
お
よ
そ
 
南
と
 類
似
の
問
題
意
識
を
は
ら
ん
で
 い
 る
 と
 思
わ
 

れ
る
の
が
、
島
村
論
文
で
あ
る
。
現
代
民
話
の
比
較
を
通
じ
、
 

政
 治
 、
社
 

金
風
刺
的
な
機
能
を
持
つ
「
笑
い
話
」
の
欠
如
と
い
う
日
本
的
特
 
性
 を
抽
 

出
し
た
島
村
は
、
そ
こ
に
 

"
 現
代
民
話
Ⅱ
都
市
伝
説
 "
 と
し
て
「
 宮
田
 パ
 

ラ
ダ
イ
ム
」
を
肥
大
化
さ
せ
た
研
究
者
側
の
姿
勢
、
つ
ま
り
研
究
 
対
象
に
 

対
す
る
「
他
者
性
」
の
欠
如
や
高
度
大
衆
社
会
に
お
け
る
政
治
性
 
の
 去
勢
 

と
い
っ
た
現
状
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
今
後
 は
 社
会
の
多
層
性
 に
 肉
迫
 

し
 、
社
会
性
，
政
治
性
と
い
う
複
眼
的
な
視
野
か
ら
の
「
現
代
 
民
 話
 」
 研
 

究
 へ
と
昇
華
さ
せ
る
必
要
性
を
説
く
。
そ
れ
に
対
し
、
古
家
論
文
 

で
は
 万
 

法
論
と
し
て
の
柳
田
民
俗
学
に
再
帰
す
る
。
こ
れ
は
戦
前
に
柳
田
 
が
 企
図
 

し
た
海
外
共
同
研
究
に
注
目
し
、
柳
田
自
身
が
民
俗
語
彙
を
 
m
 い
 た
 比
較
 

研
究
の
限
界
性
を
自
覚
し
、
そ
の
克
服
を
模
索
し
始
め
て
い
た
こ
 
と
を
 明
 

ら
か
に
し
た
学
説
 史
 研
究
と
い
え
る
。
ま
た
戦
争
の
深
化
と
も
 相
侯
っ
 

て
 、
柳
田
の
分
析
手
法
が
海
外
の
民
俗
研
究
者
に
浸
透
さ
れ
な
い
 
ま
ま
に
 

計
画
が
進
行
さ
れ
て
し
ま
っ
た
占
が
、
柳
田
民
俗
学
の
限
界
と
し
 
て
 指
摘
 

さ
れ
る
。
 

「
Ⅱ
幸
福
・
終
末
観
」
は
幸
福
観
を
扱
っ
た
佐
野
論
文
、
 婿
島
 論
文
 



書評と紹介 

と
 、
終
末
観
を
論
じ
た
牛
島
論
文
、
斎
藤
論
文
に
二
分
さ
れ
る
。
 

ま
ず
 佐
 

野
 論
文
に
よ
る
と
、
日
本
人
の
基
底
に
は
福
は
「
他
か
ら
」
も
た
 
ら
さ
れ
 

る
と
の
信
仰
が
あ
り
、
宝
船
は
そ
う
し
た
人
々
の
願
望
の
具
現
化
 
と
 捉
え
 

ら
れ
る
。
同
類
の
観
念
は
修
験
の
里
山
伏
化
が
進
む
東
北
の
飯
 
直
 丘
山
づ
し
も
 

見
ら
れ
、
こ
と
に
修
験
の
虚
空
 蔵
と
 習
合
さ
れ
た
大
黒
は
、
打
出
 の
 小
槌
 

を
手
に
し
た
姿
が
農
民
の
宝
で
あ
る
 米
 ・
米
俵
を
蛆
 尽
 威
に
引
き
 出
す
 呪
 

其
 の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
、
い
つ
し
か
農
民
の
作
神
信
仰
と
も
 
習
 ム
ロ
化
さ
 

れ
て
い
っ
た
 
蓋
殊
 性
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
 婿
島
 論
文
で
は
、
 
沖
 永
長
部
 

島
の
 イ
ー
ガ
ナ
シ
信
仰
の
実
態
が
生
業
の
変
化
と
の
関
係
か
ら
 
検
 試
 
-
 さ
れ
 

る
 。
 イ
 ー
ガ
ナ
 シ
 を
め
ぐ
る
祭
祀
の
場
と
な
る
高
倉
の
消
滅
は
穀
 霊 信
仰
 

と
い
う
そ
れ
本
来
の
意
味
を
失
わ
せ
る
と
と
も
に
、
か
え
っ
て
 
神
 格
の
 ム
口
 

理
 的
変
形
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
や
が
て
 
イ
 ー
 ガ
 ナ
シ
 に
 

対
し
「
福
神
」
と
い
う
現
代
的
な
特
性
を
付
与
し
、
従
来
の
多
面
 
的
 性
格
 

を
 
一
元
化
さ
せ
る
と
い
う
逆
説
的
な
結
果
を
招
来
し
た
と
指
摘
す
 

る
 。
他
 

方
 、
宮
田
の
メ
シ
ア
観
に
依
拠
し
た
牛
島
論
文
は
、
不
二
話
に
兄
 
ら
れ
る
 

「
ふ
り
か
わ
り
」
の
歴
史
観
を
行
為
や
言
説
形
成
と
い
う
 占
か
 ら
 検
討
 

し
 、
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
宗
教
観
が
い
か
な
る
実
践
を
規
定
し
た
 
か
を
 明
 

ら
か
に
す
る
。
「
ふ
り
か
わ
り
」
を
具
現
す
る
宗
教
手
段
と
さ
れ
 
た
の
は
 

種
籾
だ
っ
た
が
、
牛
島
が
圧
目
す
る
の
は
そ
の
栽
培
法
か
ら
な
る
 
技
術
を
 

め
ぐ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
為
政
者
た
ち
と
の
葛
藤
で
あ
る
。
 

こ
 の
 過
程
 

を
 通
じ
て
「
ふ
り
か
わ
り
」
の
実
践
に
か
か
わ
る
共
同
体
内
で
の
 
蛆
柿
 、
 

ひ
い
て
は
講
の
分
裂
が
招
来
さ
れ
た
一
万
、
そ
こ
に
 
は
 強
固
な
歴
 史
 意
識
 

を
 伴
っ
た
実
践
 体
が
 構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
と
い
う
。
そ
れ
 キ
ふ
、
 

@
@
 @
 
Ⅰ
 

れ
ま
で
民
俗
学
が
自
明
視
し
て
き
た
「
民
俗
事
象
の
循
環
性
に
埋
 
れ
た
 精
 

神
 」
の
対
極
に
位
置
す
る
精
神
で
あ
り
、
牛
島
は
「
ふ
り
か
わ
り
 
」
の
 歴
 

史
観
を
糸
ロ
と
し
て
、
歴
史
と
民
俗
の
連
関
を
動
態
的
に
把
握
す
 
る
 視
座
 

の
 必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
翻
っ
て
、
斎
藤
論
文
が
扱
う
の
は
 
今
 や
 
「
 民
 

俗
事
象
の
循
環
性
に
埋
れ
た
精
神
」
と
し
て
の
伝
承
で
は
あ
る
も
 
 
 

日
本
人
の
終
末
観
を
反
映
す
る
災
害
伝
承
の
形
成
過
程
に
つ
い
 て
で
あ
 

る
 。
 い
 わ
ゆ
る
法
螺
抜
け
の
伝
承
の
基
底
に
は
、
地
下
で
大
地
を
 
支
え
る
 

龍
蛇
や
 魚
な
ど
が
動
く
こ
と
で
世
界
が
乱
れ
る
と
の
観
念
が
あ
る
 
。
巻
貝
 

を
 思
わ
せ
る
崩
落
し
た
地
形
の
イ
メ
ー
ジ
、
霊
力
を
備
え
た
 
龍
宮
 0
 具
 笛
 

の
 由
来
詣
が
そ
こ
に
結
び
つ
く
こ
と
で
、
終
末
を
語
る
伝
承
の
骨
 
格
 が
成
 

立
し
た
と
い
う
の
が
そ
の
論
旨
で
あ
る
。
 

「
Ⅲ
 
カ
ミ
 の
民
俗
話
」
で
ほ
 
生
 老
死
と
と
も
に
、
家
が
対
象
と
 な
っ
 

て
い
る
。
杯
論
文
は
韓
国
全
羅
南
道
 島
塊
部
 に
散
見
さ
れ
る
 
草
墳
 を
 扱
っ
 

た
 死
に
ま
つ
わ
る
研
究
で
あ
り
、
 

草
 墳
を
経
て
の
第
二
の
埋
葬
に
 伴
う
一
 

連
の
儀
礼
過
程
が
検
証
さ
れ
る
。
こ
の
葬
法
は
肉
の
槻
れ
を
取
り
 
去
っ
て
 

骨
 と
す
る
こ
と
で
初
め
て
死
が
認
定
さ
れ
る
と
の
観
念
を
反
映
 し
て
お
 

 
 

り
 、
儒
教
的
に
恨
の
解
け
な
い
死
者
な
ど
に
対
し
て
は
適
用
さ
れ
 
な
い
 

現
在
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
イ
ン
タ
ー
ネ
 
 
 

ど
を
通
じ
た
「
珍
奇
な
観
光
 物
 」
と
し
て
注
目
を
集
め
て
お
り
、
 

観
光
 民
 

俗
学
の
焦
眉
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
う
。
胞
衣
の
境
 
男
性
、
 

わ
け
て
も
分
娩
後
の
「
胞
衣
お
ろ
し
」
に
注
目
す
る
飯
島
論
文
で
 
は
、
人
 

類
 学
理
論
が
き
め
細
か
く
渉
猟
さ
れ
、
誕
生
を
こ
の
世
へ
の
引
き
 
%
 り
と
 

観
念
す
る
境
界
儀
礼
と
し
て
、
甑
を
落
と
す
、
履
物
を
履
く
な
ど
 
、
民
具
 

を
 活
用
し
た
一
連
の
象
徴
的
行
為
が
 姐
 上
に
載
せ
ら
れ
、
そ
の
 

一
 般
 化
が
 

図
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
文
脈
上
、
袋
 手
 と
い
う
特
殊
な
力
能
を
持
 
つ
と
 観
 

食
 さ
れ
る
存
在
と
、
オ
シ
ラ
信
仰
な
ど
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
世
 
界
観
と
 

2
 
㏄
 

の
 関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
一
方
、
神
人
交
流
の
場
と
し
て
の
家
 
を
 取
り
 



「
都
市
と
境
界
の
民
俗
」
 

「
 1
 
 民
俗
学
的
歴
史
」
で
扱
わ
れ
る
の
は
王
に
「
 記
憶
」
と
「
 

-
 

記
録
」
 

で
あ
る
。
ま
ず
「
記
憶
」
に
基
づ
く
歴
史
意
識
の
形
成
に
論
反
し
 よ
う
と
 

し
た
の
が
不
能
論
文
で
、
沖
縄
県
名
護
市
の
門
中
組
織
に
見
ら
れ
 る
 ラ
ボ
 
封
咀
 

の
 多
様
性
に
着
目
す
る
。
門
中
は
祖
先
を
規
定
す
る
系
譜
に
よ
り
 士
族
系
 

と
 百
姓
系
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
士
族
系
が
「
記
録
に
よ
る
系
 
甜
 ㌍
で
あ
 

る
の
に
対
し
、
百
姓
系
は
「
記
憶
に
よ
る
系
譜
」
と
い
う
両
極
力
 
離
さ
れ
 

る
 特
注
を
保
持
し
て
い
る
。
後
者
は
記
憶
と
い
う
系
譜
の
暖
 抹
 さ
 ゆ
え
、
 

上
げ
た
赤
嶺
論
文
で
ほ
、
宮
古
を
中
心
と
す
る
沖
縄
各
地
の
事
  
 

「
家
の
神
」
の
 原
 像
の
解
明
が
試
み
ら
れ
る
。
 

雙
 と
な
る
の
は
 
床
の
間
 

の
 出
現
を
契
機
と
し
た
 "
 中
柱
か
ら
床
柱
へ
 
"
 と
い
う
儀
礼
の
場
 
、
お
よ
 

び
 祭
祀
対
象
の
変
容
で
あ
り
、
沖
縄
各
地
の
事
例
の
比
較
を
通
じ
 
て
、
家
 

の
神
・
祖
先
・
屋
敷
神
に
よ
る
三
つ
組
の
位
相
が
地
域
的
偏
差
を
 
生
み
出
 

す
 要
因
に
な
っ
て
い
る
占
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
関
沢
論
文
は
老
 いの
 意
 

味
 を
問
 う
 中
で
、
宮
田
の
一
連
の
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
 
老
人
文
 

化
」
研
究
が
、
日
和
見
や
日
知
り
な
ど
王
権
の
基
層
を
解
明
す
る
 
霊
性
の
 

問
題
に
特
化
さ
れ
て
い
た
点
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
現
実
を
生
き
る
 
老
人
の
 

実
像
を
直
視
し
っ
 っ
 、
「
老
い
」
を
通
じ
て
蓄
積
さ
れ
た
経
験
 

知
 が
 地
域
 

社
会
に
果
た
す
役
割
こ
そ
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
、
 と
 玉
帳
 す
 

る
 。
当
事
者
が
老
い
を
考
え
る
基
準
を
「
残
り
の
寿
命
を
意
識
 し
た
時
 

占
 」
と
仮
定
し
 
、
 老
い
は
死
と
自
ら
対
面
す
る
中
で
初
め
て
「
 余 ム
叩
 
」
と
 

し
て
意
識
さ
れ
る
と
説
く
関
沢
は
、
そ
う
し
た
自
己
の
死
の
相
対
 
化
が
 亡
 

友
の
意
識
化
と
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
そ
こ
に
慰
霊
行
為
と
も
 
呼
 ぶ
べ
き
 

現
象
が
発
現
す
る
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
行
な
 う 。
 

か
え
っ
て
操
作
を
通
じ
て
巧
み
に
士
族
系
へ
と
自
ら
の
系
譜
を
組
 
み
 込
む
 

 
 

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
祖
先
を
有
力
士
族
、
ひ
い
て
ほ
琉
球
の
神
 話
的
系
穏
 

諸
 に
ま
で
結
び
付
け
た
系
図
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
 
新
 た
な
 歴
 

 
 

史
 意
識
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
創
出
さ
れ
、
そ
れ
が
結
果
的
に
 
門
中
の
 

多
様
化
を
促
し
た
占
が
指
摘
さ
れ
る
。
矢
野
論
文
が
扱
う
の
は
「
 
記
憶
」
 

「
記
録
」
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
歴
史
社
会
学
的
手
法
を
取
り
入
 

れ
て
い
 

る
と
い
う
意
味
で
、
本
論
集
の
中
で
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
 

大
 正
期
後
 

半
の
生
活
改
善
運
動
、
翼
賛
体
制
と
い
っ
た
国
家
施
策
を
経
る
 
中
 で
、
 食
 

を
め
ぐ
る
女
性
と
郷
土
の
関
係
性
が
再
編
成
さ
れ
る
過
程
が
描
 写
さ
れ
 

る
 。
す
な
 む
 ち
 
"
 
家
内
 "
 と
い
う
私
的
生
活
領
域
に
お
け
る
食
か
 ら
 
「
 
新
 

農
村
料
理
」
へ
、
さ
ら
に
は
「
国
民
会
」
へ
の
統
合
が
図
ら
れ
る
 
中
で
、
 

栄
養
学
的
な
価
値
と
「
主
婦
」
の
立
場
の
顕
在
化
、
ま
た
労
働
、
 

衛
生
な
 

ど
 他
の
領
域
と
の
連
動
を
通
じ
た
家
内
領
域
の
再
編
成
に
伴
い
 、
「
郷
土
 

食
 」
と
い
う
変
形
さ
れ
た
代
用
食
を
生
み
出
し
た
過
程
に
つ
い
て
 
論
じ
て
 

い
る
。
一
方
、
青
森
県
津
軽
地
方
の
近
世
農
書
と
私
文
書
を
資
料
 
と
し
た
 

小
池
論
文
で
は
、
民
俗
書
誌
論
の
立
場
か
ら
口
承
と
文
字
 
知
が
相
 互
に
織
 

り
 成
す
動
態
的
な
歴
史
民
俗
学
が
展
開
さ
れ
る
。
観
察
や
経
験
を
 
通
じ
て
 

得
た
伝
承
的
な
知
の
機
構
が
巧
み
に
取
り
込
ま
れ
た
農
書
や
私
 文
書
に
 

は
 、
文
字
 知
 と
し
て
結
実
さ
れ
た
豊
か
な
民
俗
世
界
の
実
相
が
投
 
影
 さ
れ
 

て
い
る
。
民
衆
に
と
っ
て
「
読
み
書
き
」
行
為
と
は
、
単
な
る
 
記
 録
 を
超
 

え
た
、
あ
ら
ゆ
る
知
の
相
対
化
を
意
味
す
る
わ
け
で
、
記
述
内
容
 
の
み
な
 

ら
ず
、
文
字
化
に
至
る
方
法
や
行
為
な
ど
も
含
め
た
複
眼
的
な
分
 
祈
 が
不
 

可
 欠
で
あ
り
、
歴
史
学
と
の
真
の
協
業
も
そ
こ
か
ら
開
か
れ
よ
う
 
。
 一
 
Ⅱ
・
一
二
日
 

者
 と
は
異
な
り
比
較
民
俗
学
的
な
視
点
に
立
つ
志
賀
論
文
の
場
ム
 

ロ
 、
民
国
 

期
に
 
「
非
文
字
的
な
シ
ヤ
ー
マ
ニ
ズ
ム
文
化
と
文
字
文
化
と
の
 

融
 ム
ロ
」
 
を
 



通
じ
て
構
築
さ
れ
た
宗
教
教
団
「
宿
善
 堂
 」
に
焦
点
を
あ
て
、
「
 民
俗
学
 

的
 歴
史
」
と
し
て
の
中
国
近
代
史
が
描
出
さ
れ
る
。
神
々
と
の
や
 
 
 

を
 口
語
的
な
文
体
で
書
写
し
た
テ
キ
ス
ト
は
、
開
祖
と
な
っ
た
 一
 九
三
 O
 

年
代
の
若
者
た
ち
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
レ
ベ
ル
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
 い
る
。
 

そ
う
し
て
、
こ
の
近
代
的
な
宗
教
教
団
が
高
名
な
政
治
家
・
 
思
相
 生
木
の
 
@
 
日
 

説
 の
み
な
ら
ず
、
伝
統
劇
な
ど
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
 "
 
耳
に
よ
る
 "
 日
常
 

的
な
「
庶
民
」
の
 知
 と
の
相
互
的
関
係
性
の
中
で
創
出
さ
れ
た
 -
 
」
と
が
 
指
 

宿
 さ
れ
る
。
 

「
Ⅱ
都
市
・
漁
村
」
に
は
 
三
 論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
宮
田
 0
 部
 

市
民
俗
論
の
視
点
に
立
つ
 萩
尾
 論
文
で
は
、
首
里
と
那
覇
に
お
け
 る
 旧
土
 

族
 層
の
年
中
行
事
な
ど
が
地
方
と
の
比
較
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
、
 地
域
的
 

偏
差
と
と
も
に
そ
の
都
市
民
俗
と
し
て
の
独
自
性
が
保
持
さ
れ
て
 い
る
 占
 

が
 述
べ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
民
俗
形
成
に
あ
た
っ
て
は
 
、
葬
儀
 

を
 巡
っ
て
漂
白
す
る
 ニ
ン
 プ
チ
ャ
ー
 
-
 
念
仏
者
 -
 や
 富
裕
階
級
の
 も
と
で
 

働
く
奉
公
人
な
ど
、
地
方
と
の
媒
介
的
役
割
を
果
た
し
た
人
々
の
 
関
与
が
 

指
摘
さ
れ
る
が
、
逆
に
地
方
の
側
か
ら
の
模
倣
と
い
う
「
歴
史
的
 ・
民
俗
 

的
 過
程
」
を
も
視
野
に
含
め
た
相
互
的
考
察
が
必
要
だ
と
い
う
。
 一
方
、
 

野
地
論
文
は
、
非
農
業
 民
 の
美
佳
 地
 と
し
て
の
漁
村
生
成
の
過
程
 を
 「
 
移
 

佳
話
」
と
い
う
 観
 占
か
ら
検
討
す
る
。
こ
れ
ま
で
移
住
漁
民
は
民
 俗
 分
布
 

の
 説
明
要
因
と
し
て
し
か
扱
わ
れ
ず
、
移
住
と
定
着
の
過
程
に
関
 し
て
は
 

等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
生
活
史
研
究
で
は
事
例
の
個
別
性
が
 
重
視
さ
 

れ
る
余
り
、
彼
ら
の
語
り
の
全
体
性
が
活
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
 
と
 指
摘
 

 
 

 
 

翻
う
 。そ
の
基
礎
作
業
と
し
て
「
事
績
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
 作
成
し
、
そ
こ
 

か
ら
抽
出
さ
れ
る
共
通
項
目
を
通
し
て
、
移
住
を
め
ぐ
る
パ
タ
ー
 
ン
の
比
 

較
 検
討
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。
 

「
Ⅲ
日
和
見
・
王
権
論
」
に
収
め
ら
れ
た
三
論
文
の
う
ち
、
 地
 域
独
 

白
の
時
間
把
握
に
つ
い
て
扱
っ
た
の
が
湯
川
論
文
で
あ
る
。
宮
田
 
は
 日
和
 

見
の
機
能
を
、
中
央
権
力
を
皿
化
さ
せ
る
装
置
と
し
て
地
域
に
埋
 
め
 込
ま
 

れ
た
時
間
管
理
運
営
シ
ス
テ
ム
と
位
置
づ
け
た
が
、
湯
川
は
能
 

本
 県
 五
木
 

村
 で
の
調
査
を
通
じ
て
こ
れ
を
批
判
的
に
検
証
す
る
。
当
地
に
お
 
い
て
 休
 

み
 日
を
意
味
す
る
「
ト
キ
 
ヨ
 コ
イ
」
な
ど
、
一
連
の
時
間
に
関
す
 

る
 民
俗
 

語
彙
が
 使
 m
 さ
れ
る
文
脈
に
は
、
出
来
事
を
地
域
の
記
憶
と
し
て
 
記
念
し
 

よ
う
と
す
る
人
々
の
心
意
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
暦
に
よ
 
る
 文
字
 

知
 と
は
異
な
る
時
間
把
握
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
日
和
 
見
 の
 機
 

能
は
地
域
的
に
制
約
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
一
方
で
近
代
国
家
 に
よ
る
 

時
間
管
理
下
に
お
い
て
も
、
そ
の
自
律
性
は
相
対
的
に
保
障
さ
れ
 
た
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
次
に
、
宮
田
が
王
権
の
聖
性
の
源
と
考
え
て
い
た
「
 
血
 」
と
 

「
 
筋
 」
の
課
題
的
克
服
を
目
指
し
、
そ
こ
か
ら
王
権
論
の
新
た
な
 
展
開
の
 

可
能
性
を
提
示
し
た
の
が
岩
本
論
文
で
あ
る
。
元
来
、
日
本
人
の
 「
 
血
 」
 

と
 王
権
の
継
承
を
示
す
「
 
ス
ジ
 」
は
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
む
し
 ろ
 血
は
 

傲
れ
と
の
連
関
性
か
ら
忌
避
さ
れ
、
 

ス
ジ
 Ⅱ
 稲
 種
子
の
霊
的
継
承
 が
 観
念
 

的
に
優
位
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
民
俗
学
の
論
証
の
過
程
 
で
 多
用
 

さ
れ
た
「
連
関
想
起
的
論
法
」
が
、
時
代
的
変
化
を
考
慮
せ
ず
に
 
要
素
の
 

類
似
性
の
み
に
着
目
す
る
と
い
う
方
法
論
上
の
欠
陥
を
は
ら
ん
で
 い
た
こ
 

と
か
ら
、
両
者
は
混
同
さ
れ
た
ま
ま
に
留
ま
っ
た
、
と
岩
本
は
 推
測
す
 

 
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
近
代
国
家
が
主
張
し
た
血
筋
を
神
聖
祖
す
る
「
 万
世
一
 

系
 」
の
観
念
な
ど
は
、
西
欧
風
の
親
族
認
識
と
絡
み
つ
つ
構
築
 
さ
   

優
れ
て
近
代
的
な
所
産
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
翻
っ
て
、
宮
内
 
論
文
が
 



捉
え
る
権
力
は
高
度
な
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
と
の
関
係
か
ら
芽
生
 え
て
く
 

る
 。
山
形
県
置
賜
地
方
を
事
例
に
、
明
治
期
 @
 大
正
期
の
村
落
に
 
お
け
る
 

「
読
み
書
き
」
を
通
し
た
リ
テ
ラ
シ
ー
構
築
の
過
程
が
、
一
人
の
 

家
相
見
 

の
 ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
絡
め
つ
つ
活
写
さ
れ
る
。
当
時
、
書
籍
 
0
 所
持
 

は
 富
裕
者
や
宗
教
家
な
ど
特
定
の
階
層
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
 

権
力
の
 

獲
得
に
は
修
行
に
よ
る
宗
教
的
権
威
と
は
異
な
る
文
脈
の
 
、
 新
た
 な
 技
術
 

の
 修
得
が
必
須
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
家
相
学
や
易
学
な
ど
の
書
籍
 
を
 通
じ
 

た
 文
字
 知
 、
お
よ
び
家
相
図
に
反
映
さ
れ
る
経
験
 知 と
が
融
合
さ
 
れ
た
も
 

の
で
、
そ
の
高
度
な
リ
テ
ラ
シ
ー
能
力
ゆ
え
に
「
聖
典
」
を
操
る
 
知
識
人
 

と
し
て
の
地
位
も
確
立
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
 

最
後
に
「
Ⅳ
儀
礼
研
究
の
展
開
」
で
は
、
広
域
に
わ
た
る
多
様
 な
儀
 

礼
の
事
例
が
扱
わ
れ
る
。
ま
ず
菊
池
論
文
で
は
、
福
島
県
棚
倉
町
 
お
よ
び
 

茨
城
県
大
子
町
と
い
う
近
接
地
域
で
行
な
わ
れ
る
祭
礼
「
御
掛
 
回
 し
 」
 を
 

事
例
に
、
祭
祀
様
相
の
通
時
的
変
化
の
検
討
が
試
み
ら
れ
る
。
 

祭
 祀
の
中
 

核
 と
な
る
こ
の
儀
礼
は
中
世
か
ら
 近
 現
代
に
至
る
ま
で
、
そ
の
 

名
 称
と
内
 

容
 を
ほ
と
ん
ど
変
更
す
る
こ
と
な
く
執
行
さ
れ
て
き
た
が
、
祭
祀
 
集
団
の
 

編
成
を
め
ぐ
っ
て
は
、
類
似
し
た
地
理
的
条
件
下
に
置
か
れ
な
が
 
ら
も
 地
 

域
 的
な
偏
差
が
見
出
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
 
要
因
の
 

解
明
に
は
村
落
構
成
と
の
関
係
か
ら
考
察
を
深
め
る
必
要
が
あ
 る
と
い
 

う
 。
安
室
論
文
で
は
、
近
世
に
江
戸
川
下
流
域
の
低
湿
地
に
発
祥
 
し
た
 四
 

つ
の
新
田
集
落
を
舞
台
に
、
淡
水
滴
 

擬
と
 地
域
社
会
に
お
け
る
 
信
 仰
 儀
礼
 

と
の
関
連
が
説
明
さ
れ
る
。
淡
水
洗
携
は
稲
作
農
家
に
と
っ
て
 
貴
 重
 な
動
 

物
性
タ
ン
パ
ク
質
摂
取
の
機
会
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
を
信
仰
 
儀
礼
の
 

文
脈
か
ら
見
直
し
た
場
合
、
も
う
一
つ
の
隠
さ
れ
た
意
味
が
浮
か
 
び
 上
が
 

る
 。
そ
れ
は
一
連
の
農
家
祭
祀
に
続
い
て
行
な
わ
れ
る
共
同
的
な
 
娯
楽
と
 

分
析
の
三
つ
の
視
座
 

こ
の
よ
う
に
、
各
論
者
間
に
は
テ
ー
マ
設
定
、
調
査
方
法
、
方
法
 
読
む
 

ど
 、
分
析
の
筋
道
を
た
ど
る
上
で
非
常
な
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
 
 
 

い
う
点
で
あ
り
、
そ
こ
で
淡
水
漬
携
の
収
穫
は
儀
礼
用
の
供
物
、
 

直
ム
ム
山
 
リ
 

 
 

共
同
飲
食
と
し
て
消
尽
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
社
会
統
合
的
な
 機
能
が
㌍
 

指
摘
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
琉
球
列
島
に
お
け
る
正
月
儀
礼
 
の
 将
来
 

 
 

的
な
体
系
化
を
目
的
と
す
る
萩
原
論
文
で
は
、
宮
古
・
八
重
山
 
諸
 島
 に
お
 

け
る
「
 肉
 正
月
」
の
儀
礼
が
検
討
さ
れ
、
地
域
的
偏
差
の
抽
出
が
 
試
み
 ろ
 

れ
る
。
す
な
わ
ち
動
物
の
屠
殺
お
よ
び
肉
の
連
用
と
い
う
占
で
は
 
 
 

の
 動
物
も
使
用
さ
れ
る
、
ま
た
儀
礼
金
と
し
て
用
い
ら
れ
る
際
に
 
は
こ
と
 

に
 骨
や
臓
器
の
一
部
が
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
な
ど
、
そ
こ
に
は
 
地
域
的
 

な
 偏
差
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
一
連
の
儀
礼
行
為
は
い
ず
れ
 
も
 年
頭
 

に
あ
た
っ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
土
の
歳
神
祭
祀
と
は
 
文
 脈
を
異
 

に
す
る
、
つ
ま
り
肉
食
に
よ
る
生
命
や
身
体
の
更
新
を
目
的
と
し
 
た
 
「
 
年
 

取
り
儀
礼
」
と
し
て
の
性
格
が
う
か
が
え
る
と
い
う
。
一
方
、
 

チ
 ョ
ム
ナ
 

｜
ド
 論
文
が
目
指
す
の
は
、
儀
礼
過
程
に
お
け
る
相
撲
の
文
脈
的
 
意
味
の
 

体
系
化
で
あ
る
。
群
馬
県
の
二
つ
の
神
社
祭
祀
に
お
け
る
「
子
供
 
相
撲
」
 

を
 歴
史
的
に
跡
付
け
な
が
ら
、
神
事
相
撲
に
は
儀
礼
要
素
の
比
較
 
を
 通
じ
 

て
 抽
出
さ
れ
た
二
つ
の
類
型
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
。
一
つ
は
 
豊
穣
 儀
 

礼
的
 性
格
を
有
し
、
麦
作
と
の
関
連
性
、
闘
技
的
要
素
が
さ
ほ
ど
 
強
調
さ
 

れ
な
い
な
ど
の
特
性
が
う
か
が
え
る
。
も
う
一
つ
は
修
験
道
儀
礼
 
的
 性
格
 

を
 有
し
、
相
撲
に
先
立
っ
て
修
験
道
系
の
神
が
祀
ら
れ
る
奥
宮
の
 
周
り
を
 

セ
度
 回
る
な
ど
、
儀
礼
過
程
そ
れ
自
体
の
中
に
修
験
道
的
な
要
素
 
が
 組
み
 

込
ま
れ
る
ケ
ー
ス
を
指
す
と
い
う
。
 



書評と紹介 

て
 評
者
の
問
題
関
心
の
指
向
と
範
囲
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
所
収
 
払
珊
文
の
 

全
て
を
射
程
に
収
め
、
公
正
に
評
価
し
、
学
史
に
位
置
づ
け
る
だ
 
け
の
 技
 

量
 に
は
到
底
及
ば
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
 
 
 

干
 に
展
開
す
る
論
評
は
 
、
 従
っ
て
評
者
の
さ
さ
や
か
な
問
題
関
心
 か
ら
な
 

る
 粗
雑
な
網
に
か
か
る
い
く
つ
か
の
論
文
を
軸
に
し
、
本
書
の
内
 
包
 す
る
 

問
題
意
識
を
宮
田
の
学
問
観
に
沿
っ
て
整
理
す
る
中
で
、
 

各
テ
｜
 
て
 に
 伏
 

在
す
る
分
析
の
視
座
を
検
討
す
る
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
取
ら
ざ
 るを
え
 

な
い
。
そ
し
て
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
民
俗
学
が
現
在
ま
さ
 
に
 直
面
 

し
て
い
る
、
学
と
し
て
の
「
実
践
性
」
と
い
う
現
実
的
課
題
の
解
 
決
 を
模
 

索
 す
る
手
が
か
り
を
求
め
て
み
た
い
と
考
え
る
。
 

周
知
の
よ
う
に
宮
田
の
膨
大
な
研
究
体
系
の
中
で
も
、
こ
と
に
 
重
 妻
が
 

キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
な
っ
て
い
た
の
は
日
本
人
と
そ
の
信
仰
体
系
 
と
し
て
 

の
 
「
ミ
ロ
ク
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
稲
作
農
耕
社
会
を
基
盤
と
す
る
 

義
塾
 冊
か
 

ら
 抽
出
さ
れ
た
「
 世
 直
り
」
認
識
、
ま
た
そ
こ
か
ら
敷
 桁
 さ
れ
た
 
「
日
和
 

見
 」
と
い
う
存
在
に
表
象
さ
れ
る
「
時
間
」
認
識
、
こ
れ
ら
二
つ
 
の
 問
題
 

関
心
は
「
宮
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
循
環
的
な
「
民
俗
 
学
的
 歴
 

史
 」
観
の
結
節
点
と
も
な
っ
て
き
た
。
一
万
、
妖
怪
論
な
ど
に
 
代
 表
さ
れ
 

る
 
「
都
市
民
俗
」
も
冥
界
へ
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
 

ろ
こ
う
 

し
た
基
層
文
化
論
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
陰
画
と
捉
え
直
す
こ
 
と
も
、
 

あ
な
が
ち
的
外
れ
な
見
立
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
は
こ
の
 
ょ
 う
な
 や
 

や
 閉
塞
的
な
学
問
観
の
批
判
的
継
承
を
意
図
し
て
編
集
き
れ
た
 の
で
あ
 

り
 、
一
読
す
れ
ば
各
論
者
の
意
欲
が
論
文
の
細
部
に
ま
で
に
じ
み
 
出
て
い
 

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
 

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
評
者
な
り
に
本
書
の
テ
ー
マ
群
を
傭
 
敏
 す
れ
 

。
は
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
視
座
が
分
析
の
枠
と
し
て
措
定
さ
れ
る
の
 

で
は
な
 

い
 か
と
思
わ
れ
る
。
 

第
一
は
、
「
異
化
へ
の
ま
な
ざ
し
」
で
あ
る
。
近
年
、
稲
作
文
化
 
圏
に
 

位
置
す
る
広
大
な
東
ア
ジ
ア
地
域
を
対
象
と
す
る
「
比
較
」
の
 
試
 み
も
な
 

さ
れ
始
め
て
い
る
。
こ
の
「
比
較
民
俗
」
研
究
の
端
緒
と
な
っ
た
 
 
 

奇
し
く
も
宮
田
や
佐
野
を
中
心
と
す
る
本
書
に
収
録
さ
れ
た
筑
波
 
大
研
究
 

者
で
あ
っ
た
の
は
奇
妙
な
一
致
と
い
え
よ
う
か
。
杯
論
文
 
や
チ
ョ
 ム
ナ
ー
 

ド
 論
文
は
そ
の
関
心
の
延
長
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
 

こ
う
し
た
 
"
 異
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し
 "
 が
柳
田
国
男
に
始
ま
る
 

一
 連
の
 

沖
縄
研
究
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
今
や
衆
目
の
一
致
す
る
と
 
@
 
」
ろ
で
あ
 

ろ
う
。
そ
の
視
座
 
は
 日
本
・
ロ
本
人
の
基
層
へ
と
回
収
さ
れ
る
 一
 元
弘
 
謂
ド
胆
 

主
眼
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
萩
原
、
赤
嶺
、
 

始
島
 な
 ど
の
 議
 

論
 は
そ
の
流
れ
の
継
承
で
あ
り
、
日
本
・
日
本
人
の
祖
 
形
 、
な
い
 し
は
 基
 

属
文
化
の
探
求
と
い
っ
た
感
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。
文
脈
的
に
物
 
語
ら
れ
 

る
の
は
切
り
取
ら
れ
た
要
素
と
し
て
の
信
仰
と
そ
の
連
関
の
構
造
 
な
の
で
 

あ
り
、
か
か
る
静
態
的
な
文
脈
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
の
は
ま
さ
 
に
 正
日
下
 

避
 

的
な
日
本
文
化
の
原
風
景
と
し
て
の
沖
縄
な
の
で
あ
る
。
ま
た
 
都
 市
民
俗
 

を
 主
題
と
す
る
 
萩
尾
 論
文
で
も
、
 
論
 占
は
都
市
化
と
称
さ
れ
る
 一
 元
 化
の
 

方
向
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
、
そ
こ
に
は
対
象
地
選
定
の
理
由
も
明
 
示
さ
れ
 

な
い
。
一
方
、
特
殊
沖
縄
的
な
集
団
で
あ
る
門
中
を
対
象
と
し
た
 
小
熊
論
 

文
 で
は
、
門
中
の
多
様
性
が
系
譜
を
通
し
て
歴
史
的
に
把
握
さ
れ
 
、
沖
縄
 

を
 対
象
と
し
た
場
合
の
一
元
化
と
い
う
前
提
の
自
明
化
は
克
服
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
優
れ
た
論
も
や
は
 
り
 異
化
 

 
 

そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
論
議
と
は
な
り
え
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
 
ら
 沖
縄
 

の
 負
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
、
す
な
わ
ち
戦
争
、
さ
ら
に
は
国
家
 
 
 

に
 基
づ
く
軍
需
動
員
と
そ
の
過
程
で
の
産
業
労
働
の
出
現
 -
 
本
土
  
 



稼
ぎ
や
農
民
の
職
工
化
 -
 と
い
っ
た
歴
史
的
動
態
、
あ
る
い
は
 

"
 
 
 

力
也
 "
 と
 俗
称
さ
れ
る
植
民
地
的
な
経
験
や
、
本
土
返
還
を
め
ぐ
 る 政
治
 

的
 社
会
的
な
動
向
を
織
り
交
ぜ
た
議
論
な
ど
、
現
実
に
連
動
す
る
 
問
題
へ
 

と
 昇
華
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
 

評
者
が
本
書
に
見
出
し
た
「
異
化
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
白
文
化
   

回
収
と
い
う
伏
線
を
帯
び
な
が
ら
対
象
を
異
文
化
と
し
て
他
者
化
 
す
る
 作
 

業
 で
は
な
く
、
ま
ず
は
自
己
を
他
者
化
す
る
作
業
を
指
す
。
対
象
 
に
 投
げ
 

か
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
か
心
意
と
い
 った
従
 

前
の
抽
象
論
に
絡
め
取
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
他
者
表
象
 とし
て
 

脱
構
築
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
 べ
 ク
ト
ル
 が
 想
定
 

さ
れ
、
一
つ
は
「
内
か
ら
の
異
化
」
、
も
う
一
つ
は
「
外
か
ら
の
 
異
化
」
 

で
あ
る
。
 

近
年
、
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
状
況
か
ら
国
民
国
家
や
植
民
地
主
 
義
と
 

い
う
近
代
の
構
築
過
程
を
捉
え
直
す
、
客
体
的
な
他
者
表
象
の
間
 
題
 が
盛
 

ん
に
論
議
さ
れ
て
い
る
。
「
内
か
ら
の
異
化
」
と
は
そ
の
流
れ
を
 
汲
む
も
 

の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
意
識
は
島
村
、
南
の
論
文
に
お
い
て
余
す
 
こ
と
な
 

く
 展
開
さ
れ
る
。
島
村
論
文
の
真
の
狙
い
は
、
彼
が
他
 
稿
で
 繰
り
 返
し
 強
 

謝
 し
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
民
話
と
い
う
民
俗
事
象
を
糸
口
に
 
