
神秘主義における 神の理念 

っ そ の 満 て 

て の で た 切 こ 

外 内 は さ り の 
界 な な れ 抜 危 
的 る く た げ 機 
な 体 " 洸 よ な 
体 験 個 惚 ぅ 神 

験を人体と学 で、 的 験 すは 

  
な し で あ 

  
フ も と っ ち と 

交りを に ィム 、尚復 出会っ 彼 て 、 革 者 @ 。， 
守 ら た ら と 持 
9 目 。 の 神 つ 
れ 易 し 神 秘 人 

たのか 、 心し 認家 識と         
座 で は 知 る り 

のの 上体 た " 的。 " 神し 返 
な 験 と 派 聖 助 
る な え 生 な げ 
神 の 彼的 る を 
な で ら な 雲 珠 
ィ あ が も に め 

エ イ 237 Ⅰ 

お
そ
ら
く
は
人
間
の
排
除
、
非
難
と
な
り
、
か
く
て
 

遂
 に
 、
限
界
 づ
 げ
ら
れ
 得
 ざ
る
神
の
限
界
 
づ
 げ
に
よ
っ
て
 、
 ぬ
 @
 
学
，
は
 
-
E
n
E
 

の
 の
局
 
0
 
口
 

 
 

学
問
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
 

神
学
と
云
 う
 も
の
は
、
す
べ
て
一
種
の
ジ
レ
ン
マ
の
 

或
い
は
神
の
業
に
つ
い
て
組
織
的
な
方
法
で
表
現
し
、
 

れ
た
理
念
か
ら
区
別
す
る
事
が
神
学
の
課
題
で
あ
る
。
 

ろ
で
、
し
か
し
な
が
ら
神
の
本
質
は
無
限
な
る
も
の
な
 

が
 生
じ
る
。
第
一
に
 
、
 神
は
こ
生
で
は
卑
小
化
さ
れ
、
 

フ
リ
ー
ド
リ
 ツ
ヒ
 

ハ
イ
ラ
ー
 

中
に
あ
る
。
神
学
と
は
、
神
に
つ
い
て
の
学
問
的
な
研
 究
 で
あ
る
。
神
の
本
質
、
 

か
く
し
て
神
に
つ
い
て
の
真
の
理
念
を
誤
ま
っ
た
 、
あ
 い
ま
い
な
、
ゆ
が
め
ら
 

あ
る
ド
イ
ツ
の
神
学
者
は
「
神
学
の
本
質
は
限
定
に
あ
 る
 」
と
定
義
し
た
。
と
こ
 

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
限
定
と
排
除
と
か
ら
 神
 学
 に
と
っ
て
二
つ
の
危
険
 

せ
 ば
め
ら
れ
、
歪
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
 
諸
概
 食
や
諸
理
念
の
排
除
は
 、
 

神
秘
主
義
に
お
け
る
神
の
理
 念
 

 
 



ザ
ヤ
 が
神
殿
に
お
い
て
見
知
し
 
、
 雲
の
上
か
ら
「
こ
れ
は
 

我
が
愛
す
る
 子
 」
と
い
う
父
の
声
を
イ
エ
ス
が
聞
き
、
 

又
 キ
リ
ス
ト
教
の
聖
者
達
 2
 

が
さ
ま
 ム
 
Ⅰ
な
形
で
神
や
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
を
見
た
 

、
 と
 云
 う
 よ
う
な
す
べ
て
の
こ
れ
ら
の
体
験
に
お
い
て
は
、
 

決
し
て
外
界
に
お
い
て
 怒
 

な
さ
れ
た
観
察
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
 

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
外
界
的
な
感
覚
と
等
し
い
と
 

思
 わ
れ
る
程
に
強
烈
な
 
、
内
 

な
る
眼
の
見
た
光
景
で
あ
り
、
内
な
る
耳
の
聴
い
た
 

声
 な
の
で
あ
る
。
多
く
の
神
秘
 
家
 達
も
又
幻
視
と
幻
聴
を
 
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

こ
れ
ら
は
、
単
に
彼
ら
の
体
験
の
世
界
の
境
界
線
に
す
 

ぎ
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
幻
に
ま
さ
 

っ
て
、
は
る
か
に
重
要
 

な
の
は
至
高
な
る
神
に
つ
い
て
の
霊
的
な
瞑
想
 

せ
安
 
0
 ぃ
 
ユ
の
コ
 
の
の
（
 

け
巴
ざ
 
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
又
、
無
 

限
な
る
神
と
の
魂
の
底
に
 

お
け
る
合
一
の
体
験
口
ロ
 

い
つ
目
せ
の
 

（
 
@
0
 

曲
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
究
極
的
な
 
、
 全
く
直
接
的
な
神
の
体
験
は
、
し
か
 

し
な
が
ら
、
長
い
真
摯
な
求
道
と
苦
闘
の
準
備
の
後
に
初
 

め
て
与
え
ら
れ
る
。
 

う
つ
ろ
い
行
く
世
か
ら
自
己
を
断
絶
す
る
 
ゎ
 
0
 
目
の
（
の
 

サ
 
0
 「
 
目
 心
し
に
つ
 ビ
 い
て
、
外
界
か
ら
の
組
織
的
な
分
離
と
 
き
 難
の
克
服
の
道
 つ
ぎ
 

口
目
 
圏
 （
 
円
 
せ
 り
ロ
 
浄
罪
の
道
し
が
あ
り
、
さ
ら
に
黙
想
と
祈
祷
 

に
よ
る
、
 
唯
 真
に
し
て
善
な
る
も
の
の
み
へ
の
心
の
集
注
 

の
道
 ぺ
 i
a
 

二
三
日
ト
ロ
の
 

申
 せ
 %
 

庶
 萌
の
遵
が
あ
る
。
か
く
て
道
は
 つ
 ぎ
岸
田
（
 

円
 
4
 曲
二
教
 の
 導
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
突
如
と
し
て
神
に
と
ら
 

，
 
ぇ
 ら
れ
召
さ
れ
た
予
言
者
 

達
 と
同
様
に
、
神
秘
家
に
と
っ
て
も
ま
た
神
は
知
的
反
 

省
の
結
果
で
は
な
く
、
彼
ら
の
生
命
の
事
実
、
彼
ら
の
 

体
 験
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
 

然
り
、
 唯
単
 仁
体
験
の
事
実
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
 

彼
 ら
の
苦
難
の
事
実
で
す
ら
あ
る
。
神
秘
 

家
 た
ち
は
神
を
 
知
る
事
を
学
ぶ
の
み
な
ら
 

ず
、
 神
を
苦
し
む
事
を
も
学
ぶ
の
で
あ
る
。
 

き
て
 &
 
ヒ
 
0
 
ヒ
 モ
 Q も
ふ
 
寸
酊
ざ
シ
 

ネ
木
 
し
ゴ
ぬ
吏
ひ
 

Ⅰ
Ⅱ
 
a
 
 
も
 
航
ヘ
 
㌫
 周
 
弟
子
と
な
る
 
ぱ
 か
り
で
な
く
苦
難
も
又
し
と
 

デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
 

キ
タ
 ロ
口
 
@
0
 
月
 旨
 
0
 
の
（
ず
の
 

尼
 B
 ゥ
 
も
 
%
 汀
 。
新
約
聖
書
に
見
え
る
一
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
 

人
 、
彼
の
 
名
を
借
り
た
 
新
 プ
ラ
ト
 
ソ
 派
 

的
 キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
偽
書
が
六
世
紀
に
書
か
れ
た
口
は
 

そ
の
 師
ヒ
 ェ
ロ
 テ
 オ
ス
に
つ
い
て
の
舌
口
葉
の
中
で
述
べ
 

て
い
る
。
神
秘
主
義
は
 
、
 

多
く
の
場
合
「
苦
難
神
秘
主
義
」
で
あ
り
、
受
難
の
神
 

秘
 主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
ば
か
り
の
こ
と
 

で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ム
教
 

に
お
い
て
も
、
ヒ
ソ
 
ヅ
｜
 教
に
お
い
て
も
ま
た
そ
う
な
 
の
で
あ
る
。
神
秘
 
家
 達
は
 、
 単
に
聖
化
の
最
初
の
段
階
に
 
お
い
て
の
み
で
は
な
 

く
 、
そ
の
ょ
り
高
 い
 段
階
に
お
い
て
も
、
 
又
 合
一
を
得
 た
 後
に
お
い
て
さ
え
も
、
 
尚
 内
な
る
苦
し
み
を
 
持
 つ
。
 な
 ぜ
な
ら
、
神
に
満
た
さ
 



念
ン
 ・
ル
ー
ミ
ー
 
ロ
 
の
巳
の
～
・
 

巳
隼
 
・
キ
イ
 

刃
巾
ヨ
 

@
 
・
一
二
 
0
 七
 
セ
三
 
、
ペ
ル
シ
ャ
神
秘
主
義
詩
人
 

U
 、
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
 

力
 。
ハ
リ
ス
ト
ロ
木
が
 

ヴ
び
巴
 

@
 
の
 
（
・
 
タ
 

 
 

と
ハ
 シ
デ
ィ
ー
ム
 
G
 ず
 
ハ
 
%
 目
ョ
 
・
ユ
ダ
ヤ
教
敬
虔
派
、
パ
リ
 

サ
 イ
 派
の
先
駆
と
も
言
わ
れ
る
 

u
 
、
 
東
 

神
 

援
方
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
 

ア
 レ
オ
パ
 
ギ
タ
 と
「
 
斬
 ら
し
い
神
学
者
」
シ
メ
オ
ソ
ロ
の
 

ゼ
ョ
 
0
0
 
タ
 九
四
九
 
@
 １
 一
 
0
 二
 二
、
東
口
 

お
マ
 帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
思
想
家
、
「
 

斬
 ら
し
い
神
学
者
 

」
と
呼
ぼ
れ
 

色
 中
世
ド
イ
ッ
に
お
け
る
マ
イ
ス
タ
ー
・
 

ェ
 ッ
 ク
ハ
ル
ト
口
言
 

臼
降
轄
已
め
柑
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
る
が
、
し
か
し
 
九
五
 

｜
 二
三
六
六
、
 
ェ
ッ
 

尚
 よ
り
 

ク
ハ
 

兜
 
 
 

 
 

れ
た
 洸
惚
 た
る
一
瞬
に
は
、
直
ち
に
最
も
恐
ろ
し
い
虚
血
 い
 の
段
階
が
 

｜
 ・「
乾
燥
」
 @
 
暗
夜
」
「
断
念
」
一
心
の
捕
 囚
 」
「
神
秘
な
る
 死
 」
「
 
瞬
 

時
の
地
獄
」
の
時
が
 ｜
 ;
 続
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
 す
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
用
語
で
あ
る
。
 

神
秘
家
の
神
は
体
験
さ
れ
た
る
神
で
あ
る
。
神
は
神
学
 者
の
神
の
如
き
、
反
省
と
考
察
の
産
物
で
は
な
く
、
知
的
 抽
象
の
結
果
で
も
な
 

 
 

ド
の
 見
者
達
に
よ
つ
て
の
の
（
 せ
 斡
の
湘
の
曲
（
 

せ
が
ヨ
 （
真
実
の
真
 実
 ）
と
呼
ば
れ
、
ブ
ラ
 

ト
ソ
 に
 よ
 つ
て
円
も
憶
 斉
 0
 ～
 ま
 
（
真
の
存
在
 て
 
中
世
の
 
ス
 コ
ラ
神
学
者
に
よ
っ
て
は
の
臣
の
Ⅱ
の
 
p
-
@
 

の
の
片
目
年
 

5
 （
 至
 現
実
 な
る
実
在
）
と
呼
ば
れ
 

た
 。
神
秘
的
に
体
験
さ
れ
た
こ
の
神
は
、
ど
の
民
族
、
国
 民
 、
宗
教
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
シ
ナ
の
道
教
に
 お
 Ⅱ
 
リ
イ
 
Ⅰ
 、
ブ
 ミ
ノ
フ
マ
ニ
 

ス
ム
 、
仏
教
、
ヒ
ン
ツ
ー
 教
 、
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
 
教
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
ま
た
 、
シ
リ
ア
、
 ェ
 ジ
プ
ト
、
 

ギ
リ
シ
ャ
、
ラ
テ
ン
、
ケ
ル
ト
、
ゲ
ル
マ
ン
、
ス
ラ
ヴ
 等
の
全
て
の
民
族
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
常
に
同
 じ
な
の
で
あ
る
。
神
秘
 

的
な
体
験
と
し
て
、
そ
れ
は
常
に
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
 

故
 に
 救
済
の
神
秘
的
な
道
も
又
常
に
同
じ
で
あ
る
。
神
秘
主
 義
の
用
語
と
象
徴
が
 、
 

到
る
所
、
常
に
同
一
で
あ
る
の
は
、
こ
の
理
由
に
 よ
 る
 。
神
の
神
秘
的
な
理
念
も
又
、
そ
れ
故
に
同
ぜ
で
あ
る
。
 た
し
か
に
神
秘
主
義
は
 

異
な
っ
た
型
や
変
容
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
 は
、
 い
ろ
 

Ⅱ
 

ノ
 
な
 民
族
や
国
民
の
申
で
お
互
い
に
共
存
し
 て
い
る
。
た
と
え
ば
 ヒ
 

ン
ゾ
 ー
に
お
け
る
シ
ャ
ン
カ
ラ
 い
コ
 F
p
q
p
.
 