、
 む
し
ろ
 

「
孝
文
化
主
義
」
を
論
証
す
る
こ
と
に
そ
の
比
重
が
置
か
れ
て
い
 

る
 O
 日
 

本
文
化
の
多
層
性
を
隠
蔽
す
る
装
置
は
、
ま
さ
し
く
研
究
者
側
の
 
日
文
化
 

に
 対
す
る
「
「
他
者
性
」
の
欠
如
」
一
八
 
0
 頁
 ）
に
ほ
か
な
ら
な
い
 
。
異
化
 

の
べ
 ク
ト
ル
と
い
う
占
で
は
両
論
文
も
類
似
す
る
が
、
そ
れ
が
 
日
 本
 で
は
 

な
く
、
植
民
地
的
状
況
下
に
お
け
る
朝
鮮
を
対
象
に
同
国
人
に
よ
 
る
 対
象
 

化
が
図
ら
れ
る
点
が
若
干
異
な
る
。
南
の
主
張
す
る
 よう
 に
 、
 「
 
「
内
な
る
 

朝
鮮
」
に
お
け
る
複
雑
な
「
自
己
」
認
識
と
「
他
者
」
認
識
の
在
 
り
 方
、
 

こ
の
両
者
を
行
き
来
す
る
「
朝
鮮
民
俗
学
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
 

と
、
そ
 

 
 

こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
「
「
朝
鮮
民
俗
学
」
の
政
治
性
」
 

@
 

一
頁
 -
 は
 

当
為
 

然
 議
論
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
だ
が
両
者
と
も
、
そ
れ
を
 
解
決
す
 

 
 

る
 具
体
的
な
方
法
、
お
よ
び
理
論
的
枠
組
み
に
つ
い
て
は
舌
口
 
及
 さ
れ
ず
 

に
 、
あ
く
ま
で
も
問
題
提
起
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
占
が
 
惜
 し
ま
れ
 

る
 。
 

も
う
一
つ
の
 
べ
 ク
ト
ル
で
あ
る
「
外
か
ら
の
異
化
」
は
志
賀
論
文
 
に
お
 

い
て
展
開
さ
れ
、
そ
の
論
 
白
 
は
そ
の
ま
ま
後
述
す
る
第
二
の
視
座
 、
民
俗
 

学
的
歴
史
の
問
題
と
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
一
日
本
人
に
よ
 
る
 他
国
 

の
 文
化
の
客
体
化
の
問
題
に
お
い
て
は
、
「
内
か
ら
の
異
化
」
に
 
お
い
て
 

は
い
さ
さ
か
見
え
に
く
か
っ
た
他
者
表
象
に
際
し
て
の
「
比
較
」
 

0
 基
準
 

と
 対
象
選
別
の
理
由
が
、
論
 白 と
と
も
に
極
め
て
明
瞭
と
な
っ
て
 

お
り
、
 

人
類
学
的
中
国
研
究
の
成
果
を
理
解
し
た
上
で
民
俗
学
の
文
脈
 
と
 の
整
 ム
口
 

が
 図
ら
れ
る
。
す
な
む
ち
宗
教
を
対
象
と
し
た
近
代
文
化
研
究
 で
は
な
 

く
 、
帝
国
主
義
的
状
況
の
も
た
ら
す
「
近
代
」
と
い
う
ア
ジ
ア
 
世
 界
 共
有
 

の
 体
験
が
民
衆
レ
ベ
ル
で
受
容
さ
れ
る
様
相
を
、
宗
教
現
象
を
通
 
し
て
 歴
 

史
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
肩
書
堂
」
 

と
い
，
 フ
 

教
団
が
選
定
さ
れ
る
の
も
「
そ
の
基
底
に
潜
在
す
る
 
扶
臆
 信
仰
が
 、
中
国
 

人
の
宗
教
的
世
界
観
や
倫
理
道
徳
観
に
深
く
根
ざ
す
」
 -
 九
一
頁
 -
 伝
統
 

的
 宗
教
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
衆
の
時
代
的
反
応
を
最
も
典
型
的
 
に
 反
映
 

す
る
指
標
た
り
 
ぅ
 る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
文
中
で
 
は
 触
れ
 

ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
中
国
 版
 オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
研
究
へ
と
 

発
 属
 す
る
 

可
能
性
も
は
ら
ん
で
い
よ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
異
化
を
問
題
と
す
る
に
あ
た
り
、
錯
綜
す
る
ま
な
ざ
 
 
 

「
複
雑
性
」
に
着
目
し
た
「
比
較
」
と
い
う
視
点
が
本
書
に
内
包
 

さ
れ
て
 



書評と   

い
た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
特
筆
に
価
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

こ
う
し
 

た
 占
は
従
来
の
「
民
俗
学
」
で
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
 っ
 た
の
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
示
唆
さ
れ
る
の
は
「
近
代
」
と
い
 
う
 時
代
 

に
 対
す
る
認
識
で
あ
り
、
経
験
 知
 を
主
と
す
る
「
民
俗
」
と
の
 

関
 連
 %
 を
 

い
か
に
把
握
す
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
て
「
民
俗
 
学
的
 歴
 

史
観
」
と
い
う
第
二
の
視
座
へ
と
導
か
れ
る
。
 

「
民
俗
学
的
歴
史
」
と
は
人
類
学
や
社
会
史
な
ど
と
の
協
調
関
係
 
の
中
 

で
、
宮
田
が
提
示
し
た
民
俗
学
独
自
の
概
念
と
い
っ
て
も
よ
い
。
 

土
砂
質
 
に
 

ょ
 れ
ば
、
そ
れ
は
民
俗
的
事
実
、
す
な
わ
ち
社
会
的
承
認
を
通
し
 
て
 獲
得
 

さ
れ
た
伝
承
の
真
正
性
に
依
拠
し
た
歴
史
の
再
構
成
に
眼
目
を
置
 いた
も
 

の
で
、
産
業
革
命
な
ど
の
近
代
化
を
通
じ
て
極
端
な
生
活
変
化
が
 
も
た
ら
 

さ
れ
た
こ
と
で
、
必
然
的
に
近
代
日
本
の
歴
史
 
像
 に
目
を
注
ぐ
こ
 
と
に
な
 

っ
 た
と
い
う
。
菅
の
舌
口
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
歴
史
の
ふ
く
 

よ
か
さ
 

と
、
 確
か
ら
し
い
と
い
う
二
律
背
反
的
な
希
求
を
、
と
ち
ら
も
 
捨
 て
る
こ
 

と
な
く
、
民
俗
学
と
狭
義
の
歴
史
学
と
の
接
合
」
三
一
四
頁
 
-
 を
 図
る
作
 

業
を
意
味
す
る
。
あ
る
い
は
小
池
や
宮
内
が
指
摘
す
る
 よう
 に
 、
 近
代
に
 

お
け
る
伝
承
は
口
頭
の
伝
達
行
為
と
文
字
に
よ
る
伝
承
と
を
重
ね
 
合
わ
せ
 

た
 、
い
わ
ば
経
験
 知
 と
文
字
 知
 と
の
連
関
性
を
前
提
と
し
て
考
慮
 さ
れ
る
 

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
舌
口
説
形
成
と
そ
れ
を
読
み
解
く
リ
テ
ラ
 

 
 

習
得
そ
れ
自
体
も
、
時
代
と
の
関
係
性
の
中
で
育
ま
れ
た
も
の
と
 
兄
 な
さ
 

ざ
る
を
え
な
 
い
 の
で
あ
る
。
そ
れ
は
矢
野
の
舌
口
 
ぅ
 よ
う
な
、
「
 地
 方
 を
め
 

ぐ
る
多
様
な
表
象
の
力
学
を
、
近
代
と
い
う
時
代
の
脈
絡
の
な
か
 
で
 読
み
 

解
く
」
三
一
頁
 -
 行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
う
し
た
 対
 象
へ
の
 

取
り
組
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
惜
し
む
ら
く
は
、
文
字
知
の
形
成
 
を
 教
育
 

に
よ
っ
て
均
質
化
さ
れ
た
世
界
に
押
し
込
め
、
知
の
獲
得
過
程
を
 
め
ぐ
る
 

多
様
で
豊
か
な
在
り
よ
う
自
体
を
看
過
し
て
し
ま
っ
て
い
る
 占
 で
あ
ろ
 

つ
 。
 

そ
れ
で
も
な
お
、
前
提
と
な
る
べ
き
大
き
な
問
題
が
依
 
殊
 、
未
解
 決
 め
 

ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
志
賀
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
基
層
文
化
と
 
し
て
 潜
 

在
し
て
い
る
民
俗
が
歴
史
の
動
態
に
い
か
な
る
形
で
表
出
し
、
 

い
 か
に
 変
 

容
 す
る
の
か
」
一
七
八
頁
 
-
 と
い
う
循
環
論
的
仮
説
の
論
証
が
解
 決
 の
 鍵
 

と
 な
ろ
 う
 。
こ
れ
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
が
、
牛
島
論
文
 と 思
わ
 

れ
る
。
牛
島
は
「
ふ
り
か
わ
り
」
に
表
象
さ
れ
る
循
環
的
な
時
間
 
認
識
を
 

具
現
す
る
技
術
 

-
 
農
法
 -
 を
め
ぐ
る
心
意
が
、
あ
る
時
代
的
局
面
 に
お
い
 

て
 生
じ
た
政
治
的
葛
藤
を
契
機
に
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
意
味
を
再
 
認
識
さ
 

せ
る
形
で
発
動
し
、
そ
れ
が
強
固
な
実
践
体
を
構
築
す
る
ま
で
の
 
経
緯
を
 

説
明
す
る
。
そ
こ
に
は
我
々
が
民
俗
に
対
し
向
き
合
う
べ
き
研
究
 
姿
勢
が
 

如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
静
態
的
な
循
環
論
で
は
論
じ
尽
 
く
せ
 な
 

い
 
「
歴
史
性
と
覚
醒
し
た
個
の
精
神
」
の
在
り
よ
う
が
矛
盾
と
し
 

て
 並
存
 

す
る
現
実
へ
の
直
視
で
あ
り
、
そ
こ
に
合
理
的
な
解
決
を
得
る
た
 
め
に
、
 

一
回
的
な
歴
史
と
循
環
的
な
民
俗
と
の
関
連
性
を
動
態
的
に
把
握
 

す
る
と
 

い
う
手
段
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
そ
の
際
の
媒
介
 
頃
 と
な
る
の
が
 
言
 説
 形
成
 

と
い
う
側
面
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
民
俗
を
育
む
歴
史
と
い
う
 
問
 題
を
、
 

循
環
的
時
間
認
識
と
い
う
単
純
な
鋳
型
に
は
め
込
む
の
で
な
く
、
 

舌
口
 
司
叫
仙
の
 

形
成
過
程
と
の
関
連
を
通
し
て
把
握
す
べ
き
こ
と
が
積
極
的
に
問
 
題
 提
起
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

さ
ら
に
、
こ
の
基
層
文
化
論
と
連
動
し
た
循
環
的
な
時
間
認
識
の
 
は
ら
 

 
 

む
 問
題
性
は
、
民
俗
語
彙
を
用
い
る
「
比
較
」
の
限
界
性
を
す
で
 に
 当
の
 

柳
田
本
人
が
自
覚
し
て
い
た
と
し
て
、
古
家
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
 
 
 

ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
批
判
的
見
解
は
岩
本
論
文
の
中
で
 
よ
 り
 鮮
 明
に
浮
 



か
び
上
が
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
宮
田
の
「
連
関
想
起
的
論
法
」
自
体
 
が
 
「
 事
 

象
の
差
異
や
差
異
的
要
素
に
は
ほ
と
ん
ど
任
意
は
向
け
ら
れ
て
 
い
か
な
 

い
 」
二
九
五
頁
 一
 と
い
う
欠
陥
を
内
包
す
る
が
ゆ
え
に
、
時
代
 的
 変
化
 

を
 考
慮
す
る
こ
と
な
く
議
論
を
進
め
る
と
い
う
論
理
的
矛
盾
を
犯
 
す
 危
険
 

性
を
 、
民
俗
学
は
当
初
か
ら
は
ら
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
至
り
、
「
民
俗
学
的
歴
史
」
認
識
の
限
界
 

点
 は
あ
ら
か
た
 
赤
 き
 

れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
民
俗
学
と
し
て
の
歴
史
研
究
が
 
本
書
を
 

通
じ
、
時
代
と
連
動
し
つ
つ
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
る
と
い
う
新
た
 
な
ス
テ
 

｜
ジ
 へ
と
踏
み
出
し
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
で
は
、
こ
の
視
点
は
 

民
俗
学
 

が
 置
か
れ
る
現
実
の
問
題
と
い
か
に
関
わ
り
、
対
処
し
う
る
も
の
 
だ
ろ
う
 

か
 。
そ
れ
は
「
民
俗
学
的
実
践
」
と
い
う
第
三
の
視
座
へ
と
 敷
 街
 さ
れ
 

る
 。
 

「
民
俗
学
的
実
践
」
と
い
え
 
ぼ
 、
柳
田
の
経
世
済
民
論
を
今
更
待
 ち
出
 

す
ま
で
も
な
く
、
や
は
り
学
問
本
来
の
存
在
意
義
と
密
接
に
関
わ
 
る
 問
題
 

の
は
ず
で
あ
る
。
民
俗
学
は
こ
う
し
た
眼
前
の
出
来
事
に
目
を
向
 
け
、
そ
 

れ
が
民
衆
の
心
意
に
何
を
与
え
、
何
を
失
わ
せ
た
の
か
に
積
極
的
 
に
 関
わ
 

り
 、
そ
れ
を
論
理
的
説
得
力
を
も
っ
て
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
 。
「
明
治
 

大
正
史
世
相
篇
」
で
柳
田
が
現
代
 学
 と
し
て
の
民
俗
学
の
性
格
を
 

強
調
し
 

た
の
も
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
か
ら
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 
。
そ
の
 

意
味
で
、
島
村
は
「
宮
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
拘
泥
せ
ず
に
、
 

社
ム
 ま
性
 
・
 政
 

治
桂
 と
い
う
複
眼
的
な
視
野
か
ら
挑
む
姿
勢
を
提
示
し
て
い
る
。
 

そ
れ
に
 

は
ま
ず
、
「
労
働
の
現
場
や
労
働
組
合
運
動
、
住
民
運
動
の
中
に
 
試
刺
的
 

フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
し
て
の
現
代
民
話
が
育
っ
て
い
な
い
か
 
?
 
 
水
 俣
や
成
 

田
 、
読
谷
や
嘉
手
納
と
い
っ
た
地
域
に
お
い
て
は
ど
う
か
 
?
 
 
在
 日
 コ
リ
 

ア
ン
社
会
や
被
差
別
部
落
な
ど
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
間
で
は
 
?
 」
 -
 
八
一
頁
）
 

と
い
っ
た
日
常
的
現
実
に
目
を
向
け
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
 
疑
問
を
 

持
っ
て
、
民
俗
を
伝
承
す
る
社
会
の
多
層
性
へ
と
果
敢
に
分
け
入
 

 
 

イ
 ー
ル
ド
フ
ー
 
ク
 の
精
微
な
積
み
重
ね
を
行
な
 

う
 こ
と
の
必
要
性
 
を
 主
張
 

す
る
。
関
沢
も
ま
た
、
「
老
い
」
と
い
う
人
生
の
終
焉
に
焦
点
を
 
絞
り
、
 

そ
れ
を
現
代
的
な
問
題
と
し
て
還
元
す
る
必
要
を
提
起
す
る
。
 

宮
 田
 の
 基
 

層
 的
な
老
人
論
を
超
え
て
、
ま
ず
は
老
人
の
置
か
れ
た
現
状
か
ら
 
地
域
社
 

会
 に
お
け
る
実
像
と
そ
の
役
割
こ
そ
が
真
に
問
わ
れ
る
べ
き
だ
と
 
 
 

で
あ
る
。
確
か
に
マ
ス
コ
ミ
が
喧
伝
す
る
高
齢
化
社
会
の
問
題
は
 
深
刻
な
 

病
理
的
一
面
を
の
ぞ
か
せ
、
そ
う
し
た
現
状
が
抱
え
る
暗
さ
が
吾
一
 

口
説
化
さ
 

れ
る
一
方
で
、
老
い
を
享
受
し
 

、
 明
る
く
生
き
る
姿
は
ほ
と
ん
ど
 

描
き
出
 

さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
関
沢
の
問
題
意
識
 
は
そ
う
 

し
た
落
差
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
誤
解
 
を
 恐
れ
 

ず
に
言
え
ば
、
島
村
、
関
沢
と
も
に
万
法
論
の
構
築
と
い
う
点
で
 
、
第
二
 

の
 視
座
で
扱
っ
た
「
歴
史
」
認
識
を
踏
ま
え
た
つ
え
で
の
議
論
が
 
十
分
 展
 

閲
 さ
れ
て
い
な
い
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
 

以
上
、
三
つ
の
視
座
か
ら
本
書
の
検
討
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
お
 めが
 

の
を
独
立
し
た
変
数
と
し
て
で
は
な
く
、
相
互
の
有
機
的
な
連
関
 
を
 図
る
 

こ
と
で
、
よ
り
現
実
に
肉
迫
す
る
議
論
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
く
の
 
で
は
な
 

か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
 
鍵
 と
な
る
の
は
一
元
性
の
対
極
に
あ
る
「
 複 雄
性
」
 

と
い
う
額
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
民
俗
学
的
視
座
を
通
し
、
 

対
 象
 化
さ
 

れ
る
民
俗
に
対
し
て
時
空
間
的
な
位
置
を
客
観
的
に
計
測
す
る
 
指
 標
 を
与
 

え
 、
さ
ら
に
は
実
践
と
い
う
別
の
視
座
を
通
し
、
学
問
に
対
し
て
 
生
き
た
 

現
実
を
対
象
化
す
る
確
証
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
際
に
注
意
 
せ
 ね
ば
な
 

ら
な
い
の
は
、
歴
史
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
地
域
に
流
れ
る
 
時
 間
 と
そ
 

れ
を
外
皮
と
し
て
覆
う
時
代
を
混
同
、
な
い
し
は
前
者
の
み
を
 対
象
と
 



書評   

お
わ
り
に
 ｜
 宮
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
の
旅
立
ち
 ｜
 

こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
が
日
本
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
 
探
 る
た
 

め
の
「
自
画
像
」
作
り
に
徹
し
、
そ
う
し
た
民
俗
に
投
影
さ
れ
た
 
像
が
虚
 

構
 、
な
い
し
は
操
作
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
 悟
 つ
た
と
 

き
、
そ
れ
は
あ
る
種
、
伝
統
的
な
民
俗
学
の
あ
り
方
の
終
焉
 -
 
あ
 る
い
は
 

落
日
こ
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
は
た
し
て
何
が
そ
の
 代
 位
 と
な
 

り
 つ
る
の
か
。
こ
う
し
た
不
安
が
い
ま
だ
拭
い
切
れ
な
い
現
状
の
 
中
、
わ
 

れ
わ
れ
は
い
か
な
る
地
平
に
立
脚
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ら
つ
か
。
 

ま
 た
、
こ
 

の
 不
安
感
は
逆
に
「
宮
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
表
象
さ
れ
る
「
日
本
 
人
 」
 論
 

へ
と
再
帰
、
は
な
は
だ
し
く
は
民
俗
学
の
安
易
な
復
権
を
煽
動
 
す
 る
 危
険
 

を
は
ら
ん
で
い
る
。
だ
が
こ
の
種
の
問
題
は
民
俗
の
歴
史
的
 位
 相
 の
 検
 

討
 、
す
な
む
ち
民
俗
を
め
ぐ
る
歴
史
的
意
識
と
い
う
問
題
が
克
服
 
さ
れ
な
 

い
 限
り
、
解
決
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
が
 る
ぅ
か
 。
そ
れ
だ
け
に
 

こ
う
 

し
た
不
安
感
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
主
体
的
実
像
を
伴
わ
な
い
日
本
 
 
 

関
心
は
、
今
後
も
さ
ま
よ
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
再
考
す
べ
き
問
題
は
、
産
業
化
に
表
象
さ
れ
る
近
代
、
高
 
産
経
 

済
 成
長
に
表
象
さ
れ
る
現
代
と
い
う
変
転
す
る
状
況
に
さ
ら
さ
れ
 
な
が
ら
 

し
 、
相
互
の
関
連
性
に
注
意
を
払
わ
ず
に
民
俗
の
構
築
を
問
題
と
 して
し
 

ま
う
危
険
性
で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
歴
史
と
歴
史
性
は
認
識
の
 

レ
  
 

お
い
て
異
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
肝
に
命
じ
て
 
 
 

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 

評
者
の
乏
し
い
知
見
と
問
題
関
心
か
ら
導
か
れ
た
本
書
の
旅
は
 
、
 
@
 廿
つ
 

し
た
歴
史
性
研
究
と
し
て
の
民
俗
学
の
可
能
性
を
模
索
す
る
一
つ
 
の
結
払
珊
 

と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
帰
着
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 
 
 

も
、
 常
に
新
し
い
編
成
の
中
で
、
変
形
と
創
出
を
積
み
重
ね
な
が
 
ら
 生
き
 

る
 方
法
を
模
索
す
る
主
体
的
な
民
衆
像
へ
の
認
識
転
換
の
姿
勢
で
 
あ
る
。
 

長
い
歴
史
の
連
鎖
の
中
で
変
化
・
持
続
（
基
層
文
化
と
い
う
意
味
 
で
は
な
 

い
 ）
す
る
日
本
人
の
精
神
の
問
題
を
い
か
に
掬
い
上
げ
て
対
象
化
 
し
、
そ
 

こ
に
映
し
出
さ
れ
る
実
像
を
時
代
と
の
連
関
性
か
ら
歴
史
的
に
解
 
明
 す
る
 

こ
と
を
最
大
の
課
題
と
考
え
る
評
者
に
と
っ
て
、
民
俗
学
は
隣
接
 
諸
科
学
 

に
よ
っ
て
縁
取
ら
れ
る
学
問
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
代
の
底
を
走
 
る
 見
え
 

な
 い
 鉱
脈
を
発
見
す
る
た
め
の
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
の
よ
う
な
役
割
を
 
は
た
す
 

学
問
で
あ
る
。
視
界
の
利
き
に
く
い
現
代
と
い
う
時
代
の
表
層
を
 一
枚
 一
 

枚
 剥
ぎ
取
り
、
そ
の
基
底
に
あ
る
豊
か
な
人
間
の
表
情
を
垣
間
見
 させ
て
 

く
れ
る
不
思
議
な
魅
力
、
こ
れ
こ
そ
が
民
俗
学
と
い
う
学
問
の
醍
 
醐
 味
な
 

の
で
あ
る
。
民
俗
事
象
の
深
さ
と
広
が
り
に
富
む
本
書
は
、
そ
れ
 
 
 

か
か
る
可
能
性
を
秘
め
た
民
俗
学
の
沃
土
を
予
感
さ
せ
る
 
浩
潮
の
 主
日
 
と
 Ⅱ
 
ト
 

え
よ
う
。
 

  



櫻
井
 
義
秀
 

一
 
現
代
の
「
カ
ル
ト
」
問
題
と
本
書
の
意
義
 

一
九
九
 0
 年
代
日
本
の
宗
教
現
象
と
宗
教
報
道
に
お
い
て
、
「
 

力
ル
 ト
 」
 

問
題
ほ
ど
一
般
の
人
々
と
研
究
者
を
困
惑
さ
せ
た
も
の
は
な
い
  
 

ト
 」
と
は
、
元
来
一
九
六
 0 年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
新
宗
教
 運
 動
 を
批
 

制
約
（
一
部
 は
 侮
蔑
的
一
に
評
価
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
 、
教
団
 

組
織
論
の
立
場
か
ら
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
に
よ
る
創
唱
的
な
初
期
 教団
 形
 

成
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て
練
り
直
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
用
法
 は
社
ム
ム
 

的
 慣
用
語
と
し
て
の
「
カ
ル
ト
」
に
と
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
な
か
 っ
た
 。
 

従
っ
て
 、
 教
え
や
活
動
の
内
容
に
価
値
判
断
を
下
さ
な
い
宗
教
研
 究
 者
は
 

「
新
宗
教
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
き
た
し
、
日
本
で
も
そ
う
 で
あ
っ
 

た
 。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
五
年
の
オ
ウ
ム
事
件
以
降
、
特
定
教
団
 の
 活
動
 

に
 反
対
す
る
人
々
に
よ
っ
て
従
来
の
新
宗
教
の
幾
つ
か
が
「
 
力
ル
 ト
 」
と
 

し
て
再
発
見
さ
れ
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
こ
の
用
法
を
広
め
る
に
 
至
 
っ
て
 、
 

研
究
者
は
社
会
問
題
の
指
標
と
し
て
の
「
カ
ル
ト
」
概
念
を
無
視
 す
る
こ
 

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

中
野
 
毅
著
 

コ
 示
教
の
復
権
 

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
1
 

」
 

東
京
堂
出
版
 
一
 

四
 -
 
ハ
判
 

・
カ
ル
ト
論
争
・
 

一
 
0
0
 

二
年
九
月
三
 

0
 日
刊
 

二
六
二
頁
二
六
 0
0
 円
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
政
治
と
 連
動
 

す
る
宗
教
復
興
現
象
を
形
容
す
る
概
念
同
様
に
 、
 「
カ
ル
ト
」
の
 概
念
 規
 

㌍
 
8
 

定
 と
用
法
は
か
な
り
難
し
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
 

 
 
 
 

社
会
的
告
発
や
政
治
的
問
題
化
と
い
う
実
践
性
が
こ
れ
ら
の
言
葉
 
に
助
 

に
 付
与
さ
れ
て
い
る
以
上
、
研
究
者
が
そ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
て
 
特
定
の
 

宗
教
現
象
を
説
明
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
当
該
の
問
題
に
特
定
の
立
 
場
 を
表
 

関
 す
る
も
の
と
し
て
巻
き
込
ま
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
 
も
、
特
 

定
 教
団
の
暴
力
に
よ
り
身
体
や
財
産
に
危
害
を
加
え
ら
れ
、
ま
た
 「
信
教
 

の
 自
由
」
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
人
々
を
目
の
前
に
し
て
、
 

研
究
者
 

は
 
「
カ
ル
ト
」
問
題
の
解
決
に
何
ら
か
の
形
で
寄
与
す
る
こ
と
を
 

求
め
ら
 

れ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
 

-
 カ
ル
ト
」
問
題
を
論
じ
る
困
難
さ
に
 

怯
む
 

こ
と
な
く
、
オ
ー
ソ
ド
ツ
ク
ス
な
社
会
学
の
方
法
論
に
た
つ
て
、
 

現
代
の
 

カ
ル
ト
論
争
に
一
つ
の
方
向
性
を
与
え
よ
う
と
し
た
本
書
の
功
績
 
は
 極
め
 

て
 大
き
い
。
中
野
 
毅
氏
は
 、
本
書
の
後
に
円
戦
後
日
本
の
宗
教
と
 政
治
 ヒ
 

-
 
大
明
堂
、
二
 
0
0
 
三
年
一
を
刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
本
書
と
 

併
せ
て
 

読
ん
で
 い
 た
だ
け
れ
ば
分
か
る
 
よ
う
 に
、
宗
教
政
策
や
一
般
の
人
 

々
の
 亡
示
 

我
意
識
か
ら
「
宗
教
と
国
家
」
の
関
係
を
宗
教
現
象
学
的
に
描
き
 出そ
う
 

と
す
る
方
法
論
を
 
m
 い
て
い
る
。
本
書
も
、
特
定
教
団
と
関
係
者
 達 の
 葛
 

藤
 と
い
っ
た
具
体
的
事
件
の
次
元
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
個
別
 
現
 家
 が
社
 

会
 問
題
と
し
て
構
築
さ
れ
る
社
会
的
構
図
を
描
こ
う
と
し
た
も
 
の
で
あ
 

る
 。
 

新
宗
教
運
動
の
展
開
過
程
は
教
団
特
有
の
運
動
理
念
・
戦
略
に
基
 
づ
 く
 

も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
周
辺
社
会
と
の
相
互
作
用
の
中
で
運
動
 の
 可
能
 

な
 道
筋
が
決
ま
っ
て
く
る
。
ま
た
、
新
宗
教
運
動
の
発
生
そ
れ
 自
体
、
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個
々
の
地
域
社
会
・
文
化
的
脈
絡
で
理
解
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
 
る
が
、
 

今
日
で
は
世
界
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
部
分
社
会
の
対
抗
的
 
グ
 
ロ
ー
カ
 

ル
 化
と
い
う
大
き
な
歴
史
的
文
脈
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
 
o
-
 し
 

よ
う
な
著
者
の
視
 占
は
、
 「
め
小
我
と
社
会
」
と
い
う
制
度
の
対
抗
 
・
相
補
 

的
な
関
係
や
、
宗
教
制
度
が
世
俗
化
す
る
一
方
で
、
民
族
、
国
民
 
、
エ
ス
 

ニ
 シ
テ
ィ
と
い
う
集
団
統
合
の
象
徴
が
神
聖
さ
を
帯
び
て
く
る
と
 
い
う
 近
 

現
代
の
歴
史
的
趨
勢
を
把
握
す
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
宗
教
 
サ
ム
 ム
学
の
議
 

論
 に
準
じ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
前
半
部
分
は
、
ま
さ
 
に
こ
の
 

方
法
論
と
時
代
の
趨
勢
分
析
に
あ
て
ら
れ
、
後
半
に
お
い
て
、
 

グ
  
 

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
異
質
な
文
化
伝
統
が
流
入
し
、
文
化
 
統
ム
 ロ
 へ
の
 危
 

機
 意
識
が
生
じ
た
西
欧
社
会
に
お
い
て
、
文
化
の
正
統
性
回
復
を
 
求
め
る
 

社
会
運
動
が
起
こ
り
、
そ
の
中
で
現
代
の
「
カ
ル
ト
」
問
題
は
発
 
生
し
た
 

の
だ
と
い
う
著
者
の
認
識
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
二
、
三
十
年
の
宗
教
社
会
学
で
は
、
世
俗
化
論
が
新
宗
教
規
 
象
や
 

「
フ
ア
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
、
「
エ
ス
ノ
，
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
 

と
い
っ
 

た
 宗
教
の
復
興
現
象
に
す
っ
か
り
 色
 あ
せ
、
「
宗
教
と
社
会
」
の
 
関
係
を
 

総
体
と
し
て
把
握
す
る
よ
り
も
、
個
別
の
宗
教
運
動
や
宗
教
者
の
 
内
面
 せ
 

界
 に
分
け
入
ろ
う
と
す
る
メ
ゾ
、
ミ
ク
ロ
的
社
会
認
識
が
主
流
に
 
な
っ
て
 

き
た
。
こ
の
社
会
認
識
の
視
座
と
万
法
で
「
カ
ル
ト
」
問
題
を
調
 
査
 し
よ
 

う
と
す
る
と
、
研
究
者
は
対
象
者
に
密
着
し
た
記
述
の
意
味
を
自
 
コ
し
 
吾
一
口
 

及
 
@
 

的
に
問
 
い
 直
す
こ
と
に
相
当
の
時
間
を
費
や
さ
ざ
る
を
え
な
 い
 。
「
 カ
 

ト
 」
問
題
の
当
事
者
や
彼
等
を
支
援
す
る
た
め
に
介
入
し
た
宗
教
 
者
 
，
 医
 

療
 ・
法
律
の
専
門
家
に
よ
る
「
カ
ル
ト
」
批
判
の
言
説
や
、
教
団
 

 
 

抗
 的
言
説
、
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
の
博
識
な
傍
観
者
達
の
 清
韓
 を
 

も
 参
照
し
な
が
ら
、
宗
教
研
究
固
有
の
視
点
と
知
見
を
披
 
湘
 で
き
  
 

二
本
書
の
構
成
と
論
白
 

第
一
部
で
は
、
現
代
宗
教
が
存
立
す
る
社
会
の
構
造
的
変
動
が
説
 
萌
 さ
 

れ
る
。
第
一
章
に
お
い
て
、
前
節
で
既
に
述
べ
た
著
者
の
問
題
意
 
識
と
研
 

究
 視
座
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
続
く
第
二
章
か
ら
世
俗
化
 
論
 再
考
 

ま
で
、
ほ
ぼ
十
年
ず
つ
遡
っ
て
当
時
の
宗
教
研
究
の
問
題
状
況
を
 
検
討
す
 

る
 内
容
に
な
っ
て
い
る
。
評
者
は
む
し
ろ
一
九
七
 0 年
の
問
題
と
 
し
て
 世
 

俗
化
テ
ー
ゼ
の
再
検
討
か
ら
始
め
て
、
順
に
一
九
八
 0 年
代
、
一
  
 

年
代
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
「
宗
教
と
政
治
・
国
家
」
の
関
係
、
 

及
 び
 研
 

究
 上
の
課
題
と
並
べ
た
万
が
読
者
に
は
時
代
の
流
れ
が
見
え
や
す
 い
の
で
㏄
 

 
 

は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。
 

で
あ
れ
ば
、
宗
教
研
究
の
社
会
的
意
義
は
な
い
。
著
者
が
た
っ
 
戦
 略
 高
地
 

と
し
て
の
マ
ク
ロ
的
宗
教
認
識
は
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
一
つ
 
の
 展
望
 

を
 開
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

以
上
、
中
野
氏
の
視
座
と
方
法
論
の
意
図
、
意
義
に
つ
い
て
、
 

い
 さ
さ
 

か
 紙
数
を
費
や
し
て
確
認
し
た
。
こ
の
点
を
理
解
し
て
お
か
な
 い
と
、
 

「
欧
米
の
反
カ
ル
ト
運
動
は
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
表
れ
」
 と
い
う
 

「
 反
 カ
ル
ト
運
動
」
の
捉
え
方
が
短
絡
的
と
誤
解
さ
れ
る
お
そ
 れ
が
あ
 

る
 。
端
的
に
舌
口
っ
て
、
日
本
で
あ
れ
、
欧
米
で
あ
れ
、
 

反
 カ
ル
ト
 運
動
の
 

当
事
者
達
の
意
見
や
活
動
事
例
を
そ
れ
な
り
に
知
っ
て
い
る
も
の
 
に
と
つ
 

て
 、
本
書
の
結
論
は
納
得
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
白
 
か
 ら
の
み
 

本
書
を
評
価
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
誤
読
と
ま
で
い
え
な
い
 
に
し
て
 

も
 、
著
者
の
意
図
を
十
分
に
く
ん
だ
読
み
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 
 
 

下
で
は
、
本
書
の
構
成
に
沿
い
な
が
ら
、
中
野
氏
の
分
析
を
お
っ
 
て
み
た
 

 
 

 
 



世
俗
化
論
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
何
が
世
俗
化
し
た
の
か
と
い
う
論
 
議
の
 

対
象
と
宗
教
の
定
義
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
は
 
世
俗
化
 

し
て
い
る
の
か
（
古
本
数
に
よ
る
社
会
 
統
 ム
ロ
機
能
の
喪
失
 -
 。
宗
教
 は
 世
俗
 

化
し
て
い
る
の
か
 
-
 宗
教
制
度
の
弱
体
化
 -
 。
人
間
は
世
俗
化
し
 て
い
る
 

の
か
 
-
 究
極
的
意
味
や
救
済
財
へ
の
欲
求
の
低
下
Ⅱ
こ
う
し
た
 問
い
を
 

組
み
合
わ
せ
て
、
 
近
 
，
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
趨
勢
を
と
ら
え
た
 

一
つ
の
 

答
え
が
世
俗
化
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
世
俗
化
論
は
前
提
と
な
る
 
社
会
理
 

論
 
-
 宗
教
理
論
を
含
む
一
と
対
象
領
域
に
お
け
る
趨
勢
判
断
を
別
 
送
 検
討
 

し
な
い
と
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
の
占
を
「
世
俗
化
テ
ー
ゼ
の
諸
前
提
」
と
し
て
著
者
も
十
分
認
 
識
し
 

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
論
者
の
社
会
理
論
上
の
相
違
そ
の
も
の
は
 
検
討
さ
 

れ
な
か
っ
た
。
ル
ッ
ク
マ
ン
、
バ
ー
ガ
Ⅰ
マ
ー
チ
ン
、
ウ
ィ
ル
  
 

ド
ベ
 ラ
ー
レ
、
ル
ー
マ
ン
、
ワ
ッ
 

ハ
 、
メ
ン
シ
ン
グ
の
 
諸
 説
を
 

-
 
、
 世
俗
化
 

過
程
の
性
質
 -
 可
逆
的
か
否
か
一
と
適
用
範
囲
 -
 近
代
及
び
西
洋
 キ
リ
ス
 

ト
 救
世
界
に
限
定
す
る
の
か
、
通
文
化
・
通
歴
史
的
と
考
え
る
か
 
）
 と
い
 

う
 趨
勢
判
断
の
助
か
ら
の
み
整
理
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
著
者
が
 
西
欧
の
 

世
俗
化
論
は
日
本
に
適
用
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
大
き
な
問
題
 
設
 定
 を
し
 

て
い
る
た
め
に
、
「
西
欧
の
世
俗
化
論
」
と
一
括
し
た
つ
え
で
の
 
、
西
欧
 

に
お
け
る
諸
前
提
と
日
本
と
の
差
異
を
論
じ
よ
う
と
し
た
た
め
だ
 
と
 思
わ
 

れ
る
。
彼
等
の
世
俗
化
論
は
西
洋
中
心
主
義
を
抜
け
出
て
い
な
い
 
と
い
，
 
つ
 

結
論
は
、
一
九
 セ
 0
 年
代
の
末
に
日
本
と
西
欧
の
研
究
者
が
世
俗
 
比
論
を
 

検
討
し
あ
っ
た
後
の
日
本
側
の
了
解
に
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
 
、
宗
教
 

性
 の
あ
ら
わ
れ
万
や
宗
教
と
社
会
の
制
度
的
関
係
は
当
該
社
会
 
ダ
 
」
と
に
 独
 

特
 で
あ
り
、
近
代
化
を
単
系
的
で
一
方
向
へ
進
む
趨
勢
（
世
俗
 化
 を
伴
 

こ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
、
こ
の
点
は
当
の
西
欧
社
会
に
お
い
て
も
宗
教
の
復
興
 
現
 栗
を
 

見
る
に
 至
 つ
て
世
俗
化
論
へ
の
懐
疑
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
  

 

は
 、
第
二
章
に
お
い
て
一
九
八
 0
 年
代
に
お
け
る
世
俗
化
論
再
検
 討
 の
 状
 

 
 

況
を
説
明
し
て
い
く
。
多
様
な
新
宗
教
運
動
（
①
 HP
M
 系
、
②
 東
洋
 宗
 

教
系
 、
③
イ
エ
ス
運
動
系
）
や
保
守
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 
の
 政
治
 

的
 発
言
力
の
拡
大
 

-
 
人
工
妊
娠
中
絶
・
強
制
バ
ス
通
学
・
公
教
育
 に
お
け
 

6
 桁
 禧
 禁
止
・
同
性
愛
等
を
問
題
視
し
、
テ
レ
ビ
伝
道
家
が
大
衆
 に 働
き
 

か
け
、
政
治
家
は
そ
れ
ら
の
票
を
あ
て
に
す
る
 -
 だ
け
み
て
も
、
 
士
 
本
仏
刹
 

払
の
 

社
会
・
政
治
に
対
す
る
影
響
力
は
増
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 

こ
 れ
は
ア
 

メ
リ
カ
の
事
例
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
「
宗
教
が
 
社
会
 統
 

制
 力
を
持
つ
こ
と
は
な
い
に
し
て
も
、
政
治
に
対
す
る
影
響
力
は
 
保
持
し
 

て
い
る
（
ウ
ィ
ル
ソ
ン
こ
し
、
宗
教
が
完
全
に
私
事
化
し
、
 サ
  
 

チ
ヤ
ー
と
化
す
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。
 

一
九
九
 0
 年
代
は
、
東
西
冷
戦
体
制
が
消
滅
し
て
、
「
宗
教
の
復
 
権
 」
 

と
み
ら
れ
る
現
象
が
観
察
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
一
、
宗
教
を
冠
し
 
た
 原
理
 

正
義
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
 

ニ
 、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
 
な
 要
素
の
強
 
い
蠕
 仏
心
下
 

教
が
 勢
力
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
三
、
民
族
正
義
、
ナ
シ
ョ
ナ
 