セ
八
八
 

@
 １
人
 二
 O
Y
U
 

と
う
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
ロ
 

鰍
 ョ
田
 自
ざ
 ・
 一
 0
 五
五
 l
 １
一
一
三
七
ロ
イ
ス
ラ
ム
 

に
お
け
る
イ
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ラ
ビ
ロ
 ま
 生
声
奉
ま
 ，
一
 一
六
五
 l
 １
丁
一
四
 0
 、
イ
ス
ラ
ム
ス
フ
ィ
ズ
 ム
 の
神
秘
 家
 し
と
 ゲ
ラ
ル
・
エ
ド
・
デ
ィ
 

  



高
い
綜
合
に
お
い
て
両
者
は
結
ば
れ
る
。
非
人
格
的
 神
 秘
 主
義
は
人
格
的
神
秘
主
義
を
そ
の
第
一
歩
と
見
放
し
て
 い
る
し
、
一
方
全
て
の
 

人
格
的
神
秘
主
義
は
神
に
お
け
る
人
格
的
要
素
を
ど
こ
 か
 不
適
切
な
も
の
と
見
て
い
る
。
同
様
に
神
秘
主
義
の
素
 朴
実
践
的
な
型
と
反
省
 

的
 理
論
的
な
型
、
霊
的
な
神
秘
主
義
と
知
的
な
神
秘
主
 義
 と
は
、
イ
ソ
グ
ロ
 ミ
 @
 
三
 貫
穿
 迂ず
 目
も
、
一
八
六
 
0
 ｜
 ｜
 一
九
五
四
、
イ
ギ
リ
ス
 

国
教
会
の
神
学
 
考
 が
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
つ
 い
て
の
書
の
中
で
言
っ
て
い
る
 丈
う
 に
 、
 全
て
の
高
等
 ゐ
 
示
教
に
お
い
て
区
別
さ
れ
 

て
い
る
と
共
に
ま
た
結
び
つ
げ
ら
れ
て
も
い
る
。
 

神
秘
家
の
神
の
理
念
の
最
も
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
は
 、
 彼
ら
が
真
剣
に
神
の
謎
 
官
 せ
の
（
 

辞
 ざ
を
問
題
に
し
て
い
る
 事
で
あ
る
。
神
秘
主
 

義
 
（
 
絹
ぜ
の
 
（
片
色
の
じ
 

と
 、
諸
官
 鴇
 （
の
（
し
の
語
源
は
同
じ
 

も
の
で
あ
る
。
 ざ
か
ぎ
 Ⅱ
（
 
0
 争
三
 -
 モ
 
（
 
い
 
の
 
b
v
T
o
q
 

よ
憶
 ㍉
Ⅱ
 ヰ
 
。
の
 
す
目
 
（
 0
 
目
 。
の
 

づ
。
 

@
 岸
仔
ず
一
 

 
 

は
 絶
対
の
秘
密
で
あ
る
。
人
間
の
一
切
の
思
考
も
言
葉
 も
 神
に
つ
い
て
は
不
充
分
 

で
あ
る
。
神
は
㍉
き
良
 
づ
駄
ノ
宵
づ
 

o
E
 
 

（
と
ら
え
難
い
）
ま
た
 

要
ぜ
 つ
つ
 
o
E
 
 

釜
叩
り
 
難
い
）
で
あ
り
 ぎ
 n
o
 
日
つ
 
（
の
ず
の
口
の
 

い
 
す
～
 
-
 
の
痒
 ぎ
の
用
 
い
す
 
牲
の
（
舷
 

灯
し
 

を
 言
葉
で
と
ら
え
得
る
と
信
じ
る
の
は
、
神
を
 げ
 が
 す
 

ら
ず
」
と
は
 シ
ナ
 の
最
古
の
神
秘
的
な
書
「
老
子
道
徳
 

難
く
言
い
難
い
）
で
あ
り
、
す
で
に
 シ
ナ
 の
賢
者
老
子
 

の
で
あ
り
、
「
不
可
解
な
る
も
の
」
、
「
不
可
測
な
 
、
絶
 

神
に
つ
い
て
語
り
、
神
に
祈
る
最
も
ふ
さ
わ
し
い
道
は
 

事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
 か
 ?
 」
。
沈
黙
こ
そ
、
神
秘
家
に
 

経
 」
の
言
葉
で
あ
る
。
 又
 、
現
代
の
一
女
性
詩
人
は
こ
 

射
的
に
不
可
測
な
名
前
な
き
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
 

に
 @
 
ニ
 
ロ
 わ
れ
て
い
る
よ
さ
に
「
決
し
て
名
づ
げ
ら
れ
得
 さ
 

沈
黙
で
あ
る
。
「
道
を
語
る
者
は
そ
れ
を
知
ら
ず
、
 道
 

ぅ
 祈
っ
て
い
る
、
「
あ
な
た
 

る
 隠
さ
れ
た
る
」
あ
る
も
 

と
っ
て
は
最
高
の
説
教
 

を
 知
る
者
は
そ
れ
を
 語
 

で
あ
り
、
祈
り
な
の
で
あ
る
。
 ふ
 忘
失
 
ノ
駄
さ
 
え
 
鰍
て
 
下
問
 P
 

 
 

ぎ
 者
、
沈
黙
の
中
に
拝
せ
 

ら
る
 ュ
者
よ
 ）
。
神
秘
家
は
偉
大
な
る
沈
黙
の
人
で
あ
る
 。
彼
ら
は
常
に
沈
黙
を
修
練
す
る
。
彼
ら
の
禁
欲
的
 
沈
黙
は
黙
想
的
沈
黙
、
 教
 

理
 的
、
哲
学
的
、
神
学
的
沈
黙
と
な
り
、
最
後
に
ほ
 
形
而
上
学
的
沈
黙
と
な
る
。
 神
 的
流
出
の
霊
智
的
な
流
 
れ
の
発
端
に
 、
 我
々
は
 

や
途
 0
 
の
 と
 q
 ミ
ふ
 

深
淵
と
沈
黙
を
見
出
す
。
生
涯
 の
 沈
黙
を
誓
い
、
弟
子
達
と
の
会
話
に
も
合
図
し
か
 使
 わ
な
い
イ
ン
ド
の
禁
欲
 主
 

義
者
（
 約
 ロ
ロ
で
の
 

ぎ
 ）
が
あ
る
。
究
極
の
神
秘
に
つ
い
て
 の
 最
も
首
尾
 ィ
質
 し
た
沈
黙
は
、
初
期
の
仏
教
に
見
ら
れ
 る
 。
そ
れ
ほ
神
秘
的
な
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神秘主義における 神の理念 

秘 本 

            リて   ド はかの 

そ 形 そ 

    
散 る 学 

人 
  

  を 

八 救 
済 
の   神 

5 (241) 



 
 

1
 
 
神
秘
的
表
現
の
最
も
重
要
な
定
式
は
否
定
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
し
ば
二
重
否
定
に
 

迄
 高
め
ら
れ
る
。
 

神
 秘
 主
義
は
ぎ
の
 

0
 
一
 
0
 
め
 
ぎ
 

3
0
9
a
 

（
 
写
曲
 
で
あ
る
。
老
子
は
す
で
に
神
聖
な
る
「
 

道
 」
 を
 否
定
的
な
表
現
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
。
神
聖
な
る
 

ア
 ト
マ
 
ソ
 ・
フ
ラ
フ
マ
 

ソ
 

Ⅰ
梵
我
一
如
 

口
は
 
、
ヴ
ェ
ー
ダ
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
群
の
見
 

生
有
に
と
っ
て
は
 

臣
 
生
口
 
監
 「
そ
う
で
 

は
 な
い
、
そ
 

う
 で
は
な
い
」
で
あ
り
、
 

「
こ
の
否
定
の
外
に
は
如
何
な
る
表
現
も
不
可
能
な
の
で
 

あ
る
」
。
神
は
「
言
葉
に
よ
っ
て
 

壁
 =
 
ロ
 
わ
れ
得
ず
」
、
「
 

思
惟
に
よ
っ
て
は
考
え
 

ら
れ
得
ず
」
、
「
眼
に
よ
っ
て
は
見
ら
れ
得
な
い
」
。
初
期
 

仏
教
に
お
い
て
は
、
同
じ
よ
う
な
方
法
で
三
ミ
リ
 

口
 
p
n
 
浬
 
巣
口
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
 

い
る
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
実
在
は
「
 

絶
 対
空
」
（
 

囲
臣
せ
 

ぎ
と
と
し
て
性
格
 

づ
 げ
ら
れ
る
。
神
秘
的
 

否
定
は
 
、
 特
に
新
プ
ラ
 

ト
ソ
 
派
に
 
よ
 く
見
出
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
 

五
世
紀
の
単
性
論
の
教
父
セ
 

ブ
ヱ
 
ル
ス
 
G
 の
く
の
 

甘
 ㌢
四
六
 

五
 ?
 
｜
 
@
 五
三
八
、
 

ア
ソ
テ
 

 
 

 
 

 
 

ト
教
新
 

プ
ラ
ト
 
ソ
 主
義
者
に
よ
っ
て
最
も
崇
高
に
展
開
 

さ
れ
て
い
る
。
彼
の
寮
 

ら
宙
セ
へ
ふ
 

㍉
㍉
 
色
や
良
 

「
（
送
ふ
（
否
定
補
 

学
 ）
は
多
く
の
非
常
に
 

独
創
的
な
用
語
を
我
々
に
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
 

は
 マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語
に
 

う
 つ
さ
れ
た
。
こ
の
 

ド
 

ミ
ニ
カ
 
ソ
 の
修
道
 

僧
 に
と
っ
て
神
は
「
定
義
な
く
、
 

質
 な
く
」
、
「
 

名
 な
く
、
す
が
た
な
き
」
も
の
で
あ
り
つ
の
 

@
 
臣
 z
 
の
 
ヨ
 。
 
臣
 
。
佳
コ
 

毎
胃
 
0
 
（
の
の
 

-
0
 

の
の
の
，
）
 

、
 「
、
こ
れ
で
も
そ
れ
で
も
な
い
も
の
」
Ⅰ
 

音
 毛
舖
 
-
 
色
舘
 
三
の
ず
（
 

田
窃
 
。
 
串
 
目
口
の
の
め
の
（
。
。
）
で
あ
り
、
「
 

人
 が
神
に
つ
い
て
考
え
る
 

全
て
の
も
の
、
丈
人
が
神
に
与
え
る
す
べ
て
の
名
前
・
 

｜
 こ
れ
ら
の
全
て
は
神
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
か
く
て
 

神
は
、
ま
っ
た
く
の
「
 

非
 

存
在
」
、
「
 

非
精
ぬ
い
 

」
、
「
非
人
格
」
、
「
 

非
神
 
」
、
「
 

無
 さ
 」
、
「
 

無
 」
 二
 Z
 
ざ
ア
 
（
毛
の
の
 

e
 
口
 
，
。
 
，
 
三
 
%
 
ず
ゐ
 
色
色
，
。
 

，
之
 

～
 
リ
 
ア
ド
で
 

e
 
㍉
の
。
 

ち
こ
 

@
 
 

拭
け
石
ざ
ず
 

（
。
 

た
％
 
ソ
 ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ジ
ウ
ス
「
 

下
患
 
ざ
の
篆
の
の
 

ビ
 
s
i
 
一
 
六
二
四
 

@
 
｜
七
セ
 

、
本
質
的
に
は
 

ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
の
 

教
説
 
の
 
赴
 文
化
で
あ
 

凸
と
 
言
わ
れ
る
 

神
 

%
 
的
 短
詩
集
「
ケ
ル
ビ
ム
の
巡
礼
」
 

孟
 
茂
し
た
」
が
神
秘
主
義
 

の
 観
念
の
全
て
の
集
約
を
含
む
と
思
わ
れ
る
そ
の
「
 

ケ
 ル
ビ
 
ム
 の
巡
礼
」
の
中
 

で
、
次
の
よ
う
に
歌
 

う
時
 
、
我
々
は
彼
を
 

ア
 レ
オ
パ
 

ギ
 タ
と
 
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
道
に
位
置
づ
 

け
 得
る
で
あ
ろ
う
。
 

「
神
と
は
何
か
 

、
 誰
も
知
ら
な
い
。
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神秘主義における 神の理念 

神
は
私
と
あ
な
た
が
そ
う
で
あ
る
も
の
、
 

し
か
も
決
し
て
被
造
物
な
る
人
間
で
は
な
い
。
 

x
 、
神
郷
自
身
で
す
ら
な
い
。
 

決
し
て
知
ら
れ
ず
、
 又
 知
ら
れ
得
な
い
か
ら
な
の
で
あ
 る
 。
」
 

し
か
し
、
こ
の
神
秘
的
否
定
は
 、
 実
は
肯
定
的
な
表
現
 な
の
で
あ
る
。
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
仏
教
の
ニ
ル
 ヴ
ア
 ナ
と
い
う
観
念
 

ほ
 つ
い
て
、
特
に
こ
の
事
は
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
 。
そ
れ
を
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
説
明
す
る
の
は
、
全
く
 の
 誤
解
で
あ
る
。
無
を
 

そ
の
究
極
の
目
標
と
す
る
が
如
き
宗
教
が
、
ア
ジ
ア
の
 半
ば
を
征
服
す
る
事
が
出
来
よ
う
筈
は
な
い
。
ニ
ル
ヴ
ァ
 ナ
の
 、
こ
の
肯
定
的
な
 

性
格
は
 、
 次
の
よ
う
な
ゴ
ー
タ
マ
・
 ブ
 "
 ダ
の
壮
厳
 な
 @
 
@
 の
中
に
は
っ
き
り
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
生
れ
ず
、
 成
長
せ
ず
、
 づ
 く
ら
れ
 

ず
 、
構
成
 力
 か
ら
生
じ
た
の
で
も
な
い
も
の
が
あ
る
。
 か
ュ
る
、
 生
れ
ず
、
成
長
せ
ず
、
 づ
 く
ら
れ
ず
、
構
成
 力
か
ら
生
じ
た
の
で
も
な
 

い
も
の
が
存
し
な
い
と
す
れ
ば
、
生
れ
た
も
の
、
 づ
 く
 ら
れ
た
も
の
か
ら
出
づ
る
道
、
構
成
力
か
ら
生
じ
る
道
は
 存
し
な
い
で
あ
ろ
う
・
 
一
 
。
 

神
秘
主
義
者
に
と
っ
て
、
否
定
は
た
 ビ
 も
 経
つ
モ
 
Q
 
ヒ
づ
 
0
0
 
薄
 い
 こ
 
「
絶
対
他
者
性
」
、
 
聖
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
 一
 
吉
日
 
ぅ
 如
き
 
巴
ぎ
 仁
田
～
 

E
L
 

春
田
の
学
～
の
（
 

ヰ
の
 
0
 日
 リ
ョ
 
荘
あ
 （
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
 
と
 異
な
る
も
の
、
全
く
異
な
る
も
の
と
の
表
現
に
す
ぎ
 
な
い
。
か
く
し
て
、
 否
 

定
は
神
に
つ
い
て
の
最
高
の
表
現
と
な
る
。
な
ぜ
な
 ヨ
 ア
 イ
 オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
 ギ
タ
 の
言
う
如
く
「
 神
 

 
 

に
よ
っ
て
 、
 我
々
は
神
は
何
で
あ
る
か
と
云
 う
 事
を
認
 裁
 す
る
」
 C
 ～
㏄
 

甘
モ
 心
皮
 
ち
 q
0
 
む
の
 
Ⅱ
 
コ
の
 
め
 
ヒ
 
。
 か
 
・
 
コ
の
 
b
 
o
c
R
 
 

守
 

  

 
 

 
 

神
は
光
で
は
な
い
、
心
で
も
な
い
。
 

真
理
、
一
致
で
も
な
い
。
 
又
 、
あ
な
た
が
、
 

神
と
思
い
な
す
そ
の
も
の
で
も
な
い
 

0
 

知
恵
、
理
性
で
も
な
く
、
や
さ
し
さ
、
愛
、
心
の
お
も
 

い
で
も
な
い
。
 

何
も
の
で
も
な
い
も
の
、
又
、
無
、
こ
れ
こ
そ
神
で
あ
 

る
 。
情
緒
の
産
み
出
す
一
切
の
も
の
で
も
な
い
。
 



も
 小
さ
く
、
最
も
大
き
な
も
の
よ
り
も
大
き
い
」
。
同
じ
 よ
 う
 に
 ア
ソ
 ゲ
ル
ス
・
シ
レ
 シ
ウ
ス
 も
歌
っ
て
い
る
。
 

「
 
あ
 Ⅰ
 、
 神
は
何
と
大
き
い
こ
と
か
、
 

あ
ュ
、
 神
は
何
と
小
さ
い
こ
と
か
、
 

最
も
小
さ
い
も
の
よ
り
も
小
さ
く
、
 

 
 

に
お
け
る
矛
盾
の
結
合
の
表
現
で
あ
る
。
神
秘
家
の
神
 は
ゎ
 0
 日
怯
め
メ
ぃ
 

。
 

イ
 オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
 ギ
タ
 の
言
う
如
く
「
光
り
 輝
く
暗
黒
」
の
 

マ
ン
は
「
内
在
に
し
て
超
越
、
言
い
得
て
言
い
得
ず
 、
発
 見
さ
れ
て
 発
 

し
て
不
動
、
遠
く
し
て
近
く
 、
 全
て
の
も
の
に
内
在
し
 て
 全
て
を
 超
，
ぇ
 

。
 ヌ
ス
 も
又
神
を
「
の
（
申
す
～
 

-
@
 

の
 票
田
 

0
0
 

日
つ
 
「
の
 
ザ
 窪
の
子
安
 
ダ
 @
 
日
日
月
（
 

笛
ヴ
ヱ
ぢ
 

。
 

の
の
 
ヨ
 ㌧
 締
 傭
の
目
の
。
お
 

5
 つ
 繍
由
仁
 
）
の
（
岸
の
」
 

禾
 変
に
し
て
会
得
 し
 難
く
 、
 
動
か
 

く
 ：
：
常
に
 肋
ら
き
つ
ュ
 常
に
静
か
な
り
）
と
呼
ん
で
 い
る
 0
 カ
ー
タ
 0

 で
㌧
 
0
%
 （
 
0
r
u
 
邑
 。
 n
o
 
ぎ
 0
 日
の
三
 ぎ
 0
 せ
つ
 
0
 の
（
（
 

o
r
u
 
ヨ
 
で
あ
る
。
 
神
は
 デ
 

中
に
住
む
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
ア
ト
マ
 ソ
 
・
ブ
ラ
フ
 

見
さ
れ
ず
、
意
識
に
し
て
無
意
識
、
現
実
忙
し
て
非
現
 実
 、
動
に
 

て
い
る
」
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
見
者
と
同
じ
く
 聖
ア
 ウ
グ
ス
テ
 

ロ
 由
 （
 
笛
已
 
。
日
日
 p
 。
三
目
石
窟
目
口
 0
 づ
ロ
ダ
 ヨ
目
 ち
 u
a
 
日
 
「
の
 
-
u
 

の
：
 

 
 

ず
し
て
万
物
を
動
か
し
、
決
し
て
 斬
 ら
し
く
な
く
決
し
 て
 古
く
な
 

力
 
・
 ウ
パ
 
ニ
シ
ャ
，
 
ド
 に
よ
れ
ば
、
神
は
最
も
小
さ
な
 も
の
よ
り
 

 
 

2
 
、
神
に
つ
い
て
の
神
秘
的
表
現
の
第
二
の
重
要
な
道
 は
 矛
盾
で
あ
る
。
ル
ド
ル
フ
・
 オ
 
，
ト
ー
の
言
 う
 と
こ
ろ
 の
 

「
矛
盾
の
調
和
」
 

  

&
%
 
怯
 む
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
無
知
 
と
無
 認
識
と
は
、
 
最
高
の
知
、
最
高
の
認
識
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
 
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
 め
 

る
 神
秘
詩
人
は
「
認
識
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ
ず
、
認
識
 せ
ざ
る
者
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
デ
ィ
 オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
 

ハ
ギ
タ
 は
「
無
知
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
」
神
の
最
も
聖
 な
る
知
識
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
哀
辞
 S
 コ
汁
 心
づ
 0
0
%
 
の
 
0
0
 

ま
た
 

鱗
 q
 （
 
づ
 ㏄
Ⅱ
 
羽
セ
 
Ⅰ
 G
.
 

q
 ヘ
 
Q
 づ
 せ
き
 

0
q
 

沫
 0
 
モ
ぎ
 さ
 。
 聖
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
又
 「
日
色
ぎ
の
を
（
 
u
r
 
 

し
の
 

拐
臣
 の
の
 
ゑ
 の
口
ロ
 

0
 」
（
神
は
無
知
に
 
よ
っ
て
よ
り
良
く
知
ら
れ
 

る
 ）
 と
言
 3
 時
ア
レ
オ
パ
 
ギ
タ
と
 
一
致
し
て
お
り
、
 
二
 コ
ラ
ウ
ス
・
 
ク
サ
ヌ
 ス
ロ
 之
ず
 三
八
ド
 
の
 え
の
 由
ゅ
ダ
 一
四
 0
 
 
一
 l
 ・
 
@
 六
四
、
ド
イ
ツ
の
神
学
者
、
 

哲
学
者
、
新
プ
ラ
ト
 ソ
 派
の
神
秘
思
想
を
受
け
継
ぐ
し
も
 聖
ア
 ウ
グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
ス
 に
し
た
が
っ
て
 隼
 o
c
 

（
の
何
 

%
 。
 
S
 三
寸
 ロ
 
無
知
の
知
日
と
い
う
卓
越
 

し
た
用
語
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
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神秘主義における 神の理念 

（ さ と （ の か 誠 喜 サ て 

  

"  0 まもま 
  
    

は っ 

  
し タ 

善い 語 

  

ほ で 
  

ソ 万   
神 れ よ 

ノ 隻 。 ホ， Ⅰ 

る る る   れ 勺 々   
て 沫 に イ圭 坤 ㌃ 笘 ㏄（ く匡 曲 

日 日     
9@ (245) 



笘
の
 
@
-
s
o
 

汀
 ヨ
 %
 邑
 
（
汝
の
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
 
我
な
 り
 ）
 、
 q
 も
さ
ち
 笘
レ
 
き
へ
ん
ぺ
 シ
 
q
 も
（
汝
は
我
 な
 り
、
 我
は
汝
な
り
）
 
、
 q
 も
 

 
 

ミ
ぞ
 ㏄
 憶
ぎ
卜
 （
汝
は
我
の
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
り
 

肖
 目
巳
 。
 
オ
 a
q
 
由
 （
我
は
神
な
り
、
フ
サ
イ
ン
・
ア
ル
・
ハ
ラ
 こ
 、
 私
の
存
在
が
神
で
あ
る
 

（
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
カ
タ
リ
ナ
）
 
ロ
い
い
チ
 

S
 目
 
o
h
O
 
廿
ら
ギ
 一
四
 四
セ
 ・
・
・
 

l
 
。
・
一
五
一
 

0
 
 イ
タ
リ
ア
の
神
秘
 家
 、
聖
女
 

U
O
 

キ
リ
ス
 

ト
教
 神
秘
 家
 達
は
、
こ
の
 

同
一
性
を
本
性
に
お
い
て
得
ら
れ
た
も
の
と
し
て
 ビ
 は
 な
く
、
聖
な
る
恩
寵
の
賜
物
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
「
 
新
 ら
し
い
神
学
者
」
シ
メ
 
オ
 

ソ
 は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
私
は
本
性
に
よ
っ
て
は
人
間
 で
あ
る
が
、
恩
寵
に
よ
っ
て
神
で
あ
る
 二
 ③
も
 う
 0
3
 

有
才
 

の
 首
 （
や
も
Ⅰ
 
よ
 。
も
め
 
レ
り
萌
 
め
 

Ⅰ
へ
へ
百
こ
マ
イ
ス
 ヵ
 
ノ
ー
・
 ェ
 "
 
 
カ
ノ
 
ハ
ル
 八
 
Ⅰ
ハ
り
舌
口
も
同
じ
で
 

あ
る
 イ
 神
が
本
性
に
よ
っ
て
神
で
あ
る
の
に
対
し
、
我
々
 は
 恩
寵
に
よ
っ
て
神
と
 

な
る
べ
ぎ
で
あ
る
」
。
し
か
し
多
く
の
神
秘
家
に
お
い
て
 

は
、
ナ
 
」
の
同
一
性
の
定
型
は
、
内
在
の
定
型
へ
と
容
易
に
押
 

し
 進
め
ら
れ
る
。
す
で
 

に
 聖
パ
ウ
ロ
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
生
き
て
い
る
の
は
 、
も
は
や
わ
た
し
で
は
な
い
、
キ
リ
ス
ト
が
私
の
う
ち
 に
 生
き
て
お
ら
れ
る
の
 

で
あ
る
」
（
ガ
ラ
テ
ヤ
二
三
 0
 ）
。
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
に
お
い
 
て
、
 我
々
は
同
じ
よ
う
な
言
葉
を
イ
ェ
ス
の
口
か
ら
 聞
 く
 。
「
あ
な
た
た
ち
は
 
私
 

に
お
り
、
私
も
あ
な
た
た
ち
に
お
る
「
（
ヨ
ハ
ネ
一
四
二
 

⑤
。
救
済
 神
 ク
リ
シ
ュ
ナ
も
又
同
じ
よ
う
に
 バ
ガ
 バ
ッ
ド
 ギ
 ー
タ
ー
に
お
い
て
そ
 

の
 弟
子
達
に
語
っ
て
い
る
（
九
二
こ
 0
 キ
リ
ス
ト
教
の
神
 秘
宗
達
は
「
 汝
 、
我
に
い
ま
し
、
 
我
 、
汝
に
お
る
」
と
 い
 う
 祈
り
の
定
型
を
く
 

り
か
え
し
用
い
て
い
る
。
神
秘
 家
は
、
 神
と
 魂
 と
の
こ
 の
 交
り
の
中
に
、
又
、
い
と
小
さ
き
人
間
の
心
に
永
遠
の
 神
の
住
み
 結
う
 こ
の
こ
 