 
 

の
 ム
ロ
頭
に
宗
教
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
い
え
 

る
 。
 著
 

者
は
、
民
族
，
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
・
国
民
等
の
概
念
や
ナ
シ
ョ
ナ
 
リ
 ズ
ム
 研
 

究
一
 原
初
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
道
具
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
 -
 を
 検
討
し
 

た
 つ
 え
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
文
化
・
政
治
的
形
態
に
お
 卜
い
 
て
心
示
 

教
 が
そ
れ
ら
の
諸
概
念
と
ど
の
よ
う
に
結
合
す
る
か
が
今
後
検
討
 
さ
れ
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
一
つ
の
応
用
が
、
第
二
部
に
扱
 
わ
れ
る
 

「
対
抗
的
」
「
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
の
 

反
 カ
ル
ト
 運
 動
及
び
 

反
 セ
ク
ト
 法
 等
の
研
究
で
あ
る
。
 



書評と紹介 

第
二
部
第
一
章
「
宗
教
研
究
と
カ
ル
ト
問
題
」
で
は
、
「
カ
ル
ト
 

問
題
」
 

を
 論
じ
る
際
の
規
範
的
立
場
と
宗
教
研
究
に
お
け
る
立
場
性
が
問
 
題
 に
さ
 

れ
る
。
著
者
に
 
ょ
 れ
ば
、
一
、
被
害
者
、
親
族
 @
 
ル
ト
批
判
）
 、
ニ
、
 

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
 

-
 
社
会
一
般
、
常
識
を
肯
定
一
、
二
、
反
カ
ル
ト
 

運
動
に
 

従
事
す
る
宗
教
者
 
-
 異
端
的
信
仰
の
批
判
 一
 、
四
、
弁
護
士
、
裁
 判
官
等
 

-
 
法
体
系
内
で
の
判
断
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
評
者
は
こ
れ
に
、
五
、
 

精
神
 

医
学
・
心
理
学
 
-
 洗
脳
論
、
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
の
 提
起
 一
 、
 

及
び
 六
 、
宗
教
学
・
宗
教
社
会
学
 -
 宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
 擁
 護
 ）
 の
 

立
場
を
加
え
た
い
。
一
の
当
事
者
以
外
は
 、
 二
か
ら
六
ま
で
ジ
ャ
 
 
 

ズ
ム
、
宗
教
者
、
法
曹
、
医
療
従
事
者
、
研
究
者
と
い
っ
た
専
門
 
家
で
あ
 

る
 。
 

知
識
の
存
在
拘
束
性
と
い
う
観
点
か
ら
「
カ
ル
ト
」
問
題
の
語
り
 
万
を
 

見
て
み
る
と
、
カ
ル
ト
問
題
に
介
入
す
る
自
ら
の
正
当
性
を
述
べ
 
た
も
の
 

が
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
構
成
さ
れ
た
カ
ル
ト
論
に
な
っ
て
 い
 る
 。
 評
 

者
は
研
究
者
も
実
践
者
と
し
て
特
定
の
立
場
性
を
持
つ
と
考
え
 て
い
る
 

が
 、
著
者
は
規
範
的
立
場
か
ら
の
判
断
を
極
力
排
除
し
、
問
題
の
 
事
象
を
 

経
験
科
学
的
・
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
 
宗
教
 社
 

全
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
玉
帳
す
る
。
こ
の
占
は
最
後
に
議
 
払
 
而
 し
て
み
 

 
 

さ
て
、
第
二
章
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
 反
 カ
ル
ト
運
動
と
ナ
シ
ョ
 
 
 

ズ
ム
」
で
は
、
「
保
守
再
興
の
潮
流
の
中
で
、
新
宗
教
運
動
を
伝
 
統
 的
な
 

信
仰
、
家
族
、
倫
理
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
、
そ
れ
ら
 にま
さ
 

に
 
「
対
抗
す
る
 口
 た
め
発
展
し
た
運
動
」
と
し
て
の
 

反
 カ
ル
ト
 運
 動
 が
分
 

析
 さ
れ
る
。
「
文
化
的
で
あ
れ
、
政
治
的
で
あ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
 
リ
 ズ
ム
 は
 

愛
国
主
義
の
主
張
と
し
て
外
部
に
敵
を
想
定
す
る
と
共
に
、
内
部
 にも
 敵
 

を
 設
定
す
る
。
こ
の
運
動
に
と
っ
て
、
反
社
会
的
な
「
カ
ル
ト
 
口
 は
 伝
統
 

文
化
を
内
側
か
ら
腐
食
さ
せ
る
内
部
の
敵
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
 
で
、
 反
 

カ
ル
ト
運
動
は
少
な
く
と
も
全
体
社
会
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
 
 
 

な
 統
制
運
動
で
あ
り
、
逸
脱
を
抑
圧
す
る
運
動
で
あ
る
ご
 

著
者
は
こ
の
よ
う
に
 
反
 カ
ル
ト
運
動
を
理
解
し
、
 
反
 カ
ル
ト
運
動
 
の
 溝
 

成
員
（
①
家
族
、
脱
会
者
、
②
既
成
教
団
、
③
デ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
マ
 
 
 

専
門
家
、
⑤
市
民
の
反
カ
ル
ト
感
情
、
⑥
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
 
、
 ⑦
 政
 府
 関
係
 

機
関
 -
 と
政
府
へ
の
働
き
か
け
（
特
定
教
団
に
対
す
る
公
聴
会
の
 
開
催
、
 

議
員
に
よ
る
法
的
規
制
へ
の
働
き
か
け
、
そ
れ
が
不
能
と
分
か
る
 
と
 脱
税
 

等
の
別
件
に
よ
る
牽
制
、
デ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
元
メ
ン
バ
ー
 に
よ
る
 

法
的
告
発
 一
 を
記
述
す
る
。
そ
し
て
、
一
、
宗
教
的
多
元
社
会
に
 おけ
る
 

「
信
教
の
自
由
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
 

ニ
、
宗
 教
 的
少
 

教
派
や
新
宗
教
へ
の
抑
圧
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
宗
教
と
社
会
、
国
 
家
 と
の
 

関
係
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
 

一
九
九
 0
 年
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
東
西
冷
戦
後
の
仮
想
 敵と
 し
て
 

「
イ
ス
ラ
ー
ム
過
激
正
義
」
と
、
実
質
的
な
 敵 と
し
て
ア
フ
ガ
 -
 
一
 ス
タ
 

ン
 、
イ
ラ
ク
が
ア
メ
リ
カ
の
標
的
と
な
り
、
攻
撃
さ
れ
た
記
憶
は
 
生
々
 し
 

い
も
の
が
あ
る
。
「
イ
ス
ラ
ー
ム
・
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
 

と
い
，
 つ
 

舌
口
 
い
 万
に
は
西
欧
文
化
、
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
が
感
じ
ら
れ
る
 
。
ア
メ
 

リ
カ
 の
政
治
が
国
内
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
対
外
的
に
は
覇
権
 
正
義
 的
 

色
彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
比
較
的
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 
、
ア
メ
 

リ
カ
 の
 反
 カ
ル
ト
運
動
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
捉
え
る
こ
と
が
 
妥
 当
 か
ど
 

 
 

う
か
に
つ
い
て
、
評
者
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
 

第
一
に
、
著
者
が
事
例
と
し
て
あ
げ
た
 反
 カ
ル
ト
運
動
 
-
C
A
N
 
 
 

F
F
 仙
一
の
活
動
目
的
や
構
成
員
の
活
動
動
機
が
、
主
観
的
に
も
 
客
観
的
 



に
も
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
の
か
 
?
 

む
し
ろ
 、
こ
れ
 

ら
の
運
動
の
端
緒
は
 、
 「
カ
ル
ト
」
に
入
信
し
た
 

一
 奪
わ
れ
た
 -
 子
供
を
 

取
り
戻
す
 
-
 
脱
会
さ
せ
る
 
-
 親
達
の
活
動
と
、
家
族
支
援
の
た
め
 に
 専
門
 

家
が
介
入
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
最
大
限
の
目
的
は
「
 
個
  
 

自
由
・
尊
厳
と
「
家
族
」
の
回
復
で
あ
っ
た
。
個
々
の
運
動
に
は
 、直
接
 

「
民
族
」
「
国
家
」
或
い
は
「
伝
統
」
と
い
っ
た
集
合
的
な
価
値
 

が
 主
導
 

的
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
 

第
二
に
、
個
別
の
社
会
運
動
の
次
元
で
は
な
く
、
文
化
現
象
と
し
 て
 々
 

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
で
あ
る
と
見
な
せ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
「
 
被
 生
ロ
 
才
旧
 
」
 

と
し
て
の
家
族
、
宗
教
者
、
法
律
・
医
療
関
係
の
専
門
家
が
 
、
そ
 れ
ぞ
れ
 

の
 立
場
で
「
あ
る
べ
き
」
個
人
・
家
族
を
論
じ
、
教
団
と
の
落
差
 に
 
「
 カ
 

ル
ト
」
 性
や
 
「
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
の
痕
跡
を
見
い
だ
 

し
た
こ
 

と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
を
著
者
は
「
差
異
化
さ
れ
た
他
者
へ
の
 
指
弾
 や
 

抑
圧
に
な
っ
た
」
と
運
動
の
効
果
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
性
を
読
 み 込
む
 

の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
 反
 カ
ル
ト
運
動
は
、
そ
の
旺
盛
な
 

社
会
 

的
 ク
レ
イ
ム
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的
正
統
性
を
 える
こ
 

と
に
は
成
功
し
て
い
な
い
。
保
守
政
治
勢
力
は
資
金
力
の
あ
る
 
新
 宗
教
・
 

既
成
宗
教
と
結
び
つ
く
。
学
界
は
「
文
化
多
元
主
義
」
と
「
 宗
 教
 の
 自
 

由
 」
を
守
り
、
 
反
 カ
ル
ト
運
動
の
ク
レ
イ
ム
を
背
教
者
の
 イ
デ
 オ
ロ
ギ
 

｜
 ・
心
理
と
切
り
捨
て
て
い
る
。
自
由
な
競
い
合
い
の
歴
史
が
優
 

れ
た
も
 

の
を
生
み
出
す
と
い
う
独
特
の
歴
史
的
経
験
・
社
会
的
価
値
観
 の
 -
 
別
 に
 

は
 、
新
宗
教
で
あ
れ
、
 
反
 カ
ル
ト
運
動
で
あ
れ
、
特
定
の
価
値
観
 に
 基
づ
 

い
て
社
会
秩
序
へ
挑
戦
一
の
回
復
）
を
目
指
す
運
動
は
マ
イ
ノ
リ
 ティ
 と
 

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
 
二
 0
 世
紀
後
半
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
 ネ
  
 

べ
 ラ
リ
ズ
ム
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
し
て
世
界
に
大
き
な
影
響
力
 
を
も
た
 

ら
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
い
わ
れ
る
自
由
を
保
障
す
る
制
度
は
必
 

 
 

社
会
の
安
寧
秩
序
、
最
低
限
の
生
活
保
障
 や
、
 暮
ら
し
の
心
地
ょ
 
さ
を
 保
 

 
 

陣
 す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
な
い
。
 

反
 カ
ル
ト
運
動
の
王
 
張
は
 
「
強
者
 

の
 自
由
」
か
ら
「
弱
者
の
権
利
」
を
守
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
 

 
 

力
 め
 ナ
シ
ョ
ナ
ル
 
な
 主
張
と
は
対
極
に
あ
る
。
 

む
し
ろ
、
 反
 カ
ル
ト
運
動
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
 

な
 論
調
や
政
策
と
結
び
 

つ
 {
 

の
は
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
ろ
う
。
 

第
三
章
は
「
バ
ク
テ
イ
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
・
ス
フ
ー
 ニ ー
 と
ク
リ
 
シ
ュ
 

ナ
 意
識
運
動
」
の
事
例
か
ら
、
「
カ
ル
ト
」
の
対
抗
文
化
的
要
素
 が 
「
 
洗
 

脳
 」
と
し
て
告
発
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
か
 っ
た
判
 

例
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
章
も
興
味
深
い
が
、
四
章
の
方
が
本
 
書
 で
は
 

重
要
で
あ
る
。
 

第
四
章
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
セ
ク
ト
へ
の
規
制
」
と
し
て
 
 
 

ラ
ン
ス
国
民
議
会
で
成
立
し
た
 

反
 セ
ク
ト
浩
正
式
名
称
「
人
権
 
及
び
 基
 

本
 的
自
由
を
侵
害
す
る
セ
ク
ト
的
運
動
の
防
止
及
び
取
り
締
ま
り
 
を
 強
化
 

す
る
 二
 0
0
 

一
年
六
月
一
二
日
の
法
律
」
 
-
 を
 中
心
に
、
フ
ラ
ン
 ス
 ・
 べ
 

ル
ギ
ー
の
セ
ク
ト
対
策
推
進
国
と
、
ド
イ
ツ
の
新
宗
教
運
動
に
配
 
慮
 し
た
 

立
場
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 
連
 ム
ロ
 -
E
U
 諸
国
）
 と
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
会
議
（
 
東
欧
 含
 

む
 四
四
ヵ
国
 -
 に
お
け
る
セ
ク
ト
問
題
に
対
す
る
政
策
の
揺
れ
 を
、
政
 

界
 ・
宗
教
界
の
諸
勢
力
問
の
対
抗
関
係
か
ら
叙
述
し
て
い
る
。
 

ど
 の
国
で
 

も
 政
策
立
案
の
過
程
で
セ
ク
ト
問
題
・
セ
ク
ト
宗
教
（
ヨ
ー
ロ
 ツ パ
 で
は
 

カ
ル
ト
の
代
わ
り
に
セ
ク
ト
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
一
の
現
状
を
 
示
す
 報
 

吉
書
が
作
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
も
 
ふ
ま
え
 

て
 、
著
者
は
セ
ク
ト
問
題
を
構
築
す
る
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
 
把
握
し
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よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ア
ラ
ン
ス
に
の
み
論
点
を
限
定
す
 
る
 。
 

フ
ラ
ン
ス
の
 
反
 セ
ク
ト
 法
 自
体
は
、
特
定
教
団
の
セ
ク
ト
性
や
「
 精
神
 

操
作
」
を
ね
ら
 
い
 う
ち
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
一
九
八
五
年
 の
 
「
ヴ
ィ
 

ヴ
ィ
ア
ン
報
告
」
 
や
 
一
九
九
六
年
の
「
ギ
ア
ー
ル
報
告
」
に
列
挙
 

さ
れ
た
 

セ
ク
ト
の
具
体
的
団
体
名
を
見
る
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
 
非
 伝
統
的
 

で
あ
り
な
が
ら
勢
力
を
拡
張
し
つ
つ
あ
る
宗
教
団
体
が
念
頭
に
あ
 っ
 た
こ
 

と
は
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
議
案
策
定
の
公
聴
会
等
で
宗
教
 
社
ム
 五
 学
者
が
 

新
宗
教
運
動
支
持
者
と
し
て
議
論
に
関
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
 
意
 図
 的
で
 

あ
ろ
う
。
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
前
面
に
出
し
た
い
 
教
 余
勢
 

カ
と
 、
ラ
イ
シ
 
テ
 の
伝
統
を
持
つ
左
派
議
員
が
共
闘
し
て
、
フ
ラ
 シ
 ス
に
 

流
入
す
る
新
宗
教
運
動
に
圧
力
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
，
 

っ
 著
者
の
 

解
釈
は
妥
当
で
あ
ろ
う
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
反
セ
ク
ト
運
動
 
は
、
ゐ
不
 

教
 ，
文
化
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
抗
し
た
 

反
 グ
ロ
ー
バ
ル
の
動
き
 
で
は
な
 

い
か
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
 
ブ
 ラ
 シ
 ス
の
 

文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
考
え
る
の
が
適
切
か
ど
う
か
、
一
概
に
 はい
え
 

な
れ
よ
う
な
気
が
す
る
。
一
 

つ
に
 、
社
会
秩
序
の
形
成
や
社
会
的
 価
値
の
 

実
現
に
共
和
国
政
府
が
強
い
介
入
を
行
う
政
策
は
 、反
 セ
ク
ト
 運
 動
 が
喚
 

起
し
た
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
時
代
性
の
他
に
、
フ
ラ
ン
 ス
 の
中
 

央
 集
権
的
な
社
会
政
策
の
歴
史
・
文
化
的
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
 よう
に
 

も
 思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
 

反
 セ
ク
ト
法
の
法
人
に
対
す
る
「
 

解
散
 宣
 

告
 」
は
、
個
人
に
対
す
る
明
確
な
違
法
行
為
を
組
織
的
・
計
画
的
 
に
 繰
り
 

返
す
よ
う
な
団
体
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
 
、
 単
な
る
差
別
 的
 態
度
 

で
 適
用
可
能
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
差
別
が
制
度
 
化
さ
れ
 

て
い
る
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
 

三
結
語
 

著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
 
反
 カ
ル
ト
運
動
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
 反
 セ
ク
 ト
運
 

動
 に
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
認
め
、
そ
れ
を
克
服
し
て
宗
教
的
 
多
元
主
 

義
 ・
文
化
多
元
主
義
的
世
界
の
実
現
を
目
指
し
た
い
と
 

エ
 ピ
ロ
ー
 グ
に
 も
 

書
か
れ
て
い
る
。
昨
今
の
「
文
明
の
衝
突
」
や
ア
メ
リ
カ
の
「
 
帝
 国
 」
的
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「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
で
は
、
著
者
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
 でク
 ロ
仏
円
 

分
析
が
提
示
さ
れ
る
。
現
代
 
一
 こ
こ
四
半
世
紀
 -
 の
ナ
シ
ョ
ナ
  
 

は
 、
政
治
的
・
世
俗
的
な
国
民
国
家
・
啓
蒙
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
 
リ
 ズ
ふ
 か
 

ら
 、
政
治
的
・
文
化
的
な
も
の
 -
 
例
え
ば
日
本
人
仏
 鰹
へ
 移
っ
た
 。
 二
 O
 

世
紀
末
、
宗
教
が
復
権
す
る
時
代
に
い
た
っ
て
、
宗
教
的
・
文
化
 的 ナ
シ
 

ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
 
一
 
ア
メ
リ
カ
の
 
反
 カ
ル
ト
運
動
 
-
 が
出
現
し
、
さ
ら
 
 
 

れ
が
宗
教
的
・
政
治
的
な
も
の
 @
 
ラ
ン
ス
の
 反
 セ
ク
ト
 法
、
ヒ
 
ン
ド
ゥ
 

｜
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 
-
 へ
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
世
俗
か
ら
 

宗
 教
へ
 位
 

棺
を
変
え
な
が
ら
、
政
治
、
文
化
の
領
域
を
往
還
運
動
し
て
い
る
 の
で
は
 

な
い
か
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
 

こ
の
図
式
自
体
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
直
接
 
評
 価
す
 

る
 能
力
が
評
者
に
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
の
事
 
例
か
ら
 

文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
読
み
と
る
と
い
う
作
業
が
評
者
に
は
で
 きな
か
 

っ
た
 。
そ
れ
は
、
一
つ
に
，
評
者
が
マ
ク
ロ
的
視
座
を
「
カ
ル
ト
 」
問
題
 

に
 適
用
す
る
よ
り
も
、
事
例
か
ら
領
域
密
着
型
理
論
を
構
想
す
る
 こ
と
を
 

優
先
し
て
調
査
研
究
を
し
て
い
る
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
 一
 つ
キ
ょ
、
 

@
@
 

評
者
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
国
民
国
家
、
政
治
運
動
の
枠
で
考
え
 
 
 

シ
ョ
ン
や
文
化
の
領
域
に
ま
で
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
に
懐
疑
的
 
で
あ
る
 

こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
 



ふ
る
ま
い
と
反
発
を
み
る
に
つ
け
、
著
者
の
提
言
は
妥
当
な
も
の
 
だ
と
 思
 

わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
カ
ル
ト
問
題
に
お
け
る
権
利
回
復
の
 
運
動
や
 

秩
序
維
持
の
政
策
を
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
解
釈
せ
ず
と
も
 
可
 能
 な
主
 

張
 で
は
な
い
な
る
 
ぅ
か
 "
 著
者
の
持
ち
味
は
マ
ク
ロ
分
析
に
あ
る
 。し
か
 

し
 、
半
面
、
ミ
ク
ロ
・
メ
ゾ
の
分
析
か
ら
本
来
え
ら
れ
る
は
ず
の
 社
会
的
 

事
実
の
収
集
を
他
者
の
研
究
論
文
の
レ
ビ
ュ
ー
に
依
拠
せ
ざ
る
 を
え
な
 

 
  

 著
者
が
依
拠
し
た
英
米
の
宗
教
社
会
学
の
知
見
に
は
彼
等
な
り
の
 「
 カ
 

ル
ト
」
問
題
へ
の
認
識
と
文
化
的
特
性
が
濃
厚
で
あ
り
、
著
者
が
 
世
俗
化
 

読
で
看
破
し
た
よ
う
に
、
「
欧
米
の
宗
教
社
会
学
の
諸
理
論
は
 
、
 彼
等
の
 

努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
西
欧
中
心
主
義
を
抜
け
出
て
い
な
 い 。
 そ
 

れ
は
あ
る
意
味
で
は
宗
教
社
会
学
の
隠
さ
れ
た
限
界
か
も
し
れ
な
 
レ
 
l
 
j
 」
。
 

カ
ル
ト
問
題
に
関
し
て
は
、
立
場
に
応
じ
た
論
じ
方
が
あ
り
、
 

宗
 致
仕
 

全
学
と
い
え
ど
も
そ
の
立
場
を
超
え
て
マ
ク
ロ
の
高
み
に
立
つ
 @
 
」
と
は
や
 

は
 り
で
き
な
い
だ
ろ
う
 0
 し
か
し
な
が
ら
、
「
い
ま
、
こ
こ
」
の
 

問
題
を
 

時
代
・
地
域
の
個
別
事
例
の
位
相
を
こ
え
て
 鳥
敵
 す
る
作
業
は
 
、
 ど
の
時
 

代
 に
も
、
ど
の
社
会
に
も
求
め
ら
れ
る
営
為
で
あ
る
。
本
書
が
日
 
本
に
お
 

け
る
「
カ
ル
ト
」
問
題
研
究
の
地
平
を
大
き
く
拡
大
し
た
こ
と
は
 
確
か
で
 

あ
り
、
宗
教
社
会
学
に
お
け
る
マ
ク
ロ
的
分
析
の
復
権
と
し
て
も
 
読
ま
れ
 

る
べ
き
内
容
を
備
え
て
い
る
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
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創
立
桂
二
 0
0
 二
年
二
月
二
五
日
刊
 

 
 

A
5
 判
 
三
 二
一
頁
五
六
 0
0
 円
 

 
 

 
 

吉
永
進
一
 

 
 

 
 

 
 

は
 、
天
地
創
造
 
説
 を
一
笑
に
付
し
、
創
造
 
主
 が
天
地
を
創
 遣
 し
た
な
ら
 

ば
 、
創
造
主
を
創
造
し
た
も
の
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
 

問
う
た
 。
 キ
リ
ス
 

ト
 教
徒
に
と
っ
て
は
「
 
無
 」
が
救
済
に
あ
ず
か
る
な
ど
論
外
で
あ
 

り
、
一
 

方
円
 了
 に
と
っ
て
は
「
如
か
ら
の
創
造
」
な
ど
論
外
で
あ
っ
た
。
 

@
 者
で
 

は
 有
と
無
の
別
は
絶
対
的
で
根
本
的
で
あ
り
、
後
者
の
宇
宙
で
は
 

存
在
は
 

無
始
無
終
。
こ
れ
だ
け
存
在
に
関
し
て
の
前
提
が
異
な
る
 

以
 上
 、
西
欧
的
 

知
性
の
枠
に
よ
り
つ
つ
思
索
を
深
め
た
近
代
日
本
の
宗
教
的
哲
 

学
者
が
 

「
 
無
 」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
り
、
と
り
わ
け
西
田
 

に
 始
ま
る
 京
 

一
部
学
派
に
お
い
て
「
 
無
 」
は
重
要
な
用
語
で
あ
る
。
も
ち
 

ろ
 ん
 、
後
者
に
 

 
 

わ
れ
な
お
す
 

こ
と
に
よ
っ
て
 
よ
り
 一
般
化
さ
れ
、
い
ま
だ
に
有
効
な
問
題
 

と
し
て
問
わ
 

 
 

一
れ
続
け
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
の
 

題
名
と
題
材
 

  

  
無 
と 

宗教 

経験 

禅 
の 

上ヒ 

較も 

示臥篠 

学 
的 
考 
察 

  。 一 
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が
 示
す
 よ
う
 に
、
京
都
学
派
の
精
神
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
新
た
 
 
 

を
 踏
み
出
そ
う
と
し
た
研
究
で
あ
ろ
う
。
 

ま
ず
、
禅
の
悟
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
根
本
的
な
理
 
解
は
 

本
書
の
随
所
に
披
露
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
意
見
は
次
の
引
用
 に
 集
約
 

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

「
無
を
厭
う
が
故
に
有
を
求
め
る
こ
と
、
逆
に
い
わ
ゆ
る
解
脱
を
 
求
め
 

て
 有
を
否
定
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
か
ら
と
も
に
脱
す
る
の
が
 
真
 の
 解
脱
 

だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
視
線
の
先
は
何
も
な
 い
 世
界
な
の
か
。
し
か
 
し
そ
れ
 

を
 無
の
世
界
と
い
っ
た
ら
た
ち
ま
ち
有
に
対
す
る
無
で
し
か
な
い
 こ
と
に
 

な
る
。
従
っ
て
 
、
 有
で
も
無
で
も
な
い
と
は
、
有
か
ら
全
く
分
け
 隔
て
る
 

れ
た
次
元
な
の
で
は
な
く
、
現
実
の
有
の
現
象
世
界
に
あ
り
つ
つ
 
、
同
時
 

に
そ
の
有
を
超
越
す
る
と
い
う
、
微
妙
な
二
重
性
の
中
に
住
ま
う
 こ
と
と
 

な
る
」
三
五
頁
Ⅰ
 
育
 と
血
の
対
立
概
念
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
は
 ま
、
 

え
く
 

そ
の
対
立
自
体
を
脱
却
し
つ
つ
、
し
か
も
現
実
に
あ
る
こ
と
。
 

@
 
」
の
論
理
 

構
造
は
仏
性
に
つ
い
て
も
同
様
と
さ
れ
、
仏
性
の
有
、
無
の
別
は
 ま
、
 

力
く
 

悟
り
に
至
っ
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
仏
は
衆
生
と
別
の
と
こ
ろ
に
 あ
る
の
 

で
は
な
く
、
衆
生
心
が
も
と
も
と
 仏
 な
の
で
あ
る
」
 
二
 一
五
九
頁
 -
 と
さ
 

れ
る
。
 

本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
現
世
と
超
越
と
い
っ
た
二
項
対
立
を
有
 
し
な
 

い
、
 禅
 独
特
の
悟
り
体
験
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
 、
 Ⅰ
 
ン
エ
 

イ
ム
ズ
、
ユ
ン
グ
と
い
っ
た
仏
教
外
の
思
想
と
、
白
隠
、
大
乗
 
起
 信
論
 、
 

両
沢
神
会
な
ど
の
仏
教
内
部
の
思
索
と
を
駆
使
し
て
論
じ
た
研
究
 と 要
約
 

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

し
か
し
、
そ
の
論
述
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
単
に
仏
教
を
哲
学
用
 
睾
巾
で
 

解
説
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
冒
頭
に
あ
る
よ
う
 に 
「
 禅
 

を
 通
じ
て
、
我
々
が
関
わ
る
よ
り
一
般
的
な
問
題
へ
と
接
近
す
る
 こ
と
を
 

目
的
と
し
て
い
る
」
三
頁
 -
 と
あ
り
、
学
問
的
営
為
や
禅
堂
の
 中
で
終
 

わ
る
べ
き
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
実
存
に
密
接
に
関
わ
る
べ
き
 
地
 占
が
目
 

標
 と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
果
た
す
た
め
に
取
ら
れ
て
い
る
手
法
 は
、
ひ
 

と
つ
は
禅
の
思
想
を
哲
学
的
に
思
想
概
念
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
 い
う
 方
 

向
 で
あ
り
、
一
方
に
は
悟
り
体
験
を
一
つ
の
宗
教
心
理
と
し
て
 
比
 較
 検
討
 

し
よ
う
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
禅
の
外
か
ら
の
立
場
 に
よ
る
 

考
究
と
同
時
に
 
、
 禅
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
論
理
一
貫
性
を
検
 証
す
る
 

通
常
の
テ
キ
ス
ト
解
釈
と
、
「
自
ら
の
世
界
認
識
の
根
拠
に
つ
い
 て知
性
 

的
に
内
省
」
三
頁
 -
 す
る
こ
と
で
禅
の
世
界
観
に
肉
薄
す
る
と
 い
，
つ
 
@
 

法
 が
と
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
後
者
の
手
法
を
徹
底
す
れ
ば
、
 

禅
 解
釈
 

を
 越
え
て
一
般
的
な
実
存
の
地
平
ま
で
射
程
を
広
げ
る
こ
と
は
 
可
 能
 で
あ
 

っ
 た
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
書
は
全
体
と
し
て
は
テ
キ
ス
ト
解
釈
 の
手
 堅
 

い
 手
法
が
中
心
で
あ
り
、
禅
の
一
般
性
と
特
殊
性
を
浮
き
彫
り
に
 す
る
と
 

い
う
点
に
お
い
て
は
、
分
り
や
す
く
整
理
さ
れ
た
内
容
と
な
っ
て
 
い
る
。
 

簡
単
に
全
体
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
第
一
章
「
肯
定
と
 し
て
 

の
 
「
 
無
 」
」
と
第
二
章
「
神
言
語
の
逆
説
構
造
」
は
、
 

禅
 約
言
語
 を
 論
じ
 

た
も
の
で
あ
る
。
大
地
 が
 即
非
の
論
理
と
し
て
取
り
上
げ
た
、
「
 

金
剛
経
 し
 

の
 矛
盾
し
た
 不
 ム
ロ
 
理
 な
言
説
が
、
発
話
主
体
の
相
違
に
よ
る
ム
ロ
 
理
 的
な
構
 

立
 だ
と
い
う
最
近
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
「
 

A
 は
 非
 A
 で
あ
る
 」
と
い
 

う
言
説
に
は
、
凡
夫
の
宗
教
的
覚
醒
を
迫
る
意
図
が
暗
示
さ
れ
て
 い
る
と
 

著
者
は
読
み
と
る
。
あ
る
い
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
 
規
 則
 」
 概
 

 
 

念
と
 、
 @
 語
の
関
係
性
を
追
求
す
る
こ
と
で
そ
の
 @ 語
の
無
根
拠
 性
 を
会
 

巳
 

得
さ
せ
る
慧
能
の
修
行
法
と
の
類
似
と
相
違
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

，
 
」
の
部
分
 

巧
 

 
 

は
 、
以
降
の
議
論
の
予
備
的
な
部
分
を
構
成
す
る
と
同
時
に
 
、
六
 章
 以
降
 



に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
禅
の
場
ム
ロ
、
言
葉
は
悟
り
に
よ
っ
 

て
 開
か
 

れ
た
真
の
世
界
観
の
 い
 く
ば
く
か
を
伝
え
る
と
同
時
に
 、
 悟
り
を
 開
く
た
 

め
の
 ト
リ
ッ
ク
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

第
二
一
章
「
宗
教
経
験
と
悟
り
」
、
第
四
章
「
見
性
の
心
理
構
造
」
、
 

第
五
 

章
 
「
臨
済
の
「
無
事
」
に
つ
い
て
」
は
、
言
語
に
よ
る
関
係
性
の
 
束
縛
 か
 

ら
 脱
し
た
経
験
が
 ビ
 の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
 れ
て
ぃ
 

る
 。
そ
し
て
、
最
後
の
第
六
章
「
 禅
と
 本
覚
」
、
第
七
章
「
有
沢
 神
会
の
 

「
衆
生
り
」
に
つ
い
て
」
で
は
、
再
度
、
禅
の
逆
説
的
な
文
章
に
 
即
し
つ
 

つ
 、
頓
悟
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
 袴
 合
憲
昭
・
 松
 本
 史
朗
 

0
 本
覚
思
想
批
判
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
の
文
章
で
あ
ろ
う
と
 想
 壊
 さ
れ
 

る
が
、
そ
の
ま
ま
の
悟
り
と
い
つ
た
形
で
安
易
に
流
れ
や
す
い
 
仏
 教
 の
 一
 

面
な
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
背
後
に
隠
し
 つ
つ
、
 

本
来
の
悟
り
の
様
態
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
ジ
ェ
イ
ム
ス
 や
 ユ
ン
グ
 を
引
 

用
 し
っ
 つ
 白
隠
や
臨
済
を
論
じ
た
三
つ
の
章
で
あ
ろ
う
。
禅
の
心
 理
学
は
 

古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
本
書
の
ご
と
く
正
面
か
ら
 西
 拓
仏
 
の
七
本
 

執
心
理
学
を
禅
の
七
 理
 と
比
較
し
た
も
の
は
多
く
な
い
か
ら
で
あ
 る
 。
 こ
 

れ
ら
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
こ
こ
に
は
と
て
も
要
約
し
 
き
れ
な
 

さ
ま
ざ
ま
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
 ず
 次
の
 

二
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
 

第
一
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
「
宗
教
的
経
験
の
諸
相
」
に
お
け
る
神
秘
 主
義
 

経
験
、
回
心
経
験
と
の
比
較
で
あ
る
。
神
秘
主
義
経
験
は
認
識
的
 性
質
に
 

お
い
て
、
回
心
経
験
は
意
志
的
努
力
の
放
棄
と
い
っ
た
点
で
共
 通
す
る
 

が
 、
他
方
、
「
諸
相
し
で
は
何
か
の
存
在
が
出
現
し
て
く
る
「
 
実
 在
 の
 感
 

覚
 」
二
言
つ
け
加
え
て
お
け
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
お
い
て
こ
れ
 
は
 必
ず
 

し
も
幸
福
感
や
救
済
感
と
は
結
び
っ
か
な
 い
 -
 が
 強
調
さ
れ
る
 の
に
 対
 

し
 、
白
隠
に
お
い
て
は
、
と
ら
わ
れ
と
な
っ
て
い
た
実
在
の
側
が
 

 
 

る
と
い
う
、
 逆
 方
向
の
運
動
が
あ
る
。
 

 
 
 
 

次
に
、
こ
の
回
心
の
時
に
自
己
な
ら
ざ
る
自
己
に
よ
っ
て
古
い
自
 
己
が
 

否
定
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
は
禅
も
キ
リ
ス
ト
教
も
同
様
で
あ
る
が
、
 

新
し
く
 

生
じ
た
自
我
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
回
心
者
の
よ
う
に
超
越
者
に
 埋没
す
 

る
こ
と
が
な
い
点
が
異
な
る
。
悟
り
体
験
は
、
分
別
 
知
 に
ま
み
れ
 
て
 実
体
 

性
 に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
自
我
を
、
無
相
の
自
己
が
葬
り
さ
る
過
程
 
と
さ
れ
 

る
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
ユ
ン
グ
の
自
己
実
現
論
と
比
較
す
る
。
 

ユ
 ン
グ
 の
 

場
合
、
自
己
と
い
う
全
体
性
の
中
心
は
無
意
識
を
意
識
化
す
る
 @ 」
と
で
き
 
万
 

成
し
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
無
意
識
と
意
識
の
対
話
の
プ
ロ
 セ
ス
 を
 

続
け
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
禅
は
一
般
に
考
え
 ら
れ
て
 

い
 る
よ
う
な
一
回
か
ぎ
り
の
頓
悟
を
求
め
る
過
程
で
は
な
く
、
 

一
 生
 を
か
 

け
た
宗
教
的
人
格
の
展
開
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
ユ
 ノ グ
 に
お
 

け
る
自
己
実
現
の
無
限
運
動
の
過
程
は
、
白
隠
に
見
ら
れ
る
悟
り
 
体
験
の
 

繰
り
返
し
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

多
少
、
図
式
的
な
き
ら
れ
は
あ
る
に
せ
 よ
、
 短
 い
 分
量
の
中
で
、
 
禅
と
 

西
欧
心
理
学
の
異
同
を
要
領
よ
く
論
じ
、
重
要
な
差
異
を
明
快
に
 指摘
し
 

て
み
せ
た
著
者
の
力
量
に
敬
意
を
表
し
た
 い
 。
そ
の
上
で
、
あ
え
 て
こ
こ
 

で
一
つ
問
題
点
を
提
起
す
る
な
ら
ば
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 
や
 ユ
ン
グ
の
 思
想
を
 

議
論
の
道
具
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
対
話
者
と
見
な
す
の
か
と
 い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
 
禅
 体
験
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
 道
 具
で
十
 

公
 で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
一
般
的
な
問
題
を
論
ず
る
 
場
ム
ロ
 
、
た
と
え
 
ぱ
 自
己
 

実
現
と
い
っ
た
問
題
を
論
じ
る
上
で
は
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
 ろ
う
。
 

そ
こ
の
点
は
い
さ
さ
か
 
暖
味
 な
感
じ
を
受
け
た
。
た
と
え
ば
 ジ
ェ
 イ
ム
ズ
 



書評 と 紹介 

ほ
 つ
い
て
言
え
ば
、
 q
 
諸
相
 ヒ
 の
神
秘
正
義
 論
と
 禅
を
比
較
し
た
 場
合
、
 

キ
リ
ス
ト
教
を
王
た
る
モ
デ
ル
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
「
諸
相
」
 か
 ら
す
れ
 

ぼ
、
 禅
は
神
秘
主
義
に
も
宗
教
定
義
か
ら
も
は
ず
れ
る
 ヒ
い
う
著
 者
の
結
 

論
は
必
至
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
場
合
、
 複
眼
的
 

な
 思
索
家
で
あ
り
、
そ
の
文
章
は
概
念
的
、
静
的
と
い
う
よ
り
 文
 脈
的
 、
 

動
的
で
あ
る
。
教
科
書
的
な
テ
ー
ゼ
の
部
分
だ
け
で
は
、
彼
の
真
 意
 は
と
 

ら
え
に
く
い
。
彼
が
肉
薄
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
言
語
に
よ
っ
て
 
分
節
化
 

さ
れ
て
し
ま
い
や
せ
細
っ
た
経
験
で
は
な
く
、
今
、
こ
の
瞬
間
の
 
肥
沃
な
 

生
そ
れ
自
体
、
定
義
や
概
念
で
実
体
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
経
験
 そ
れ
 自
 

体
で
あ
る
。
心
理
学
に
お
い
て
霊
魂
と
い
う
実
体
概
念
を
追
放
し
 
、
根
本
 

的
 経
験
論
に
お
い
て
は
形
而
上
学
か
ら
も
実
体
概
念
を
追
放
し
よ
 う
と
し
 

た
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
目
指
し
た
境
地
に
は
、
禅
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
 さ
 に
 通
じ
る
 

と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
根
本
的
経
験
論
な
ど
の
 
著
 作
 に
お
 

け
る
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
は
、
「
信
じ
る
恵
壬
出
で
理
解
さ
れ
る
よ
う
 な
有
神
 

論
者
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
宗
教
性
が
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
 土
 ハ
通
性
を
 

掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 禅
の
持
つ
普
遍
的
な
意
味
 ム
ロ
い
 
を
 さ
ら
に
 

掘
り
下
げ
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
も
思
う
。
 

安
藤
泰
 至
は
 、
「
京
都
学
派
の
哲
学
に
お
け
る
宗
教
理
解
」
 一
 
「
々
 
不
 教
心
 

埋
の
探
究
」
東
大
出
版
会
、
二
 0
0
 
一
年
、
所
収
）
に
お
い
て
、
 
京
都
 学
 

派
 と
深
層
心
理
学
は
「
自
我
 り
 意
識
の
明
証
性
を
中
心
に
お
く
 近
 代
 思
想
 

そ
の
も
の
の
批
判
と
い
う
共
通
の
背
景
」
な
ど
の
問
題
意
識
に
お
 い
て
 共
 

通
す
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
ょ
り
豊
か
な
思
索
を
も
た
ら
す
に
 は
、
野
 