と
に
、
彼
ら
の
最
高
の
歓
喜
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
 

人
間
の
心
に
住
む
こ
の
同
じ
神
は
、
 

又
 同
時
に
万
物
の
 

 
 

に
 変
容
す
る
。
一
切
 

の
 感
覚
的
な
も
の
か
ら
自
己
を
救
い
、
外
界
に
対
し
て
 そ
の
扉
を
と
ざ
し
た
魂
に
、
多
種
多
様
な
全
自
然
が
回
帰
 し
て
 釆
る
 。
し
か
も
そ
 

れ
は
、
も
は
や
神
か
ら
離
れ
、
孤
立
し
て
で
は
な
く
、
 神
か
ら
溢
れ
出
で
、
神
か
ら
放
射
し
て
彼
に
回
帰
し
て
 来
 る
の
で
あ
る
。
世
界
の
 

過
程
 は
 、
神
秘
家
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の
流
出
で
あ
り
 、
放
射
な
の
で
あ
る
。
神
秘
家
は
万
物
の
中
に
反
映
さ
れ
 た
 聖
な
る
自
己
を
認
め
 

る
 。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
語
っ
て
い
る
。
「
我
に
お
い
て
 彼
は
宇
宙
を
認
識
す
る
」
、
「
万
象
を
彼
は
我
と
 

見
傲
す
 一
 
、
「
ち
ょ
う
ど
小
さ
な
 

火
花
が
火
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
よ
さ
に
、
こ
の
我
か
ら
 生
 き
と
し
生
け
る
全
て
の
 霊
 、
一
切
世
界
、
一
切
諸
神
、
 

一
 切
生
類
が
出
で
来
る
」
。
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リ
ウ
ゲ
ナ
コ
 
0
 
オ
コ
 
の
 
n
o
*
0
 

の
 
甲
俺
 
の
コ
 

チ
 八
一
 
0
l
@
 
八
七
 
セ
 ：
ス
コ
ッ
ト
 

ラ
ソ
ド
 
の
 哲
 

学
者
 
ロ
の
 言
に
よ
れ
ば
、
「
万
物
は
 

、
 見
ゆ
る
も
の
も
 

見
え
ざ
る
も
の
も
、
全
て
神
の
顕
現
で
あ
る
」
。
す
で
に
 

旧
約
外
典
の
賢
者
の
言
 

の
中
に
 
、
 我
々
は
「
宇
宙
、
そ
れ
が
神
で
あ
る
」
す
か
 

甘
 ぎ
ぬ
 
q
 「
 
ら
 
Ⅰ
自
守
 
オ
 ・
）
 

e
s
.
 

組
プ
お
 
"
 
。
）
と
い
う
大
た
ん
な
 

一
節
を
見
出
す
の
で
あ
 

る
 0
 こ
の
感
嘆
に
文
字
通
り
対
応
し
て
い
る
の
は
、
 

チ
 サ
 ー
ソ
ド
 
グ
ヤ
 
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
中
の
次
の
言
で
あ
る
 

。
「
げ
に
、
宇
宙
は
こ
の
 

ブ
ラ
フ
マ
ソ
ロ
 

覚
 し
な
り
」
 
宮
麓
ぺ
づ
 

の
 
日
 オ
ア
 
ま
田
ゅ
ヨ
プ
 

ト
 １
合
修
道
女
 

ロ
 の
次
の
よ
う
な
言
に
も
見
ら
れ
る
。
「
神
は
 

「
 
ゅ
ア
 
日
色
。
エ
ジ
プ
ト
の
母
神
イ
シ
ス
に
対
し
て
、
あ
る
 

全
て
の
も
の
に
お
い
て
全
て
 

ビ
 あ
る
」
口
の
 

0
 
（
 
-
 
か
め
 

（
 
ヒ
 す
し
 
り
 
目
的
（
巨
の
目
 

0
 
戸
ロ
）
 

目
顕
 
0
 
コ
 
）
。
 

礼
拝
者
は
こ
う
呼
び
か
 

げ
て
い
る
「
三
村
圭
 

鴬
 9
 
 
。
日
田
 

p
-
p
 

の
 
p
 
H
 

の
 
@
 
」
（
 
汝
 、
 唯
 一
に
し
て
万
物
な
る
者
 

l
 イ
ポ
イ
マ
ン
ド
ル
の
祈
祷
 

三
 ジ
プ
ト
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
 

0
 所
謂
神
秘
的
書
物
の
仮
空
の
人
物
）
も
こ
の
方
法
で
な
 

 
 

篠
 
q
 円
ら
Ⅰ
 

憶
 
下
手
巾
 

い
 
-
q
 

イ
ら
 
む
 

コ
め
寸
 

Ⅱ
 
か
良
め
寸
 

㏄
丁
の
 

v
o
 

で
。
 

q
 も
 つ
ア
て
 

や
 柁
め
ヒ
転
 

荒
亡
 
0
 
ヒ
 
」
（
 
油
供
は
 

宇
宙
な
り
、
汝
に
あ
ら
ざ
る
も
の
な
し
、
汝
は
存
在
す
る
 

一
切
の
も
の
、
 

又
 存
在
せ
 

ざ
る
一
切
の
も
の
な
り
て
神
と
現
象
的
世
界
と
の
こ
の
 

同
一
視
は
 
ョ
日
 
三
の
已
 
目
絹
 
の
し
毬
の
」
（
万
物
は
神
な
り
 

）
と
い
う
 
ェ
り
ウ
ゲ
ナ
 

の
み
な
ら
ず
、
素
朴
な
祈
祷
 

女
 マ
グ
 
デ
 ブ
ル
グ
の
 
メ
ヒ
テ
 
ィ
 ル
ト
ロ
 

目
 e
c
 

仁
田
 

ユ
ぬ
 
0
h
 
睾
ぃ
 
㏄
伍
の
す
け
 

お
 、
一
二
一
二
 

i
 ｜
 八
二
 

 
 

こ
 亙
に
お
い
て
我
々
は
 

、
 最
も
い
ち
じ
る
し
い
 

神
 顕
現
 
思
想
に
出
会
う
。
し
か
も
そ
れ
は
合
理
的
反
省
に
で
は
な
 

く
 、
神
秘
的
合
一
の
 

洸
 

惚
 た
る
宇
宙
的
体
験
に
根
ざ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

神
 私
家
に
と
っ
て
、
宇
宙
は
 

ヵ
 オ
ス
で
は
な
い
、
宇
宙
は
調
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

に
よ
っ
圭
織
「
神
は
世
界
を
時
間
性
に
お
い
て
創
造
し
た
の
 

義
的
 思
想
・
は
 

、
ア
ソ
 
ゲ
ル
ス
・
シ
レ
ジ
 

ウ
ス
 

 
 

 
 

 
 
 
 



宇
宙
は
永
遠
 よ
 り
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
な
事
だ
。
 

神
は
今
な
お
創
造
す
る
。
 

そ
れ
は
奇
妙
な
事
だ
と
思
 う
か
 7
 

神
に
と
っ
て
は
、
我
々
が
 こ
 生
で
も
つ
よ
う
な
以
前
も
 な
く
、
以
後
も
な
い
の
だ
」
。
 

こ
の
よ
う
に
、
神
秘
家
は
神
の
意
識
に
よ
っ
て
の
み
な
 ら
ず
、
宇
宙
の
意
識
に
よ
っ
て
も
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
「
我
は
神
な
り
」
と
 

い
 う
 歓
喜
に
は
「
我
は
げ
に
、
こ
の
一
切
な
り
」
 守
ま
 ヨ
 臼
の
出
Ⅰ
の
呂
の
の
～
 

ヰ
の
日
諺
且
 ）
と
い
う
叫
び
が
つ
 ビ
く
 。
こ
の
意
識
か
ら
、
 自
 

然
 に
対
す
る
神
秘
家
の
偉
大
な
 愛
 、
特
に
全
て
の
動
物
 、
人
間
以
下
の
生
物
へ
の
愛
は
説
明
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
 。
神
秘
家
の
愛
は
全
て
 

の
 生
物
を
包
含
す
る
。
五
世
紀
の
東
方
の
神
秘
 家
 シ
リ
 ア
の
 イ
サ
ク
 ロ
 
（
の
 

a
a
c
 

（
 
ダ
 
0
 ぜ
 由
ぃ
 
巳
は
「
憐
れ
み
深
 
き
 心
と
 は
 何
か
」
と
問
い
、
 そ
 

し
て
こ
 う
 答
え
て
い
る
。
「
全
て
の
生
き
も
の
、
全
て
の
 人
々
、
 鳥
 、
動
物
、
然
り
、
悪
鬼
に
対
し
て
す
ら
燃
え
る
 魂
 、
存
在
す
る
全
て
の
 

も
の
に
対
し
て
燃
え
る
魂
で
あ
る
」
。
フ
ラ
ン
ド
ル
の
神
 桃
家
ヨ
ハ
ン
・
ル
イ
ス
ブ
ル
ッ
ク
 
ニ
 0
 
ア
リ
ゴ
憶
の
串
 

0
 の
 
拝
 紬
正
き
ダ
 
一
二
九
三
ー
 i
 

一
 三八
Ⅰ
オ
ラ
ン
ダ
の
神
秘
 家
 口
は
神
秘
 家
の
 
「
全
て
を
 
包
 合
 す
る
 愛
 」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
 ゆ
 漠
の
修
道
 僧
 、
 ア
イ
 

ル
ラ
ソ
ド
 、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
修
道
 僧
 、
ア
シ
 ジ
 の
 聖
 フ
ラ
ン
シ
ス
 3
 ヰ
 巾
 r
p
n
 

目
の
 
0
 
（
下
劣
 
ざ
デ
 一
一
八
二
二
 三
上
八
ロ
 
と
 リ
オ
二
の
幸
Ⅲ
押
マ
 

ナ
 4
 

達
 ズ
イ
ン
リ
ヒ
・
 
ゾ
イ
ゼ
 、
シ
ュ
ヴ
ァ
 l
 ベ
ソ
 の
 ブ
 ラ
 ン
シ
ス
カ
ン
 達
 、
彼
ら
は
す
べ
て
、
こ
の
全
て
を
包
含
 す
る
愛
の
最
も
 ぃ
ち
じ
る
 

し
い
実
例
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
愛
は
 、
た
ビ
 
人
間
以
 下
の
生
物
を
包
含
す
る
の
み
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
れ
、
 
動
 物
で
あ
れ
彼
に
敵
対
す
 

る
 存
在
を
も
包
含
す
る
の
で
あ
る
。
敵
に
対
す
る
愛
は
 、
 
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
と
同
様
に
、
シ
ナ
の
道
教
、
イ
ン
 
ド
の
 ブ
ラ
ナ
マ
ニ
ズ
ム
、
 

仏
教
、
ヒ
ン
ツ
ー
 教
 、
モ
ス
レ
ム
の
ス
フ
ィ
ズ
ム
ロ
 ミ
 。
 
ム
 の
目
の
。
か
の
 

日
 ・
イ
ス
ラ
ム
教
の
神
秘
主
義
、
八
世
紀
頃
に
始
ま
 

る
 0
 の
 
曲
 
か
の
 
V
 七
ロ
 
宙
憶
 。
 
r
a
 
戸
戸
 

汀
口
リ
 
ア
～
 
U
 、
ユ
ダ
ヤ
教
の
 ハ
 シ
デ
ィ
 ム
 に
お
い
て
も
、
 最
 も
重
要
な
倫
理
の
標
準
規
則
な
の
で
あ
る
。
野
獣
に
お
 い
て
も
、
敵
対
す
る
人
間
 

に
お
い
て
も
、
等
し
く
我
々
は
神
性
そ
れ
自
体
を
愛
す
 べ
き
な
の
で
あ
る
。
 

超
越
と
内
在
は
、
神
秘
家
に
お
い
て
は
一
つ
の
偉
大
な
 
の
 
Q
 日
の
片
Ⅰ
の
 

口
 （
 
ぃ
 
p
 
o
 

づ
 
遷
の
 
@
 
（
 
o
q
E
 

日
の
中
に
共
存
す
る
。
神
は
 

空
無
で
あ
る
と
同
時
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の
に
併
呑
さ
れ
る
。
 

こ
れ
ら
の
自
然
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
と
並
ん
で
、
我
々
は
 