合
や
馴
れ
合
い
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
「
 心
 」
概
念
を
め
ぐ
っ
 て
 両
者
 

が
 正
面
か
ら
の
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
基
本
欄
 

念
か
ら
の
点
検
が
必
要
だ
ろ
う
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
評
者
も
同
 
意
見
で
 

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
哲
学
的
、
心
理
学
的
宗
教
研
究
を
並
行
的
 に 行
お
 

う
と
す
る
本
書
の
著
者
の
試
み
は
注
目
に
値
す
る
。
望
む
ら
く
は
 
ユ
 ノ
 

グ
や
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
つ
い
て
も
、
 

禅
 概
念
の
議
論
に
お
け
る
明
快
 さ
と
 カ
 

強
さ
を
維
持
し
つ
つ
、
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
て
い
く
こ
と
を
 期
 侍
 し
た
 

い
 。
宗
教
研
究
の
方
法
論
と
意
義
、
東
西
思
想
の
類
似
と
差
異
、
 

実
存
的
 

な
 意
味
合
い
と
い
っ
た
問
題
は
い
ま
だ
に
山
積
み
の
ま
ま
残
さ
 れ
て
ぃ
 

る
 。
経
験
と
伝
統
の
問
題
に
つ
い
て
も
著
者
な
ら
で
は
の
考
察
が
 
可
能
だ
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ま
ず
、
第
一
章
「
朝
鮮
開
化
 党
と
 キ
リ
ス
ト
教
」
で
は
、
一
九
世
 結
末
 

の
朝
鮮
に
お
け
る
開
化
党
を
巡
る
政
治
闘
争
を
中
心
に
、
そ
の
内
 
部
 で
の
 

「
武
力
主
義
」
と
「
非
武
力
主
義
」
の
対
立
に
キ
リ
ス
ト
教
が
 

果
 た
し
た
 

役
割
を
解
説
し
て
い
る
。
 

開
化
 党
 
-
 
別
名
独
立
党
 -
 と
は
、
朝
鮮
の
近
代
化
を
推
し
進
め
る
 た
め
 

の
 政
治
改
革
を
す
る
べ
き
と
論
じ
た
官
僚
の
一
派
で
あ
り
（
こ
れ
 に 敵
対
 

し
た
の
が
朱
子
学
を
第
一
と
す
る
 擦
美
 的
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
 衛
 正
庁
 

邪
派
 、
事
大
党
あ
る
い
は
守
旧
派
と
い
わ
れ
た
保
守
的
な
一
派
で
 ある
。
 

対
外
的
に
は
 親
 清
酌
 -
 
、
そ
の
中
で
も
漸
次
改
革
を
進
め
る
べ
し
 と
 唱
え
 

た
 
「
穏
健
派
」
と
、
日
本
の
明
治
維
新
に
範
を
採
り
ド
ラ
ス
テ
ィ
 

ッ
ク
 な
 

改
革
を
構
想
し
た
「
急
進
派
」
の
三
脈
に
大
き
く
別
れ
て
い
た
 。
こ
の
 

「
急
進
派
」
の
開
化
党
員
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
日
本
の
思
想
家
 

た
ち
の
 

影
響
を
大
き
く
受
け
、
と
り
わ
け
リ
ー
ダ
ー
格
で
あ
っ
た
金
玉
均
 は、
福
 

沢
 諭
吉
と
の
交
流
で
知
ら
れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
こ
の
金
玉
均
が
中
心
と
な
っ
て
、
急
進
派
開
化
党
員
の
 
ク
 ｜
 一
 
ア
 

タ
 ー
が
一
八
八
四
年
一
二
月
に
起
き
た
。
こ
れ
を
甲
申
政
変
 
と
呼
 ぷ
が
、
 

こ
の
事
件
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
当
時
、
朝
鮮
は
対
内
的
 
に
も
 対
 

外
的
に
も
問
題
を
抱
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
き
と
め
る
な
ら
、
 

王
 妃
 の
 
一
 

族
 
-
 
閏
氏
 -
 が
 国
政
を
堕
 断
 し
て
い
た
こ
と
と
、
 
税
 政
に
よ
る
 財
 政
 危
機
 

本
書
は
、
日
本
と
朝
鮮
の
中
で
も
、
特
に
明
治
初
期
の
農
学
者
と
 
し
て
 

名
高
い
津
田
 
仙
と
 、
そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
朝
鮮
人
と
の
交
流
と
 い
，
っ
、
 

今
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
人
的
交
流
に
焦
点
を
 
当
て
た
 

研
究
書
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
本
書
の
内
容
を
要
約
し
っ
 っ
、
最
 後
に
 コ
 

メ
ン
ト
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
 

と
 、
華
夷
秩
序
の
崩
壊
に
 
ょ
 6
 国
際
状
況
の
認
識
枠
組
み
の
変
化
 で
あ
っ
 

8
 

た
と
言
え
よ
う
 

-
 日
本
は
一
八
七
六
年
に
朝
鮮
を
開
国
さ
せ
て
い
 る
 。
 

こ
別
 

の
 日
朝
修
好
条
規
の
成
立
こ
そ
が
東
ア
ジ
ア
の
冊
封
体
制
の
崩
壊
 の 第
一
 

 
 

夢
 で
あ
っ
た
 -
 。
急
進
派
の
メ
ン
バ
ー
は
、
一
挙
に
守
旧
派
か
ら
 政
権
を
け
 

奪
取
す
る
べ
く
日
本
公
使
竹
添
進
一
郎
の
協
力
を
求
め
、
金
玉
均
 
、
 朴
泳
 

孝
 ら
は
士
官
学
生
や
壮
士
を
率
い
、
国
王
高
宗
と
王
妃
を
守
旧
派
 
か
ら
 隔
 

離
し
、
新
政
府
の
樹
立
を
串
昌
言
 
し
 新
し
い
政
綱
を
発
表
し
た
が
、
 

当
時
 朝
 

鮮
 に
駐
在
し
て
い
た
衰
世
 
凱
が
清
 軍
を
率
い
て
武
力
介
入
し
、
 

ク
 ｜
デ
タ
 

｜
は
 失
敗
に
終
わ
り
、
文
字
通
り
三
日
天
下
に
終
わ
っ
た
。
首
謀
 者た
ち
 

は
 多
く
日
本
や
ア
メ
リ
カ
に
亡
命
 し
 、
も
し
く
は
逮
捕
さ
れ
て
 処
 刑
さ
れ
 

た
 。
福
沢
諭
吉
は
こ
の
企
て
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
か
ら
朝
鮮
 の
 近
代
 

化
に
対
し
て
期
待
し
な
く
な
り
、
例
の
「
腕
車
 論 」
を
執
筆
し
た
 
と
言
わ
 

れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
開
化
 党
 急
進
派
の
主
流
は
、
著
者
の
金
文
音
 氏
 に
よ
れ
 ま
、
 

@
 

「
朝
鮮
開
化
党
の
宗
教
理
念
を
考
え
る
な
ら
ば
、
国
を
開
化
す
る
 

た
め
に
 

は
 、
西
欧
文
明
を
導
入
し
て
近
代
国
家
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
 ない
と
 

い
う
動
機
が
強
く
、
当
時
、
西
欧
文
明
の
主
流
で
あ
っ
た
キ
リ
 ス
ト
 教
 

を
 、
あ
く
ま
で
も
開
化
の
た
め
の
「
手
段
」
と
し
て
と
ら
え
て
、
 

実
際
の
 

信
仰
心
を
持
つ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
」
二
五
頁
 -
 と
い
う
が
、
 
し
か
し
 

全
員
が
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
急
進
派
の
中
で
 
も
 
「
 非
 

武
力
主
義
」
の
中
心
人
物
で
あ
る
 愈
吉
溶
や
 宏
幸
 洙
 、
 李
樹
廷
 な
 ど
は
、
 

開
化
方
法
と
宗
教
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
 -
 
評
者
 

な
り
に
 
@
 ロ
 い
 換
え
れ
ば
、
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
を
「
手
段
」
 且
 つ
 
「
 目
 

的
 」
と
し
て
い
た
一
群
と
舌
口
え
る
か
と
思
う
Ⅰ
そ
し
て
こ
の
 
安
 宗
洙
が
 

津
田
 仙
と
 関
係
の
深
か
っ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
一
八
八
一
年
、
 

日
本
訪
 



書評と   

間
 団
で
あ
る
紳
士
遊
覧
団
の
随
行
員
と
し
て
来
日
し
た
際
、
安
 
ゐ
 
不
洙
は
当
 

時
日
本
農
学
界
の
代
表
的
人
物
で
あ
っ
た
津
田
と
会
い
、
新
し
い
 
農
学
を
 

学
び
、
朝
鮮
開
化
 期
 に
お
け
る
有
力
な
農
学
者
と
な
っ
た
。
彼
の
 

著
 重
日
 
で
 

あ
る
「
農
政
新
編
口
を
見
る
と
、
津
田
か
ら
の
深
い
影
響
が
伺
え
 
る
 。
 
一
 

方
 の
 李
樹
廷
も
 
一
八
八
二
年
に
来
日
し
た
官
僚
で
、
そ
の
時
 

安
士
 不
洙
 の
 紹
 

分
て
 津
田
と
会
い
、
農
学
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
も
 
影
響
を
 

受
け
、
東
京
の
露
同
町
教
会
で
洗
礼
を
受
け
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
 った
 。
 

彼
は
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
史
の
中
で
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
初
期
 
受
 洗
 者
で
 

あ
る
。
 
李
樹
 廷
は
当
時
日
本
に
滞
在
中
で
あ
っ
た
宣
教
師
 ル
、
、
 

.
 ス
 

@
 す
コ
 （
 ぜ
 Ⅰ
 0
0
 
日
 @
 
と
と
も
に
聖
書
の
朝
鮮
語
訳
も
成
し
遂
  
 

る
 。
 

著
者
に
よ
る
と
、
結
局
「
武
力
主
義
者
」
と
「
非
武
力
主
義
者
」
 

の
 @
 
婬
 

い
は
、
上
か
ら
の
改
革
を
断
行
し
よ
う
と
す
る
か
、
下
か
ら
の
 
改
 革
 を
目
 

指
し
た
か
、
と
い
う
違
い
に
行
き
着
く
と
い
う
。
 

第
二
章
「
津
田
仙
の
人
物
と
そ
の
活
動
」
に
お
い
て
は
、
津
田
 
仙
 の
生
 

涯
が
 簡
略
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
津
田
 仙
 
二
八
三
七
 ｜
 
一
九
  
 

は
 、
日
本
最
初
の
西
洋
農
学
の
紹
介
者
に
し
て
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
 
 
 

チ
ヤ
ン
で
も
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
次
女
の
梅
子
 -
 津
田
塾
創
設
 者
 ）
 を
 

幼
少
時
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
さ
せ
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
 

当
 柳
蘭
学
 

を
 修
め
た
が
、
後
に
英
語
も
習
得
し
、
幕
府
の
外
国
奉
行
通
弁
 
役
 に
 就
任
 

し
た
。
そ
の
後
一
八
六
七
年
の
幕
府
の
ア
メ
リ
カ
派
遣
の
一
行
 に
 加
わ
 

り
、
六
ケ
 
月
間
滞
在
し
た
。
帰
国
後
、
戊
辰
戦
争
に
参
加
し
た
 が
 敗
走
 

し
 、
公
職
を
離
れ
て
、
外
国
人
居
留
地
に
あ
っ
た
築
地
ホ
テ
ル
に
 
勤
め
、
 

外
国
人
の
食
事
に
供
す
る
野
菜
を
栽
培
し
始
め
た
と
い
う
。
津
田
 
仙
が
幕
 

府
の
公
職
か
ら
転
落
し
、
新
政
府
に
も
な
か
な
か
居
場
所
を
探
せ
 
な
か
っ
 

た
こ
と
は
、
「
仙
を
し
て
、
近
代
的
自
我
意
識
の
唱
導
者
あ
る
 
ぃ
 は
 明
治
 

政
府
の
専
制
的
性
格
に
対
す
る
市
民
的
自
由
の
主
唱
者
と
し
て
 
活
 躍
 さ
せ
 

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
」
 

-
 五
二
頁
）
と
い
う
。
野
菜
栽
培
の
成
 功
が
評
 

判
 と
な
り
、
津
田
は
一
八
六
九
年
に
北
海
道
開
拓
使
嘱
託
と
な
っ
 

た
 。
 そ
 

の
後
一
八
七
三
年
、
ウ
ィ
ー
ン
で
行
わ
れ
た
万
国
博
覧
会
に
 
、
津
  
 

随
員
と
し
て
参
加
し
、
先
進
諸
国
の
農
業
技
術
に
つ
い
て
学
ぶ
き
 っ
 か
 け
 

を
 得
た
。
特
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
農
学
者
ホ
ー
イ
ブ
レ
ン
 ク の
 知
 遇
 を
得
 

て
、
 彼
の
農
法
を
手
に
帰
国
し
た
。
帰
国
後
、
こ
の
時
の
ノ
ー
ト
 
を
 本
に
 

ま
と
め
た
の
が
「
農
業
三
事
」
で
あ
る
。
こ
の
書
は
数
万
部
出
版
 
さ
れ
た
 

と
い
う
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
ホ
ー
イ
ブ
レ
ン
 

ク
 の
書
名
に
由
来
 
す
る
。
 

津
田
は
 、
 自
ら
の
農
学
理
念
を
教
え
る
べ
く
「
 学
農
社
 農
学
校
」
 を
 
一
八
 

セ
 六
年
に
創
設
し
た
。
こ
の
学
校
は
私
立
の
農
学
校
の
先
駆
け
で
 
あ
り
、
 

公
私
立
の
農
学
校
の
中
で
も
学
生
も
最
も
多
い
学
校
の
一
つ
で
あ
 った
 。
 

な
お
、
津
田
は
こ
の
万
博
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
へ
 
の
関
 

心
を
深
め
た
。
特
に
当
時
の
欧
米
強
国
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
 
主
 と
す
る
 

国
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
親
近
感
を
持
っ
 
た
と
 回
 

恕
 し
て
い
る
。
津
田
の
帰
国
の
ほ
 

ほ
 同
時
期
に
キ
リ
ス
ト
教
が
 
解
 禁
 と
な
 

り
 、
ア
メ
リ
カ
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
宣
教
師
で
あ
っ
た
ソ
ー
パ
ー
に
 
よ
 っ
て
 受
 

抗
 し
た
。
ソ
ー
パ
ー
の
初
の
信
者
が
津
田
一
家
で
あ
っ
た
。
津
田
 
は
 農
業
 

教
育
に
お
い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
本
に
精
神
的
に
も
近
代
 
化
す
る
 

こ
と
を
目
指
し
た
と
評
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
彼
自
身
の
言
葉
 
を
 借
り
 

れ
ば
「
農
業
の
隆
盛
と
キ
リ
ス
ト
教
の
真
誠
と
を
以
て
宇
内
に
有
 
名
 な
る
 

 
 
 
 

北
米
合
衆
国
は
且
宜
昌
兵
道
徳
天
下
に
比
な
し
」
と
ア
メ
リ
カ
を
 

評
 価
し
て
 

い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
な
お
津
田
は
禁
酒
や
禁
煙
運
動
を
 

 
 

り
 、
社
会
改
良
運
動
に
も
か
か
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
活
動
 
ハ
ツ
北
 

月
役
 



に
は
、
啓
蒙
主
義
や
ア
メ
リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
風
潮
と
い
う
だ
 
け
で
な
 

く
、
 優
れ
た
農
作
物
の
摂
取
に
よ
っ
て
日
本
人
の
体
質
・
体
格
を
 
改
良
し
 

よ
う
と
す
る
思
潮
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
 
明
 上
 
ハ
社
」
 

で
の
活
動
や
、
女
子
教
育
へ
の
参
画
 -
 青
山
学
院
、
普
達
士
学
園
 な
ど
Ⅰ
 

慈
善
事
業
の
活
躍
も
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
第
三
章
「
津
田
 
仙
と
 朝
鮮
農
業
」
で
は
、
津
田
の
農
学
と
 朝
鮮
 

と
の
直
接
的
な
関
係
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
津
田
が
朝
鮮
の
 
農
業
問
 

題
 に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
一
年
の
前
述
 
の
安
宗
 

沫
 と
の
出
会
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
津
田
は
遠
来
の
客
で
あ
る
安
々
 

示
洙
を
快
 

く
 迎
え
、
「
農
業
三
事
」
を
贈
呈
し
た
。
彼
は
帰
国
後
、
こ
れ
を
 
元
 
に
し
 

て
 
「
農
政
新
編
口
を
発
刊
し
た
。
ま
た
、
 
安
宗
 洙
は
津
田
宅
に
訪
 間
 し
た
 

際
 、
津
田
の
筆
に
な
る
漢
訳
新
約
聖
書
の
一
節
に
心
惹
か
れ
た
と
 
も
 言
わ
 

れ
て
い
る
。
彼
が
津
田
の
「
農
業
三
事
」
を
翻
案
し
た
の
は
、
 

単
 に
 新
し
 

い
 農
業
技
術
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
農
民
一
人
一
人
を
啓
蒙
・
 

開
 化
さ
せ
 

る
と
い
う
姿
勢
が
「
下
か
ら
の
開
化
」
と
い
う
彼
自
身
の
考
え
に
 
適
っ
て
 

い
た
か
ら
だ
ろ
う
（
彼
は
「
上
か
ら
の
改
革
」
を
強
行
に
推
し
進
 
め
よ
う
 

と
し
た
甲
申
政
変
に
は
参
加
し
な
か
っ
た
 一
 。
ま
た
 安
宗
洙
が
キ
  
 

教
 と
新
農
法
を
と
も
に
浸
透
さ
せ
る
、
と
い
う
考
え
も
津
田
か
ら
 
受
け
入
 

れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
 

も
う
一
つ
、
津
田
と
朝
鮮
と
の
関
わ
り
で
注
目
す
べ
き
は
朝
鮮
「
 
農
務
 

 
 

社
 」
で
あ
る
。
こ
れ
は
仁
川
冬
萌
 面
 松
林
 里
 に
あ
っ
た
農
業
改
 良
主
義
 

団
体
で
、
先
行
研
究
の
全
く
な
 い
 部
分
で
あ
る
。
農
務
 社
 そ
の
も
 の
の
印
呪
 

立
の
経
緯
は
不
明
な
占
が
多
い
が
、
津
田
自
身
も
朝
鮮
に
渡
り
、
 

こ
の
 農
 

務
 社
の
連
動
を
指
導
し
た
こ
と
が
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
 
り
 津
田
 

は
そ
の
書
物
だ
け
で
な
く
、
「
新
農
法
」
を
直
接
朝
鮮
人
に
指
導
 
し
た
と
 

以
上
が
本
書
の
要
旨
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
評
者
の
気
付
い
た
 
占
 を
利
 

挙
し
て
コ
メ
ン
ト
と
し
た
い
と
思
う
。
 

ま
ず
第
一
章
で
甲
申
政
変
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
 
が
多
 

少
 あ
る
が
、
開
化
派
官
僚
の
内
面
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
掘
り
下
げ
 
た
 考
察
 

い
う
こ
と
に
な
る
。
 

第
四
章
「
津
田
 
仙
と
 朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
」
は
、
安
定
洙
の
紹
介
で
 

 
 

と
 出
会
い
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
な
っ
た
 李
樹
 廷
を
中
心
に
述
べ
る
 
れ
て
ぃ
 

 
 

る
 。
 李
樹
廷
は
 
一
八
八
二
年
の
第
二
次
「
紳
士
遊
覧
 

団
 」
の
構
成
   

｜
 と
し
て
来
日
し
た
が
、
翌
年
に
朝
鮮
人
と
し
て
は
初
め
て
日
本
 
で
 洗
礼
 

を
 受
け
た
。
そ
の
後
彼
は
一
八
八
四
年
か
ら
四
年
間
、
東
京
大
学
 
付
属
 専
 

修
学
校
の
外
国
語
教
師
と
し
て
朝
鮮
語
を
講
じ
た
。
し
か
し
彼
は
 
帰
国
後
 

守
旧
派
の
手
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
 
大
井
 憲
 

太
郎
た
ち
の
自
由
党
と
接
触
し
た
と
の
嫌
疑
が
か
か
っ
た
か
ら
で
 
あ
る
。
 

こ
の
章
の
最
後
に
李
 
樹
廷
 と
「
神
代
文
字
」
と
の
関
係
が
簡
単
に
 述べ
 

ら
れ
て
い
る
。
神
代
文
字
と
は
、
漢
字
伝
来
以
前
に
日
本
に
存
在
 
し
た
と
 

さ
れ
る
文
字
で
あ
る
が
、
当
然
偽
物
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
ハ
ン
 
グ
ル
 を
 

モ
デ
ル
に
削
ら
れ
た
と
思
し
き
も
の
さ
え
あ
る
。
当
時
の
 
メ
ソ
ジ
  
 

の
 牧
師
の
中
に
、
神
代
文
字
に
心
酔
す
る
者
が
い
て
、
そ
の
者
が
 
李
樹
廷
 

に
 見
せ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ご
く
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
 
 
 

ま
た
卒
倒
廷
は
中
村
正
直
ら
が
校
正
し
た
「
明
治
字
典
」
二
八
 八
五
 

 
 八
八
）
の
朝
鮮
語
の
部
分
を
担
当
し
て
、
当
時
の
朝
鮮
理
解
に
貢
 敵 し
 

た
こ
と
を
著
者
は
取
り
上
げ
顕
彰
し
て
い
る
。
 

な
お
、
巻
末
に
は
史
料
と
し
て
 

李
樹
廷
 0
 
ョ
朝
鮮
日
本
善
隣
 互
話
 」
 の
 

影
印
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
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ほ
 残
念
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
。
折
角
彼
ら
の
宣
教
師
宛
の
手
 
紙
な
ど
 

の
 一
次
史
料
を
駆
使
し
て
の
論
考
で
あ
る
だ
け
に
惜
し
ま
れ
る
と
 

こ
ろ
で
 

あ
る
。
な
お
「
朝
鮮
開
化
党
の
源
流
は
宗
教
の
思
想
に
あ
り
、
 

分
  
 

そ
の
後
の
論
争
か
ら
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
二
五
 頁
 -
 と
 

あ
る
が
、
こ
の
「
宗
教
」
が
指
す
内
実
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
 

キ
  
 

教
 と
一
言
で
言
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
開
化
 
党
 の
 思
想
 

ヨ
 @
 
の
に
注
ぎ
内
で
あ
る
。
 

道
を
模
索
し
た
。
こ
れ
は
津
田
仙
の
影
響
下
で
、
農
業
を
も
っ
て
 

朝
鮮
思
想
史
の
常
識
の
う
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
き
方
は
少
な
 

運
動
、
日
本
の
明
治
維
新
の
刺
激
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
 

的
 源
流
 は
 、
一
八
世
紀
以
来
の
実
学
の
伝
統
で
あ
り
、
そ
れ
に
 
清
 

開
化
を
目
指
し
た
宏
幸
 洙
 と
は
相
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
 

も
っ
て
開
化
す
る
、
す
な
 む
 ち
、
内
面
的
開
化
で
あ
っ
た
」
三
一
 

ス
ト
教
を
布
教
し
て
長
く
続
い
た
封
建
社
会
を
崩
し
、
国
民
を
開
 

四
章
に
お
い
て
、
「
 
李
樹
廷
は
 そ
の
真
理
を
深
く
悟
り
、
朝
鮮
に
 

二
 二
頁
 -
 

く
と
も
 

外
面
的
 

化
す
る
 

ト
 教
を
 

の
洋
務
 

い
わ
ば
 

キ
リ
 

と
 著
者
は
ま
と
め
て
い
る
が
、
少
し
単
純
化
し
す
ぎ
た
見
解
で
は
 
な
か
ろ
 

う
か
。
よ
し
ん
ば
、
両
者
が
そ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
と
し
て
も
 
、
そ
の
 

李
樹
 廷
の
信
じ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
内
実
こ
そ
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
 

Ⅰ
全
室
目
で
 

は
 、
随
所
に
「
キ
リ
ス
ト
教
一
者
）
性
善
説
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
 

筆
致
が
 

な
さ
れ
て
お
り
、
歴
史
の
陰
影
を
無
く
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
 を
 受
け
 

た
 。
篤
実
な
ク
リ
ス
チ
ヤ
ン
で
愛
国
者
で
も
あ
っ
た
 李樹
廷
 の
 ょ
 う
 な
 人
 

物
が
 、
大
井
憲
太
郎
の
よ
う
な
人
物
と
関
わ
り
を
持
っ
て
し
ま
っ
 
た
 
「
 
皮
 

肉
 」
と
で
も
い
う
べ
き
相
を
も
っ
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
 
 
 

あ
と
気
に
な
っ
た
の
は
、
著
者
の
「
特
有
」
の
言
葉
遣
い
で
あ
る
 
 
 

ま
ず
、
福
沢
諭
吉
と
慶
 鷹
 義
塾
の
思
想
傾
向
を
「
三
田
思
想
（
 別
 名
優
 

鷹
 義
塾
思
想
 二
 
と
呼
ん
で
い
る
が
二
一
 
0
 頁
 ）
、
評
者
 
は
 寡
聞
に
 
し
て
こ
 

の
よ
う
な
呼
び
方
は
知
ら
な
い
。
韓
国
で
は
そ
 
う
 呼
ぶ
の
か
も
 
知
 れ
な
い
 

が
、
 
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て
「
三
田
思
想
」
と
い
う
言
葉
は
 
人
口
に
 

檜
灸
 し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
思
想
的
特
徴
と
し
て
「
 
対
外
的
 

に
は
、
朝
鮮
の
領
土
を
手
に
入
れ
」
 

-
 同
上
）
な
ど
と
も
あ
る
が
 、
こ
 

よ
う
な
書
き
方
は
征
 韓
論
 と
福
沢
の
思
想
を
同
一
視
す
る
よ
う
な
 印
象
を
 

受
け
る
。
両
者
は
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
同
一
視
さ
れ
る
も
の
で
は
 
な
 い
だ
 

ろ
う
。
こ
れ
は
福
沢
の
思
想
の
多
面
性
を
等
閑
視
し
て
い
る
評
価
 
 
 

に
 思
え
た
。
 

李
樹
廷
 が
殺
害
さ
れ
た
原
因
を
、
大
井
憲
太
郎
た
ち
と
の
関
係
 に
求
 

め
 、
そ
の
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
「
こ
の
よ
う
に
 
李
樹
廷
 が
 日
本
 

滞
留
中
に
自
由
民
権
運
動
家
と
深
く
関
係
し
朝
鮮
に
キ
リ
ス
ト
教
 
を
 布
教
 

す
る
と
同
時
に
日
本
自
由
党
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
事
実
 
で
あ
っ
 

た
と
私
は
推
測
す
る
」
一
一
三
八
頁
 
-
 と
あ
る
が
、
「
日
本
自
由
党
 
」
と
は
 

何
だ
ろ
う
か
。
 

ま
た
、
史
料
の
引
 
m
 や
人
名
な
ど
に
誤
記
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
も
 
残
念
 

な
 占
で
あ
る
（
例
え
ば
朝
鮮
の
外
交
顧
問
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
 
メ
  
 

ル
フ
 日
び
コ
 の
コ
口
 
0
 「
次
の
ス
ペ
ル
の
ミ
ス
、
宣
教
師
 

ア
 
ペ
ン
 ゼ
ラ
 １
を
 ア
 

ペ
ン
ゼ
レ
ン
と
し
て
い
る
な
ど
 
-
 。
 

こ
の
書
で
提
示
さ
れ
た
明
治
初
期
の
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
人
的
 一
文
 
わ
 

り
、
 
殊
に
宗
教
を
介
し
た
交
わ
り
は
ま
だ
不
明
な
部
分
も
多
く
 、
ま
た
 

「
政
治
的
な
解
釈
」
が
先
立
ち
、
客
観
的
な
評
価
が
し
づ
ら
 

ぃ
憾
 み
が
あ
 

 
  
 

る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
こ
の
書
を
起
 
占
に
 、
詳
細
な
解
 
明
 が
待
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た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 



本
書
は
、
長
年
、
日
本
の
宗
教
世
界
・
精
神
風
土
を
実
地
に
探
索
 
し
て
 

き
た
著
者
の
、
神
仏
信
仰
の
具
体
的
な
形
等
に
つ
い
て
描
い
た
論
 
者
 を
集
 

成
し
た
も
の
で
あ
る
。
訳
者
・
 仏
 商
人
淳
子
 
-
 著
者
の
奥
様
 一
 に
よ
る
 

と
、
 「
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
 
著
ム
 ま
き
 ミ
 
S
 ㍍
 ミ
 。
 c
o
 
ま
 ～
 
ぬ
ま
ヌ
 
円
安
 Q
 ～
の
 

の
 
ま
 ぺ
驚
 ぎ
ま
 簿
蒲
や
 
沖
ま
め
 釜
 L
 鳶
 o
n
.
 
二
一
 
0
0
0
 
年
 、
コ
レ
ー
ジ
ュ
 

ド
 ・
 

フ
ラ
ン
ス
日
本
学
高
等
研
究
所
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
を
中
心
に
 
編
集
 

翻
訳
し
た
論
集
」
で
あ
る
と
い
う
。
発
刊
の
頃
に
は
日
本
に
お
い
 
て
か
な
 

り
 反
響
の
あ
っ
た
書
物
で
あ
る
。
書
評
の
時
期
が
や
や
遅
く
な
っ
 てし
ま
 

っ
 た
が
、
あ
ら
た
め
て
紹
介
し
私
見
を
呈
し
て
み
た
い
と
思
う
。
 

初
め
に
、
著
者
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ょ
う
。
ま
ず
、
奥
付
に
 
ま
、
 

@
 

「
一
九
二
七
年
パ
リ
生
ま
れ
。
パ
リ
大
学
法
学
部
卒
業
、
国
立
東
 

洋
語
学
 

校
 ・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
字
文
学
部
に
お
い
て
日
本
語
・
中
国
語
・
 

サ
 ン
ス
ク
 

リ
ッ
ト
を
学
ぶ
。
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、
国
立
高
等
 
研
究
院
 

教
授
、
パ
リ
第
七
大
学
教
授
を
経
て
、
一
九
 セ
 九
年
よ
り
コ
レ
ー
 
ゾ
ユ
 

ド
 ・
フ
ラ
ン
ス
の
初
代
日
本
学
講
座
の
教
授
。
一
九
 

セ
 ニ
 ー
 七
四
 年
日
仏
 

会
館
フ
ラ
ン
ス
学
長
を
務
め
る
。
一
九
九
六
年
逝
去
。
フ
ラ
ン
ス
 
学
士
院
 

竹
村
 
牧
男
 

藤
原
書
店
 
二
 0
0
 

二
年
五
月
三
 

0
 日
刊
 

四
六
判
四
一
四
頁
四
八
 0
0
 円
 

・
フ
ラ
ン
ク
 
著
 （
 
仏
 商
人
淳
子
訳
 
-
 

「
日
本
仏
教
皇
 奈
羅
 」
 

本
書
の
構
成
等
を
紹
介
し
よ
う
。
ク
ロ
ー
ド
，
 レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
  
 

の
 序
文
が
あ
り
、
本
論
が
あ
っ
て
、
そ
の
の
ち
五
四
頁
に
わ
た
る
 
金
 章
の
 

、
 
旺
が
あ
る
。
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
 

@
 ノ
エ
ル
・
ロ
ベ
ー
ル
の
解
説
が
あ
 り
、
訳
 

者
 あ
と
が
き
、
図
版
一
覧
、
索
引
と
な
っ
て
い
る
。
全
部
で
四
一
 

四
頁
の
 

労
作
で
あ
る
。
 

本
論
の
部
分
は
、
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
 

第
一
部
は
、
第
一
章
仏
教
伝
統
の
神
々
と
日
本
の
社
会
 

秋
天
 

-
 イ
ン
ド
こ
の
場
合
、
第
二
章
日
本
仏
教
パ
ン
テ
オ
ン
の
 
大
 立
者
 

「
毘
沙
門
天
」
、
 笹
 二
章
仏
陀
、
第
四
章
 

麻
耶
 

母
、
第
 

五
章
愛
染
明
王
 

愛
 
・
 怒
 
・
 色
 、
第
六
章
妙
見
菩
薩
 

北
極
星
 

会
員
、
日
本
字
土
焼
客
員
会
員
」
と
あ
る
。
本
書
の
中
に
著
者
 
自
 身
が
 五
 %
 

 
 

る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
「
は
じ
め
に
私
は
、
説
話
、
特
に
仏
教
 
説
 話
に
っ
 

お
 

い
て
研
究
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
補
足
と
し
て
、
諸
仏
 

の
 尊
像
 

や
そ
の
縁
起
、
信
仰
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
図
像
学
的
 
な
シ
ン
 

ボ
リ
ズ
ム
等
に
興
味
を
持
っ
た
次
第
で
す
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
 
、
や
が
 

て
 偉
大
な
宗
教
史
家
で
あ
っ
た
エ
ミ
ー
ル
・
 

ギ
メ
 が
、
明
治
 九
 
（
 一
八
 セ
 

六
）
年
日
本
で
貫
い
集
め
た
仏
教
図
像
の
豊
富
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
 
ほ
 つ
い
 

て
 研
究
整
理
す
る
と
い
う
立
場
に
な
っ
た
わ
け
で
す
」
三
七
一
 直
一
 と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
に
滞
在
す
る
こ
と
 

都
 ム
ロ
八
年
ほ
 ど
、
そ
 

の
間
に
、
全
国
を
行
脚
し
て
、
尊
像
や
信
仰
の
形
を
見
学
・
調
査
 
し
て
 歩
 

き
、
お
 礼
 等
を
収
集
し
て
い
っ
た
三
三
二
頁
㍉
そ
れ
ら
を
 

集
 大
成
し
 

て
 、
日
本
の
信
仰
の
姿
を
、
イ
ン
ド
以
来
の
伝
統
の
名
残
か
ら
、
 

現
代
に
 

生
き
る
あ
り
 
方
 ま
で
追
跡
し
つ
つ
、
日
本
の
精
神
世
界
の
内
容
と
 
世
偶
壮
炬
と
 

を
 究
明
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
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四   
つ
い
て
解
説
し
た
あ
と
、
特
に
毘
沙
門
天
が
四
天
王
全
体
に
匹
敵
 
す
る
ほ
 

ど
の
守
護
神
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
、
鞍
馬
山
の
毘
沙
門
天
、
 

岩
 手
 県
鳴
 

島
の
巨
大
毘
沙
門
天
、
福
岡
の
観
世
音
寺
等
に
よ
り
、
例
証
 す
 る
 。
 ま
 

た
 、
 兜
抜
 毘
沙
門
の
護
国
神
の
性
格
を
説
明
し
、
上
杉
謙
信
、
 

楠
 木
 正
成
 

ら
と
の
関
係
に
触
れ
、
さ
ら
に
は
 

施
財
 神
と
な
る
毘
沙
門
天
に
つ
 

き
、
 日
 

本
の
偽
経
と
考
え
ら
れ
る
「
毘
沙
門
主
功
徳
経
口
の
介
在
を
指
 摘
し
、
 

「
終
わ
り
に
、
毘
沙
門
の
霊
験
信
仰
が
い
か
に
容
易
に
現
代
社
会
 

に
人
っ
 

て
い
る
か
の
例
と
し
て
、
毘
沙
門
の
お
 

姿
 と
そ
の
功
徳
を
刷
り
込
 
ん
だ
テ
 

 
 

レ
フ
ォ
ン
カ
ー
ド
が
次
第
に
伝
統
的
な
お
札
の
代
り
と
な
る
傾
向
 
が
あ
る
 

こ
と
を
指
摘
し
て
置
き
た
い
 

-
 一
九
九
 0
 年
代
こ
と
結
ん
で
い
 る
 。
 

第
三
章
、
仏
陀
に
関
す
る
論
考
で
は
、
仏
教
に
関
心
の
あ
る
人
に
 
は
人
 

体
 知
ら
れ
て
い
る
釈
尊
の
伝
記
に
つ
い
て
紹
介
し
、
特
に
無
我
 
説
 と
 輪
廻
 

-
 
業
 ）
説
の
統
合
の
問
題
に
つ
い
て
舌
口
 
反
 す
る
。
の
ち
、
唯
識
派
 と
 中
観
 

派
の
思
想
に
つ
い
て
解
説
し
、
大
乗
菩
薩
思
想
の
由
来
を
解
明
す
 
る
 。
 以
 

下
 、
観
自
在
菩
薩
、
ブ
ラ
フ
マ
 

｜
神
 、
阿
弥
陀
仏
、
薬
師
仏
に
っ
 

い
て
 説
 

明
し
、
「
法
華
経
」
の
久
遠
実
成
の
思
想
、
女
人
成
仏
・
一
切
衆
 
生
 の
 成
 

仏
 等
の
思
想
も
述
べ
、
最
後
に
密
教
の
大
日
如
来
を
中
心
と
す
 る
 宇
宙
 

観
 
・
マ
ン
ダ
ラ
思
想
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
仏
教
 

概
説
 み
 

た
 い
 な
も
の
で
あ
る
が
、
諸
仏
・
諸
尊
の
仏
教
世
界
に
お
け
る
 
位
 置
付
け
 

を
 明
か
し
て
図
像
学
研
究
の
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

第
四
章
、
 
麻
耶
 に
関
す
る
論
考
は
、
ま
ず
釈
尊
の
母
、
麻
 耶
像
 に
関
 

し
 、
イ
ン
ド
以
来
の
図
像
学
的
な
伝
統
が
忠
実
に
保
存
さ
れ
て
き
 
て
い
る
 

 
 
 
 

例
を
鎌
倉
時
代
の
「
釈
迦
八
相
図
」
等
に
よ
り
説
明
す
る
。
つ
い
 
で
、
 仏
 

教
圏
で
は
釈
尊
の
母
に
対
す
る
信
仰
は
見
ら
れ
ず
、
母
性
へ
の
 
信
 何
 は
 
鬼
棚
 

子
 母
神
へ
の
そ
れ
が
一
般
的
だ
と
し
、
し
か
し
非
常
に
貴
重
な
  
 



て
 、
神
戸
地
方
の
麻
 耶
 血
切
 利
 天
上
手
が
麻
耶
を
秘
仏
と
し
て
 

祭
 る
こ
と
 

を
 指
摘
し
、
幼
児
を
胸
に
抱
い
た
像
を
描
く
そ
の
お
札
を
示
し
て
 いる
。
 

著
者
は
、
「
 @
 
」
 @
 
」
で
は
 麻
耶
は
、
 
言
う
ま
で
も
な
く
先
ず
ブ
ッ
ダ
 釈
迦
牟
 

尼
の
母
と
し
て
祭
ら
れ
な
が
ら
、
 

唯
 、
 仏
 母
と
し
て
の
み
な
ら
ず
 、
 総
て
 

の
母
親
の
祈
り
を
聞
く
母
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
 
の
寺
の
 

境
内
に
入
る
と
直
ち
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
安
産
を
祈
 
り
、
さ
 

ら
に
子
供
一
般
の
守
護
を
祈
願
す
る
女
性
達
を
迎
え
る
職
が
は
た
 
め
い
て
 

い
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
 

第
五
章
、
愛
染
明
王
に
関
す
る
論
考
で
ほ
、
愛
染
明
王
の
図
像
が
 
 
 

ラ
モ
ン
経
の
カ
ー
マ
神
や
金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
の
「
理
趣
舎
」
の
 
欲
  
 

意
生
 金
剛
・
 愛
 金
剛
等
の
図
像
的
特
徴
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
解
説
 し、
そ
 

の
 持
物
と
修
法
と
の
関
係
や
「
愛
染
 工
 紹
隆
 記
 目
な
る
説
話
集
 め
 十
種
の
 

徳
ほ
つ
い
て
触
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
明
王
が
縁
結
び
 
 
 