、
 人
間
の
生
活
の
領
域
か
ら
取
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
 

見
 出
 だ
す
。
神
は
 
、
王
 

で
あ
り
、
 主
 （
ま
ま
 
亀
 。
（
 
之
窩
 p
n
 

自
在
天
 

ど
、
 救
い
主
、
 
X
 、
母
、
友
、
愛
す
る
人
、
花
婿
で
あ
る
。
こ
の
最
後
 

の
 二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
は
 
、
 

歓
喜
に
溢
れ
る
 岸
圧
 
。
 ヨ
せ
 
の
～
 

@
c
a
 
と
同
時
に
 、
 神
の
不
 在
の
悲
し
み
の
段
階
に
も
関
連
し
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
 

る
 。
こ
の
世
の
性
的
な
 
愛
 

は
 、
こ
の
世
な
ら
ざ
る
神
秘
的
 
愛
の
 イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
 
神
秘
主
義
に
お
い
て
は
、
 
大
 て
い
の
場
合
、
正
常
住
性
 
褒
め
 イ
メ
 l
 シ
が
比
倫
 

的
 表
現
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ペ
ル
シ
 

ャ
 の
 イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
に
お
い
て
は
、
同
性
愛
の
比
 

倫
 的
 表
現
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
。
 

へ
 

ル
 シ
 ャ
 で
は
、
そ
れ
は
不
道
徳
な
も
の
と
は
晃
敏
さ
れ
 

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
メ
ス
・
ト
リ
ス
 

プ
ギ
 ス
ト
ス
 
、
仏
陀
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
 

念
 
・
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ー
ナ
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
 

、
 ヤ
ハ
ウ
ェ
 、
 ア
ラ
ー
、
子
な
る
キ
リ
ス
ト
、
苦
難
の
人
キ
リ
ス
ト
、
 

復
活
の
キ
リ
ス
ト
等
い
ろ
い
 

ぬ
 
ろ
な
宗
教
の
人
格
的
な
神
の
姿
が
神
秘
家
に
と
っ
 

て
 神
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
外
に
も
我
々
は
 

、
 大
い
な
る
母
な
る
な
 
神
ィ
 

 
 

に
っ
ビ
 い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
母
等
を
も
見
出
す
の
で
あ
 

る
 。
 

お
 

自
然
や
人
間
の
生
か
ら
取
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
 

と
 並
ん
で
、
我
々
は
礼
拝
 
と
聖
 礼
典
の
領
域
か
ら
取
ら
 れ
た
も
の
を
も
見
出
 

 
 

描
す
 。
神
秘
家
は
全
て
何
ら
か
の
精
神
的
な
方
法
で
 

神
を
想
起
し
て
お
り
、
彼
ら
の
中
の
あ
る
人
々
は
徹
底
し
 

た
 精
神
主
義
者
で
あ
る
。
 
し
 

嗣
 
か
し
、
他
の
神
秘
 
家
 達
は
 、
 神
の
臨
在
の
彼
ら
の
 
体
験
の
意
味
と
し
て
、
神
像
の
よ
う
な
感
覚
的
な
象
徴
 

や
 、
礼
典
的
な
象
徴
を
 
m
 い
る
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内
奥
の
原
因
で
あ
る
が
故
に
、
神
秘
家
に
と
っ
て
感
覚
 に
 認
知
さ
れ
得
る
も
の
は
全
て
無
限
な
る
神
の
象
徴
と
な
 る
の
で
あ
る
。
一
方
で
 

は
神
秘
 家
 達
は
 、
 最
も
大
た
ん
ぽ
抽
象
を
進
め
る
と
 同
 時
に
他
方
、
彼
等
は
そ
の
体
験
し
た
秘
密
を
讐
 喰
 的
に
 図
 示
す
る
事
を
決
し
て
 蔑
 

規
 し
た
り
は
し
な
い
。
彼
等
は
 、
 神
に
つ
い
て
の
象
徴
 を
 好
ん
で
自
然
か
ら
取
る
。
 火
 、
光
、
太
陽
、
山
、
海
、
 
泉
 、
井
戸
、
 樹
 、
バ
ラ
 、
 

円
 、
そ
れ
ら
と
共
に
 又
 、
暗
黒
、
深
淵
、
孤
独
、
沙
漠
 導
 こ
れ
ら
全
て
は
神
の
無
限
さ
、
そ
の
広
大
さ
、
そ
の
 先
 命
の
力
、
そ
の
美
し
さ
 

に
 対
す
る
象
形
な
の
で
あ
る
。
終
り
あ
る
も
の
は
全
て
 終
り
な
き
も
の
か
ら
発
し
そ
こ
へ
と
帰
り
、
限
り
あ
る
も
 の
は
全
て
限
り
な
ぎ
も
 

に
豊
移
 で
あ
り
、
最
も
単
純
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
 

、
 最
も
多
様
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
神
は
万
物
の
中
に
存
 

し
 、
万
物
の
存
在
の
最
 



事
を
決
し
て
蔑
視
し
て
は
い
な
い
。
 

南
 イ
ン
ド
の
 

タ
、
、
、
 

｜
か
め
洸
惚
 

的
な
神
秘
主
義
の
詩
人
ヴ
ァ
ー
サ
ガ
ル
は
 

、
 く
り
返
し
シ
ヴ
ァ
 

の
神
殿
に
お
け
る
神
像
の
瞑
想
に
心
を
燃
や
さ
れ
て
い
 

る
 。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
教
会
の
画
像
礼
拝
の
弁
護
者
達
は
 

、
 次
の
二
つ
の
論
点
を
 

特
に
持
ち
出
し
て
い
る
。
㈲
、
霊
的
人
間
は
こ
の
世
の
 

対
 型
か
ら
聖
な
る
原
型
へ
と
昇
り
行
く
と
云
 

う
 プ
ラ
ト
 
ソ
 
的
な
イ
デ
ア
に
つ
い
て
 

の
 理
論
、
②
、
不
可
視
な
る
神
が
 

、
 見
ゆ
る
姿
を
取
り
、
 

そ
の
よ
う
な
姿
の
中
に
今
も
尚
入
り
続
 

け
結
う
と
 

云
 う
 キ
リ
ス
ト
教
の
受
肉
に
 

つ
い
て
の
教
理
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
全
て
の
イ
メ
ー
ジ
も
 

、
 全
て
の
社
会
 

的
形
体
も
、
一
切
の
神
の
名
も
、
皆
、
単
な
る
道
具
で
あ
 

り
 、
象
徴
で
あ
る
に
 

す
ぎ
な
い
。
神
秘
 

家
は
、
ェ
 

"
 ク
ハ
ル
ト
に
よ
れ
ば
「
 

象
徴
か
ら
立
ち
去
り
」
 

宙
 0
 
口
ロ
二
年
の
目
方
。
日
日
の
色
、
「
 

警
 愉
か
ら
踏
み
出
し
、
 

守
 屈
の
隼
の
日
 

0
 二
の
 

0
 
ず
 
三
の
 
ぽ
 
の
「
 

斡
痒
の
 

-
 
「
の
 

ト
 
の
 
コ
 
）
、
「
全
て
の
曲
言
 

ゆ
を
打
ち
く
だ
」
守
二
の
の
 

@
 。
 
す
 
三
の
 
"
 
の
 。
 
E
 
す
 
。
の
臼
の
口
」
 

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

神
 

0
 人
格
的
概
念
す
ら
、
一
つ
の
初
歩
的
な
も
の
に
す
ぎ
 

な
い
。
そ
れ
は
、
 

た
ビ
 
単
に
人
間
に
向
げ
ら
れ
た
神
の
人
 

間
 的
な
顔
、
人
間
に
拡
 

げ
ら
れ
た
神
の
人
間
的
な
手
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
 

あ
る
。
神
秘
 

宗
 は
し
か
し
な
が
ら
、
超
人
格
的
な
神
へ
と
 

進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

偉
大
な
イ
ソ
 

ド
 の
哲
学
者
シ
ャ
 

ソ
カ
ラ
 
は
、
人
格
的
な
 

神
へ
の
信
仰
を
「
下
知
」
 

守
 -
"
a
 

（
 
簿
づ
ゃ
 

Ⅰ
 
せ
 
こ
と
 見
 敬
し
た
 
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
 

は
 彼
に
と
っ
て
決
し
て
価
値
の
な
い
も
の
で
は
な
い
の
 

み
な
ら
ず
必
要
な
も
の
で
す
ら
あ
っ
た
。
た
し
か
に
「
 

最
 高
 自
在
神
と
し
て
の
 

ブ
 

 
 

 
 

き
 
れ
 

認
 
し
 
の
 

で
あ
る
」
。
フ
ィ
 

ロ
ソ
 
に
と
っ
て
も
ま
た
、
人
格
的
に
 

想
 定
 さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
は
 

、
 質
を
持
た
な
い
永
遠
の
神
へ
の
 

第
一
歩
に
す
ぎ
な
い
。
 

同
じ
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
は
人
間
イ
ェ
ス
 

、
 
受
肉
の
神
子
か
ら
永
遠
の
神
ロ
ゴ
ス
へ
と
 

向
う
 
。
オ
リ
 
ゲ
不
ス
 
n
O
 

由
 
g
e
 

口
 
。
一
八
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ャ
ム
ピ
オ
ソ
 

の
 
目
標
は
、
神
化
（
 

た
る
教
父
ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
 

宰
へ
 

t
q
 

ネ
 口
曳
 

下
 
n
p
-
@
0
 

姦
描
 

）
で
あ
る
。
 
。
毬
花
㌧
Ⅰ
 

 
 

五
｜
 二
五
四
、
ア
レ
ク
サ
 
ソ
 ド
リ
ア
の
フ
ラ
ト
 
ソ
 主
義
的
キ
リ
 
ス
ト
 教
 神
学
者
し
も
ま
た
、
 聖
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 と
同
 じ
く
口
ミ
 ア
 。
 日
 ぎ
の
 
日
 

C
h
r
i
 

の
（
日
日
方
 

申
 山
口
の
粒
 
し
笘
 日
害
 由
の
 
（
耳
目
（
人
間
キ
リ
 
ス
ト
を
通
っ
て
汝
は
神
な
る
キ
リ
ス
ト
に
達
し
つ
 ュ
あ
 る
 ）
と
い
う
原
理
に
従
 

っ
て
い
た
。
 ゾ
イ
セ
 は
キ
リ
ス
ト
の
口
か
ら
次
の
よ
う
な
 言
葉
を
聞
い
て
い
る
。
「
も
し
あ
な
た
が
私
の
純
粋
な
 神
性
に
真
に
至
ろ
 う
と
 

願
 う
 な
ら
、
あ
な
た
は
私
の
蒙
も
っ
て
い
る
人
間
性
を
 破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
イ
ェ
ス
、
そ
の
受
難
、
聖
 体
 秘
跡
を
そ
の
主
な
対
 

象
 と
す
る
比
倫
 的
 具
体
的
な
神
秘
主
義
は
無
限
の
神
秘
 主
義
の
第
一
歩
に
す
ぎ
な
い
。
人
格
的
な
神
の
上
に
。
 ｜
 たビ
 受
肉
の
神
の
み
な
 

ら
ず
、
三
位
一
体
の
神
を
も
超
え
て
我
々
は
 ェ
 "
 ク
ハ
ル
ト
 呉
に
 、
 永
 遠
の
神
性
 
ち
 0
 
（
 
チ
の
 
～
Ⅰ
）
を
見
る
 
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
 

の
 瞑
想
、
キ
リ
ス
ト
の
ま
ね
び
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
の
 愛
は
 キ
リ
ス
ト
と
の
一
致
へ
と
至
る
。
全
て
の
ク
リ
ス
ト
 者
は
、
古
代
の
教
父
 達
 

が
く
り
返
し
強
調
し
て
い
る
よ
 う
 に
、
キ
リ
ス
ト
と
な
 り
、
 神
の
子
と
な
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
 人
 は
 、
自
分
自
身
の
内
に
 

お
い
て
キ
リ
ト
ス
と
な
る
べ
き
で
あ
る
」
（
の
 
ぃ
口
 
苛
性
 ぎ
ア
 
e
 
Ⅱ
 ぎ
円
 
e
 
づ
 
・
の
 

0
 
す
の
 0
-
@
 
 

毛
 。
の
。
 

目
曲
戸
 ）
 
ず
 @
 
 
の
の
 
-
 
す
の
 

@
e
 

ト
 
ロ
 ハ
リ
 

ア
Ⅰ
Ⅰ
 

の
 
（
 
ヒ
 ㏄
）
と
マ
グ
 
デ
 ブ
ル
グ
 



ニ
シ
ャ
ッ
 
ド
 群
は
す
で
に
、
「
至
福
の
世
界
へ
の
日
々
の
 

婦
人
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
真
の
神
秘
宗
 

は
、
し
 
か
し
、
こ
の
分
離
に
決
㎎
 

し
て
と
 
ビ
 ま
り
は
し
な
い
。
彼
は
こ
の
世
界
へ
立
ち
帰
 

る
 。
彼
は
変
容
の
奇
跡
を
体
験
し
た
タ
 

ホ
ル
 の
山
の
高
み
 

か
ら
、
日
常
生
活
の
低
 

駿
 

地
 へ
と
お
り
て
来
る
 

口
 
マ
タ
イ
一
七
 

%
@
 等
ロ
 
。
真
の
神
 桃
家
は
神
と
の
一
致
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
歓
喜
を
自
分
 