な
る
こ
と
、
愛
染
か
つ
ら
の
由
来
に
つ
い
て
述
べ
、
さ
ら
に
は
、
 

藍
染
め
 

と
の
関
連
で
染
色
業
者
の
守
護
神
と
な
り
、
化
学
染
料
企
業
の
大
 
手
に
も
 

祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
、
そ
の
信
仰
も
仏
教
と
い
う
 
山
下
 

利
休
 

臥
 め
 

中
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
 

第
六
章
、
妙
見
菩
薩
に
関
す
る
論
考
で
は
、
北
斗
七
星
祭
祀
 
と
宮
 中
祭
 

祀
 、
道
教
と
神
道
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
の
ち
、
 

妙
見
 像
の
三
つ
 
 
 

プ
 0
 図
像
学
的
考
察
を
試
み
る
。
つ
い
で
そ
れ
と
は
別
に
「
河
梁
 
縛
抄
目
 

に
い
 う
 陰
陽
道
の
妙
見
の
「
俗
形
束
帯
」
「
童
子
形
」
「
童
女
形
 
」
の
な
 

か
 、
「
童
子
形
」
が
も
っ
と
も
普
及
し
て
い
く
こ
と
を
 
十
セ
 世
紀
 0
 図
像
 

集
 等
か
ら
指
摘
す
る
。
ま
た
、
北
斎
の
妙
見
菩
薩
崇
拝
の
こ
と
に
 つ
い
て
 

も
 言
及
す
る
。
最
後
に
 
、
 ギ
メ
美
術
館
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
の
妙
 見
 像
 で
、
 

「
 
大
 ラ
ル
ー
ス
辞
典
 
目
 挿
絵
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
も
の
の
も
と
に
 な
っ
た
 

も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
 

柳
島
 の
お
手
の
お
札
に
見
出
し
た
と
 

き
の
 興
 

 
 

 
 

奮
は
 つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

第
二
部
の
 、
第
セ
章
 、
仏
の
化
現
の
問
題
を
扱
う
論
考
で
は
、
 

仏
 
・
主
ロ
）
 
ム
 
U
 

 
 

薩
 ・
明
王
・
 
天
 等
の
概
念
を
仏
教
思
想
か
ら
説
明
し
、
永
遠
・
 

超
 越
 的
な
 

法
身
も
、
無
住
処
 
混
 盤
を
得
て
衆
生
救
済
の
た
め
に
再
び
こ
の
世
 に
 戻
る
 

の
で
あ
り
、
再
び
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
別
個
の
位
格
と
な
っ
て
 拡
散
し
 

て
 、
民
衆
の
祈
願
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
明
か
す
。
そ
の
際
、
祈
 
り
に
 基
 

く
 感
応
の
中
で
、
現
身
の
霊
験
さ
え
見
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
る
 
。
著
者
 

は
 舌
口
 
う
 。
「
こ
の
利
益
と
い
う
も
の
は
、
形
像
の
外
に
現
れ
る
 
映
 像
や
、
 

ま
た
は
熱
烈
な
願
望
に
よ
っ
て
実
現
す
る
奇
蹟
と
い
う
よ
う
な
 
事
 よ
り
、
 

さ
ら
に
ま
た
理
解
を
越
え
る
事
実
と
な
っ
て
起
り
得
る
も
の
で
あ
 
る
 。
 形
 

を
も
っ
て
現
れ
た
「
身
体
」
は
「
答
え
」
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
 か
わ
ら
 

ず
 
。
 、
信
者
の
苦
し
み
や
、
不
具
や
、
傷
、
体
が
受
け
た
 
鍛
損
 、
 ま
 た
は
 信
 

者
が
恐
れ
て
い
る
こ
と
等
を
、
そ
の
聖
像
が
 伐 っ
て
負
担
し
 、
場
 合
 に
よ
 

っ
て
は
そ
の
傷
跡
が
聖
像
の
上
に
目
に
見
え
て
残
る
と
い
う
よ
う
 
な
と
こ
 

ろ
ま
で
行
き
得
る
、
つ
ま
り
聖
像
が
信
者
と
身
を
置
き
換
え
る
こ
 
と
に
よ
 

っ
て
「
身
代
り
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
こ
う
し
て
、
キ
リ
ス
ト
 

教
 で
は
 

偶
像
と
も
扱
わ
れ
か
れ
な
い
礼
拝
祈
願
で
き
る
も
の
の
リ
ア
リ
テ
 ィに
つ
 

い
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。
 

第
八
章
、
仏
陀
の
単
一
性
と
複
数
性
を
扱
う
論
考
で
は
、
仏
教
 
思
 想
史
 

を
た
ど
り
つ
つ
法
身
や
常
住
の
仏
身
に
つ
い
て
説
明
し
、
仏
身
 
ぬ
 
珊
 と
し
て
 

の
 三
身
説
か
ら
、
密
教
の
マ
ン
ダ
ラ
の
解
説
へ
と
進
む
。
金
剛
界
 ・
胎
蔵
 

界
 の
 両
界
 マ
ン
ダ
ラ
を
説
明
し
つ
つ
、
「
中
央
に
置
か
れ
た
 

汎
仏
 陀
 
（
 
大
 

自
如
来
 -
 か
ら
そ
の
最
初
の
分
身
位
格
の
四
方
 仏に
 、
そ
し
て
そ
 
の
 無
限
 

数
を
意
味
す
る
千
仏
に
と
、
一
つ
の
マ
ン
ダ
ラ
の
同
一
の
会
の
 中
で
、
 



書評と紹介 

 
 

「
仏
陀
」
と
い
う
も
の
の
、
唯
一
で
あ
る
と
共
に
多
数
で
あ
る
 

現
 実
 を
表
 

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
 

こ
の
 策
セ
 
・
第
八
の
二
つ
の
章
は
、
仏
教
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
尊
 

も
仏
 

に
 他
な
ら
な
い
こ
と
、
祈
願
の
対
象
も
真
実
在
と
不
可
分
で
あ
る
 こ
と
を
 

説
明
し
、
諸
尊
の
信
仰
の
意
義
、
図
像
の
実
際
的
意
味
に
つ
い
て
 
強
調
し
 

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
一
部
の
、
第
九
章
、
法
隆
寺
金
堂
の
勢
至
菩
薩
に
関
す
る
論
考
 

ま
、
 

@
 

一
九
八
九
年
に
西
武
百
貨
店
で
 
ギ
メ
 国
立
東
洋
美
術
館
の
コ
レ
ク
 シ
ョ
ン
 

の
 一
部
の
展
示
を
行
う
に
際
し
て
、
準
備
の
た
め
同
美
術
館
の
収
 

蔵
 庫
を
 

調
査
し
て
い
た
と
き
に
発
見
し
た
勢
至
菩
薩
 像 を
め
ぐ
っ
て
の
 
研
 先
報
告
 

で
、
そ
れ
を
法
隆
寺
金
堂
西
の
間
の
阿
弥
陀
三
尊
の
脇
侍
の
ひ
と
 つと
 解
 

明
し
て
い
く
経
緯
や
西
の
間
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
記
し
て
 いる
。
 

さ
ら
に
、
な
ぜ
一
二
三
 
0
 年
代
に
な
っ
て
法
隆
寺
の
酉
の
壇
に
 、
 牛
皮
 ぴ
 

東
の
壇
に
匹
敵
す
る
大
き
な
立
派
な
阿
弥
陀
三
尊
を
せ
呈
ユ
す
る
と
 

い
，
つ
大
 

事
業
を
行
っ
た
の
か
に
つ
い
て
追
究
し
、
阿
弥
陀
像
は
聖
徳
太
子
 の
母
、
 

観
音
像
は
太
子
、
勢
至
像
は
太
子
最
愛
の
高
橋
姫
な
の
で
あ
り
、
 

鎌
倉
持
 

代
 に
入
っ
て
太
子
信
仰
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
、
南
都
仏
教
の
密
 
教
化
と
 

弘
法
大
師
の
聖
徳
太
子
再
誕
説
の
流
行
と
い
う
申
で
、
「
聖
徳
太
 子
伝
私
 

記
ヒ
二
 
二
三
九
年
完
成
 -
 を
 著
し
た
頭
貫
 が
 造
立
を
企
画
・
 
発
 実
 し
た
 

の
で
は
な
い
か
と
い
う
興
味
深
い
説
を
、
説
得
力
あ
る
か
た
ち
で
 
論
じ
て
 

い
る
。
 

第
十
 章
 、
十
六
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
現
れ
た
十
一
面
観
音
 像を
 扱
う
 

論
考
で
は
、
図
像
に
よ
っ
て
で
な
く
文
献
の
み
に
よ
っ
て
再
現
さ
 
れ
た
 十
 

一
面
観
音
 像
は
、
 胸
に
 セ
っ
 の
小
面
を
有
す
る
奇
怪
な
姿
で
あ
る
 

が
、
そ
 

れ
は
、
豊
穣
の
守
護
神
、
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
ア
ル
テ
ミ
ス
の
像
に
 
乳
 肩
 が
何
 

以
上
、
本
書
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
以
下
、
い
さ
さ
か
読
後
の
私
 
見
を
 

記
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

ま
ず
、
本
書
が
学
術
的
図
書
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
 

一
 部
異
 

論
 も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
が
た
と
え
学
術
論
文
の
つ
も
り
 
で
 ま
日
Ⅱ
 
卜
 

た
と
し
て
も
、
特
に
欧
米
の
読
者
を
想
定
し
た
と
き
、
啓
蒙
的
な
 
部
分
を
 

多
分
に
織
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
辺
は
 
、
 
日
本
の
 

宗
教
学
や
仏
教
学
の
研
究
者
が
読
ん
だ
と
き
に
は
、
多
少
、
物
足
 
り
な
さ
 

を
感
じ
て
し
ま
う
こ
と
も
致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
 
し
、
ま
 

ぎ
れ
も
な
く
学
術
的
な
論
考
も
多
く
収
載
さ
れ
て
お
り
、
学
術
 
圭
 日
 と
し
て
 

 
 
 
 

扱
っ
て
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

さ
て
、
本
書
の
題
名
は
「
日
本
仏
教
 
曇
奈
羅
ヒ
 

と
あ
る
も
の
の
、
 
本
書
 

俺
 

 
 

が
 明
か
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
信
仰
の
 一
 形
態
と
い
う
 
こ
と
で
 

列
 に
も
わ
た
り
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
 
指
摘
、
 

東
西
交
流
の
 
一
 
断
面
を
明
か
し
て
い
る
。
 

第
十
一
章
、
「
お
 
礼
 」
考
は
、
著
者
が
日
本
中
を
歩
い
て
収
集
 
し
た
 

数
々
の
お
札
を
紹
介
し
つ
つ
、
日
本
の
神
仏
 習ム
ロ
 
し
た
信
仰
形
態
 
等
 の
 実
 

際
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
著
者
は
、
総
計
八
年
間
に
日
本
全
国
二
 
千
 以
上
 

の
 寺
社
を
め
ぐ
り
、
千
枚
前
後
の
お
札
を
収
集
し
た
と
い
う
。
 

こ
 こ
に
 採
 

り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
上
野
不
忍
池
弁
天
、
上
野
清
水
寺
、
山
形
 
亀
岡
 文
 

殊
 、
江
の
島
弁
財
天
、
熊
野
那
智
大
黒
天
、
愛
媛
椿
堂
不
動
明
王
 
、
知
恩
 

院
 来
迎
阿
弥
陀
、
栃
木
岩
船
地
蔵
、
銚
子
飯
沼
観
音
、
福
井
 三
 万
有
 観
 

昔
、
京
都
釘
抜
き
地
蔵
、
西
 落
 ム
コ
自
性
 
院
猫
 地
蔵
、
千
葉
清
澄
寺
 虚
空
 蔵
 

菩
薩
、
京
都
永
観
堂
見
返
り
阿
弥
陀
等
等
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
 

興
味
深
 

ぃ
 豊
富
な
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
 



は
な
い
。
「
お
 礼
 」
や
祈
願
の
対
象
を
と
り
あ
げ
 つ
 つ
、
神
仏
 習
 全
的
な
 

実
際
の
信
仰
形
態
を
探
求
す
る
中
で
、
日
本
の
宗
教
を
色
濃
く
 
基
 盤
 と
し
 

た
 精
神
風
土
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
 

従
 采
 の
 目
 

本
仏
教
の
教
理
的
研
究
や
文
献
に
基
づ
く
歴
史
的
研
究
で
は
明
ら
 
か
に
な
 

し
え
な
か
っ
た
日
本
人
の
宗
教
意
識
が
 、 豊
か
に
紹
介
さ
れ
て
い
 
る
 O
 し
 

か
も
、
そ
れ
は
具
体
的
事
実
の
提
示
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
 
ば
 感
応
 

理
論
に
基
づ
く
霊
験
の
形
而
上
学
さ
え
論
じ
て
い
て
、
尊
像
の
意
 
義
 を
大
 

い
に
究
明
し
て
い
る
の
は
、
周
到
で
あ
る
。
 

著
者
の
学
問
は
 、
 「
お
 礼
 」
の
よ
う
な
庶
民
的
な
資
料
を
扱
う
 故
  
 

"
 
高
尚
 "
 な
 美
術
史
と
は
異
な
り
、
も
っ
 

ぽ
ら
 図
像
学
を
中
心
と
 
す
る
こ
 

と
に
よ
り
、
民
俗
学
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
独
特
の
 
方
法
論
 

は
 、
か
え
っ
て
よ
く
日
本
人
の
宗
教
意
識
を
照
射
し
え
て
い
る
と
 
舌
口
え
よ
 

う
 。
ク
ロ
ー
ド
・
 
レ
 ヴ
ィ
 "
 ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
「
著
者
は
日
本
学
を
 

一
新
し
 

た
 」
と
評
し
て
い
る
。
 

し
か
も
、
そ
の
図
像
の
分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ン
ド
や
中
国
も
 
十
分
 

に
 踏
ま
え
て
お
り
、
イ
ン
ド
以
来
の
造
形
や
持
物
等
の
連
続
 
性
を
 指
摘
し
 

て
 、
信
仰
の
国
際
的
な
流
れ
を
描
く
の
に
成
功
し
て
い
る
。
 

と
同
 時
に
 、
 

経
典
に
基
づ
く
諸
尊
が
、
き
ち
ん
と
経
典
の
正
統
的
教
義
を
反
映
 
し
て
い
 

る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
庶
民
信
仰
と
い
え
ど
も
、
仏
教
の
核
心
に
 
基
づ
い
 

て
い
る
一
面
を
任
意
し
て
い
る
。
 

と
も
か
く
、
歩
い
て
探
求
し
た
そ
の
積
み
重
ね
に
は
想
像
を
超
え
 
る
厚
 

み
が
あ
り
、
我
々
は
本
書
を
読
み
進
む
中
で
、
こ
の
よ
う
に
民
間
 
の
 諸
尊
 

に
 対
す
る
信
仰
は
豊
穣
で
あ
っ
た
の
か
と
感
嘆
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
 
ろ
う
。
 

た
だ
し
、
本
書
の
論
考
に
よ
っ
て
、
日
本
独
自
の
宗
教
意
識
と
い
 
 
 

の
が
何
か
解
明
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
私
に
は
判
然
と
し
な
か
 
っ
た
 。
 

た
と
え
ば
尊
像
等
に
お
け
る
持
物
の
イ
ン
ド
以
来
の
連
続
性
等
は
 な
る
 

6
 

ほ
ど
興
味
深
い
も
の
の
、
で
は
種
々
の
諸
尊
に
変
更
の
あ
っ
た
部
 分
を
通
お
 

じ
て
言
え
る
こ
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 

い
 ま
だ
 解
 

 
 

萌
 さ
れ
て
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
日
本
の
諸
尊
の
図
像
学
 
的
 特
徴
 

に
 共
通
し
て
見
え
る
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
独
自
性
の
解
明
と
 い
う
 ト
只
 

は
、
 必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
仏
教
圏
で
は
、
仏
日
・
 

麻
耶
に
 対
す
る
信
仰
は
見
ら
 
れ
な
 

い
の
で
あ
っ
た
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
フ
ー
シ
ェ
は
、
仏
教
圏
全
域
 
を
 通
じ
 

て
 、
 麻
 邦
夫
人
を
崇
拝
す
る
信
仰
は
不
在
で
あ
る
と
信
じ
て
い
 た
と
い
 

ぅ
 。
し
か
し
著
者
は
切
 利
 天
上
手
に
そ
の
稀
有
の
例
を
発
見
し
 、
 「
こ
の
 

廿
を
打
つ
例
外
が
こ
う
し
て
日
本
に
存
在
す
る
の
を
、
彼
が
確
認
 
で
き
な
 

い
こ
と
を
残
念
に
思
う
」
と
そ
の
章
を
結
ぶ
。
だ
が
、
い
っ
た
い
 

、
 @
 
し
 

一
例
の
意
義
を
ど
う
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
例
と
い
え
 

ど
も
 見
 

つ
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
的
霊
位
の
母
性
的
性
格
を
例
証
す
る
の
 

だ
ろ
う
 

か
 、
そ
れ
と
も
た
だ
の
一
例
故
に
た
ま
た
ま
の
事
に
過
ぎ
ず
、
 

や
  
 

外
 視
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

そ
れ
か
ら
、
日
本
で
祀
ら
れ
て
い
る
諸
尊
の
図
像
は
、
お
そ
ら
く
 
日
本
 

の
 偽
経
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
 著
 者
も
 

「
毘
沙
門
三
功
徳
経
口
の
例
を
指
摘
し
て
い
る
。
日
本
の
偽
経
と
 

い
っ
て
 

も
 従
来
の
イ
ン
ド
・
中
国
的
伝
統
を
多
分
に
汲
む
と
同
時
に
 
、
し
 か
し
 大
 

胆
 に
変
容
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
諸
尊
信
仰
の
解
明
 
は
、
図
 

倭
学
的
研
究
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
偽
経
文
献
の
内
容
の
分
析
も
 
必
要
の
 

は
ず
で
あ
る
。
日
本
人
の
宗
教
意
識
の
解
明
に
は
、
今
後
こ
の
 
方
 面
 の
 研
 

究
 を
う
ま
く
総
合
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
と
思
う
。
 

ま
た
、
日
本
の
場
合
、
諸
尊
の
多
く
は
、
す
で
に
密
教
化
さ
れ
た
 
場
合
 



 
 

学
的
追
跡
だ
け
 

評
 

重
日
 が

 多
い
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
神
仏
の
パ
ン
テ
オ
ン
の
、
お
そ
ら
 
 
 

り
は
密
教
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
密
教
に
お
け
る
諸
尊
の
位
 
置
付
け
 

は
、
 必
ず
し
も
「
法
華
経
口
等
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
 で
も
な
 

い
 。
第
八
章
に
お
い
て
、
仏
陀
の
単
一
性
と
複
数
性
を
、
結
局
、
 

密
教
の
 

曇
奈
羅
 思
想
で
跡
付
け
た
よ
 
う
 に
、
日
本
の
諸
尊
の
信
仰
の
解
明
 

 
 

密
教
以
外
の
仏
教
を
語
っ
て
も
さ
ほ
ど
意
味
が
な
い
可
能
性
も
あ
 
る
 。
 む
 

し
ろ
密
教
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
特
質
に
よ
り
多
く
焦
点
を
 
ム
ロ
わ
せ
 
て
 究
明
 

す
る
な
ど
、
も
っ
と
密
教
の
内
奥
に
迫
っ
て
ほ
し
か
つ
た
。
 

さ
ら
に
、
本
書
を
読
む
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
に
お
い
て
さ
ら
に
 
実
際
 

の
 霊
験
 譚
 に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
、
知
り
た
く
な
る
 
。
そ
う
 

い
う
資
料
を
も
っ
と
か
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、
図
像
 
学
的
研
 

究
を
超
え
て
、
民
衆
の
宗
教
意
識
の
実
際
を
解
明
で
き
た
こ
と
 で
あ
ろ
 

 
 こ

れ
ら
豊
か
な
民
間
信
仰
が
現
代
に
も
生
き
延
び
て
い
る
こ
と
は
 
=
@
 

ロ
 @
 
つ
 

ま
で
も
な
い
。
確
か
に
テ
レ
フ
ォ
ン
カ
ー
ド
な
ど
に
も
そ
れ
ら
は
 
導
入
さ
 

ね
 、
さ
ら
に
現
代
的
な
お
守
り
等
に
も
変
形
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
 
う
 。
 た
 

だ
 、
そ
れ
ら
を
奉
ず
る
民
衆
の
意
識
は
 、
 昔
と
変
ら
な
い
と
は
 @
=
 

口
 え
な
 

昔
は
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
諸
尊
の
ご
利
益
が
常
識
的
 に 共
有
 

さ
れ
て
い
た
地
平
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
日
で
は
、
 

自
 覚
 的
に
 

信
仰
を
も
っ
て
お
 
礼
等
 を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
り
 つ
 っ
 あ
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
え
て
い
え
ば
、
土
日
は
神
仏
の
中
に
 

人
 が
住
 

ん
で
い
た
、
し
か
し
今
や
、
個
個
の
人
の
中
に
神
仏
が
入
り
込
む
 
の
み
な
 

以
上
、
い
く
つ
か
本
書
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
述
べ
た
。
 

し
  
 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
本
書
の
価
値
が
減
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
 
る
 リ
ス
 な
 

と
に
か
く
全
国
を
実
地
に
歩
き
、
あ
ら
ゆ
る
図
像
学
的
資
料
 
を
 収
集
 

し
 、
同
時
に
古
い
文
献
も
よ
く
渉
猟
 し
 、
き
め
細
か
く
分
析
し
て
 
、
 埋
も
 

れ
た
日
本
の
精
神
風
土
を
解
明
し
て
い
く
力
量
は
 
、
 並
み
の
も
の
 
で
は
な
 

我
々
は
本
書
か
ら
内
な
る
国
際
性
と
独
自
性
に
つ
い
て
、
 

多
  
 

と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
眼
に
見
え
な
い
絶
対
者
 
と
 そ
の
化
 

現
 、
そ
し
て
宗
教
心
の
作
用
と
い
っ
た
問
題
を
深
く
考
え
さ
せ
ら
 
れ
る
の
 

で
あ
る
。
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本
書
は
渡
海
 
欣
 雄
氏
が
平
成
一
一
年
度
に
東
京
都
立
大
学
大
学
院
 社会
 

人
類
学
専
攻
に
提
出
さ
れ
た
博
士
学
位
論
文
を
元
と
し
て
お
り
、
 

各
々
の
 

 
 

章
節
は
一
九
九
五
 ｜
二
 0
0
0
 

年
の
単
独
論
文
に
修
正
加
筆
さ
 れ
た
も
 

の
、
 
及
び
書
き
下
ろ
し
の
部
分
か
ら
成
る
。
 

渡
逼
 氏
の
風
水
に
関
 す
る
喜
田
 

 
 

著
 と
し
て
は
、
「
風
水
思
想
と
東
ア
ジ
ア
八
二
九
九
 
0
 、
人
文
室
 目
叶
些
し
 Ⅰ
 

水
口
 
拓
寿
 

浪
漫
 欣
 雑
著
 

「
風
水
の
社
会
人
類
学
 

 
 

風
害
桂
二
 0
0
 
一
年
 :
 

A
5
 判
 
四
 -
 
八
七
頁
 一

月
二
 
0
 日
刊
 

 
 



「
風
水
気
の
景
観
地
理
学
 目
 二
九
九
四
、
同
 -
 に
 続
く
第
二
一
 何
 と
な
 

っ
た
 。
 

本
書
は
 

第
一
章
は
じ
め
に
 

第
二
章
風
水
研
究
の
歴
史
 

第
三
章
東
洋
的
環
境
認
識
と
し
て
の
風
水
 

第
四
章
東
ア
ジ
ア
の
風
水
意
識
 

第
五
章
大
陸
中
国
と
風
水
民
俗
 

第
六
章
中
国
の
墓
地
風
水
 

第
セ
草
 

風
水
民
俗
の
多
様
性
 

第
八
章
中
国
風
水
と
沖
縄
風
水
 

日
本
を
含
め
た
風
水
の
受
容
 史
 と
現
代
 

第
九
章
お
わ
り
に
 

の
 全
九
章
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
第
一
節
「
風
水
研
究
 
ブ
 １
ム
 と
 

風
水
占
 
い
 ブ
ー
ム
の
混
在
現
象
」
は
、
最
近
 一
 
0
 年
間
の
東
ア
ジ
 
ア
 に
お
 

い
て
風
水
研
究
と
風
水
占
い
が
共
に
プ
ー
ム
と
な
っ
て
き
た
こ
と
 
を
 述
べ
 

た
 上
で
、
但
し
日
本
で
は
後
考
が
圧
倒
的
に
活
発
で
あ
り
、
か
っ
 
異
文
化
 

理
解
に
関
心
の
な
 
い
 
「
情
報
産
業
の
新
商
品
」
で
あ
る
た
め
、
 

本
 書
 の
 研
 

究
 対
象
か
ら
外
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
世
の
反
応
が
前
者
と
後
考
 
を
 混
同
 

し
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
苦
言
を
呈
す
る
。
第
二
節
「
日
本
に
お
け
 
る
 学
際
 

的
 風
水
研
究
の
背
景
」
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
諸
分
野
に
お
い
て
 
風
水
 研
 

究
 が
こ
れ
ま
で
の
知
的
枠
組
み
を
問
い
直
す
よ
う
な
発
見
に
結
び
 つ
い
て
 

き
た
様
を
回
顧
す
る
。
本
節
で
は
特
に
、
社
会
人
類
学
に
お
け
る
 
研
究
 史
 

と
 、
渡
海
底
が
一
九
八
 0
 年
代
未
に
組
織
さ
れ
た
「
全
国
風
水
 研
 究
 者
会
 

議
 」
に
よ
る
学
際
的
共
同
研
究
に
紙
数
を
割
く
。
第
三
節
「
本
書
 
0
 目
的
 

と
 構
成
」
は
、
そ
れ
が
中
国
の
風
水
に
関
す
る
社
会
人
類
学
的
研
 
究
 で
あ
 

8
 

主
な
対
象
地
域
を
漸
 江
 ・
福
建
・
台
湾
と
し
つ
つ
、
中
国
内
 

外
語
 

地
お
 

域
 と
の
比
較
も
行
う
旨
を
述
べ
る
。
第
四
節
「
風
水
定
義
と
本
書
 
0
 玉
 要
 

概
念
に
つ
い
て
」
は
、
ま
ず
風
水
を
「
環
境
判
断
、
環
境
影
響
 
評
 仙
法
、
 

相
地
 ト
 宅
の
方
法
論
の
総
称
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
ま
た
研
究
 の
史
資
 

料
 と
し
て
文
字
資
料
に
記
述
さ
れ
た
「
テ
キ
ス
ト
の
風
水
」
と
、
 

風
水
師
 

や
 風
水
の
知
識
人
が
実
際
に
占
 う
 プ
ロ
セ
ス
か
ら
理
解
さ
れ
る
「
 コ
ン
テ
 

キ
ス
ト
の
風
水
」
を
弁
別
す
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
、
風
水
知
識
に
 
は
 風
水
 

判
断
者
 と
 ク
ラ
イ
エ
ン
ト
、
ま
た
自
分
で
風
水
判
断
す
る
者
の
間
 
に
 知
識
 

0
 差
が
あ
る
こ
と
へ
の
注
意
を
促
す
。
次
い
で
、
本
書
に
お
け
 る
 
「
 
東
 

洋
 Ⅲ
東
ア
ジ
ア
」
や
「
中
国
」
「
日
本
」
「
韓
国
」
「
沖
縄
」
の
 

指
 示
 内
容
 

に
 言
及
す
る
。
特
に
、
「
中
国
」
は
「
中
華
人
民
共
和
国
」
と
「
 
中
華
氏
 

国
 」
の
略
称
か
つ
地
域
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
旨
を
任
記
す
る
 
 
 

第
二
章
第
一
節
「
欧
米
に
お
け
る
風
水
研
究
 ｜
二
 0
 世
紀
前
半
 ま
で
 

0
 人
類
学
的
・
中
国
学
的
研
究
成
果
」
は
、
欧
米
で
は
既
に
一
九
 
世
紀
前
 

半
か
ら
風
水
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
「
疑
似
科
学
」
と
見
な
 
す
な
ど
 

欧
米
人
の
価
値
観
に
よ
る
偏
見
が
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
 
、
そ
し
 

て
一
九
六
 0
 、
 七
 0
 年
代
に
至
っ
て
 
M
.
 

フ
リ
ー
ド
マ
ン
氏
な
ど
 

が
 開
始
 

し
た
、
文
化
の
相
対
性
 -
 
研
究
し
よ
う
と
す
る
側
の
理
論
の
相
対
 性
 に
ま
 

で
 及
ん
だ
も
の
と
し
て
の
 -
 を
 理
解
し
た
研
究
を
評
価
す
る
。
 

第
二
節
 

「
墓
地
風
水
論
争
１
 
@
 

東
ア
ジ
ア
風
水
論
の
勃
興
」
は
、
社
会
の
 ほ成
メ
 

ン
バ
ー
に
祖
先
さ
え
含
ま
れ
る
と
い
う
東
ア
ジ
ア
社
会
を
考
え
る
 
場
 ム
口
に
 

は
 、
墓
地
風
水
に
よ
る
祖
先
か
ら
子
孫
へ
の
影
響
を
忘
れ
て
は
な
 
ら
な
い
 

と
 述
べ
た
上
で
、
こ
の
点
を
め
ぐ
 っ
 て
フ
リ
ー
ド
マ
ン
氏
が
位
牌
 
祭
祀
 と
 

墳
墓
祭
祀
 

-
 
墓
地
風
水
）
の
性
質
の
違
い
を
強
調
し
た
こ
と
が
 
端
 緒
 と
な
 



 
   評

 
書
 

っ
た
 、
墓
地
風
水
に
お
け
る
祖
先
観
、
及
び
位
牌
祭
祀
に
お
け
る
 
祖
先
 観
 

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
争
を
追
跡
す
る
。
 

第
三
章
第
一
節
「
普
遍
性
な
き
自
然
と
文
化
」
は
、
非
西
洋
的
 
な
自
 

然
 ・
環
境
概
念
の
構
築
や
再
構
築
を
目
指
し
、
ま
ず
桓
武
天
皇
に
 

よ
る
 平
 

安
東
遷
都
の
詔
を
、
「
文
化
」
と
「
自
然
」
の
近
代
的
な
二
元
論
 
思
考
で
 

は
 理
解
困
難
な
「
わ
れ
わ
れ
の
過
去
の
経
験
」
と
し
て
示
す
。
 第
二
節
 

「
風
水
を
め
ぐ
る
環
境
認
識
１
 
@
 

人
士
 
小
 園
の
理
論
か
ら
」
は
 
、
一
 九
七
 O
 

年
代
に
自
文
化
解
釈
を
「
自
国
理
論
と
し
て
の
漢
学
」
か
ら
提
唱
 した
 台
 

湾
の
社
会
人
頼
学
者
・
 
李
 小
園
氏
の
学
説
を
注
解
し
、
そ
の
「
 東
 洋
的
環
 

境
 認
識
」
の
風
水
研
究
へ
の
応
用
可
能
性
を
主
張
す
る
。
第
三
節
 「
都
市
 

形
成
に
お
け
る
環
境
判
断
 ｜
 
北
京
城
の
例
」
は
、
中
国
都
城
を
 代
表
し
 

て
 北
京
城
 
-
 評
者
洋
 @
 「
都
城
」
や
「
北
京
城
」
と
い
う
と
き
の
 

「
 い
概
 
」
 

は
 
「
城
塞
」
で
は
な
く
、
城
壁
に
囲
ま
れ
た
都
市
を
指
す
 

@
 を
例
 と
し
、
 

都
市
計
画
に
関
す
る
史
料
や
伝
説
を
集
成
す
る
。
第
四
節
「
自
然
 
と
 文
化
 

の
あ
い
だ
」
は
 
、
 先
の
二
章
を
承
け
た
結
論
と
し
て
、
第
一
に
風
 水 の
 依
 

挺
 す
る
「
東
洋
の
対
概
念
」
が
決
し
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
二
元
 
ぬ
 
柵
 で
は
な
 

く
 、
「
 気
 」
一
元
論
と
い
う
べ
き
同
意
味
成
分
が
あ
る
こ
と
、
 

第
 二
 に
東
 

洋
の
環
境
思
想
で
は
 対
 概
念
よ
り
関
係
概
念
が
む
し
ろ
重
要
で
 あ
る
こ
 

と
、
 特
に
例
え
 ぼ
 
「
天
気
」
と
「
人
気
」
 
-
 心
理
状
態
 一
 と
い
う
 異
質
な
 

両
者
間
に
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
、
風
水
 m
 語
で
「
感
応
」
と
呼
ば
 
れ
る
と
 

こ
ろ
の
調
和
に
任
目
す
る
べ
き
こ
ろ
、
第
三
に
構
成
要
素
間
の
関
 
係
は
絶
 

え
ず
不
均
衡
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
つ
つ
、
全
体
を
保
っ
て
 

い
 る
こ
と
 

を
 述
べ
る
。
本
節
で
は
こ
う
し
た
環
境
思
想
と
 F
.
 

カ
プ
ラ
の
「
 

有
機
、
 ン
 

ス
テ
ム
 論
 」
の
類
似
も
指
摘
す
る
。
第
五
節
「
風
水
と
フ
ィ
ジ
 オ  
 

洋
の
東
西
地
理
学
は
同
一
か
 ?
 」
は
、
風
水
と
西
洋
の
 
ブ
イ
 ジ
オ
ノ
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風
水
の
特
徴
 

i
 

｜
 温
州
の
例
」
は
、
現
代
中
国
の
都
域
観
を
知
る
 べ
く
 温
 

州
の
風
水
伝
説
を
扱
う
。
ま
ず
老
人
た
ち
の
語
る
い
わ
ば
「
 都
 雨
風
水
 

史
 」
を
紹
介
し
、
彼
ら
の
語
り
が
「
温
州
病
患
」
と
も
符
合
す
る
 こと
を
 

指
摘
す
る
。
ま
た
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
風
水
に
対
す
る
人
々
の
関
心
 
は
 衰
え
 

て
い
な
い
の
だ
と
い
う
。
第
六
節
は
「
風
水
の
原
則
と
中
国
の
 民
俗
」
 

は
 、
「
風
水
主
 地
 」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
単
な
る
景
勝
地
で
 
は
な
く
、
 

「
人
間
生
活
に
深
い
影
響
を
も
た
ら
す
地
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
 し
て
の
 

「
 
気
 」
の
作
用
を
受
け
る
土
地
を
意
味
す
る
こ
と
を
、
改
め
て
 説
明
す
 

る
 。
 

第
六
章
は
本
書
の
分
量
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
第
一
節
「
概
説
   

墓
地
風
水
の
理
念
」
は
ま
ず
、
「
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
風
水
」
が
 
風
 水
 テ
キ
 

ス
ト
の
知
識
を
元
に
し
て
い
る
以
上
、
社
会
人
類
学
的
な
研
究
に
 
お
い
て
 

も
 
「
テ
キ
ス
ト
の
風
水
」
を
参
照
す
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
。
 

次
 に
、
そ
 

う
し
た
風
水
テ
キ
ス
ト
の
起
源
と
さ
れ
る
、
 

晋
 郭
中
国
の
郭
瑛
に
 
仮
託
さ
 

ね
 た
 
ョ
葬
経
 
-
 
葬
 書
こ
中
の
墓
地
風
水
理
念
を
分
類
し
注
解
す
 
る
 。
 そ
 

れ
は
第
一
に
、
人
体
の
う
ち
骨
肉
が
各
々
父
母
に
由
来
す
る
と
い
 
ぅ
 民
俗
 

生
殖
理
論
で
あ
る
。
第
二
に
、
人
間
は
「
 気
 」
の
集
合
し
た
 存
 在
 で
あ
 

り
 、
「
 気
 」
が
と
く
に
固
ま
っ
た
部
分
が
骨
で
あ
る
と
い
う
。
 第
  
 
三
一
 
@
 
@
 
し
、
 

「
 
気
 」
は
父
と
子
の
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
代
を
越
え
て
父
系
的
 
に
 継
承
 

さ
れ
る
と
い
う
。
第
四
に
、
そ
れ
ゆ
え
祖
先
と
子
孫
は
「
 
気
 」
 を
 媒
介
 と
 

し
て
感
応
す
る
の
で
あ
り
、
祖
先
の
骨
は
植
物
の
根
の
よ
う
に
 
子
 孫
 に
影
 

響
を
与
え
る
と
い
う
。
だ
か
ら
こ
そ
墓
地
環
境
が
問
題
と
な
り
、
 

つ
ま
る
 

と
こ
ろ
大
地
の
環
境
が
一
族
の
盛
衰
を
左
右
す
る
と
い
う
考
え
方
 
が
 生
じ
 

る
 。
第
五
に
、
そ
の
具
体
的
プ
ロ
セ
ス
は
ま
ず
大
地
の
「
 
気
 」
に
 祖
先
の
 

骨
 が
感
応
し
 、
 引
き
続
き
子
孫
た
ち
へ
感
応
を
通
じ
も
た
ら
さ
れ
 て
ゆ
く
 

の
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
 ｜
 四
節
は
渡
遺
民
自
身
の
調
査
に
基
  
 
づ
、
 

{
 

各
々
新
注
 省
 湖
州
地
区
，
同
省
寧
波
地
区
・
温
州
地
区
の
「
コ
ン
 

 
 

ト
 の
風
水
」
に
関
す
る
 
浩
瀞
 な
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
あ
り
、
「
地
区
の
 

概
要
二
 

 
 

「
風
水
師
の
有
無
と
風
水
師
の
民
俗
知
識
」
「
風
水
と
墓
地
環
境
」
 

「
墓
地
 

と
 風
水
櫛
」
「
風
水
と
方
位
判
断
」
「
風
水
と
尺
度
」
「
風
水
と
 

墓
 制
 ・
 葬
 

制
 」
「
住
宅
風
水
と
墓
地
風
水
の
異
同
お
よ
び
風
水
の
影
響
」
と
 い
う
 友
台
 

節
 に
ほ
 ほ
 共
通
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
事
例
と
考
察
 が
 記
述
 

さ
れ
る
。
湖
州
地
区
の
特
徴
は
 

、
 個
々
の
風
水
師
た
ち
の
得
手
不
 得
手
に
 

対
し
て
一
般
人
が
詳
し
く
、
能
力
評
価
に
応
じ
て
依
頼
先
を
選
ぶ
 こと
、
 

地
形
判
断
 
よ
 り
方
位
判
断
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
、
一
般
的
な
方
位
 の 土
ロ
 
凶
 

観
も
顕
著
な
こ
と
、
生
前
に
墳
墓
を
建
造
す
る
時
、
死
者
埋
葬
 時
 、
「
 瞼
 

骨
 」
後
の
再
埋
葬
時
の
よ
う
に
、
 

墓
 造
宮
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
 機
 会
 に
風
 

水
師
が
活
躍
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
寧
波
地
区
の
特
徴
は
 
、
風
 水
 の
 知
 

誠
人
は
専
業
者
で
な
い
こ
と
、
方
位
よ
り
も
地
形
の
判
断
を
重
視
 する
こ
 

と
 、
尺
度
の
吉
凶
 観
 が
聞
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
 

温
  
 

の
 特
徴
は
、
風
水
の
知
識
人
は
専
業
者
で
な
く
、
特
に
家
の
建
造
 
時
に
ほ
 

道
士
と
の
分
業
も
認
め
ら
れ
、
ま
た
多
く
の
場
ム
ロ
世
襲
で
あ
る
こ
 

と
、
寺
 

廟
と
 家
、
墓
 と
 家
で
そ
れ
ぞ
れ
方
位
判
断
が
違
う
こ
と
を
、
一
般
 人の
認
 

試
 し
て
い
た
例
が
多
い
こ
と
、
尺
度
の
吉
凶
に
つ
い
て
は
、
ム
コ
 

湾
 や
 沖
縄
 

と
 同
様
に
測
量
器
具
「
 
魯
 現
尺
」
が
あ
り
、
沖
縄
と
同
じ
く
 家
 ・
 墓
 に
両
 

崩
 さ
れ
る
が
、
尺
度
ま
で
は
一
致
し
な
い
こ
と
、
ま
た
現
在
で
は
 
風
水
上
 

の
 吉
凶
と
尺
度
が
関
連
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
、
「
椅
子
 
墳
 」
と
 呼
 ば
れ
る
 

形
態
の
墳
墓
の
増
大
や
巨
大
化
を
め
ぐ
っ
て
、
地
方
政
府
と
の
 
軋
 礫
が
見
 

ら
れ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
 

第
セ
章
 第
一
節
「
風
水
民
俗
の
ひ
ろ
が
り
」
は
、
本
書
の
こ
れ
ま
 
 
 



書評と紹介 

行
論
で
は
包
括
で
き
な
か
っ
た
問
題
を
四
白
提
出
し
、
そ
れ
ら
は
 
次
節
 以
 

下
 に
お
い
て
論
述
が
展
開
さ
れ
る
。
第
二
節
「
風
水
と
シ
ャ
ー
 マ
ニ
ズ
 

ム
 」
は
、
風
水
判
断
が
 
巫
 俗
信
仰
と
密
接
な
関
係
を
持
ち
、
シ
ャ
 

｜
 マ
ン
 

が
 風
水
判
断
に
参
与
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
 
様
態
は
 

現
在
の
沖
縄
の
よ
う
に
シ
ャ
ー
マ
ン
が
（
 神 懸
か
り
し
な
い
状
態
 で
 -
 風
 

水
師
同
様
に
風
水
書
や
器
具
を
用
い
て
占
う
型
 、 シ
ヤ
ー
マ
ン
の
 託
宣
 内
 

容
 が
風
水
と
深
く
関
連
す
る
型
、
明
治
中
期
以
前
の
沖
縄
の
よ
う
 
に
 シ
 ャ
 

｜
 マ
ン
の
指
示
に
よ
り
風
水
師
が
占
う
型
に
分
か
れ
る
。
本
節
で
 

は
 先
行
 

研
究
の
少
な
い
 
俊
 二
者
に
つ
い
て
特
に
詳
述
し
、
ま
ず
 

李
 小
園
 氏
 に
よ
る
 

統
計
に
基
づ
い
て
、
ム
ロ
湾
の
「
 童
乱
 」
と
呼
ば
れ
る
シ
ヤ
ー
マ
ン
 
 
 

ラ
イ
ェ
ン
 ト
 の
不
幸
の
原
因
を
風
水
と
り
わ
け
墓
地
風
水
の
不
適
 
に
 期
す
 

6
 割
合
が
高
い
こ
と
、
ま
た
 渡
 遺
民
自
身
の
調
査
に
基
づ
き
、
 

台
 海
高
雄
 

県
 の
 童
 乱
や
福
建
省
南
平
地
区
の
「
立
葵
」
「
 

戊
 亡
霊
」
の
同
様
 事
例
を
 

紹
介
す
る
。
次
に
再
 び
 ム
コ
清
高
雄
 県
の
、
 神
が
人
で
は
な
く
筆
に
 
懇
依
す
 

る
 
「
 扶
驚
 」
に
お
い
て
、
神
が
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
に
風
水
師
を
訪
ね
 る
よ
う
 

指
示
す
る
と
い
う
事
例
や
、
 

童
比
 が
大
ま
か
な
方
角
を
示
す
の
 を
 承
け
 

て
 、
 非
瓶
依
 状
態
の
助
手
が
コ
ン
パ
ス
「
羅
盤
」
を
操
作
す
る
と
 い
う
 事
 

例
を
扱
う
。
最
後
に
 
、
 ム
コ
後
は
こ
う
し
た
事
例
研
究
か
ら
「
シ
 
ャ
 1
,
7
%
 

ズ
ム
」
の
従
来
的
概
念
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
 

神
 ・
 霊
と
 行
為
者
 

て
い
る
」
と
い
う
深
層
構
造
を
仮
説
的
に
示
す
。
第
四
節
「
墓
地
 
造
営
と
 

の
 
「
 
感
 

応
 」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
上
位
概
念
を
模
索
す
る
必
要
を
訴
え
 
る
 。
 第
 

三
節
「
風
水
 塔
断
脈
 説
話
に
つ
い
て
」
は
 
、
 ム
ロ
 
湾
 
・
 漸
江
 
・
福
建
 に
お
け
 

る
 、
為
政
者
が
塔
を
建
造
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
の
風
水
が
破
壊
 
さ
れ
た
 

と
い
う
説
話
に
注
目
し
、
 

崔
 吉
堀
氏
の
知
見
を
援
用
し
つ
つ
「
「
 

出
る
 杭
 

は
 打
た
れ
る
」
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
出
る
ほ
ど
の
 
杭
 」
 を
 自
慢
し
 

二
月
山
白
化
」
問
題
」
は
、
 
漸
江
省
 温
州
地
区
で
墓
地
の
増
大
化
 ・
拡
大
 

化
に
伴
い
山
林
が
破
壊
さ
れ
、
政
府
が
墓
地
破
壊
政
策
を
断
行
し
 
た
と
い
 

ぅ
 事
例
を
扱
う
。
こ
の
政
策
 は
 一
定
の
成
果
を
得
た
が
、
破
壊
さ
 
れ
た
 墳
 

墓
 に
見
せ
か
け
た
瓦
礫
だ
ら
け
の
墓
が
蔓
延
す
る
と
い
う
、
 

却
っ
 

江
 省
や
福
建
省
の
い
く
つ
か
の
村
落
で
、
墓
や
屋
敷
の
中
庭
 
或
い
 

想
 」
で
も
あ
る
の
だ
と
結
論
す
る
。
第
五
節
「
 
庭
 と
風
水
」
は
ま
 

な
 
「
青
山
白
化
」
状
態
を
も
誘
発
し
た
。
墓
地
を
め
ぐ
る
風
水
争
 

か
つ
て
度
重
な
っ
て
き
た
こ
と
を
含
め
て
、
風
水
は
「
環
境
破
 壊
 の
 思
 

議
が
、
 

ず
、
漸
 

は
 前
庭
 

て
 深
刻
 

を
 風
水
用
語
で
も
あ
る
「
明
堂
」
と
称
し
て
お
り
、
実
際
に
「
 
四
 ム
ロ
 
件
加
 
」
 

「
一
表
口
 

院
 」
の
形
式
に
よ
る
民
家
の
庭
は
 、
 概
し
て
風
水
に
従
っ
 
た
よ
う
 

な
形
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
中
国
明
代
に
 
計
成
の
 

著
し
た
造
園
理
論
書
「
園
冶
し
や
日
本
平
安
時
代
の
「
作
庭
記
」
 

に
も
 風
 

水
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

第
八
章
第
一
節
「
古
代
日
本
と
地
理
の
受
容
」
は
、
風
水
の
理
解
 
が
中
 

国
文
化
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
を
含
め
た
日
本
文
化
の
理
解
 
や
、
ひ
 
い
て
は
 

東
ア
ジ
ア
文
化
全
体
の
理
解
に
繋
が
る
と
述
べ
た
上
で
、
ま
ず
 
本
 節
 で
は
 

日
本
本
土
の
風
水
受
容
史
を
扱
う
。
こ
こ
で
は
先
行
研
究
で
も
 
頻
 繁
 に
参
 

臆
 さ
れ
て
い
た
「
日
本
書
紀
 し
 「
続
日
本
紀
」
「
日
本
後
紀
 し
 「
 令
 義
解
」
 

諸
 条
の
他
、
新
た
に
江
戸
時
代
の
黒
川
道
 祐
 
「
 
薙
 別
府
 壺
巻
五
 の
 
「
 
御
 

堂
 関
白
道
 長
 公
、
愛
新
地
 之
 風
水
精
別
荘
。
「
評
者
に
よ
る
中
略
 

-
 具
 結
 

構
 、
 慕
 中
華
 之
 模
範
」
 や
 、
「
円
覚
寺
文
書
」
に
収
め
ら
れ
た
 

文
 和
 三
年
 

-
 一
 三
五
四
 -
 九
月
二
二
日
付
文
書
の
「
 一
 、
塔
頭
重
所
望
 人
 雄
帯
御
 

 
 
 
 

教
書
、
 於
 敷
地
者
、
寺
家
評
定
衆
正
官
家
奉
行
人
相
 共 、
見
知
 且
 @
 
地
形
、
 

為
 山
門
風
水
無
相
違
者
、
就
寺
家
注
進
、
可
 有
其
 沙
汰
 莫
 、
 

左
馬
頭
㎝
 
2
 

源
 朝
臣
」
 ロ
 評
者
洋
一
以
上
は
、
句
読
点
を
含
め
本
書
に
引
用
さ
 れ
た
 形
 



そ
の
ま
ま
で
あ
る
口
を
、
日
本
に
お
け
る
「
風
水
」
の
語
の
用
例
 
と
し
て
 

提
示
す
る
。
ま
た
宮
内
貴
久
氏
に
拠
り
つ
つ
、
江
戸
時
代
の
天
明
 
期
 以
降
 

に
 多
数
の
「
家
相
」
書
が
出
版
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
長
崎
貿
易
 
で
 中
国
 

か
ら
輸
入
さ
れ
た
風
水
書
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
 
。
第
二
 

節
 
「
「
中
華
世
界
帝
国
」
と
沖
縄
」
は
、
沖
縄
で
は
「
中
華
世
界
 

帝
国
」
 

の
 傘
下
と
い
う
立
場
を
背
景
と
し
た
殖
産
興
業
政
策
に
従
っ
て
 
、
 風
水
 知
 

識
 が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
及
び
風
水
を
「
風
水
」
と
呼
ぶ
 
限
り
、
 

そ
れ
は
「
中
華
世
界
帝
国
」
の
版
図
の
中
で
学
ん
だ
知
識
体
系
で
 
あ
り
、
 

偶
然
に
類
似
し
て
し
ま
っ
た
知
識
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
 
す
る
。
 

第
三
節
「
近
世
沖
縄
と
地
理
の
受
容
」
は
、
ま
ず
正
史
「
球
陽
 
ヒ
 や
 
「
 
琉
 

球
因
 由
来
 記
ヒ
 に
よ
っ
て
、
琉
球
王
 
府
 が
一
七
世
紀
後
半
か
ら
 
留
 学
生
を
 

福
建
に
派
遣
し
、
風
水
知
識
の
導
入
に
当
た
ら
せ
て
い
た
こ
と
、
 

そ
れ
 以
 

前
に
も
「
 唐
 柴
人
」
と
呼
ば
れ
る
中
国
系
帰
化
人
に
 2
0
 風
水
利
 祈
 が
行
 

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
説
き
、
次
い
で
円
札
木
山
風
水
 
記
ヒ
 に
よ
り
 、
一
八
 

六
三
年
に
王
府
の
派
遣
し
た
「
 地
師
 」
が
風
水
判
断
を
行
い
、
 
諸
 村
落
の
 

復
興
を
図
っ
た
事
例
に
言
及
す
る
。
第
四
節
「
日
本
・
沖
縄
の
風
 
水
 と
中
 

国
風
水
の
異
同
」
 
ほ
 、
ま
ず
日
本
と
沖
縄
で
は
共
に
 、
 少
な
く
と
 も
 現
在
 

ほ
 専
業
の
風
水
師
が
存
在
し
な
い
、
一
族
の
墓
が
存
在
す
る
（
 
申
 国
 で
も
 

福
建
省
福
州
地
区
や
漸
 江
省
 温
州
地
区
に
あ
る
 -
 、
墓
地
を
め
ぐ
 る
 風
水
 

争
議
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
沖
縄
に
特
徴
的
 
な
 風
水
 

民
俗
と
中
国
の
そ
れ
と
の
異
同
を
「
風
水
書
」
「
亀
甲
墓
」
「
門
中
 

基
二
 

族
 莫
こ
「
門
中
ロ
評
者
佳
一
親
族
集
団
名
称
と
し
て
の
ご
「
 石
 故
主
」
 

「
獅
子
一
シ
ー
サ
ー
ニ
「
屏
風
 

-
 
ヒ
ン
プ
ン
）
 
ロ
 評
者
佳
一
こ
れ
 は
 遮
蔽
 

壁
の
呼
称
と
し
て
の
 
目
 
「
殺
気
除
け
」
の
八
項
目
に
つ
い
て
検
討
 

す
る
。
 

結
論
と
し
て
、
沖
縄
文
化
 は
 概
し
て
中
国
文
化
に
類
似
し
て
い
る
 よ
う
に
 

渡
逼
 氏
の
著
作
す
べ
て
に
共
通
す
る
傾
向
で
も
あ
る
が
、
殊
に
 
本
 重
目
 
の
 

特
徴
と
し
て
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
社
会
人
類
学
・
歴
史
学
 

中
国
 

学
 
・
沖
縄
手
の
一
環
と
し
て
の
卓
越
し
た
風
水
研
究
に
止
ま
っ
 て
お
ら
 

ず
 、
む
し
ろ
風
水
研
究
と
い
う
営
み
を
通
じ
て
そ
れ
ら
既
存
学
術
 
分
野
の
 

知
的
枠
組
み
を
反
照
 し
 問
い
直
す
こ
と
に
、
か
な
り
の
力
点
が
置
 か
れ
て
 

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
私
事
な
が
ら
、
評
者
は
「
風
水
 
研
 究
ブ
｜
 

ム
 」
に
入
っ
て
久
し
く
、
浪
漫
 氏
 に
よ
る
 専
 著
も
二
冊
を
数
え
て
 
Ⅰ
 
レ
 こ
一
 

十
ハ
 

九
九
五
年
に
文
化
人
類
学
の
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
と
し
て
風
水
を
 
選
ん
だ
 

者
で
あ
り
、
省
み
る
に
、
 
渡
 遺
民
 や
 フ
リ
ー
ド
マ
ン
氏
を
初
め
と
 
し
た
 比
 

較
的
 近
年
の
研
究
者
に
よ
っ
て
鋭
く
問
い
直
さ
れ
、
再
構
築
さ
れ
 て
き
た
 

見
え
つ
つ
、
亀
甲
墓
・
門
中
夏
・
門
中
の
い
ず
れ
も
中
国
に
同
 
例
 を
 発
見
 

で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、
既
に
沖
縄
側
の
玉
体
性
に
よ
り
「
沖
縄
 
化
」
を
 

遂
げ
、
独
自
の
価
値
を
再
生
産
し
て
き
た
の
だ
と
述
べ
る
。
 

第
九
章
第
一
節
「
本
書
の
要
約
」
 

ほ
 読
ん
で
字
の
如
く
だ
が
、
 

ち
 な
み
 

に
 評
者
は
拙
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
一
文
た
り
と
も
本
節
か
ら
直
接
 に
 引
き
 

写
し
て
い
な
い
の
で
、
念
の
た
め
。
第
二
節
「
 結
ヂ
 
1
 終
わ
り
 な
き
 風
 

本
 研
究
」
は
ま
ず
、
本
書
が
 
渡
逼
 氏
の
風
水
研
究
の
帰
結
点
で
は
 な
く
、
 

旧
箸
 で
は
中
国
大
陸
の
風
水
民
俗
に
十
分
に
触
れ
て
い
な
か
っ
 た
の
 対
 

し
 、
本
書
を
以
て
中
国
大
陸
研
究
の
幕
開
け
を
宣
す
る
も
の
で
あ
 
る
と
 述
 

べ
る
。
次
い
で
、
沖
縄
に
お
け
る
風
水
の
現
代
性
を
語
る
資
料
と
 

し
て
、
 

読
谷
村
が
米
軍
基
地
の
移
転
先
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
予
定
 
地
 に
割
 

り
 込
む
地
点
に
村
役
場
を
新
築
し
た
が
、
そ
の
折
に
風
水
的
理
由
 
を
 持
ち
 

出
し
た
と
い
う
新
聞
記
事
を
「
わ
た
く
し
の
解
釈
を
加
え
ず
に
 
載
 せ
て
」
 

本
書
を
結
ぶ
。
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風
水
及
び
関
係
各
方
面
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
、
あ
た
か
も
研
究
 
史
の
 原
初
 か
 

ら
 常
識
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
つ
つ
、
所
与
の
も
の
と
し
 
て
 摂
取
 

し
て
き
た
感
が
あ
る
。
今
、
こ
れ
ま
で
の
風
水
研
究
書
の
い
ず
れ
 
よ
り
も
 

研
究
 更
 に
多
く
言
及
し
、
ま
た
「
終
わ
り
な
き
風
水
研
究
」
 

@
 
終
わ
り
 

な
き
問
い
直
し
 
-
 の
最
新
成
果
や
現
在
進
行
形
を
博
載
し
た
木
主
 

日
を
前
に
 

し
て
、
評
者
は
自
ら
が
こ
れ
ま
で
、
 

渡
漫
 氏
の
業
績
の
い
わ
ば
「
 
 
 

一
角
」
に
し
か
任
意
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
に
改
め
て
 思
 い
を
 致
 

し
 、
風
水
研
究
の
歩
み
に
対
し
て
敬
意
を
新
た
に
す
る
次
第
で
あ
 
る
 。
 

な
お
、
評
者
自
身
は
本
書
第
八
章
第
一
節
に
お
け
る
 
渡
 遺
民
の
 文
 献
収
 

集
 と
そ
の
駆
使
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
、
し
か
し
日
本
本
土
に
お
 
け
る
 風
 

水
 受
容
の
状
況
に
関
し
て
は
、
研
究
 界
 全
体
の
問
題
と
し
て
情
報
 不
足
が
 

依
殊
 深
刻
で
あ
り
、
ま
た
「
史
料
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
 
文
 献
も
、
 

必
ず
し
も
正
当
な
解
釈
を
通
し
て
風
水
研
究
の
文
脈
に
組
み
込
ま
 
れ
た
も
 

の
で
は
な
い
よ
う
に
観
じ
て
い
る
。
か
く
舌
口
 
う
 評
者
自
身
も
乏
し
 
い
 知
見
 

と
 危
う
い
史
料
鑑
別
 力
 し
か
備
え
て
い
な
い
た
め
、
現
在
の
と
こ
 

ろ
渡
漫
 

氏
の
所
説
に
対
し
肯
定
も
否
定
も
明
言
し
か
ね
る
 旨 、
末
筆
に
 断
 っ
て
 お
 

き
た
い
。
 渡
逼
氏
は
同
 節
へ
の
注
釈
の
中
で
「
日
本
中
世
以
降
の
 風水
 研
 

究
 も
ま
た
、
わ
た
く
し
の
 
ム
 「
後
の
研
究
課
題
に
な
ろ
う
」
と
 
予
土
 遊
山
 
と
 れ
 ス
 ㌧
 

が
 、
日
本
風
水
史
の
研
究
（
従
来
は
古
代
だ
け
を
対
象
と
し
が
ち
 
で
あ
っ
 

た
が
 ）
に
お
い
て
、
遠
く
な
い
未
来
に
更
な
る
風
穴
を
開
け
て
 
下
 さ
る
よ
 

う
 、
後
学
の
一
人
と
し
て
祈
念
し
て
い
る
。
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に
 死
霊
祭
祀
由
来
譚
の
分
析
と
、
民
間
宗
教
者
の
関
与
の
実
態
が
 
検
討
さ
 

れ
て
い
る
。
 

本
書
は
、
「
 森
神
 」
信
仰
が
、
従
来
認
識
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
 祖
 電
信
 

仰
の
系
譜
だ
け
で
は
把
握
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
点
に
お
 いて
 有
 

意
義
な
成
果
で
あ
る
。
「
 
森
神
 」
に
は
水
神
、
救
出
、
地
Ⅲ
 、
死
 丑
な
ビ
 

の
 性
格
が
あ
る
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
稲
作
文
化
と
の
関
連
で
捉
え
 
ら
れ
て
 

き
た
「
 森
神
 」
信
仰
が
畑
作
文
化
地
帯
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
 こ
と
を
 

明
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
祖
霊
信
仰
に
一
元
化
し
な
い
「
 
森
 袖
 @
 
」
 信
 

仰
は
 、
多
様
な
信
仰
の
複
合
体
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
 

「
 森
神
 」
の
属
性
の
一
 
つ
 で
あ
る
死
霊
祭
祀
の
事
例
を
豊
富
に
 提
 示
し
 

た
こ
と
も
本
書
の
成
果
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
占
で
あ
る
。
 

死
 霊
と
地
 

霊
の
関
連
性
、
禁
忌
伝
承
と
「
異
人
殺
し
」
 

-
 
怨
霊
 -
 伝
承
と
の
 関
連
 づ
 

け
な
ど
示
唆
に
富
む
指
摘
も
多
い
。
 

ま
た
、
著
者
は
「
伝
承
を
動
態
的
に
捉
え
る
」
こ
と
を
主
張
す
 る
 。
 

「
生
き
た
」
状
態
と
し
て
在
る
民
俗
の
把
握
と
分
析
を
志
向
し
て
 

 
 

で
あ
る
。
こ
の
志
向
が
十
全
に
発
露
さ
れ
、
見
事
な
成
果
と
し
て
 
結
実
し
 

て
い
る
の
は
、
第
三
篇
第
四
章
の
「
 森神
 」
祭
祀
の
担
い
手
に
日
 蓮
宗
系
 

宗
教
者
が
加
わ
っ
て
く
る
過
程
の
描
写
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
忘
れ
 
 
 

れ
て
い
た
死
霊
伝
承
を
呼
び
覚
ま
し
、
「
伝
承
の
再
構
成
」
を
 
行
 う
 存
在
 

と
し
て
の
日
蓮
宗
系
宗
教
者
の
姿
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
か
っ
 て
 
「
 
森
 

神
 」
祭
祀
を
担
当
し
て
い
た
地
神
盲
僧
は
退
潮
し
 、 代
わ
っ
て
 氏
 神
社
 神
 

職
 が
関
与
し
、
さ
ら
に
そ
こ
に
施
餓
鬼
供
養
を
媒
介
と
し
て
日
蓮
 
宗
系
宗
 

教
 者
が
介
入
し
て
く
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
 
森
神
 」
 が
 死
霊
で
 

あ
る
と
い
う
伝
承
を
前
提
に
、
死
者
の
供
養
で
あ
る
か
ら
仏
教
が
 
担
当
す
 

べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
理
に
立
脚
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
 
は
 伝
承
 

分
析
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
史
実
と
は
限
ら
な
い
。
 @
@
@
@
,
 

十
八
々
・
 

ハ
 

 
 

「
 
森
神
 」
へ
の
日
蓮
宗
系
宗
教
者
の
関
与
の
過
程
が
そ
の
よ
う
な
 
2
6
 

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
話
者
の
密
教
や
日
蓮
宗
に
対
す
る
信
頼
感
 
と
 、
浄
は
 

土
耳
 京
 に
対
す
る
宗
教
と
し
て
の
期
待
感
の
希
薄
さ
も
興
味
深
い
 

。
す
な
 

ね
 ち
、
日
蓮
・
真
言
・
 
テ
 ム
ロ
諸
宗
の
僧
は
修
行
を
し
て
い
る
の
で
 
宗
教
者
 

と
し
て
の
法
力
を
期
待
で
き
る
が
、
「
学
校
で
免
許
を
取
っ
て
 

い
 る
だ
け
」
 

の
 真
宗
僧
は
宗
教
者
と
し
て
の
魅
力
を
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
 
あ
る
。
 

こ
れ
は
地
域
が
宗
教
や
宗
教
者
に
求
め
る
も
の
の
内
容
を
示
し
て
 
い
る
と
 

と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
宗
教
の
対
抗
関
係
と
い
う
点
に
お
い
て
 
、
近
年
 

の
 真
宗
地
帯
に
お
け
る
 
神
祀
 信
仰
に
関
す
る
歴
史
研
究
 -
 
例
え
ば
 副
芽
 亨
 

輔
 
「
近
世
真
宗
に
お
け
る
神
祇
下
拝
の
実
態
」
「
地
方
史
研
究
」
 

一
 一
九
一
、
 

二
 0
0
 

一
年
 -
 な
ど
と
も
議
論
を
深
め
て
ゆ
け
る
論
点
で
あ
ろ
う
 
 
 

さ
ら
に
、
作
物
の
転
換
に
よ
る
祭
祀
組
織
の
解
体
二
三
一
頁
 一
 や
、
 

両
津
 具
 半
島
の
漁
村
部
で
は
 
森
神
 信
仰
が
確
認
き
れ
な
い
で
一
一
 

五
頁
 一
 

な
ど
生
業
と
信
仰
伝
承
の
消
長
・
差
異
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
事
 
 
 

も
 呈
示
さ
れ
て
い
る
。
 

か
か
る
伝
承
の
「
動
態
」
面
の
把
握
に
加
え
、
著
者
は
題
名
に
「
 
歴
史
 

民
俗
学
」
の
語
を
冠
す
る
よ
う
に
、
「
歴
史
」
へ
の
視
線
も
具
備
 
 
 

る
 。
「
淫
祀
解
除
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
歴
史
研
究
の
姐
上
で
し
 
ば
し
ば
 

扱
わ
れ
て
き
た
事
象
を
民
俗
字
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
取
り
上
げ
 
た
 姿
勢
 

は
 評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
民
俗
学
と
歴
史
学
に
接
 
占
 を
 求
め
 

よ
う
と
す
る
動
き
は
、
小
池
淳
一
氏
に
よ
る
「
民
俗
書
誌
論
」
 -
 須
藤
健
 

一
編
「
フ
ィ
ー
ル
ド
フ
ー
 
ク
 を
歩
く
」
、
嵯
峨
野
書
院
、
一
九
九
 

二
八
年
一
 

の
 提
唱
な
ど
新
し
い
動
き
も
あ
る
が
、
全
体
的
に
見
れ
ば
以
前
に
 
比
べ
て
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減
退
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
歴
史
上
の
事
象
に
「
伝
承
 
」
研
究
 

の
 素
材
を
求
め
る
意
欲
的
な
姿
勢
は
大
い
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
 
あ
る
。
 

例
え
ば
、
「
淫
祀
解
除
」
へ
の
民
衆
の
抵
抗
の
原
因
に
、
「
解
除
」
 

後
に
発
 

生
し
た
疫
病
な
ど
の
厄
災
が
推
測
さ
れ
て
い
る
二
三
六
 
｜
セ
 貞
一
。
 残
 

念
 な
が
ら
具
体
的
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
ず
、
想
像
に
止
ま
っ
て
 い る
が
、
 

か
か
る
 視
 占
か
ら
の
理
解
の
仕
方
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
研
究
で
は
 ほ
と
ん
 

ど
 な
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
 
前
 近
代
に
生
き
た
人
々
の
立
場
か
ら
 歴
 史
 を
再
 

構
成
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
常
に
念
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
理
由
 
で
 あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
歴
史
学
と
共
有
で
き
る
論
占
を
多
く
提
示
 
し
た
 占
 

に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
成
果
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
成
果
を
認
め
な
が
ら
も
、
以
下
、
評
者
が
本
書
を
 
遍
き
 
-
m
 

し
て
感
じ
た
疑
問
点
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
。
 

ま
ず
第
一
に
、
本
書
は
柳
田
以
来
の
「
 森
神
 」
 即
 祖
霊
論
の
克
服
 を
果
 

た
し
は
し
た
が
、
そ
れ
が
「
 森
神
 」
信
仰
の
多
様
性
・
 
複
 ム
ロ
性
の
 
指
摘
に
 

止
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
は
強
い
不
満
を
覚
え
る
。
長
い
期
間
に
わ
 
た
っ
て
 

伝
承
さ
れ
て
き
た
「
 森
神
 信
仰
」
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
重
層
 ・
複
合
 

す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
複
ム
 

口
 が
生
じ
 

る
の
か
、
複
合
は
ど
の
よ
う
な
契
機
・
順
序
で
行
わ
れ
た
の
か
 、
ま
た
 

「
 
森
神
 」
の
 創
祀
 時
期
に
よ
っ
て
そ
れ
が
期
待
さ
れ
る
機
能
や
性
 格 に
差
 

異
 は
な
い
の
か
、
な
ど
の
点
に
つ
い
て
本
書
で
は
十
分
に
整
理
さ
 
れ
て
ぃ
 

な
い
。
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
、
長
州
 藩の
 
「
小
祠
」
に
お
い
て
 、
出
不
 
り
 

神
と
し
て
の
荒
神
が
社
会
構
造
の
変
化
に
伴
っ
て
十
八
世
紀
午
後
 
期
 以
降
 

福
神
化
す
る
と
い
う
指
摘
 
-
 
池
田
利
彦
「
「
小
祠
」
信
仰
に
み
る
 

幕
末
期
 

長
州
藩
の
民
衆
意
識
」
、
 
馬
原
 鉄
男
・
岩
井
忠
 熊
編
 
「
天
皇
制
 国
 家
 の
 統
 

合
 と
支
配
」
、
文
理
 閣
 、
一
九
九
二
年
一
が
既
に
な
さ
れ
て
お
り
 、
 @
 
」
 

よ
う
な
成
果
か
ら
「
 
森
神
 」
の
多
様
性
を
歴
史
的
に
解
明
す
る
 手
  
 

を
 得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
 

森
 神
を
多
 様
性
 
・
 

複
合
性
と
い
う
名
の
暖
 抹
 さ
か
ら
帰
納
的
に
解
き
放
つ
に
は
、
 

様
 々
 な
基
 

準
 に
よ
る
類
型
化
と
そ
の
相
互
比
較
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。
本
書
で
 
は
、
森
 

や
 木
、
小
祠
類
の
有
無
な
ど
祭
祀
形
態
に
よ
る
分
類
は
な
さ
れ
 て
い
る
 

が
 、
同
様
の
作
業
は
奉
祀
す
る
宗
教
者
や
複
合
し
て
い
る
信
仰
 
観
 

そ
の
他
の
基
準
に
お
い
て
も
な
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
 

念
な
ど
 

か
 。
 そ
 

の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帰
納
的
に
「
 森
神
信
 

仰
 」
の
本
質
と
類
型
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
 

ま
た
著
者
は
、
地
域
主
義
の
立
場
か
ら
地
域
か
ら
遊
離
し
た
分
析
 
を
批
 

刊
 す
る
が
、
本
書
に
お
い
て
地
域
の
環
境
・
状
況
の
中
で
「
 
森
神
 」
を
 位
 

置
付
け
る
作
業
が
十
全
に
で
き
て
い
る
か
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
 
う
で
は
 

な
い
。
自
然
的
・
地
理
的
あ
る
い
は
歴
史
的
環
境
は
一
定
度
説
明
 
さ
れ
る
 

も
の
の
、
地
域
の
氏
神
社
や
菩
提
寺
あ
る
い
は
そ
の
他
の
宗
教
 
施
 設
 に
関
 

す
る
説
明
、
地
域
社
会
外
部
の
神
仏
へ
の
信
仰
な
ど
の
宗
教
的
 
環
 境
 に
つ
 

い
て
は
必
要
に
応
じ
て
部
分
的
に
言
及
さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
る
 
 
 

し
 地
域
の
民
俗
信
仰
で
あ
る
「
 森
神
 」
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
 
そ
 れ
を
 取
 

0
 巻
い
て
い
る
地
域
の
宗
教
環
境
の
把
握
と
読
者
へ
の
提
示
は
総
 
体
 と
し
 

て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
地
域
社
会
に
お
け
る
 
宗
 教
 の
 総
 

ム
ロ
的
な
検
討
か
ら
、
「
 森
神
 」
の
位
置
は
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
  
 

で
は
な
い
か
。
 

か
か
る
 視
 占
の
欠
如
は
、
著
者
が
「
 森
神
 」
と
い
う
 範
 時
を
定
位
 
 
 

 
 
 
 

か
つ
そ
の
語
に
徹
底
し
過
ぎ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
こ
と
は
 
当
然
 比
 

較
 検
討
さ
れ
る
べ
き
、
全
国
に
お
け
る
「
 森
神
 」
同
様
あ
る
い
は
  
 

信
仰
を
視
野
の
外
に
置
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
上
に
 
、
 次
の
よ
う
 な
 議
立
師
 



を
 招
来
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
 

「
淫
祀
解
除
」
の
検
討
に
お
い
て
、
こ
れ
を
推
進
し
た
村
田
清
風
 
0
 所
 

説
 に
は
「
 森
 」
と
い
う
語
が
現
れ
な
い
た
め
、
本
書
で
は
全
く
 
参
 観
 さ
れ
 

な
い
。
一
方
、
「
淫
祀
解
除
」
政
策
を
批
判
し
た
漢
和
釘
藩
の
国
 
学
者
 岡
 

熊
 直
ほ
つ
い
て
は
、
「
民
俗
信
仰
に
基
づ
く
開
拓
始
祖
を
祀
る
「
 

森
神
 」
」
 

を
 擁
護
し
た
と
し
て
、
開
拓
始
祖
な
ど
「
 其
地
に
 功
労
等
あ
る
 
重
 ぬ
 神
 」
 を
 

祀
る
こ
と
の
正
当
性
を
説
く
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
 -
 一
四
三
 ｜
 四
頁
 -
 。
 

し
か
し
確
か
に
「
 森
 」
と
い
う
舌
口
葉
は
用
い
て
い
な
い
村
田
清
 

風
 も
ま
 

た
 、
「
民
に
功
徳
育
 之
候
 鬼
神
」
は
「
根
帳
」
 

へ
 登
録
す
べ
き
で
 あ
る
と
 

主
張
し
、
こ
れ
を
「
淫
祀
」
と
見
な
す
こ
と
は
し
て
い
な
い
 

ミ
 淫
祀
 

談
し
 
の
で
あ
る
。
清
風
の
「
民
に
功
徳
育
 
之
候
 鬼
神
」
は
 、
 能
臣
の
 

「
 
其
地
 
に
功
労
等
あ
る
霊
神
」
と
重
な
る
。
テ
キ
ス
ト
の
取
捨
 選
択
は
 

「
 
森
 」
と
い
う
文
字
の
有
無
を
基
準
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
 

内
容
的
 

な
 吟
味
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

か
か
る
手
法
に
則
っ
た
行
論
は
、
籠
目
 の
 
「
 森
神
 」
祭
祀
の
必
要
 性
の
 

主
張
が
国
学
的
思
想
か
ら
な
さ
れ
た
と
い
う
結
論
を
予
定
調
和
的
 に
も
た
 

ら
す
。
し
か
し
こ
れ
は
決
し
て
純
粋
な
国
学
的
思
想
の
帰
結
で
は
 
な
く
、
 

儒
学
側
の
理
論
を
踏
ま
え
て
こ
れ
を
逆
手
に
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
 
た
 。
 こ
 

の
こ
と
は
、
「
淫
祀
解
除
」
推
進
者
の
一
人
で
長
州
藩
儒
で
あ
っ
 

た
 山
県
 

天
華
も
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
「
礼
記
日
祭
 法
篇
に
 
「
大
聖
王
 之
 制
 祭
祀
 

也
 、
法
施
 於
民
則
祀
之
 
、
以
 死
 勘
事
 則
 紀
之
、
以
党
是
国
別
紀
之
 
、
 能
禦
 

大
留
別
紀
之
、
能
 桿
 大
患
 則
祀
之
 、
 -
 
中
略
）
、
北
首
有
功
烈
 於
民
 老
杜
、
 

一
中
略
Ⅰ
 非
此
 旗
地
、
不
在
祀
典
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
 ある
。
 

「
 
其
地
に
 功
労
等
あ
る
霊
神
」
の
祭
祀
の
正
当
性
は
、
著
者
が
指
 
摘
 す
る
 

国
学
の
幽
冥
 
観
 以
前
に
 、
 既
に
儒
学
者
が
正
当
な
祭
祀
と
し
て
 認
 め
て
い
 

る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

続
い
て
、
本
書
が
題
名
に
掲
げ
る
「
歴
史
民
俗
字
」
の
立
場
に
つ
 い
て
㏄
 

言
及
し
て
お
こ
う
。
通
読
し
て
、
本
書
の
 -
 歴
史
民
俗
学
」
の
 
立
 場
 が
ど
 

 
 

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
明
確
な
主
張
は
な
か
っ
た
が
、
第
一
 

篇
 の
 叙
 

述
と
 本
書
の
歴
史
史
料
の
活
用
万
法
か
ら
そ
れ
を
窺
う
こ
と
は
で
 
き
る
。
 

本
書
に
お
い
て
歴
史
史
料
は
、
現
在
と
近
似
し
た
伝
承
が
近
世
に
 
も
 見
ら
 

れ
た
こ
と
の
証
左
、
換
言
 
ロ
 す
れ
 ば
 現
在
と
の
比
較
対
象
と
し
て
 活
 崩
 さ
れ
 

て
い
る
。
現
在
の
伝
承
の
位
置
を
確
認
す
る
た
め
に
歴
史
資
料
を
 
利
用
す
 

る
 姿
勢
、
こ
れ
が
本
書
に
お
け
る
「
歴
史
民
俗
学
」
の
立
場
だ
 
る
  
 

の
姿
勢
自
体
、
一
定
度
の
有
効
性
を
持
つ
こ
と
は
認
め
よ
う
。
 

た
 だ
、
そ
 

の
よ
う
な
方
法
を
と
る
に
し
て
も
、
「
 

森
神
 信
仰
」
の
「
観
念
 複
 合
が
藩
 

政
 期
か
ら
現
代
ま
で
の
連
続
性
を
持
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
」
 -
 
四
三
 O
 

頁
 -
 と
 、
近
世
と
現
代
を
直
結
す
る
に
は
慎
重
さ
が
要
求
さ
れ
る
 
。
な
ぜ
 

な
ら
、
そ
の
間
に
は
常
識
・
価
値
意
識
の
大
き
な
転
換
を
伴
っ
た
 
明
治
維
 

新
 、
敗
戦
、
高
度
経
済
成
長
と
い
う
大
き
な
社
会
変
動
が
あ
っ
た
 
の
で
あ
 

る
 。
伝
承
や
伝
承
者
の
「
心
意
」
も
そ
こ
で
大
き
な
変
化
を
来
し
 
た
 可
能
 

性
が
あ
る
が
、
本
書
で
は
そ
の
占
は
全
く
考
慮
さ
れ
な
い
。
 

か
か
る
方
法
で
伝
承
の
通
特
性
を
捉
え
る
著
者
は
、
さ
ら
に
大
胆
 
な
阪
 

説
を
提
示
し
て
い
る
。
古
墳
時
代
の
大
和
に
お
け
る
水
源
祭
祀
 
遺
 跡
 の
 存
 

在
 お
よ
び
平
安
時
代
に
水
田
の
用
水
源
に
聖
地
と
し
て
の
「
 
森
 」
 祭
祀
が
 

存
在
し
た
こ
と
と
、
現
在
の
山
口
県
大
河
内
の
「
 森神
 」
祭
祀
を
 類
推
的
 

に
 捉
え
大
河
内
の
「
 森
神
 」
祭
祀
に
は
「
そ
の
様
な
古
 い
 形
で
の
 聖
地
の
 

あ
り
か
た
が
現
在
で
も
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」
 

二
 
セ
 九
頁
）
 

と
 述
べ
て
い
る
。
そ
う
い
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
と
り
あ
え
ず
明
確
 
な
 反
証
 

の
な
い
限
り
反
論
は
困
難
で
あ
る
が
、
「
と
思
わ
れ
る
」
と
断
定
 
を
保
留
 



し
た
氏
の
所
説
も
ま
た
不
確
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
は
 
事
実
 認
占
 」（
四
四
頁
 
-
 な
ど
誤
字
と
思
わ
れ
る
も
の
も
 目
立
っ
た
。
 

是
 に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
千
二
百
年
の
時
間
の
 隔
た
り
 

を
、
 何
ら
の
検
証
を
経
な
い
推
測
に
よ
っ
て
直
結
す
る
こ
と
が
、
 い
か
に
 

危
険
な
行
為
で
あ
る
か
は
 賛
 言
を
要
さ
な
い
。
歴
史
研
究
者
が
本
 書
 で
多
 

崩
 さ
れ
る
「
基
層
」
と
い
う
用
語
の
使
用
に
慎
重
な
の
は
、
そ
の
 
語
 が
安
 

易
に
 遥
か
な
過
去
と
現
在
を
直
結
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん
 て
い
る
 

か
ら
で
あ
る
。
民
俗
学
に
対
す
る
批
判
は
し
ば
し
ば
こ
の
点
に
お
 い
て
な
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
歴
史
民
俗
学
」
を
 