だ
 げ
に
 と
ビ
 め
て
お
か
 

ず
 、
そ
れ
を
彼
の
友
な
る
人
々
や
文
な
る
生
物
遠
に
分
 

げ
 ひ
ろ
げ
る
。
「
 

斬
 ら
し
い
神
学
者
」
シ
メ
 

オ
ソ
 
は
 、
彼
 
が
 「
満
た
さ
れ
、
そ
し
て
 

後
に
全
て
の
人
に
そ
れ
を
伝
え
得
る
よ
う
に
」
と
祈
っ
 

て
い
る
 ぎ
 a
 ）
ん
て
㍉
 

シ
 ギ
黛
も
め
 

沫
 
し
て
 而
 
「
 
R
 
、
の
む
Ⅰ
師
の
 

づ
 
Q
 
ぎ
 あ
 
ノ
 
ン
 。
㌔
 
甘
釦
 
吟
ら
）
。
フ
ラ
 

ン
ド
ル
の
神
学
者
 

ョ
 ハ
ン
，
ル
イ
ス
フ
ル
ク
は
こ
う
 

言
 っ
て
い
る
。
「
さ
て
、
愛
の
絆
に
結
ば
れ
て
後
、
人
は
聖
 

霊
 と
の
一
致
に
と
ど
ま
 

り
 、
啓
発
さ
れ
た
知
識
と
溢
れ
出
る
 

愛
 と
に
よ
っ
て
 

天
 と
 地
へ
出
で
行
 
き
 ：
：
真
の
寛
容
を
も
っ
て
万
物
を
神
の
 

変
 に
よ
っ
て
豊
か
に
す
 

る
で
あ
ろ
う
：
…
 

か
 」
 る
 啓
発
さ
れ
た
る
人
は
 

、
 真
に
 や
さ
し
く
そ
の
 

女
 な
る
人
々
に
光
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

彼
は
 、
 
彼
ら
を
立
て
、
 

導
 

き
、
彼
ら
に
奉
仕
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
全
て
を
包
含
 

す
る
愛
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
は
 

神
と
全
て
の
人
と
の
仲
保
 

者
 な
の
で
あ
る
」
。
人
々
を
豊
か
に
す
る
こ
の
よ
う
な
 

伝
 き
は
、
す
で
に
神
秘
家
運
に
よ
っ
て
、
仏
教
徒
に
 

ょ
っ
 
て
も
、
実
践
さ
れ
て
 

ぃ
 

た
と
こ
ろ
の
全
て
を
包
容
す
る
と
り
な
し
な
の
で
あ
る
。
 

真
の
神
秘
主
義
は
、
 

4
P
 

（
 
p
S
 ョ
 も
 
-
p
 

（
 
ざ
八
 
瞑
想
の
生
）
 

と
 丘
宙
ま
 
目
の
（
活
動
の
 

生
 ）
と
の
一
致
で
あ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
 

義
 に
よ
っ
て
、
レ
ア
 

と
ラ
 ケ
ル
、
マ
ル
タ
と
マ
リ
ヤ
の
 

姉
妹
達
の
象
徴
的
な
姿
の
 

も
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
 

口
創
 
七
九
章
以
下
、
ル
力
 

一
 
0
 亡
 
一
 
<
l
 
当
参
照
 
L
 。
神
秘
家
運
に
は
瞑
想
的
な
生
活
と
活
 

動
的
な
生
活
と
の
た
え
 

ざ
 

る
 交
替
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
心
臓
の
の
 

ゼ
 
の
（
 

0
 
こ
と
 隼
 
i
a
 

の
（
 

0
 
一
の
（
収
縮
と
拡
張
Ⅰ
肺
の
宕
ロ
ら
 

0
 
の
と
 倖
礒
 
も
ら
。
 

の
 （
正
忌
 
と
異
息
 
）
の
 
律
 

動
的
な
動
ぎ
に
較
べ
ら
れ
よ
 

う
 。
キ
ナ
ス
ト
 
教
 神
秘
 家
 の
中
に
は
、
 

聖
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
 

、
聖
 
ベ
ル
ナ
ル
ド
 

万
 （
 め
の
Ⅰ
 

目
 
す
り
Ⅱ
 

あ
 0
 
円
の
 
一
 
0
 
戸
 ぺ
の
仁
 

Ⅹ
・
 

 
 

 
 

 
 

人
 、
フ
ラ
ノ
ン
ス
 

ブ
 ラ
 ソ
ス
 
の
神
秘
的
修
道
女
」
第
の
偉
大
な
活
動
家
が
い
 

る
 。
彼
ら
は
す
べ
て
世
を
捨
て
る
事
と
世
に
あ
っ
て
活
動
 

す
る
事
と
を
調
和
あ
る
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合
 
さ
ま
よ
 
う
 遊
行
」
は
 
、
 一
つ
の
道
程
に
す
ぎ
な
い
 

。
そ
れ
は
人
類
へ
の
、
ま
た
一
切
の
生
あ
る
も
の
へ
の
 

広
い
付
き
か
げ
の
過
程
な
の
で
 

襖
 
あ
る
。
「
私
は
憐
れ
み
よ
り
も
断
絶
を
賞
讃
す
る
」
 

（
 
田
 
。
 
ゴ
一
 
0
 
ヴ
 
0
 
%
 

円
の
キ
す
 

内
の
の
の
ず
円
の
宙
の
臣
ず
臼
（
 

む
 
す
の
Ⅰ
 

田
 。
 目
 
い
 
の
 
Ⅱ
 
日
ゴ
の
 

r
z
 

握
ガ
の
 

@
 
（
）
 
と
は
 マ
イ
ス
 

道
 に
お
い
て
最
大
限
に
結
び
つ
げ
て
い
る
。
し
か
し
て
 ま
た
、
我
々
は
瞑
想
と
活
動
と
の
こ
の
一
致
を
偉
大
な
 非
 キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
に
 

お
い
て
も
見
出
す
事
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
老
子
は
「
 俺
 @
 
為
 」
と
云
 
う
 そ
の
神
秘
的
な
生
理
念
の
上
に
、
社
会
と
国
 家
に
つ
い
て
の
全
哲
学
 

な
 形
成
し
、
神
秘
主
義
を
政
治
の
原
理
に
体
な
ら
ぬ
も
 の
た
ら
し
め
て
い
る
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
こ
の
世
 か
 ら
の
完
全
な
断
絶
に
と
 

ど
ま
る
と
い
う
誘
惑
を
、
万
物
に
対
す
る
彼
の
慈
悲
に
 よ
っ
て
克
服
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
人
々
が
彼
の
説
教
 な
し
に
は
救
い
を
見
出
 

す
こ
と
は
出
来
な
い
事
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
 故
 彼
は
自
分
自
身
こ
の
世
を
歩
む
と
と
も
に
、
ま
た
弟
子
 達
を
占
い
仏
教
の
 

言
葉
に
よ
れ
ば
「
衆
生
の
救
い
の
た
め
に
、
衆
生
の
安
 楽
 の
た
め
に
、
世
間
へ
の
慈
悲
の
た
め
に
、
神
々
と
人
々
 の
 歓
喜
と
救
い
と
恵
み
 

の
た
め
に
」
守
の
 
ダ
ニ
 
a
 尽
 田
田
（
 

鱗
ぜ
 
p
,
 ㌢
 き
ち
寒
由
痔
は
ぽ
 ・
 
a
,
 
 

～
 
0
 
オ
リ
コ
 

廷
村
 
駐
ヨ
 
づ
 馳
せ
 
a
.
 
 

曲
 二
ず
 
自
ま
欝
 

-
 ず
 ヱ
リ
 
せ
ヂ
と
村
 
牙
山
 
せ
笛
 宙
 の
く
の
・
～
目
の
目
 

こ
 の
の
山
口
 

曲
コ
こ
 

使
者
と
し
て
つ
か
わ
し
た
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
タ
マ
 ・
ブ
ッ
ダ
の
こ
の
決
意
か
ら
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
 深
 き
 菩
薩
の
理
想
は
成
 

長
し
た
。
菩
薩
は
衆
生
の
重
荷
と
悲
し
み
を
己
が
身
に
 負
い
、
彼
ら
の
代
り
に
苦
し
み
、
あ
が
な
い
と
し
て
自
身
 を
 犠
牲
に
し
、
愛
に
よ
 

っ
て
衆
生
の
中
に
光
明
を
と
も
す
こ
と
を
誓
 う
 の
で
あ
る
 。
最
も
よ
く
読
ま
れ
て
い
る
イ
ン
ド
の
瞑
想
的
神
秘
主
 義
の
集
約
と
も
高
 5
 べ
 

釜
 ス
カ
バ
ッ
ト
 ギ
 ー
タ
ー
は
神
秘
的
な
心
術
で
あ
る
 ョ
 ガ
と
 神
へ
の
誠
実
な
る
愛
で
あ
る
す
 は
 の
 ォ
 （
 
@
 「
敬
信
と
に
 も
と
づ
い
て
、
活
動
と
 

井
手
の
 率
 直
な
倫
理
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
神
 秘
 主
義
は
決
し
て
救
済
の
個
人
主
義
的
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
 示
す
も
の
で
は
な
い
。
 

も
っ
と
は
っ
き
り
言
え
ば
、
こ
の
世
と
人
々
か
ら
と
の
 一
見
利
己
的
な
断
絶
と
 孤
離
 、
古
代
の
仏
教
の
言
葉
に
あ
 る
と
こ
ろ
の
「
無
住
に
 



る
 。
神
秘
家
の
神
の
理
念
に
お
い
て
我
々
の
認
め
た
あ
 の
 同
じ
 

0
0
 

ぎ
 。
 
ま
窪
守
 
0
 篭
 9
 ぎ
 。
 
き
ヨ
 が
そ
の
生
活
に
お
 い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
 
M
 

い
る
の
で
あ
る
。
神
秘
 家
 自
身
が
そ
の
神
の
如
く
 に
 

同
時
に
 
お
ヨ
づ
繍
お
 0
 
臣
の
。
 
お
ヨ
づ
 
%
 
モ
 あ
 -
 
笛
の
 （
常
に
 
肋
 ら
ぎ
つ
つ
常
に
狂
 

静
止
し
て
い
る
）
の
で
あ
る
。
神
の
神
秘
的
理
念
は
 、
 現
代
人
の
宗
教
思
想
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
 る
 0
 コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
 や
 

ガ
リ
レ
イ
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
神
秘
 家
 達
は
無
限
性
 と
 ム
大
さ
に
つ
い
て
の
そ
の
体
験
に
よ
っ
て
、
天
文
学
者
 達
 に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
 

現
代
の
宇
宙
の
体
系
を
先
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 現
 代
の
天
文
学
者
は
、
い
わ
ば
す
で
に
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
 者
 へ
 う
 ク
レ
ー
ト
ス
に
 見
 

ら
れ
る
千
店
 ぞ
 o
t
 

（
無
限
）
 

と
 云
 う
 神
秘
的
な
理
念
を
 厳
密
に
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
太
陽
や
星
が
照
明
装
置
 と
 し
て
固
定
さ
れ
て
い
る
 

大
空
に
覆
わ
れ
た
小
さ
な
地
球
に
 伐
 っ
て
 、
 我
々
は
 、
 我
々
の
小
さ
な
地
球
か
ら
も
、
ま
た
お
互
い
に
も
何
十
万
 光
年
と
離
れ
た
無
数
の
 

天
体
を
有
す
る
巨
大
な
宇
宙
、
銀
河
、
星
や
星
雲
の
体
 糸
を
見
出
す
。
偉
大
な
神
秘
的
哲
学
者
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
 、
 二
 コ
ミ
ノ
ス
・
 

ク
ザ
ヌ
ス
、
 

ブ
ル
ー
ノ
達
は
神
に
つ
い
て
の
現
代
の
神
秘
的
意
識
の
 

在
 な
る
神
が
 、
 我
ら
の
内
に
あ
っ
て
祈
っ
て
い
る
。
「
 わ
 

導
 き
 手
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

た
し
た
ち
は
ど
 う
 祈
っ
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
 御
霊
み
ず
か
ら
、
言
葉
 

こ
の
量
り
知
れ
ざ
る
神
は
、
原
始
人
 や
、
 多
く
の
高
等
 ゐ
 
示
教
の
い
ろ
い
ろ
な
表
現
に
お
け
る
擬
人
的
理
解
に
よ
っ
 て
、
 単
な
る
一
個
の
 

人
格
と
さ
れ
て
し
ま
う
に
は
余
り
に
大
き
い
。
人
格
的
 な
 要
素
は
 、
 神
の
無
限
性
を
充
分
に
述
べ
う
く
す
事
は
決
 し
て
出
来
な
い
。
た
し
 

か
に
神
秘
家
に
と
っ
て
も
、
神
は
人
格
な
の
で
あ
る
。
 預
 言
者
の
表
現
に
お
い
て
と
同
様
に
人
格
的
神
秘
主
義
の
 表
現
に
お
い
て
も
、
 神
 