標
傍
 す
る
著
者
が
か
 か
る
 見
 

解
を
採
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
 

序
で
に
述
べ
て
お
く
と
、
著
者
の
事
実
認
定
は
全
編
を
通
し
て
 暖
 妹
な
 

箇
所
が
目
立
っ
。
本
書
で
は
「
可
能
性
が
あ
る
」
、
「
で
は
な
い
か
 

と
 考
え
 

ら
れ
る
」
「
と
思
わ
れ
る
」
「
恐
ら
く
は
」
と
い
う
推
測
表
現
が
日
 

立
ち
、
 

そ
の
推
測
の
上
に
「
論
」
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
し
 
ぽ
 し
ば
 見
 

受
け
ら
れ
た
。
か
か
る
「
論
拠
」
の
上
に
立
っ
た
「
論
」
は
 、
い
 め
 ぼ
 砂
 

上
の
楼
閣
に
過
ぎ
な
い
。
評
者
が
こ
れ
ま
で
本
書
の
意
義
を
認
め
 た
 点
に
 

お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
見
ら
れ
、
残
念
な
が
ら
示
唆
や
方
向
性
の
 
指
摘
 と
 

い
う
点
に
お
い
て
意
義
を
認
め
る
に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
箇
所
も
 
あ
る
。
 

本
書
の
指
摘
や
示
唆
が
魅
力
的
で
あ
る
だ
け
に
、
事
実
認
定
の
方
 法
 に
は
 

今
少
し
配
慮
が
ほ
し
か
っ
た
と
残
念
で
あ
る
。
 

最
後
に
、
些
末
な
こ
と
だ
が
、
違
和
感
を
覚
え
る
語
が
い
く
つ
か
 見
ら
 

れ
た
。
例
え
ば
、
山
口
県
の
「
山
陰
 側
 」
一
一
五
頁
ほ
か
 -
 と
 る
 る
が
、
 

防
長
二
国
は
と
も
に
山
陽
道
に
属
す
る
。
二
八
三
頁
に
は
「
先
に
 
脚
注
 で
 

 
 

 
 

 
 

」
 丁
 
「
 
中
 一
科
一
一
一
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過
疎
地
帯
で
あ
る
鹿
児
島
県
大
浦
町
の
調
査
に
基
づ
い
て
分
析
し
 
た
第
 Ⅲ
 

章
 、
都
市
家
族
の
墓
を
め
ぐ
っ
て
の
祭
祀
実
態
を
、
都
市
公
園
 
墓
 地
 に
お
 

い
 て
墓
碑
に
天
 万
 、
妻
方
の
氏
を
刻
ん
で
い
る
「
双
方
」
墓
の
調
 
査
、
さ
 

ら
に
都
市
家
族
の
意
識
調
査
を
分
析
し
た
 第 Ⅳ
 章
 、
家
族
の
変
化
 と
 墓
で
 

の
 祭
祀
の
双
方
化
、
夫
婦
 別
墓
 、
墓
の
新
た
な
展
開
と
し
て
の
 

非
 継
承
 墓
 

の
 出
現
な
ど
を
取
り
扱
っ
た
 第
 V
 章
 、
家
族
の
個
人
化
と
脱
衣
 現
 家
な
纏
 

め
た
結
論
の
Ⅵ
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
 

目
次
構
成
か
ら
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
今
日
的
状
況
を
網
羅
的
に
 
取
り
 

組
も
う
と
し
て
い
る
著
者
の
目
論
み
が
溶
出
し
て
い
る
意
欲
 
作
で
 あ
る
。
 

以
下
本
書
の
概
要
を
整
理
し
て
お
く
。
 

第
 l
 章
 
「
序
論
」
で
は
 本
 年
三
日
 

の
 

研
究
課
題
と
視
角
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
大
前
提
と
し
て
、
日
本
 
の
家
族
 

が
 家
の
永
続
性
を
第
一
義
と
す
る
 案
 ・
直
系
 制
 家
族
か
ら
夫
婦
を
 

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
 

単
位
と
 

に
、
本
 

し
 双
方
性
を
と
る
一
代
限
り
の
夫
婦
家
族
制
に
変
容
 
し
 、
さ
ら
に
 
一
九
八
 

0
 年
代
以
降
に
は
家
族
の
個
人
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
日
本
の
 
家
族
 社
 

全
学
の
成
果
で
あ
る
家
族
変
動
論
を
下
敷
き
に
据
え
て
い
る
。
 

そ
 し
て
、
 

永
続
的
祭
祀
を
前
提
と
す
る
先
祖
祭
祀
と
戦
後
の
家
族
変
動
と
の
 
間
 に
は
 

整
 ム
ロ
性
が
な
く
、
そ
れ
が
社
会
的
、
精
神
的
葛
藤
・
確
執
の
問
題
 

を
 生
み
 

出
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
今
一
つ
の
前
提
は
今
日
依
然
 

と
し
て
 

「
 
家
 」
の
枠
組
み
で
墓
の
維
持
、
先
祖
祭
祀
が
営
ま
れ
て
い
る
の
 
は
、
オ
 

グ
バ
ー
ン
の
提
起
し
た
「
文
化
遅
滞
 説
 」
に
依
拠
し
て
そ
の
説
明
 を
 求
め
 

書
は
家
族
の
変
動
の
内
実
を
墓
・
先
祖
祭
祀
の
変
容
か
ら
照
射
し
 よ
う
と
 

し
た
も
の
で
あ
る
。
 

第
 H
 章
 
「
直
系
家
族
制
地
域
の
家
族
と
墓
の
変
化
」
で
は
、
 

第
 V
 章
で
 

取
り
上
げ
ら
れ
る
寺
院
合
祀
 墓
 
「
安
穏
 廟
 」
の
存
在
す
る
新
潟
県
 巻
町
の
 

調
査
分
析
で
あ
る
。
直
系
 制
 家
族
が
維
持
さ
れ
て
き
た
が
、
都
市
 流
出
、
 

少
子
化
が
家
の
継
承
を
困
難
に
し
、
家
が
断
絶
す
る
こ
と
を
容
認
 

 
 

識
も
芽
生
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 

地
 域
 移
動
 

 
 

に
 伴
っ
て
墓
の
改
葬
も
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
が
、
郷
里
の
檀
家
 
寺
 が
新
 

た
な
宗
教
運
動
の
一
環
と
し
て
設
け
た
合
祀
 
墓
 に
改
葬
す
る
も
の
 
も
 見
ら
 

れ
る
。
そ
こ
に
は
「
先
祖
に
対
す
る
責
任
感
」
、
「
望
郷
の
念
」
 

一
 自
分
の
 

ル
ー
ツ
」
 な
ビ
 の
意
識
が
窺
え
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
 
、
こ
れ
 

 
 

第
 Ⅲ
 章
 
「
人
口
流
出
・
親
子
別
居
地
域
の
墓
祭
祀
の
変
容
」
に
お
 

い
て
 

は
 、
高
齢
化
率
が
高
く
、
親
子
別
居
率
も
高
い
鹿
児
島
県
大
浦
町
 の 調
査
 

報
告
で
あ
る
。
こ
の
地
域
は
地
区
ご
と
に
一
九
 セ
 0
 午
前
後
よ
り
 
共
同
 納
 

骨
堂
を
設
け
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
高
齢
者
に
よ
る
墓
地
の
維
持
 
管
理
が
 

困
難
な
状
況
に
た
い
し
て
の
解
決
策
で
あ
る
。
し
か
し
、
転
出
者
 
 
 

に
は
維
持
管
理
費
の
未
払
い
の
者
も
出
現
す
る
な
ど
流
動
化
が
み
 
ら
れ
る
 

よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
共
同
納
骨
堂
で
の
祭
祀
継
承
が
困
難
に
な
 つて
い
 

る
 状
況
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
祭
祀
の
 
、
水
 
続
 的
保
 

証
を
求
め
て
寺
院
納
骨
堂
へ
の
転
換
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
佳
日
  
 

る
 。
 

第
 Ⅳ
 章
 
「
家
族
の
変
化
と
墓
祭
祀
の
双
方
化
」
に
お
い
て
は
夫
婦
 

制
家
 

瑛
理
念
の
定
着
、
少
子
化
、
さ
ら
に
個
人
意
識
の
強
ま
り
な
ど
の
 
影
響
が
 

墓
 に
ど
の
よ
う
に
現
出
し
て
い
る
か
を
実
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

具
体
的
 

調
査
の
ひ
と
っ
は
都
市
墓
地
の
墓
碑
に
複
数
の
姓
が
刻
ま
れ
て
い
 
る
 
「
 複
 

牧
家
族
 墓
 」
の
調
査
事
例
で
あ
る
。
顕
著
な
増
加
で
は
な
い
が
、
 

大
方
、
 

妻
 万
両
家
の
姓
を
刻
ん
だ
墓
碑
、
家
の
姓
で
は
な
く
「
 
偲
 」
な
ど
 
の
 任
意
 

の
 言
葉
を
刻
ん
だ
も
の
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
 

そ
う
し
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た
こ
と
か
ら
系
譜
観
念
が
薄
ら
い
で
、
近
親
者
祭
祀
に
比
重
が
移
 っ
て
 い
 

る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
と
ま
と
め
て
い
る
。
次
い
で
 
少
子
化
 

の
な
か
で
「
 眼
 だ
け
」
の
家
族
が
増
え
、
そ
う
し
た
家
族
に
お
  
 

壇
 、
墓
の
実
態
、
継
承
意
識
を
探
っ
て
い
る
。
大
方
、
妻
 
方
 を
先
 祖
 と
み
 

な
す
双
方
化
が
窺
え
る
と
と
も
に
、
継
承
が
困
難
な
状
況
に
置
 か
れ
、
 

様
々
な
模
索
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
。
 

第
 V
 章
 
「
家
族
の
個
人
化
と
 脱
 表
現
象
」
で
は
一
九
九
 0
 年
代
以
 陣
頭
 

著
 な
動
き
と
な
っ
た
「
非
継
承
 墓
 」
を
射
程
に
入
れ
た
今
日
的
 動
 向
 を
分
 

析
 し
た
も
の
で
あ
る
。
「
墓
に
だ
れ
と
入
り
た
 

い
か
 」
を
基
軸
に
 し
た
 膨
 

大
な
意
識
調
査
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
「
夫
婦
で
一
緒
に
入
 
る
 」
 が
 

最
も
多
く
あ
り
、
そ
れ
が
夫
婦
家
族
制
理
念
の
浸
透
の
帰
結
で
あ
 
る
と
 結
 

論
 付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
夫
婦
 別
 墓
も
出
現
し
た
事
例
の
調
査
結
 果
 も
取
 

り
 上
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
夫
婦
問
の
葛
藤
を
経
験
し
、
女
性
が
夫
 
、
 家
か
 

ら
 自
立
し
た
 
託
 と
し
て
自
ら
の
墓
を
求
め
た
事
例
を
、
男
性
と
の
 
意
識
の
 

差
 と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
継
承
を
前
提
と
し
 な
 い
墓
 

一
 非
継
承
真
一
の
建
設
が
一
九
九
 0
 年
代
以
降
顕
著
に
な
っ
て
き
 た
 。
 そ
 

の
 実
態
を
新
潟
県
巻
町
の
妙
 光
寺
 
「
安
穏
 廟
 」
、
岩
手
県
一
関
市
 
祥
雲
 寺
 

で
 始
め
ら
れ
た
樹
木
葬
の
事
例
を
利
用
者
の
実
態
調
査
に
基
づ
い
 て 分
析
 

し
て
い
る
。
そ
こ
で
永
代
に
わ
た
る
継
承
を
前
提
に
し
た
 
家
墓
が
 家
族
 実
 

態
と
遊
離
し
て
お
り
、
そ
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
選
ば
れ
た
 
@
 
」
と
が
 明
 

ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
う
問
題
と
し
て
死
後
の
処
理
問
題
が
 
あ
る
こ
 

と
も
論
じ
て
い
る
。
 

以
上
各
章
の
概
観
を
し
て
き
た
が
、
あ
ら
た
め
て
詳
細
な
実
態
調
 
査
に
 

基
づ
い
た
研
究
成
果
で
あ
り
、
先
祖
祭
祀
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
 
節
目
と
 

な
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
分
析
枠
組
み
も
直
系
家
族
制
に
基
 
づ
く
 家
 

か
ら
夫
婦
家
族
制
理
念
の
浸
透
、
さ
ら
に
家
族
の
個
人
化
が
進
ん
 
で
 行
く
 

と
い
う
家
族
社
会
学
の
知
見
を
取
り
こ
み
、
さ
ら
に
文
化
遅
滞
論
 
を
 導
入
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
族
変
化
と
先
祖
祭
祀
の
変
化
と
の
間
に
時
 
期
的
ず
 

れ
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
析
 
枠
組
み
 

は
 明
快
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
が
故
に
疑
問
も
出
て
く
る
。
 

敗
戦
後
、
特
に
高
度
経
済
成
長
期
以
降
家
に
依
拠
す
る
生
活
シ
ス
 テム
 

は
 崩
壊
し
、
民
法
の
改
正
と
あ
い
ま
っ
て
夫
婦
家
族
制
理
念
が
 
浸
 通
 し
て
 

い
っ
た
こ
と
ほ
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
都
市
に
移
住
し
た
創
設
 
世
帯
が
 

死
を
迎
え
る
一
九
八
 
0
 年
代
以
降
新
た
に
墓
を
求
め
て
行
く
が
、
 

そ
れ
が
 

少
子
化
と
重
な
り
、
墓
の
継
承
の
課
題
が
大
き
く
浮
か
び
あ
が
っ
 
た
 。
 そ
 

の
 選
択
肢
と
し
て
一
人
子
家
族
、
娘
の
み
の
家
族
な
ど
に
お
い
て
 
は
 攻
衆
 

墓
の
建
立
を
志
向
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
過
疎
 
地
帯
な
 

ど
に
お
い
て
は
都
市
移
住
 
元
 へ
墓
を
改
葬
す
る
方
策
と
か
、
過
疎
 

地
帯
に
 

お
い
て
は
共
同
納
骨
堂
の
建
設
を
も
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
は
墓
で
 
の
 祭
祀
 

の
 継
承
を
求
め
た
が
故
の
選
択
 枝
 で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
側
面
も
 
あ
る
。
 

そ
こ
に
は
選
択
に
お
い
て
の
葛
藤
が
潜
在
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
 

そ
れ
を
 

総
称
し
て
夫
婦
家
族
制
理
念
の
浸
透
と
か
、
追
慕
的
祭
祀
へ
の
 
移
 行
 で
あ
 

る
と
単
純
化
で
き
う
る
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
 
、
夫
婦
 

双
方
の
姓
を
刻
ん
だ
墓
を
、
物
故
者
の
世
代
深
度
が
 
0
 か
 
一
世
代
 
で
あ
る
 

こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
結
論
に
導
い
て
い
る
。
し
か
し
、
都
市
 
移
住
家
 

族
の
多
く
は
都
市
に
移
住
し
て
新
た
に
家
族
を
設
け
た
創
設
 世
 帯
 で
あ
 

り
 、
当
然
物
故
者
の
世
代
深
度
も
浅
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

家
 の
 一
基
、
 

 
 

仏
壇
を
継
承
し
て
い
る
相
続
世
帯
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
展
開
 
な
し
て
 

9
 

い
る
の
か
の
峻
別
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

6
 

 
 

さ
 圧
に
、
双
方
墓
の
建
立
、
「
非
継
承
 

墓
 」
で
あ
っ
て
も
祭
祀
の
 永
続
 



的
 保
証
を
希
求
す
る
志
向
の
根
源
は
何
ゆ
え
で
あ
る
の
か
を
射
程
 に 押
さ
 

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
の
い
 

う
 現
代
日
本
家
族
の
直
面
し
て
 

い
る
 課
 

題
 に
迫
り
う
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
文
化
遅
滞
論
」
は
 

単
線
的
 

進
化
論
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
多
元
的
発
展
・
変
容
を
捉
え
き
り
 
得
る
の
 

か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
一
世
紀
の
変
動
予
測
を
含
め
た
実
証
 
研
究
 

は
 
一
人
の
作
業
で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
研
究
の
棺
 

互
 交
流
 と
 蓄
積
 

か
 今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
問
題
提
起
の
大
き
な
節
目
と
 なる
 著
 

書
で
あ
る
。
著
者
に
敬
意
を
表
し
た
 い
 。
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出
村
み
や
子
 

本
書
は
 、
 ル
カ
福
音
書
の
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 

人
 」
の
 嘗
 え
の
図
像
 表
現
 

の
 変
遷
を
研
究
し
た
博
士
論
文
と
し
て
、
一
九
九
九
年
夏
に
ハ
イ
 
デ
ル
ベ
 

ル
ク
大
学
の
オ
リ
エ
ン
ト
 
学
 お
よ
び
古
代
学
部
に
提
出
さ
れ
た
も
 の
に
 手
 

を
 加
え
た
形
で
、
昨
年
ド
イ
ツ
の
 
富
 i
n
 
オ
 洋
二
 ヨ
オ
 0
 （
七
 %
 田
の
 社
 よ
り
 

「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
嘗
え
の
図
像
表
現
 

ヒ
 -
 国
際
建
築
 史
 お
よ
 び
 芸
術
 

史
 研
究
一
一
こ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
研
究
で
あ
る
。
文
中
に
は
、
 

著
者
が
 

ド
イ
ツ
に
留
学
中
に
収
集
し
た
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 
人
 」
の
 讐
 え
を
 モ
チ
ー
 

フ
 に
し
た
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
成
立
し
た
貴
重
な
 
図
 版
 二
八
一
 

点
が
収
録
さ
れ
、
表
紙
の
裏
表
に
も
美
し
く
彩
色
さ
れ
た
中
世
の
 
写
本
が
 

配
置
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
全
体
的
に
中
世
の
聖
書
写
本
の
 
雰
囲
気
 

を
 漂
わ
せ
る
美
し
い
装
丁
の
研
究
書
で
あ
る
。
 

と
り
わ
け
読
者
の
目
を
引
く
の
が
表
紙
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
 
本
 重
日
 
の
 

表
題
中
の
サ
マ
リ
ア
人
の
冒
頭
の
 S
 の
文
字
に
、
ロ
ン
バ
ル
ド
 ウ
ス
 の
 

宋
即
 題
集
目
第
四
巻
の
 一
 三
世
紀
の
写
本
の
フ
ォ
リ
オ
 ふ
 ぎ
の
文
頭
に
 

配
さ
れ
た
、
出
だ
し
の
装
飾
文
字
が
効
果
的
に
 m い
ら
れ
て
い
る
 
。
本
書
 

の
一
 0
 四
頁
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 

人
 」
の
 書
え
 は
ロ
ン
 

卜
 せ
 ㏄
 
村
 0
 
 
由
 0
 の
 
0
 し
下
 

も
さ
あ
 狩
 ～
 
ぎ
憶
 %
 ぉ
良
心
 ペ
 
力
ロ
 

r
n
.
 

ひ
隠
 
v
o
 
ミ
ぎ
べ
き
蕊
 
ぎ
お
 憶
 ㏄
 
ぉ
 

め
ぬ
 ミ
 う
ぬ
二
心
心
Ⅰ
 き

 白
い
す
 

り
 の
 -
 （
（
 

コ
オ
 0
 ト
ン
ト
。
 

臣
ド
 ㏄
・
㌧
の
㎡
 

e
 Ⅰ
の
 
す
 の
Ⅱ
㏄
・
㏄
 

0
0
 
ド
 

ト
づ
の
も
 

つ
 ・
Ⅱ
 
仁
 Ⅰ
 
0
 
 
ト
 
0
.
 
の
。
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本
書
の
内
容
を
概
観
す
る
た
め
に
、
目
次
の
部
分
を
和
訳
す
れ
ば
 、
次
 

0
 通
り
で
あ
る
。
な
お
、
目
次
に
は
全
体
で
二
頁
に
わ
た
る
細
か
 な
 区
分
 

が
 挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
で
は
卓
立
て
の
み
に
限
定
し
て
 細
部
に
 

つ
い
て
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
 

バ
ル
ド
ゥ
 ス
 の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
理
論
の
根
本
思
想
と
な
っ
て
お
り
 
、
サ
マ
 

リ
ア
人
が
 油
 と
ぶ
ど
う
酒
を
用
い
て
行
っ
た
傷
つ
い
た
人
の
世
話
 は
、
目
 

に
見
え
る
し
る
し
、
す
な
む
ち
神
に
よ
る
人
間
の
罪
の
赦
し
の
 
サ
 ク
ラ
メ
 

ン
ト
 と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
サ
マ
リ
ア
人
の
最
初
の
装
飾
 
文
字
の
 

S
 イ
ニ
シ
ャ
ル
に
は
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 人
 」
の
 讐
 え
の
二
つ
の
場
 面
 が
上
 

下
 に
見
事
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
上
部
に
は
二
人
の
盗
賊
に
 
よ
る
 襲
 

撃
の
場
面
が
、
下
部
に
は
襲
撃
さ
れ
た
人
を
宿
屋
に
送
っ
て
ゆ
く
 サ
マ
リ
 

ア
 人
が
描
か
れ
て
い
る
。
 
S
 の
し
る
し
に
沿
っ
て
物
語
の
方
向
が
 

規
定
さ
 

れ
て
お
り
、
上
部
の
場
面
で
は
一
人
の
盗
賊
が
右
か
ら
来
て
い
る
 のに
 対
 

し
て
、
下
部
の
場
面
で
は
サ
マ
リ
ア
人
は
左
か
ら
来
る
形
で
彼
と
 
対
置
さ
 

れ
て
い
る
と
い
う
。
罪
の
到
来
と
神
に
よ
る
赦
し
の
到
来
を
対
比
 
的
に
一
木
 

す
 巧
み
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
 

本
書
は
、
こ
の
よ
う
に
 豊
 吉
田
な
図
版
に
よ
っ
て
中
世
の
人
々
の
 
め
 本
数
 性
 

を
感
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
近
代
絵
画
で
 は嘗
え
 

が
そ
の
ま
ま
絵
画
と
し
て
表
現
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
 

誓
 え
 の
事
例
 

が
 指
し
示
す
倫
理
的
、
神
秘
的
意
味
の
次
元
ま
で
も
が
図
像
に
 
表
現
さ
 

ね
 、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
図
像
が
受
容
さ
れ
て
い
た
 
中
 世
世
界
 

の
 宗
教
性
の
諸
相
に
接
近
で
き
る
よ
う
に
本
書
は
読
者
を
導
い
 
て
く
れ
 

る
 。
 

さ
ら
に
「
ま
と
め
」
と
「
 注
 」
が
続
き
、
次
に
第
八
章
と
し
て
、
 

こ
れ
 

ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 人 」
の
 警
 え
の
図
像
化
 
の
カ
タ
 

ロ
グ
が
補
足
と
し
て
掲
載
さ
れ
、
こ
こ
に
は
挿
し
絵
や
壁
画
、
 

ス
 
テ
ン
ド
 

グ
ラ
ス
、
彫
刻
、
小
作
品
と
い
っ
た
様
々
な
類
型
の
芸
術
作
品
が
 
区
分
さ
 

れ
て
い
る
。
こ
の
カ
タ
ロ
グ
の
重
要
性
に
つ
い
て
著
者
は
、
「
 
こ
 
の
カ
タ
 

ロ
グ
に
よ
っ
て
こ
の
研
究
は
初
め
て
サ
マ
リ
ア
人
の
警
え
の
最
も
 
重
要
な
 

形
で
保
持
さ
れ
た
表
現
化
に
関
す
る
概
観
が
得
ら
れ
る
の
だ
」
 
一
の
・
 

巴
 

 
 

左
 へ
て
し
る
従
っ
て
本
書
は
大
き
く
分
け
る
と
、
前
半
に
お
い
 て
 

書
行
 

と
ホ
 

え
の
伝
承
に
つ
い
て
聖
書
学
的
、
解
釈
学
的
、
図
像
学
的
視
点
か
 
ら
 考
察
 

卸
 

 
 

し
た
分
析
的
部
分
と
、
後
半
の
第
八
章
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
 
研
 究
 の
な
 

第
一
章
序
論
 

こ
の
研
究
の
対
象
と
目
的
 

研
究
の
立
場
 

第
二
章
多
様
な
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
 
警
え
 表
現
の
流
布
 

福
音
書
に
お
け
る
 警
 え
の
地
位
 

テ
ク
ス
ト
か
ら
図
像
へ
の
変
換
の
た
め
の
導
入
的
考
察
 

キ
リ
ス
ト
の
 讐
 え
の
絵
画
的
表
現
の
概
観
 

第
三
章
 
よ
き
 サ
マ
リ
ア
人
の
讐
え
の
文
献
資
料
 

よ
き
 サ
マ
リ
ア
人
の
警
 え
 

よ
き
 サ
マ
リ
ア
人
の
讐
え
の
釈
義
的
文
献
 ｜
 東
方
の
伝
承
、
 

西
方
の
伝
承
 

第
四
章
 
よ
き
 サ
マ
リ
ア
人
の
警
え
の
西
方
お
よ
び
東
方
の
絵
画
 伝
承
の
 

概
観
 

第
五
章
サ
マ
リ
ア
人
の
讐
 
え
 @
 多
様
な
意
味
の
分
析
 



ま
ず
序
論
に
お
い
て
、
本
書
の
王
 頭
 が
ル
カ
福
音
書
の
よ
き
 
サ
マ
  
 

人
の
讐
え
の
図
像
表
現
の
変
遷
を
、
古
代
後
期
・
初
期
キ
リ
ス
 ト
散
 か
 

ら
 、
西
欧
中
世
、
ビ
ザ
ン
ツ
中
期
、
後
期
、
ビ
ザ
ン
ツ
後
ま
で
の
 
図
像
 作
 

品
 に
お
い
て
辿
る
研
究
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
次
に
本
書
の
 
目
的
と
 

し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
一
に
テ
ク
ス
ト
と
図
像
表
現
の
関
 
係
 に
関
 

し
て
、
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
分
析
 と
讐
 え
の
図
像
化
の
意
味
を
 
分
析
す
 

る
こ
と
で
あ
り
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
な
い
し
釈
義
の
テ
ク
ス
ト
が
 
ど
 の
よ
う
 

に
 視
覚
メ
デ
ィ
ア
に
転
化
さ
れ
、
い
か
な
る
解
釈
の
可
能
性
が
こ
 
の
 伝
達
 

過
程
の
中
で
生
じ
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
 第
  
 
一
一
 
こ
 
4
 ,
 

個
々
の
図
像
の
解
釈
の
分
析
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
サ
マ
リ
ア
人
の
辞
 

ョ
 え
が
 図
 

像
 の
三
題
と
し
て
一
定
の
関
連
に
お
い
て
選
ば
れ
た
の
か
と
い
う
 
問
題
を
 

解
明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
聖
書
テ
ク
ス
ト
と
並
ん
で
 
聖
書
 釈
 

萎
め
 
テ
ク
ス
ト
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
著
者
 は
、
 「
 な
 

ぜ
な
ら
一
定
の
動
機
な
い
し
場
面
の
選
択
は
 、 個
々
の
表
現
が
そ
 
の
 聖
書
 

的
 典
拠
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
と
共
に
、
解
釈
学
的
伝
統
の
認
識
に
 
よ
っ
て
 

の
み
、
十
分
に
解
釈
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
」
 

あ
 ・
㊥
と
述
べ
 
て
い
る
。
 

分
析
の
過
程
で
著
者
が
強
調
す
る
の
 ほ
 、
と
り
わ
け
サ
マ
リ
ア
 
人
 m
 
ハ
 
り
 
軽
目
 

え
に
二
つ
の
表
現
化
の
万
法
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
 
こ
と
で
 

あ
る
。
す
な
む
ち
聖
書
テ
ク
ス
ト
に
忠
実
な
表
現
化
と
、
聖
書
 テ ク
ス
ト
 

に
 忠
実
で
な
い
、
も
し
く
は
テ
ク
ス
ト
か
ら
逸
脱
し
た
表
現
化
で
 
あ
る
。
 

特
に
聖
書
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
逸
脱
と
み
な
さ
れ
る
図
像
表
現
が
多
 
く
 生
ま
 

れ
た
背
景
に
は
、
聖
書
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
 や 、
そ
れ
と
密
接
に
 
結
び
っ
 

か
で
扱
わ
れ
た
図
像
資
料
を
収
録
し
て
解
説
を
付
与
し
た
資
料
部
 
今
 に
分
 

け
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
 

Ⅰ 代に @ ， 釈の救済元、 大き 解釈 もた るの に射 の伝 力 ス、 その 伝承 とそ トの 考察 墓碑 次 して の釈 をモ 枯を 図像 本 て し力 
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書評と紹介 

聖
書
 学
 と
美
術
史
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
最
も
痛
感
さ
れ
る
の
は
、
著
者
 
も
指
 

摘
 し
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
美
術
史
の
研
究
が
聖
書
の
題
材
を
 モ
チ
ー
 

フ
 に
し
た
作
品
を
扱
 
う
 際
に
、
そ
の
出
典
箇
所
を
挙
げ
る
に
留
ま
 っ
て
 し
 

書
 テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
で
見
れ
ば
、
ル
力
の
テ
ク
ス
ト
の
字
義
通
 
り
の
 意
 

味
か
ら
倫
理
的
、
終
末
論
的
な
解
釈
が
引
き
出
さ
れ
た
の
に
対
し
 
、
テ
ク
 

ス
ト
を
離
れ
て
言
葉
の
意
味
を
拡
張
し
て
い
っ
た
の
が
 
ア
 レ
ゴ
リ
 ｜
お
よ
 

び
 タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
的
解
釈
で
あ
っ
た
。
 

テ
ク
ス
ト
に
忠
実
な
図
像
と
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
お
よ
び
タ
イ
ポ
ロ
ジ
 
｜
的
 

解
釈
の
双
方
を
併
せ
持
つ
興
味
深
い
何
と
し
て
考
察
き
れ
て
い
る
 
の
が
、
 

「
ビ
ー
ブ
ル
・
モ
ラ
 リ
ゼ
 
-
 
も
 や
い
～
 甲
 ～
 
ね
 ま
ら
 

S
%
 

分
 ご
 

で
あ
る
（
 の
 ・
 
い
 の
 ｜
 

㏄
）
。
カ
タ
ロ
グ
 穏
 、
と
。
こ
の
写
本
に
は
聖
書
テ
ク
ス
ト
と
、
 @
 
」
れ
に
 対
 

す
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
お
よ
び
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
解
釈
を
含
む
注
解
が
 
、
 そ
れ
ぞ
 

れ
に
対
応
す
る
一
組
の
挿
し
絵
と
共
に
描
か
れ
て
い
る
。
聖
書
 
テ
  
 

の
 挿
し
絵
が
聖
書
の
字
義
通
り
の
図
像
を
表
現
し
て
い
る
の
に
 
対
 し
て
、
 

注
解
部
分
に
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
お
よ
び
タ
イ
ポ
ロ
ジ
ー
的
な
図
像
が
 多
く
見
 

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
書
物
が
世
俗
の
非
聖
職
者
の
教
育
を
目
 
 
 

て
い
た
た
め
に
、
道
徳
的
、
教
育
的
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い
た
た
 
め
で
あ
 

る
と
い
う
。
さ
ら
に
「
ロ
ッ
サ
ー
ノ
福
音
書
」
の
写
本
に
見
ら
れ
 
る
警
え
 

図
像
に
も
、
語
り
手
で
あ
る
は
ず
の
イ
エ
ス
が
 、誓
 え
図
像
の
な
 
か
に
 王
 

大
分
と
し
て
登
場
し
、
こ
こ
に
強
盗
に
襲
わ
れ
た
人
を
介
護
す
る
 
ザ
 マ
リ
 

ア
人
 と
し
て
、
十
字
架
の
印
の
人
っ
た
 ニ
 ン
ブ
ス
を
持
っ
た
キ
リ
 
 
 

描
か
れ
て
い
る
⑦
・
 紹
 1
 組
・
カ
タ
ロ
ク
 硲
 ㍉
こ
の
図
像
に
は
、
 

サ
マ
リ
 

ア
 人
を
キ
リ
ス
ト
と
み
な
す
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
が
反
映
し
て
い
る
 ので
あ
 

る
 。
 

ま
い
、
立
ち
入
っ
た
分
析
に
は
至
ら
な
い
点
で
あ
る
。
確
か
に
、
 

キ
リ
ス
 

ト
教
 図
像
学
に
聖
書
 学
 お
よ
び
聖
書
解
釈
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
 
も
 K
 総
 4
 日
 

的
な
研
究
は
、
す
で
に
マ
リ
ア
論
の
分
野
で
か
な
り
の
研
究
の
蓄
 
積
 が
あ
 

 
 

復
活
を
テ
ー
マ
と
し
た
研
究
に
も
両
者
の
視
点
は
不
可
欠
に
な
っ
 
 
 

い
る
。
日
本
で
も
「
キ
リ
ス
ト
教
美
術
図
典
」
（
 

柳
 宗
玄
・
中
森
 義
 宗
編
、
 

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
 0 年
 -
 に
ほ
、
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
に
 

収
録
さ
 

れ
た
主
要
な
記
事
を
図
像
化
し
た
作
品
を
丹
念
に
網
羅
し
て
、
 

図
 像
 学
と
 

聖
書
学
を
連
携
さ
せ
る
試
み
が
見
ら
れ
、
ま
た
昨
年
に
刊
行
さ
れ
 
た
口
石
 

波
 

キ
リ
ス
ト
教
辞
典
 ヒ
 -
 
大
貫
 隆
 ・
名
取
四
郎
・
宮
本
久
雄
・
 

百
瀬
 文
 

昆
編
、
岩
波
書
店
、
二
 
0
0
 
二
年
 -
 に
も
、
主
要
な
聖
書
の
主
題
 

ほ
 つ
い
 

て
 、
神
学
的
観
点
か
ら
の
論
述
の
み
な
ら
ず
、
美
術
の
項
目
が
設
 
定
 さ
れ
 

て
 、
図
像
学
的
哲
か
ら
の
詳
し
い
考
察
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
 る
 。
 し
 

か
し
、
典
礼
の
発
達
に
伴
っ
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
連
 
の
イ
エ
 

ス
 伝
の
ザ
イ
ク
ル
に
属
す
る
図
像
と
は
違
い
、
視
覚
化
さ
れ
た
 
作
 ロ
印
列
火
 
朋
 

極
め
て
少
な
い
イ
ェ
ス
の
「
 讐
え
 」
の
図
像
化
に
テ
ー
マ
を
絞
っ
 

て
 丹
念
 

に
 検
討
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
だ
け
に
、
本
書
は
図
像
 
学
的
 分
 

野
の
研
究
と
し
て
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
聖
宝
 

自
解
釈
の
 

諸
相
と
結
び
つ
け
て
論
じ
よ
う
と
し
た
意
欲
 作 で
あ
る
と
い
え
る
 
。
著
者
 

が
 述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 

人
 」
の
 誓
 え
の
表
現
 化
に
関
 

す
る
研
究
と
し
て
は
、
一
九
五
三
年
の
 0
.
 の
ぃ
す
「
ぃ
ヨ
 

ヨ
 目
の
末
 刊
 の
 博
 

士
 論
文
が
あ
る
の
み
で
あ
り
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
は
古
代
後
期
 
｜
 初
期
 

キ
リ
ス
ト
教
時
代
か
ら
中
世
盛
期
ま
で
の
二
九
の
図
像
の
例
が
引
 
m
 さ
れ
 

 
 
 
 

て
い
る
と
い
う
。
絵
画
的
表
現
化
と
そ
の
時
代
毎
の
釈
義
的
伝
承
 
と
の
 関
 

わ
り
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
て
い
る
点
な
ど
、
本
書
は
基
 
本
 的
に
終
 

 
 

こ
の
先
行
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
も
の
の
、
扱
う
時
代
を
 
ビ
  
 



し
か
し
、
聖
書
を
題
材
に
し
た
図
像
の
研
究
に
、
聖
書
解
釈
の
伝
 
 
 

展
開
に
関
す
る
詳
し
い
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
 い
る
こ
 

の
 研
究
に
は
、
文
献
学
の
観
占
か
ら
見
て
疑
問
に
思
わ
れ
る
 箇
 所
が
あ
 

る
 。
そ
れ
ほ
、
こ
の
研
究
の
主
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
聖
書
 
解
 釈
 の
 変
 

遷
を
辿
っ
た
第
三
章
、
特
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
を
そ
の
端
緒
と
み
な
す
 ア ン
ゴ
 

リ
 ー
 解
釈
を
論
じ
た
部
分
で
あ
る
。
著
者
は
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 
人
 」
の
 テ
 

ク
ス
ト
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
の
例
と
し
て
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
 ロ
ル
 
力
石
旧
土
日
 

書
ホ
 ミ
リ
ア
」
三
四
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
扱
い
方
に
問
題
 
が
あ
る
 

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
読
め
ば
 
わ
か
る
 

こ
と
で
あ
る
が
、
ま
ず
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
讐
 
え
 の
 解
釈
 

を
 展
開
す
る
以
前
に
 
、
彼
 よ
り
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
の
箇
所
 に
 関
す
 

る
 ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
を
引
用
し
て
い
る
。
 

「
長
老
の
一
人
が
こ
の
誓
え
を
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
を
 

望
  
 

下
っ
て
い
く
の
は
ア
ダ
ム
。
エ
ル
サ
レ
ム
は
楽
園
、
エ
リ
コ
は
 -
 
」
の
世
で
 

あ
る
。
追
 
い
 剥
ぎ
は
敵
対
す
る
 力
 。
祭
司
は
律
法
、
レ
ビ
人
は
預
 一
一
一
一
口
 

若
巾
 

@
 

サ
マ
リ
ア
人
は
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
傷
は
不
従
順
、
動
物
 -
 
コ
バ
 -
 ほ
主
 

0
 件
、
パ
ン
ド
キ
ウ
ム
 

-
 
す
な
む
ち
 厩
 -
 は
、
 入
り
た
い
と
望
む
 
す
べ
て
 

0
 人
を
受
け
入
れ
る
の
で
、
教
会
。
さ
ら
に
 デ ナ
リ
オ
ン
銀
貨
 
二
 枚
は
父
 

後
に
ま
で
拡
大
し
、
図
像
の
収
録
例
を
六
一
作
品
に
増
や
す
な
ど
 
、
串
八
 
%
 
重
日
 

に
は
 大
き
な
発
展
が
認
め
ら
れ
る
。
特
に
、
聖
書
の
記
述
に
忠
実
 な 図
像
 

表
現
と
、
聖
書
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
時
々
の
聖
書
解
釈
 の方
法
 

を
 反
映
さ
せ
た
図
像
表
現
を
区
別
し
て
分
析
を
進
め
た
本
書
の
 万
法
論
 

は
 、
聖
書
解
釈
字
の
分
野
に
も
新
た
な
光
を
投
げ
か
け
る
可
能
 性
 を
持
 

つ
 。
 

と
 子
を
意
味
す
る
。
厩
の
主
人
は
、
そ
の
世
話
を
委
ね
ら
れ
て
 
ぃ
 ノ
つ
 
教
ム
 云
 

 
 

の
 指
導
者
。
さ
ら
に
サ
マ
リ
ア
人
が
再
び
戻
る
約
束
を
し
た
の
は
 
、
 救
い
㌘
 

 
 

王
の
再
臨
を
示
す
」
。
 

 
 

 
 

こ
こ
に
オ
 リ
 ゲ
ネ
ス
よ
り
以
前
に
流
布
し
て
い
た
「
よ
き
 サ
マ
  
 

人
 」
の
 讐
 え
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
が
引
用
さ
れ
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
 
自
 夏
 の
 解
 

釈
 は
そ
れ
を
逐
一
検
討
す
る
形
で
慎
重
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
 
は
、
任
 

解
 者
た
ち
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
の
が
、
 

本
書
一
一
 

四
頁
の
終
わ
り
の
 
申
 コ
 0 （
 ゼ
 。
 コ
 年
の
 
コ
 ㌧
Ⅰ
の
の
す
 

ゼ
 （
の
（
 

コ
 0
 表
現
で
あ
 
る
が
、
 

著
者
ほ
こ
の
表
現
に
任
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
 
の
 伝
統
 

ほ
 オ
リ
ゲ
ネ
ス
以
前
に
既
に
 

エ
 イ
レ
ナ
イ
オ
ス
の
「
 反
 異
端
論
駁
 ヒ
 第
二
一
 

巻
 十
七
章
 二
に
 、
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
の
痕
跡
 
が
 認
め
 

ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
伝
承
は
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
 
テ
オ
 フ
 ィ
ロ
 

ス
 0
 件
と
さ
れ
た
書
物
や
、
ボ
ス
ト
ラ
の
テ
ィ
ト
ゥ
ス
の
「
カ
テ
 
ナ
ヒ
 
に
 

収
録
さ
れ
た
聖
書
解
釈
に
見
ら
れ
、
か
な
り
の
広
が
り
が
認
め
 ら
れ
る
 

-
0
 由
の
卸
 
コ
の
 
-
 円
 
～
 0
 ま
軸
 ～
～
 

ぬ
の
 
め
 
支
へ
 9 戸
 ま
 n
.
 