0
 本
質
と
、
こ
の
人
格
的
要
素
と
は
結
び
つ
い
て
い
る
。
 彼
ら
の
考
え
に
ょ
れ
ば
、
神
は
愛
で
あ
る
。
神
は
人
間
 の
魂
の
愛
と
憧
れ
の
 対
 

象
 で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 神
 自
身
が
 、
 与
え
、
赦
す
 、
謙
抑
な
、
犠
牲
的
な
 変
 な
の
で
あ
る
。
神
が
一
つ
の
 人
 格
 で
あ
り
、
「
 
汝
 」
で
あ
 

る
が
故
に
、
人
間
は
普
段
の
社
会
関
係
に
お
け
る
の
と
 同
じ
方
法
で
祈
り
の
中
で
彼
に
呼
び
か
け
得
る
の
で
あ
る
 。
神
の
こ
の
「
 汝
 」
 な
 

る
 事
は
、
神
秘
家
が
体
験
し
た
如
く
、
無
限
の
聖
な
る
 存
 在
 が
我
々
に
内
在
し
 、
 我
々
の
魂
の
根
拠
で
あ
り
、
ま
た
 ラ
テ
ン
の
 ぺ
 ン
テ
コ
 ス
 

テ
の
 讃
美
歌
の
一
節
を
借
り
て
言
え
ば
作
三
 0
 
～
の
す
 
0
 
の
 
で
 の
の
 
の
伍
 
ぎ
鰍
 （
魂
の
や
さ
し
ぎ
客
人
）
で
あ
る
が
故
に
可
能
 な
の
で
あ
る
。
こ
の
内
 

に
あ
ら
ぬ
せ
な
い
切
な
る
 う
ぬ
 き
を
も
っ
て
、
わ
た
し
 た
ち
の
た
め
に
と
り
な
し
て
下
さ
る
 L
 官
マ
 凡
主
 ハ
 
）
 と
あ
 る
 通
り
で
あ
る
。
バ
ス
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  高 神 か 
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あ 呼 た 
私 
の 
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耳 啓 沃 
Ⅴ ァ し さ し 

達 与 て 
し え 私 

） よ ら む 
ノヘ ノ ・ ね た 
と ず ず   す 、 ね 

る 絶 求 
汝 望 め 

  
の し をま 

全 た し 

  て あ な 
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「
言
い
難
く
 、
 量
り
難
 き
光
 」
（
 巨
パ
 中
言
ぎ
 ヴ
 
Ⅱ
 
-
 
一
の
里
ぎ
 
0
 
0
 日
展
 簿
 当
の
 い
 
す
 
い
捷
 
Ⅹ
「
言
い
難
き
威
光
」
 公
 p
 の
 
曲
 申
す
 
い
ロ
い
 

の
 
8
 曲
 
い
 
の
の
（
 

の
 
の
）
、
「
至
高
な
 却
 

る
 充
満
」
（
の
け
日
日
曲
 

っ
ざ
ロ
ト
 

（
 
乱
 0
 
）
の
よ
う
に
語
る
。
 我
 々
の
ド
イ
ッ
語
で
云
 う
 
「
 
神
 」
も
、
も
と
も
と
は
男
性
 名
詞
で
は
な
く
、
中
性
 名
 
㈹
 

詞
 で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
量
り
知
れ
ざ
る
神
は
絶
対
な
る
神
秘
で
あ
り
続
 け
 る
 。
そ
れ
は
、
た
ど
い
と
深
 き
 崇
敬
と
平
伏
に
お
い
て
 拝
 せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
 

っ
て
 、
 決
し
て
我
々
の
知
性
に
よ
っ
て
は
量
ら
れ
得
な
い
 。
神
秘
 家
は
 一
切
の
独
断
的
定
理
や
、
神
学
的
教
理
が
 神
に
対
し
て
は
不
適
切
 

で
あ
る
事
を
認
識
し
て
い
る
。
神
秘
主
義
は
我
人
を
 、
 あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
正
統
派
が
そ
の
信
者
達
を
縛
っ
て
来
た
 文
字
の
圧
政
か
ら
救
い
 

出
す
。
「
文
字
は
人
を
殺
し
、
霊
は
人
を
生
か
す
」
（
第
一
 
一
 コ
リ
ン
ト
三
六
）
新
約
聖
書
の
こ
の
言
葉
は
 、
長
 い
間
 キ
リ
ス
ト
 教
 神
学
 

者
達
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
、
或
い
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
 。
あ
る
ド
イ
ツ
の
神
学
者
が
「
キ
リ
ス
ト
教
は
信
条
に
も
 と
づ
く
」
と
言
い
得
た
 

の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
独
断
的
 正
力
 は
、
ョ
 ー
 p
 ：
 ハ
 就
中
ド
イ
ッ
の
神
学
に
お
い
て
、
 我
々
を
過
去
数
十
年
 ょ
 

り
も
尚
一
層
激
し
く
圧
迫
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
 偉
 大
な
神
学
者
、
故
 G
.
 

フ
ァ
ソ
・
デ
ル
・
レ
オ
は
 

カ
｜
 ル
 ・
バ
ル
ト
を
「
 バ
 @
 

セ
 ル
の
暴
君
」
と
呼
ん
で
い
た
。
歴
史
批
評
も
そ
う
で
 あ
ろ
う
が
、
神
秘
主
義
も
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
「
信
条
崇
拝
 」
に
対
す
る
強
烈
な
 均
 

待
物
な
の
で
あ
る
。
信
条
が
そ
れ
に
対
し
て
は
、
た
ど
 遠
く
か
ら
の
徴
し
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
聖
な
る
 ぎ
の
内
申
す
 

い
ロ
 

の
（
言
い
難
さ
 

も
の
）
を
、
信
条
そ
の
も
の
と
混
同
す
る
者
は
、
そ
の
 神
の
可
視
的
な
形
像
を
神
自
身
と
混
同
し
て
い
る
異
教
の
 偶
像
崇
拝
者
と
、
な
ん
 

ら
 異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
 ロ
 の
屈
の
三
 

c
o
 

日
召
 

臼
の
臣
の
ざ
臣
の
黛
 

田
簗
斗
田
の
 （
量
り
難
く
 、
 言
い
難
 き
神
 ）
こ
そ
、
一
切
の
真
の
 

神
学
の
ア
ル
パ
に
し
て
オ
メ
ガ
な
の
で
あ
る
。
 

ス
ト
教
相
互
の
み
な
ら
ず
、
全
世
界
の
諸
宗
教
の
間
に
 其
の
 ヱ
 キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
ロ
教
会
合
同
運
動
口
を
打
ち
建
て
る
 
の
で
あ
る
 0
 キ
リ
ス
ト
 

神
の
神
秘
的
理
念
は
ま
た
、
諸
教
会
、
諸
宗
教
、
相
互
 の
 関
係
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
 。
そ
れ
は
単
に
キ
リ
 

教
会
の
神
秘
宗
達
 志
 、
す
べ
て
の
偉
大
な
諸
宗
教
の
神
 私
家
運
 も
、
 同
じ
一
つ
の
聖
な
る
神
秘
を
体
験
し
て
い
る
 の
で
あ
る
。
 

数
千
年
来
、
神
秘
家
の
理
念
も
イ
メ
 @
 シ
も
、
そ
の
用
 圧
 
拍
も
祈
り
も
変
っ
て
は
い
な
い
。
伝
達
手
段
の
法
則
に
従
 っ
て
神
秘
主
義
は
 、
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を て 
れ 進 
は む 
  の 

彼 で 
が あ 
そ る 
の   
真 ル 

体 l   
な l 
宗 は 
考 [  , こ 

数 立 め く い の 溝 も が ら い ヤ い 

言い 団 礼 呉 る 「 成 得黙 ほ の 教 て 

か 切 
拝 な 。 真 さ た 想 牛 場 、 と 

も っ 者 にたか づしにれとと 宗 たこ讃の 性合 、 イ スじ 同 
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一
歩
 
ぬ
げ
 
出
て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。
「
天
の
い
た
 

ど
 
き
迄
 
い
け
ば
、
も
う
梯
子
は
い
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
 

神
の
神
秘
的
理
念
は
、
宇
宙
的
な
広
が
り
の
も
の
で
あ
 

る
 
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
た
だ
一
つ
の
点
に
お
い
て
 

制
限
と
一
面
性
と
を
 

有
し
て
い
る
。
神
秘
 

家
は
、
 

神
の
啓
示
を
自
然
の
中
に
 

見
、
一
人
の
人
の
魂
の
中
に
見
、
ま
た
全
て
の
人
の
魂
の
 

中
に
見
る
が
、
し
か
し
 

た
ど
 
一
つ
、
歴
史
の
中
に
の
み
は
見
て
い
な
い
。
完
成
 

の
 
究
極
の
目
標
へ
と
同
 

3
 歴
史
の
事
件
の
導
ぎ
の
中
に
は
 

見
な
い
の
で
あ
る
。
 

救
 

済
は
、
 

限
り
あ
り
、
終
り
あ
る
世
界
の
か
な
た
に
存
す
 

る
 
。
あ
の
 

浬
 
盤
の
不
可
入
の
領
域
に
、
そ
こ
か
ら
万
物
が
 

溢
れ
出
し
て
来
る
と
こ
 

ろ
の
根
源
存
在
へ
の
回
帰
の
中
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
 

，
 
し
の
点
に
お
い
て
は
、
預
言
者
宗
教
は
、
は
る
か
に
広
い
 

視
野
を
有
し
て
い
る
。
 

  

  

 
 

生
 
」
守
も
 

ミ
桶
濤
 

q
 
へ
 
し
を
告
げ
て
い
る
（
マ
タ
イ
 

二
 
三
衣
一
九
 

廿
 
八
）
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
神
秘
的
救
済
宗
教
 

の
よ
う
な
、
彼
岸
の
々
 

不
 

ぬ
 
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
終
末
論
的
宗
教
な
の
で
あ
る
。
 

彼
ら
の
最
高
の
理
想
は
、
不
動
の
薄
日
日
 

E
 
日
す
 
。
戸
戸
 

ョ
 で
は
な
く
全
世
界
に
 

%
 げ
 
ろ
 
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
神
の
国
で
あ
り
、
真
理
と
正
 

義
 
と
愛
の
王
国
の
建
設
な
の
で
あ
る
。
一
切
の
悪
魔
の
 

カ
 
が
 
征
服
し
っ
く
さ
れ
た
 

後
に
、
「
 

斬
 
ら
し
き
 

天
と
地
 

」
は
起
る
で
あ
ろ
う
（
第
二
 

ぺ
 
テ
 ワ
三
三
）
。
し
か
し
、
神
の
神
秘
的
理
念
と
、
こ
の
 

終
末
論
的
観
点
と
は
 

決
 

し
て
相
互
に
排
除
し
合
 

う
 
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
 

ょ
う
 
な
 
綜
合
の
最
も
よ
い
例
は
 

オ
リ
ゲ
不
ス
 

と
ヵ
 
パ
ド
キ
ヤ
 

の
 
教
父
 
違
 お
も
 
口
 
"
 
口
 
o
 
。
 
@
 
め
コ
 

Ⅱ
 
ぃ
 
（
 
ず
 
0
%
 

。
小
ア
ジ
ア
東
部
の
 

ロ
マ
 
の
一
県
、
ナ
チ
 

ア
ソ
ツ
 

の
 
グ
 
レ
ゴ
リ
ウ
ス
、
ニ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
 

ヘ
 
バ
シ
リ
ウ
ス
等
の
教
 

俗
巳
 
で
あ
る
。
彼
ら
は
 

神
秘
家
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
「
万
物
の
回
復
」
⑧
 

目
 
。
 
木
羽
 

づ
臥
 

q
 
ぎ
 Ⅰ
 
ち
 ㌔
 
目
 
鮨
桶
 

ミ
 
）
を
教
え
て
い
る
限
り
、
同
時
 

に
ま
た
、
終
末
論
的
思
想
 

家
で
あ
っ
た
。
 

聖
 
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
さ
え
、
別
な
 

方
法
に
よ
っ
て
で
は
あ
っ
た
が
、
 

新
 
プ
ラ
ト
 

ん
 
派
的
な
神
 

秘
 
主
義
と
聖
書
的
な
預
 

言
 
主
義
と
を
調
和
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
、
彼
は
 

、
そ
 
の
母
モ
ニ
カ
に
つ
い
て
の
言
葉
の
中
で
、
神
秘
的
告
白
の
 

頂
点
に
、
ま
っ
た
く
 

新
 

フ
ラ
ト
 

ソ
 
派
的
な
永
生
の
概
念
を
記
し
て
い
る
。
し
か
も
 

同
じ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
偉
大
な
歴
史
的
、
神
学
 

的
 
作
品
、
「
神
の
国
」
を
 

い
る
よ
う
に
、
義
と
愛
の
勝
利
に
よ
っ
て
終
る
の
で
あ
 

る
 
。
宇
宙
の
神
、
唯
一
つ
の
魂
の
神
は
、
同
時
に
歴
史
の
 

中
に
 
肋
 
ら
ぎ
、
そ
の
 

究
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文 

申、 
  

  
は   
原 
著 
者 
の 

註 
  

  
  
訳 
者 
註 

であ 

  
ま 

す 。 
訳 
註 

よ @ ] 

月支 

  
限 
に 

  
  
め 
ま 

  
-@0 % ト 

  
  

端 

純 

四 

卜 宮 

訳 
  

極
の
目
標
を
歴
史
の
中
に
実
現
す
る
神
で
あ
り
、
最
後
 

に
、
 
全
て
の
造
ら
れ
た
る
霊
を
そ
の
御
旨
の
下
に
支
配
す
 

る
神
 な
の
で
あ
る
。
神
 
に
 

つ
い
て
の
神
秘
的
理
念
と
終
末
論
的
理
念
と
の
調
和
は
 

、
 我
々
が
 古
 教
会
の
同
じ
正
典
の
中
に
見
出
だ
さ
れ
る
 

一
 
一
つ
の
言
を
綜
合
し
て
 

見
 

る
 時
に
明
ら
か
と
な
る
。
一
つ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
旧
約
 

聖
書
の
賢
者
シ
ラ
ク
の
子
イ
エ
ス
（
四
三
千
よ
の
言
で
 

あ
 二
リ
。
「
 

能
ド
め
蝶
 
㌦
 
q
 づ
 
（
 
ヒ
 

Q
 串
簿
 「
 
彼
 （
 
神
 ）
は
宇
宙
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
こ
の
 

@
 
@
 は
そ
れ
だ
け
見
れ
ば
相
対
的
で
不
充
分
で
あ
る
。
な
ぜ
 

な
ら
、
そ
れ
は
悪
の
力
 

は
ど
こ
か
ら
 
来
 た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
何
の
た
め
か
、
 

と
い
う
問
い
に
答
え
を
与
え
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
秘
 

家
は
 ヤ
コ
ブ
・
 べ
｜
メ
 

n
J
 

曲
ガ
 
0
 
す
 ロ
琴
 
日
 e
.
 