め
の
の
 q
 。
 
巾
ぃ
ユ
 g
P
 ゆ
 め
 
N
.
 で
 ち
 
o
N
 脚
 

注
 l
 参
照
 -
 。
「
ル
カ
福
音
書
 ホ
 ミ
リ
ア
 ヒ
 の
英
訳
版
の
序
論
に
 も
、
 
「
 
ア
 

レ
ゴ
リ
ー
解
釈
は
、
す
で
に
教
会
の
中
で
長
年
に
わ
た
る
 

伝
 
承
す
 

す
コ
 の
。
 
c
 （
 
ぃ
コ
臼
コ
幅
 （
（
 
ぃ
 
田
ま
 0
 こ
と
な
っ
て
い
た
。
オ
リ
ゲ
ネ
ス
は
 、
匿
名
 

の
 先
達
に
よ
る
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 人
 」
の
 讐
 え
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
 
解
 釈
 の
ひ
 

と
つ
を
引
用
し
 
、
 続
け
て
こ
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
少
し
改
善
 す
る
こ
 

と
へ
と
進
ん
で
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
 @
 （
好
目
，
 互
 。
 ま
 ～
 
安
心
的
 
Q
S
 

ト
、
 

@
 （
か
か
 
F
 ざ
輯
ま
ミ
駐
 

Ⅰ
 
ミ
け
 @
 
詩
や
 
ヒ
考
 
考
 
い
の
三
品
（
 

o
n
.
D
.
 

の
 ，
 ）
の
の
ま
。
 

オ
リ
ゲ
ネ
ス
自
身
の
解
釈
に
つ
い
て
は
「
ル
カ
福
音
書
 
ホ
 ミ
リ
ア
 し
 一
一
一
 

四
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
長
老
の
一
人
の
解
釈
が
紹
介
さ
れ
た
後
に
 
、
こ
れ
 

に
か
な
り
の
批
判
検
討
を
加
え
た
上
で
独
自
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
 
が
 展
開
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7 1.7.   
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
部
分
こ
そ
が
 オ
リ
ゲ
不
ス
 自
身
の
ア
 
ン
  
 

解
釈
と
し
て
 
引
 m
 
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
が
、
本
書
の
引
用
で
 は
な
ぜ
 

か
 オ
リ
ゲ
ネ
ス
自
身
の
解
釈
の
部
分
が
こ
と
ご
と
く
削
除
さ
れ
て
 い
る
。
 

そ
し
て
著
者
は
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
が
批
判
的
に
引
 
m
 し
た
 ア
 レ
ゴ
リ
 ｜
 解
釈
 

0
 例
を
む
し
ろ
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
か
ら
 ア
ウ
 ク
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
ま
で
に
 共
通
に
 

認
め
ら
れ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
の
図
式
と
み
な
す
記
述
を
繰
り
返
 し
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
二
四
頁
で
は
「
オ
リ
ゲ
 ネ
 ス
に
お
い
て
サ
マ
リ
ア
 
人
の
嘗
 

え
の
 ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
解
釈
図
式
が
初
め
て
知
ら
れ
る
よ
 
う
 に
 な
 り
、
こ
 

れ
が
遥
か
に
中
世
ま
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
た
」
と
舌
口
わ
れ
、
 

さ
 ら
に
 七
 

五
頁
で
も
「
オ
リ
 
ゲ
不
ス
と
 
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
解
釈
は
 

、
中
世
 

に
 至
る
ま
で
の
解
釈
の
伝
統
に
支
配
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
 なり
、
 

そ
の
知
見
は
サ
マ
リ
ア
人
の
讐
え
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
聖
書
に
基
づ
 
く
 表
現
 

化
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
あ
る
」
 

あ
 ・
 
づ
巴
と
 舌
口
わ
れ
て
い
る
。
 そ
の
た
 

め
に
第
三
章
の
聖
書
解
釈
史
の
考
察
の
記
述
が
粗
雑
に
な
り
、
 

オ
  
 

ス
 か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ま
で
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
の
変
遷
を
 
、
 単
に
 

中
世
の
解
釈
の
四
段
階
 説
 と
し
て
ま
と
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

オ
リ
ゲ
ネ
ス
自
身
に
よ
る
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 人 」
の
 讐
 え
の
解
釈
 
ま
、
 

l
@
 

そ
れ
以
前
の
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
 人
 」
の
 讐
 え
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
 の
 伝
統
 

を
か
な
り
の
程
度
修
正
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
決
し
て
単
純
 なア
レ
 

ゴ
リ
ー
の
図
式
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
い
。
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
「
 ル力
 福
 

晋
書
 ホ
 ミ
リ
ア
」
は
、
そ
の
後
 ヒ
 エ
ロ
 ニ
ュ
ム
ス
 の
ラ
テ
ン
語
訳
 
に
よ
っ
 

て
 西
方
に
伝
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
本
書
で
示
さ
れ
た
「
よ
き
 
サ
 マ
リ
ア
 

介
入
」
の
 嘗
 え
の
伝
承
史
的
発
展
を
東
方
と
西
方
に
分
け
て
 記
述
し
た
部
分
 

@
 つ
い
て
は
、
よ
り
正
確
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
「
 

よ
き
サ
 

リ
ア
 人
 」
の
 讐
 え
の
画
像
表
現
に
多
様
な
発
展
が
見
ら
れ
る
よ
，
 

っ
に
、
 

実
際
に
は
そ
れ
を
生
み
出
し
た
聖
書
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
の
変
遷
に
 関し
て
 

も
、
 特
に
東
方
と
西
方
と
の
関
係
に
お
い
て
複
雑
な
展
開
を
示
 
 
 

る
 。
 

最
後
に
、
宗
教
学
の
分
野
に
お
け
る
本
書
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
 て
お
 

き
た
い
。
一
連
の
解
釈
の
変
遷
に
お
い
て
、
サ
マ
リ
ア
人
を
キ
リ
 ス
ト
 と
 

同
一
視
す
る
解
釈
の
傾
向
が
、
祭
司
と
レ
ビ
人
に
代
表
さ
れ
る
 ュ
 ダ
ャ
教
 

指
導
者
へ
の
批
判
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
 
。
著
者
 

は
 最
後
の
結
論
部
分
で
、
「
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
も
、
図
像
化
 に 基
づ
 

い
て
も
立
証
さ
れ
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
 
反
 ユ
ダ
ヤ
主
義
 的
 偏
見
 

が
あ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
②
・
 

づ
コ
と
述
 
べ
て
、
 

そ
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
し
か
し
、
教
会
 
史
 0
 流
れ
 

か
ら
見
て
そ
れ
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
 
反
ユ
 ダ
 ヤ
 主
義
 

0
 間
 題
は
 、
現
在
の
教
父
学
に
お
い
て
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
 い
 る
 。
 著
 

者
は
、
福
音
書
の
他
の
讐
 え
ほ
 つ
い
て
も
、
テ
ク
ス
ト
と
図
像
表
 

現
 と
の
 

関
係
を
中
心
と
し
て
研
究
を
進
め
て
い
る
ゆ
え
に
、
聖
書
解
釈
に
 
関
す
る
 

検
討
を
よ
り
充
実
さ
せ
、
今
後
こ
う
し
た
重
要
な
問
題
に
光
を
当
 てる
 研
 

究
を
通
し
て
宗
教
学
に
さ
ら
に
寄
与
し
て
ほ
し
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0
 庶
務
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 三
年
七
月
五
日
工
 -
 一
二
一
時
も
一
五
時
 

場
所
東
京
大
学
法
文
二
号
館
多
分
野
交
流
 室
 

出
席
者
櫻
井
治
男
、
鈴
木
 
君
弓
 、
田
島
照
久
 -
 
長
 -
 
、
中
別
府
温
和
、
 

不
 
口
 、
 

0
 
 「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 三
年
六
月
二
九
日
 -
 
日
 ）
一
二
時
三
 
0
 分
も
一
六
 時
 

場
所
東
京
大
学
法
文
二
号
館
教
官
談
話
 
室
 

出
席
者
声
名
定
道
、
安
達
義
弘
、
菊
多
雅
子
、
小
池
淳
一
、
 

坂
国
 

継
 、
ポ
ー
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
、
長
谷
部
八
期
、
藤
原
聖
子
、
 

山
中
 弘
 

議
事
 

一
 、
刊
行
報
告
 

三
三
六
号
論
文
五
本
、
書
評
一
八
本
。
 

二
 、
編
集
方
針
 

・
 三
 二
一
八
号
 
二
 
二
月
刊
行
予
定
 -
 以
降
の
投
稿
論
文
に
対
す
る
 査
 読
者
 

を
 決
定
し
、
書
評
 本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

・
来
年
度
の
特
集
号
 二
一
 
0
0
 四
年
九
月
刊
行
予
定
 -
 の
テ
ー
マ
 と
 執
筆
 

候
補
者
を
決
定
し
た
。
 

テ
ー
マ
イ
ス
ラ
ー
ム
と
宗
教
研
究
 

・
来
年
度
は
秋
の
大
会
で
通
常
の
研
究
発
表
が
行
わ
れ
な
い
の
で
 
、
大
会
 

紀
要
考
二
 
一
 
0
0
 五
年
三
月
刊
行
予
定
 -
 に
つ
い
て
検
討
し
た
。
 

ム 
コヌ 

報 

星
野
英
紀
、
松
丸
 尋
雄
 、
山
中
 弘
 、
渡
辺
和
子
 

 
  

 
 
 

議
事
 

 
 

一
 、
委
員
会
・
理
事
会
の
交
通
費
支
給
に
つ
い
て
 

 
 

田
島
委
員
長
か
ら
、
委
員
会
委
員
の
交
通
費
に
関
し
て
は
同
じ
 
扱
  
 

す
る
 旨
 提
案
が
あ
り
了
承
さ
れ
た
。
現
時
点
の
規
定
を
変
更
し
 、
庶
 

務
 
・
国
際
・
情
報
化
・
編
集
委
員
会
は
首
都
圏
在
住
の
委
員
に
 年
三
 

回
、
首
都
圏
外
在
住
の
委
員
に
年
一
回
往
復
交
通
費
を
支
給
し
、
 

学
会
 

賞
 選
考
委
員
会
は
委
員
全
員
に
年
一
回
往
復
交
通
費
を
支
給
す
る
 
と
い
 

ぅ
 案
で
あ
る
。
学
術
大
会
中
の
委
員
会
に
関
し
て
は
支
給
し
な
い
 
 
 

二
 、
学
生
会
費
に
つ
い
て
 

財
政
上
の
観
点
か
ら
、
委
員
会
の
交
通
費
支
給
を
優
先
さ
せ
、
 

現
 時
日
 

で
の
導
入
は
見
送
る
こ
と
、
本
件
に
つ
い
て
は
会
費
シ
ス
テ
ム
 
全
 休
め
 

見
直
し
を
視
野
に
入
れ
て
継
続
審
議
す
る
 旨
 了
承
さ
れ
た
。
 

適
切
な
学
生
会
費
が
 
い
 く
ら
で
あ
る
か
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
 @
 
」
と
、
 

学
生
身
分
の
申
告
方
法
に
関
す
る
意
見
、
夫
婦
会
費
や
オ
ー
バ
ー
 
 
 

タ
 ー
の
会
費
の
扱
い
等
に
関
し
て
も
幾
つ
か
意
見
が
提
出
さ
れ
た
 
 
 

三
 、
会
費
等
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
決
済
に
つ
い
て
 

海
外
在
住
会
員
か
ら
の
要
望
も
あ
る
件
で
は
あ
る
が
、
現
時
点
で
 
は
困
 

難
 と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
ま
た
、
財
政
上
の
観
点
か
ら
は
、
 

ム
 互
 貫
納
 

大
卒
向
上
の
た
め
に
は
自
動
引
き
落
と
し
と
い
う
万
法
も
あ
る
 
旨
 、
意
 

見
 が
提
出
さ
れ
た
。
 

四
 、
二
 0
0
 
四
年
度
秋
の
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

二
 0
0
 
四
年
度
は
二
 0
0
 
五
年
三
月
に
 
I
A
H
R
 

世
界
大
会
が
開
 催
さ
 

れ
る
の
で
、
秋
に
通
常
の
研
究
発
表
は
行
わ
れ
な
い
が
、
九
月
に
 
東
京
 

大
学
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
総
会
を
中
心
と
し
た
大
会
を
開
く
 
予
 定
で
 



あ
る
。
総
会
以
外
の
企
画
と
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
て
は
ど
 っ
か
 

と
の
提
案
が
提
出
さ
れ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
、
 

ヨ
 示
教
研
 

先
口
 

大
会
紀
要
 号
 と
の
関
連
に
つ
い
て
も
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。
 

五
 、
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

田
島
委
員
長
か
ら
、
 
二
 0
0
 

五
年
の
学
術
大
会
か
ら
公
開
講
演
に
 

変
え
 

て
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
導
入
す
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
形
式
や
企
 
画
が
 

望
ま
し
い
の
か
、
意
見
や
問
題
点
等
挙
げ
て
い
た
だ
き
た
い
 
目
提
 案
が
 

あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
開
催
校
の
負
担
が
大
き
い
と
い
う
 
現
 行
方
 

式
 の
問
題
点
、
学
会
の
現
場
に
お
け
る
労
働
力
に
つ
い
て
の
問
題
 
 
 

部
会
制
を
基
礎
と
し
て
持
ち
回
り
で
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
を
企
画
す
る
 とい
 

ぅ
 提
案
等
、
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
発
表
時
間
 に
つ
 

い
て
、
現
行
の
一
五
分
が
短
い
と
い
う
指
摘
、
発
表
時
間
を
幾
つ
 
か
 m
 

貢
 し
て
選
択
さ
せ
る
と
い
う
意
見
、
ま
た
ポ
ス
タ
ー
発
表
の
可
能
 
性
等
 

の
 意
見
も
提
出
さ
れ
た
。
本
件
は
学
術
大
会
の
あ
り
方
の
根
幹
に
 
関
わ
 

る
も
の
で
あ
り
、
以
後
継
続
審
議
す
る
 旨 了
承
さ
れ
た
。
 

-
 
ハ
 、
外
部
情
報
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
に
つ
い
て
 

・
外
部
か
ら
要
望
の
あ
っ
た
情
報
を
 

H
P
 

に
「
掲
載
す
る
Ⅰ
し
な
 

い
 」
 の
 

判
断
は
庶
務
委
員
会
が
行
 う
 。
 

掲
載
が
決
定
し
た
情
報
は
、
デ
ー
タ
を
情
報
化
委
員
会
に
渡
し
 
、
 H
P
 

上
 で
の
掲
載
方
法
に
つ
い
て
は
情
報
化
委
員
会
に
一
任
す
る
。
 

・
掲
載
に
つ
い
て
の
判
断
に
は
何
ら
か
の
基
準
を
庶
務
委
員
会
で
 

も
う
け
 

る
 必
要
が
あ
る
。
 

と
 、
 島
薗
 会
長
、
田
島
庶
務
委
員
長
、
中
村
情
報
化
委
員
長
の
間
 で
協
 

報
 

議
し
た
こ
と
を
受
け
、
 
H
P
 

担
当
委
員
と
掲
載
基
準
を
定
め
た
。
 

H
P
 担
当
の
庶
務
委
員
渡
辺
和
子
委
員
 

0
 
国
際
委
員
会
 

日
時
二
 00
 

三
年
七
月
五
日
工
 -
 一
三
時
 @
 

一
五
時
 

場
所
東
京
大
学
法
文
二
号
館
教
官
談
話
 
室
 

出
席
者
池
澤
 優
 、
市
川
裕
、
奥
山
 倫
明
 、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
 
ガ
｜
 ド
ナ
 

Ⅰ
澤
井
義
次
 -
 長
 代
理
 -
 、
嶋
田
義
仁
、
月
水
昭
男
、
丹
羽
 

泉
 、
渡
辺
 学
 、
島
 薗
進
 会
長
 

議
事
 

一
 、
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
 @
A
H
R
-
 

第
一
九
回
世
界
大
 ムム
 
卜
肛
つ
 

い
て
 

Ⅲ
閣
議
決
定
の
報
告
 

六
月
六
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
 
I
A
H
R
 

第
一
九
回
世
界
大
会
が
 
平
成
 

一
六
二
一
 0
0
 

じ
年
度
に
日
本
学
術
会
議
が
共
同
主
催
す
る
国
際
 会
議
 

と
し
て
、
正
式
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

 
 

㈲
日
本
学
術
会
議
の
同
大
会
委
員
会
の
立
ち
上
げ
 

 
 

 
 
 
 

閣
議
決
定
を
受
け
て
、
九
月
に
日
本
学
術
会
議
の
運
営
委
員
会
、
 

国
際
 

 
  

 

会
議
委
員
会
、
組
織
委
員
会
が
発
足
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

 
 

H
P
 
上
で
掲
載
す
る
情
報
の
基
準
 

①
研
究
助
成
に
関
す
る
も
の
。
 

②
大
学
等
研
究
機
関
か
ら
の
人
事
公
募
に
関
す
る
も
の
。
 

③
公
開
を
原
則
と
す
る
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
講
演
会
・
研
究
 
ム
 ム
 等
に
 

関
す
る
も
の
。
 

但
し
、
営
利
目
的
の
も
の
、
特
定
教
団
等
の
布
教
・
宣
伝
に
関
わ
 る
も
 

の
は
除
く
。
 



㈹
委
 @
 
に
つ
い
て
 

三
笠
宮
 崇
仁
 殿
下
が
大
会
名
誉
総
裁
を
お
引
き
受
け
下
さ
っ
た
こ
 と、
 

大
会
顧
問
を
委
嘱
中
で
あ
る
こ
と
が
、
 

島
薗
 会
長
よ
り
報
告
さ
れ
 -
@
 

@
@
 

ハ
 。
 

㈲
準
備
状
況
の
報
告
 

・
 プ
 

セ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
案
を
大
会
実
行
委
員
会
の
 
プ
 ロ
グ
ラ
 

ム
 委
員
が
中
心
と
な
っ
て
作
成
し
た
。
七
月
末
以
後
、
プ
ロ
グ
ラ
 ム妻
 

員
 八
名
（
そ
の
他
、
若
干
の
韓
国
や
中
国
の
研
究
者
も
加
え
て
 
-
 @
@
,
 

カ
 

l
A
H
R
 

本
部
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
の
テ
ル
・
ハ
ー
ル
 氏 と
折
衝
 な
 行
 

い
 、
正
式
に
プ
レ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
決
定
 
し
て
 

い
く
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
側
に
そ
の
内
容
を
委
ね
ら
れ
て
 
い
る
 

大
会
初
日
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
も
、
大
枠
の
プ
ロ
グ
 ラ
ム
 

が
す
で
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

 
 

は
 I
A
 

H
R
 
本
部
の
リ
ス
ト
に
従
い
五
千
部
以
上
を
海
外
に
送
付
、
日
本
 
語
版
 

は
 本
学
会
員
の
他
に
大
会
後
援
の
諸
学
会
、
マ
ス
コ
ミ
、
大
字
 
関
 係
等
 

に
 約
八
千
部
を
送
付
し
た
。
な
お
、
 

A
A
R
 
に
も
フ
ァ
ー
ス
ト
・
 
 
 

キ
ュ
ラ
ー
を
送
付
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
 

・
大
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
立
ち
上
が
り
、
多
数
の
申
込
が
届
い
 

て
い
る
 

こ
と
、
申
込
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
試
み
て
い
る
 
旨
 、
報
告
さ
れ
 
-
@
 

@
@
 

ハ
 。
 

・
発
展
途
上
国
の
研
究
者
に
対
す
る
大
会
参
加
補
助
に
つ
い
て
は
 

、
 引
き
 

続
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
 

㈲
大
会
の
経
理
責
任
者
に
つ
い
て
 

大
会
の
経
理
責
任
者
に
関
す
る
 I
A
H
R
 

本
部
か
ら
の
問
い
合
わ
 せ
に
 

対
し
て
、
国
際
委
員
会
の
小
田
淑
子
委
員
長
を
経
理
責
任
者
と
す
 る
こ
 

と
を
決
定
し
た
。
 

0
 情
報
化
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 

三
年
 

セ
月
 五
日
一
毛
   
      
時 
    
五 
時 

二
 、
海
外
と
の
関
係
に
つ
い
て
 

8
 

 
 

 
 

Ⅲ
 A
A
R
 
-
 ア
メ
リ
カ
宗
教
学
 
ム
 ニ
ア
ト
ラ
ン
タ
大
会
に
つ
い
  
 

 
 

一
一
月
二
二
日
 @
 

二
五
日
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
 州
 ア
ト
ラ
ン
タ
で
 開
 催
 。
 

 
 
 
 

「
宗
教
研
究
に
対
す
る
日
本
の
貢
献
」
特
集
で
、
特
別
ト
ピ
ッ
ク
 

フ
オ
 

｜
 ラ
ム
「
 勾
臼
掩
 -
0
 
仁
の
の
 づ
仁
宙
 
あ
の
日
計
す
の
 ヒ
い
 
つ
 い
コ
 
の
お
の
 0
 う
 （
の
Ⅹ
（
」
 

 
 

に
 九
つ
の
 パ
不
ル
 
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
企
画
さ
れ
て
お
り
、
 

三
 0
 
名
 0
 日
 

本
研
究
者
が
参
加
予
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
渡
辺
委
員
よ
り
報
土
 

口
 *
 こ
ゼ
 
札
 

-
@
 

ヰ
 
@
 
ハ
 。
 

㈲
 S
l
S
R
 
 
（
国
際
宗
教
社
会
学
 ム
 き
第
二
七
回
大
会
に
つ
い
  
 

「
宗
教
と
世
代
」
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
、
 

セ
月
 二
一
日
 @
 
二
五
 日
、
 

イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ
で
開
催
。
日
本
か
ら
一
三
名
の
研
究
者
が
 
テ
 １
 7
 

部
会
な
ど
で
発
表
予
定
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

三
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
学
会
参
加
報
告
 

五
月
八
日
 @
 

一
 0
 
日
 、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
 べ
 ル
ゲ
ン
で
開
か
れ
た
 
ョ
 ｜
 ・
 ロ
 

ッ
パ
 
宗
教
学
会
第
三
回
大
会
中
に
行
わ
れ
た
 
I
A
H
R
 

国
際
委
員
 ム
 互
に
 

お
い
て
、
 
I
A
H
R
 

第
一
九
回
世
界
大
会
に
つ
い
て
、
英
語
以
外
 の 舌
口
 

語
 で
の
発
表
を
歓
迎
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
英
語
と
日
本
語
の
 
フ
ァ
 

｜
 
ス
ト
・
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
の
他
に
、
重
要
な
箇
所
だ
け
で
も
他
国
 
語
版
 

を
 作
成
す
る
こ
と
、
 
I
A
H
R
 

大
会
中
の
三
月
二
七
日
に
予
定
さ
 れ
て
 

い
る
日
本
語
で
の
特
別
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
英
語
な
ど
の
通
訳
を
つ
け
 
る
な
 

ど
の
要
望
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
奥
山
委
員
 -
 月
水
委
員
の
代
理
由
 席
 ）
 

よ
り
報
告
さ
れ
た
。
 



0
 日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
二
 0
0
 
三
年
七
月
五
日
 
-
 
十
一
一
三
時
三
 0
 分
 @
 
一
五
時
 
時
 

場
所
東
京
大
学
法
文
一
号
館
一
一
五
教
室
 

出
席
者
池
上
泉
正
、
鎌
田
 繁
 、
菊
多
雅
子
、
ポ
ー
ル
・
ス
ワ
  
 

ン
、
中
野
 毅
 、
 林
淳
 、
渡
辺
和
子
 

%
 
 

議
事
 

一
 、
委
員
長
選
出
 

互
選
に
よ
り
中
野
 毅
 氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

ム
ム
 

場
所
東
京
大
学
法
文
二
号
館
三
一
世
紀
 
C
0
E
 

研
究
室
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
小
川
幅
 敬
 、
櫻
井
 義
秀
 、
中
村
生
 雄
 （
 
長
 -
 
、
ン
 

エ
 ー
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
、
蓑
輪
頑
童
、
吉
永
進
一
 

議
事
 

Ⅰ
宗
教
学
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
 

外
部
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
に
あ
た
っ
て
の
庶
務
委
 貝金
 

と
の
役
割
分
担
を
確
認
し
た
う
え
で
、
関
連
学
会
・
研
究
機
関
へ
 
 
 

ン
ク
、
会
員
主
催
の
研
究
会
・
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
の
紹
介
、
会
 
員
の
 

出
版
物
の
紹
介
等
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
 

二
、
ヨ
 示
教
研
究
」
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
 

前
年
度
か
ら
の
継
続
的
な
作
業
を
行
う
と
と
も
に
、
 

ム
 
「
秋
も
科
研
 申
請
 

を
行
う
こ
と
と
し
た
。
 

三
 、
電
子
図
書
館
に
つ
い
て
 

2
%
 の
の
）
の
。
 

田
 Ⅰ
の
電
子
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
で
の
 

ヨ
 示
教
研
究
し
の
 
公
開
 

を
め
ぐ
る
著
作
権
問
題
の
最
新
情
報
を
整
理
し
、
理
事
会
提
案
の
 ため
 

の
 原
案
作
成
は
次
回
に
持
ち
越
す
こ
と
と
し
た
。
 

  O 
六 Ⅲ二 閣 " る 龍一部 開 " 議 出場 口 碑   席 事 

者所 時余 
目足宗を修学のの 二 

    
丑   的テ発プム 
周 回 地 ィ 表 口 の 世界王 催 域リとグ 仕 ッ四う認 承 

会 ヒ つム 正 が 大会 の研の原 
式 に 宗究テ 案     島 錬 士 

@@ +. 八 。   
設の ョ 一   
け可ン般 和丸 村 上ヮ 義 雄 

279  (521) 

一
 
、
審
査
に
つ
い
て
 

候
補
作
品
に
つ
い
て
論
議
し
、
分
担
な
ら
び
に
審
査
方
法
、
日
程
 
等
を
 

決
定
し
た
。
 



㈲
日
本
学
術
会
議
の
同
大
会
委
員
会
の
立
ち
上
げ
 

閣
議
決
定
を
受
け
て
、
九
月
に
日
本
学
術
会
議
の
同
大
会
委
員
 
ム
 五
 -
 
国
 

際
会
議
委
員
会
、
運
営
委
員
会
、
組
織
委
員
 ム き
が
立
ち
上
が
る
 
こ
と
 

が
 報
告
さ
れ
た
。
 

㈹
委
員
等
に
つ
い
て
 

大
会
顧
問
を
委
嘱
中
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

㈲
準
備
状
況
の
報
告
 

六
月
に
フ
ァ
ー
ス
ト
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
 -
 日
本
語
版
八
千
部
、
英
 語
版
元
 

千
郁
）
を
送
付
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
の
参
加
申
込
も
可
能
に
 
な
っ
 

た
 。
今
後
、
テ
ル
・
ハ
ー
ル
大
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
担
当
理
事
と
折
衝
 
な
 行
 

い
、
プ
レ
ナ
リ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
決
定
し
て
い
く
 
予
定
 

で
あ
る
こ
と
が
澤
井
国
際
委
員
長
代
理
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
 

・
円
本
国
際
委
員
 よ
 り
五
月
に
べ
ル
ゲ
ン
で
行
わ
れ
た
 IA
H
R
 

国
際
委
 

員
 会
に
奥
山
国
際
委
員
が
出
席
し
、
英
語
以
外
の
言
語
に
よ
る
 
発
 表
が
 

で
き
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
方
が
よ
い
等
の
提
案
が
 
I
A
H
R
 

か
ら
 

出
さ
れ
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。
 

鶴
岡
プ
ロ
グ
ラ
ム
委
員
よ
り
プ
レ
ナ
リ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
ア
カ
 
@
 
ア
  
 
 
 
.
 ツ 

ク
 プ
ロ
グ
ラ
ム
の
準
備
状
況
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
 

三
 、
日
本
学
術
会
議
に
つ
い
て
 

宮
家
宗
教
学
研
 連
 委
員
長
よ
り
、
平
成
一
六
年
度
の
科
研
 費
 審
査
 

委
員
 

候
補
者
に
つ
い
て
、
本
学
会
が
推
薦
し
た
候
補
考
を
宗
教
学
研
 
連
 が
日
 

本
学
術
会
議
学
術
常
置
委
員
会
に
推
薦
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
 
 
 

ま
た
、
第
一
九
期
が
七
月
二
二
日
に
発
足
す
る
が
、
第
二
 
0
 期
か
 5
 組
 

織
 、
会
員
推
薦
制
度
等
に
大
き
な
変
化
が
あ
る
こ
と
、
第
一
九
期
 ハリ
ム
 

云
 

員
の
任
期
は
二
年
間
で
、
こ
の
間
に
改
革
案
が
ま
と
め
ら
れ
る
，
 

」
と
に
 

な
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

四
 、
内
部
の
委
員
会
か
ら
の
報
告
と
提
案
 

 
 

 
 

㈹
庶
務
委
員
会
 

 
 

・
委
員
会
の
交
通
費
支
給
に
つ
い
て
庶
務
委
員
会
よ
り
提
案
が
出
 

さ
れ
、
 

審
議
の
結
果
、
本
年
度
よ
り
以
下
の
よ
う
に
支
給
す
る
こ
と
を
 
承
 誌
 し
 

た
 。
庶
務
・
国
際
・
情
報
化
委
員
会
は
編
集
委
員
会
と
同
様
、
首
 
都
圏
 

在
住
の
委
員
に
年
二
回
、
首
都
圏
外
在
住
の
委
員
に
年
一
回
往
復
 
交
通
 

費
を
支
給
。
学
会
賞
選
考
委
員
会
は
全
員
に
年
一
回
往
復
交
通
費
 
を
文
 

給
 。
学
術
大
会
中
の
委
員
会
に
は
支
給
し
な
い
。
 

・
学
生
会
費
に
つ
い
て
は
現
時
 
白
 
で
直
ち
に
導
入
す
る
こ
と
が
 
困
 難
 な
た
 

め
 、
全
体
の
財
政
を
見
直
し
た
上
で
継
続
審
議
す
る
こ
と
に
な
っ
 
た
旨
 

の
 報
告
が
あ
り
承
認
さ
れ
た
。
 

・
年
会
費
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
決
済
に
つ
い
て
調
べ
た
 

が
、
現
 

時
白
 
で
は
困
難
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
 

二
 0
0
 
四
年
秋
の
大
会
は
、
九
月
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The Encounter between Buddhism and Christianity 

From the Standpoint of Original Life 

HANAOKA Eiko 

In this treatise I discuss not secularism, but the secularization of religion, 
which can attain a dimension where the polarity between holiness and 
secularization is transcended, and each one of us can attain oneness in our 
daily life. We who live in the first half of the 21st century must reflect on 
the beginning of religions in the contemporary world, and inquire into the 
meaning of original life from the standpoint of the experience that 
underlies all religions. In the 21st century we experience pluralism and 
complementarity, not only in the sphere of physics but also of religion, 
because each of us already understands that not only Christianity, but 
indeed all other religions-in which the self-awareness of each person is 
taken seriously as the central and most important issue-must go back to  
the beginning of all religions in the contemporary world and enquire into 
each of them from the standpoint of the experience of original life. 

The experience of original life or spirituality, which underlies all reli- 
gions in this century, is originally one. Its representations (expressions) 
are very different from each other, because it is represented by the 
traditional culture of each nation, each of which has its own traditional 
and unique culture. In this sense I would like to inquire into the dimension 
transcending all dualities or polarities by comparing Christianity with 
Buddhism. 



University Students and Their Experience of Christianity 

The Practice of a Social Survey 

KAWAMATA Toshinori 

There are many people who never encounter Christianity until they 
become university students. In my class on "The Practice of Social 
Surveys" 1 teach introductory knowledge on Christianity and previous 
research concerning surveys on religion in the first term, and assign 
students to a group depending on their personal interests. In the second 
term, each group carries out a survey and participates in worship, and 
interviews believers, so that they experience something about Christianity. 

Among the university students who participated in these surveys, there 
was a person who went to church frequently as a child but then drifted 
away from the church, and said that this was an opportunity to rethink 
his/her personal faith once again. Some students who were prejudiced 
against Christianity said that this experience resulted in revising their 
views. As a result of this examination, it became clear that many of the 
students were indifferent or ignorant of Christianity. Therefore, as 
Christianity is still a minority in Japanese society, it is necessary to 
enlighten people concerning Christianity and have contact with non- 
believers, even if this does not lead directly to an increase in the number 
of believers. 



Referring to Christ 

How Has the Lourdes Pilgrimage Responded to Conten~poraneous Issues? 

The Lourdes pilgrimages has responded in various ways to contemporary 
problems, while always referring to Christ. In terms of its response to 
such issues, the pilgrimage can be divided into three periods. 1) The 
offering of a story and rituals that confirm a common bond of "us" with 
Christ in the past, present, and future, in response to the collapse of the 
traditional community system; 2 )  the arising of a social bond between the 
rich "us" and the poor "them" through charitable activity based on the 
"acceptance of God's love" commanded by Christ, in response to labor 
problems and the collapse of traditional solidarity; and 3) the offering of 
a public place for people to meet and share private matters with regard to 
disease, old age, and death, in response to people who suffer from loneli- 
ness due to the hidden and private nature of such matters in modern 
medicine and society. In this way the Lourdes pilgrimage has passed 
through three periods, providing a story with the power to encourage 
participation, providing practices and a place for participation, and 
offering a model for appropriate relationships and activity that partici- 
pants need to maintain. 
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Multiculturalisitic Management 
of the Catholic Church-Community 

A Possibility for Contemporary Japanese Society 

TERAO Kazuyoshi 

This essay elucidates the possibility that the Catholic Church in contempo- 
rary Japan will realize the idea of a NPO (nonprofit organization) from 
a perspective of religious management. As in the former postwar period, 
the situation around the Church these days has brought some drastic 
changes, which I describe as  a "livelihood emergency," capable of result- 
ing in desirable transformation. The established parish churches and the 
communities around them are integrated into a church-community system. 
This system is now confronted with the rapid influx of foreign Catholic lay 
people, and must provide asylum that emanates from the principle of 
muen (Amino Yoshihiko) and "communitas" (Victor W. Turner). We 
also find there a kind of multiculturalism that reminds us of cultural 
relativism. Priests and religious members play the role of facilitator in 
the management of ba ("place"; Itami Hiroyuki) in order to adapt them- 
selves flexibly to actual conditions. A priest in a church-community must 
be a collaborative producer who makes plans for many open events, such 
as participation in public actions to attain social recognition for his 
community. I conclude that the management of religion should be an art 
of coexistence. 



Practical Dialogue for the Catholic Church in the Philippines 

KIMURA Akiko 

A practical dialogue is necessary for peace-building. In the case of conflict 
in the Philippines, the Catholics have shown much prejudice and misunder- 
standing toward the Muslims. Also, they have tried to conquer the 
Muslims and hold a dominant position over them. In order to build the 
peace, Catholics need to change these attitudes, deepen mutual under- 
standing, and move toward conversion as partners. 

Moreover, it is important to have not only a theoretical dialogue but 
also a practical dialogue so that Muslims and Christians can deepen 
spiritual communication in their own religious life and uphold a genuine 
brother-sisterhood. NGOs play a most important role in this renewal 
through person-to-person communication and grassroots movements. 
Collaboration between all peoples of good will is essential for building 
peace. Dialogue is a spiritual journey, and requires patience and a long 
time. Many believe, however, that peace will be established only through 
this long process and the dialogue of reconciliation. 



Gender and Spirituality Among Christian Women 

A Comparative Study in the Indian and Japanese Contexts 

YAMASHITA Akiko 

The usual theological discussions on the "indigenization" of Christianity 
lack gender perspectives. The aim of this paper is to reexamine the 
realities of "indiginization" in the local churches where women form the 
majority of the flock in the church life. The church women to be examined 
here are Dalit and tribal Mizo in India, and wives of pastors and Okinawa 
Christian women in Japan, whom the writer has encountered over a long 
period of time through field work and volunteer activities. 

These women are practicing their faith amidst patriarchal cultures and 
sexist criteria of various communities, including the church. How are 
they suffering, settling their struggles, or freeing themselves for their own 
empowerment? Though the spirituality of the women vary according to 
the contents of faith and phases of gender/sexual independence, this paper 
targets women who are spiritually friendly to others as  a Christian 
characteristic. 



From Religious Life to Religion for Life 

A Turning in Fourth-Century Christian Syria 

MUTO Shin'ichi 

The fourth century was a turning point for the Church in the Roman 
Empire, when it changed from the Church for a devout minority into that 
for the secular majority. This study attempts to approach the transition 
through a religious figure who was deeply engaged with it: John Chrysos- 
tom. As a leader of the Church, Chrysostom faced a growing number of 
unprepared people rushing to join it. He did not urge ordinary Christians 
living in the world to escape from worldly affairs. Nor did he want them 
to live unsoundly. He showed a third way in which people could live 
religiously amidst very secular daily lives. Thus he tried to integrate 
religiousness with secular living. According to his thought on the relation- 
ship between religiosity and secular life, one must first turn oneself from 
things for daily living to things religious, whereby one should sanctify 
one's life. Then one becomes able to testify to religion through one's way 
of life. 



Integration of Faith and Daily Life by the Beguines 

NAKAGAWA Kenji 

In the faith-life of Beguines, faith and occupation are exquisitely inte- 
grated. The faith of Beguines is connected directly with life. In the life 
of Beguines, faith bears fruit in daily labor. This life-style was a shining 
example in the Europe of the latter Middle Ages. I believe that Meister 
Eckhart had some sort of connection with the Beguines. Eckhart is a 
theologian who acquired a degree of Meister at Paris University, and later 
taught there as a theologian. In one of his sermons, Eckhart expresses his 
idea that education exquisitely integrates with life, perhaps revealing a 
relation with Beguines. 

When we compare this outlook on labor with that of the Bible and St. 
Benedictus Rule, the Beguines outlook on labor is clearly unique. The 
unification of faith and occupation in the Beguines is parallel with the 
unification of work in the wooden clogs craftsman Myokonin Asahara 
Saichi and his Buddhist faith. The faith of Beguines based on Holy 
Communion bore fruit in a way of live in which one worked hard and 
faithfully for one's occupation. But Beguines did not work hard only for 
their occupation. They also take a careful attitude toward activities in 
everyday life such as eating meals and sleeping. 



Christian Faith as Life Religion 

The idea that Christianity was a heretical religion was deeply entrenched 
among Japanese since the persecution of Christians in the Edo era. This 
discrimination finally disappeared after World War 11. During the Meiji 
period, on the other hand, Christianity was assumed to be a symbol of 
Westernization, progress, and high quality, and was accepted by urban 
intellectuals. Research on Christianity in Japan has focused on doctrinal 
issues and the history of propagation and martyrdom, hardly ever 
mentioning the everyday life of the Christian people. In this essay I will 
introduce the daily faith life of Kakure-Kirishitan believers of Ikitsuki 
Island in Nagasaki, who represent a tradition handed down from the time 
Christianity was introduced and continued during the "hidden" times and 
through the late Tokugawa period. 

In conclusion, it can be said that the daily faith life of these converts 
does not reveal a radical break from Japanese views of the buddhas and 
kami, but rather shows an acceptance of Christianity as reliance on a 
"powerful kami." There is a strong tendency to maintain the belief in the 
magical to attain this-worldly benefits as a basic aspect of their faith. 