一
五
 

セ
五
 
l
l
i
 
一
六
二
四
、
ル
ー
テ
ル
派
の
 

ド
イ
ツ
神
秘
思
想
家
、
哲
学
者
し
が
な
し
た
如
く
 

、
 悪
の
起
 源
を
世
界
の
根
 
低
 に
も
 

と
め
る
か
、
或
い
は
単
な
る
「
非
存
在
」
ぞ
手
 

ぎ
 ）
 
、
 「
 
最
高
存
在
か
ら
の
逸
脱
」
在
留
日
日
 

0
 の
幼
の
よ
Ⅰ
の
 

-
 
い
 
り
（
～
⑧
 

、
 単
な
る
 口
 
「
～
 

4
 曲
（
 

@
o
 
 

（
 
欠
 

如
 ）
 
、
 隼
の
（
の
 

c
 
（
仁
の
（
障
碍
）
 

、
 a
 
ヴ
 
の
の
 
臣
 ぎ
木
 在
 ）
 と
見
傲
 す
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
悪
の
本
質
に
つ
い
て
 

、
こ
れ
ら
の
答
え
で
は
 

不
充
分
と
見
 倣
す
 者
は
、
神
は
今
は
ま
だ
、
全
て
で
は
 

な
い
が
、
や
が
て
「
全
て
に
お
い
て
全
て
」
と
な
り
 

結
う
 で
あ
ろ
う
と
信
じ
て
、
 

終
末
の
時
を
見
つ
め
る
の
み
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
 

、
イ
ェ
ス
 と
 原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
の
中
に
行
き
わ
た
っ
 
て
い
る
と
こ
ろ
の
信
仰
 

で
あ
り
、
聖
書
の
も
う
一
つ
の
個
所
に
、
宇
宙
に
つ
い
 

て
も
触
れ
な
が
ら
、
も
っ
と
も
壮
大
な
表
現
に
お
い
て
 

示
 さ
れ
て
い
る
信
仰
で
あ
 

る
 。
即
ち
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
こ
 

う
 あ
る
（
第
一
 コ
リ
ン
ト
一
五
 
甘
こ
 。
「
神
が
 
、
 全
て
に
お
い
て
全
て
と
 な
り
 結
う
 た
め
に
 !
 」
 

（
Ⅱ
Ⅰ
 

寮
め
 ㏄
も
 
小
 
ひ
の
 
目
 八
寸
Ⅰ
 

Q
%
 
Ⅰ
㍉
 簿
 q
 ヰ
 
Ⅰ
）
。
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ち
よ
う
 
げ
ん
 

か
ぶ
き
の
勧
進
帳
で
ひ
ろ
く
世
に
知
ら
れ
て
い
る
東
大
 寺
の
大
仏
鋳
造
に
あ
た
っ
て
、
大
勧
進
 職
 に
任
ぜ
ら
れ
 た
 俊
乗
房
重
源
二
 
一
 

 
 

ハ
と
 
宋
に
渡
り
、
次
の
と
し
栄
西
と
と
も
に
帰
国
し
て
 い
る
。
重
源
は
そ
の
後
 

も
 再
三
 宋
に
 行
っ
た
ら
し
い
（
玉
葉
三
八
巻
、
寿
永
二
年
正
 
月
 二
四
日
の
下
「
渡
唐
三
 箇
度
 」
と
い
う
記
述
を
見
る
）
が
 、
 か
の
地
か
ら
彼
が
将
来
 

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
袈
裟
は
、
現
在
京
都
の
知
恩
院
の
 宝
物
と
な
っ
て
い
る
。
 

数
年
ま
え
の
こ
と
筆
者
は
「
 勅
修
 の
御
仁
」
な
ど
と
 共
 に
そ
れ
を
見
せ
て
も
ら
 3
 機
会
に
め
ぐ
ま
れ
た
が
、
そ
の
 袈
裟
の
模
様
に
は
 須
 

弥
山
中
心
の
世
界
 説
 が
図
案
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
 記
 臆
 し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
世
界
図
は
四
洲
を
あ
ら
 わ
し
た
も
の
の
 
よ
う
 で
 

あ
っ
た
が
、
一
般
に
倶
舎
論
な
ど
で
親
し
ま
れ
て
い
る
 四
洲
の
配
置
と
は
や
や
異
な
る
よ
 う
 に
見
受
け
ら
れ
た
。
 

倶
舎
論
な
ど
に
知
ら
れ
て
い
る
須
弥
山
 説
は
 、
イ
ソ
 ド
 以
来
シ
ナ
・
日
本
で
も
仏
教
者
の
間
で
は
常
識
と
な
っ
て
 い
た
と
思
わ
れ
る
の
 

に
 、
そ
の
模
様
が
別
な
配
置
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
 何
 か
 意
味
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
理
由
 の
よ
っ
て
来
る
と
こ
ろ
 

は
 不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
当
時
シ
ナ
で
は
こ
の
模
様
に
 見
ら
れ
る
よ
う
な
配
置
が
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
た
な
ど
 と
 速
断
す
る
こ
と
は
 早
 

計
 に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
仏
教
文
化
が
広
 い
 地
域
に
わ
た
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ
た
経
過
を
考
え
る
 一
 コ
マ
と
し
て
、
由
緒
 
正
 

背 
-a. 
月、 

的 

: 研 

究
と
 形
態
学
的
研
究
 

，
 佛
 教
学
研
究
の
新
課
題
に
つ
い
て
 
i
 

山
 

田
 

城 
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背
は
 
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
問
題
と
し
、
ジ
ャ
ー
 

タ
ヵ
 
に
 
関
 係
 
あ
る
彫
刻
、
美
術
を
取
り
上
げ
て
研
究
を
は
じ
め
た
の
 

は
 
干
潟
博
士
く
ら
い
の
も
の
 

恭
 

と 形態学的研究 

た は 
で， 、 と 

あ こ こ 

る れ ろ 
う ら で 

かのこ 。 資れ 
こ 料 ら 
れ や が 

ま 所 伊 @ 
で 究 外 
の の な 
ィム 成 く 

教 果 仏 学 の、 を 散文 

研 ど 化 
突 こ よ 

の ま り 

方 で 以 
内 仏 外 
を 教 の 
見 学 も 

る や の 
に 仏 で 

  

し
い
こ
の
よ
う
な
資
料
が
含
ん
で
い
る
も
の
を
、
些
細
 な
 問
題
だ
か
ら
と
い
っ
て
等
閑
 に
 附
し
て
よ
い
わ
げ
は
な
  
 

-
2
-
 

日
本
に
は
、
シ
ナ
に
伝
え
ら
れ
な
い
で
、
幸
に
も
わ
が
 国
 に
 伝
え
ら
れ
た
貴
重
な
文
献
と
し
て
、
 

惰
 大
業
主
の
浄
土
 詩
 を
も
っ
て
い
る
の
 

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
場
合
を
別
に
し
て
も
、
 日
本
の
古
刹
に
保
存
せ
ら
れ
て
い
る
貴
重
な
資
料
は
少
 な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
、
そ
の
時
代
が
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
 、
と
く
に
そ
の
価
値
は
高
い
。
 

-
3
-
 

も
し
広
く
ア
ジ
ア
地
域
に
眼
を
転
じ
る
な
ら
ば
、
シ
ナ
 の
 大
同
や
竜
門
の
石
窟
の
紹
介
・
研
究
、
近
く
ほ
 麦
積
 山
の
発
見
、
居
庸
関
の
 

-
5
-
 

研
究
な
ど
は
重
要
な
資
料
を
提
供
し
た
。
ま
た
す
で
に
 

-
4
-
 

多
 く
の
学
者
に
 よ
 り
発
表
さ
れ
、
な
お
今
も
発
表
さ
れ
っ
 

っ
 あ
る
中
亜
の
資
料
を
は
 

-
7
-
 

 
 

ど
の
資
料
が
多
く
世
に
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
如
 く
で
あ
る
。
さ
ら
に
 イ
 

ン
ド
 に
お
け
る
バ
ー
ル
フ
ト
、
サ
ー
ン
 チ
 Ⅰ
ア
マ
ラ
 ブ
 テ
ィ
Ⅰ
 
ナ
 ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ニ
ー
コ
ー
 ソ
ダ
 な
ど
の
 写
 真
 
・
紹
介
・
研
究
な
ど
 

も
 、
こ
こ
数
十
年
こ
の
か
た
そ
の
業
績
は
つ
ぎ
に
公
表
 さ
れ
て
い
る
が
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
タ
キ
シ
ラ
の
発
掘
 に
関
す
る
報
告
の
如
き
 

は
 完
壁
に
近
い
と
い
え
よ
 う
 。
 

こ
れ
ら
の
 内
 、
な
お
研
究
の
中
途
に
あ
る
も
の
も
多
く
 、
 見
方
に
 ょ
 れ
ば
す
べ
て
が
そ
う
だ
と
も
い
え
る
が
、
 

外
 に
 研
究
の
資
料
と
し
 

て
 発
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
 少
 く
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
し
か
し
、
ひ
ろ
く
ア
ジ
ア
の
大
陸
と
南
海
に
わ
た
っ
て
 存
 す
る
古
跡
の
紹
介
や
研
 

究
 に
お
い
て
、
今
日
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
た
偉
大
な
業
 績
は
 、
世
紀
の
驚
異
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
  
 



（
Ⅰ
）
重
源
上
人
の
研
究
、
南
都
仏
教
研
究
会
編
、
昭
和
三
 
0
 午
 セ
月
 。
こ
の
内
に
は
柴
田
夫
氏
は
じ
め
一
五
氏
の
研
究
論
文
を
 掲
載
し
て
い
る
が
、
重
源
 

の
 入
宋
に
つ
い
て
の
研
究
は
見
ら
れ
な
い
 0
 

（
 
2
 ）
 
晴
 大
業
主
浄
土
 詩
 の
 如
 ぎ
は
そ
の
例
で
あ
る
。
岩
井
大
 慧
 「
聖
武
天
皇
 
良
 紛
雑
 集
 に
見
え
る
 晴
 大
業
主
浄
土
 話
に
 つ
い
て
 」
。
日
文
仏
教
史
論
 放
 、
 

第
一
部
一
、
一
 
｜
 九
四
頁
。
昭
和
三
二
年
五
月
、
東
洋
文
庫
，
「
 

広
 法
事
讃
を
通
し
て
再
び
聖
武
天
皇
 哀
翰
 浄
土
詩
を
論
ず
」
。
前
掲
 
九
 五
｜
一
 三
六
頁
。
 

武
内
義
雄
、
「
聖
武
天
皇
長
齢
雅
美
晴
大
業
主
浄
土
 詩
と
 往
生
 礼
 讃
 」
。
文
化
 
三
 一
・
六
昭
和
三
二
年
一
一
月
、
九
 ｜
二
 0
 頁
 。
 

（
 
3
 ）
麦
積
山
石
窟
、
鄭
振
鐸
 序
 、
図
版
一
六
一
。
文
化
部
社
会
 文
化
事
業
管
理
局
編
 印
 、
一
九
五
四
北
京
。
 

名
取
洋
之
助
、
麦
積
山
石
窟
昌
已
ん
 三
 ・
色
目
の
笘
の
の
一
毛
 ハ
頁
、
鄭
振
鐸
序
文
邦
訳
 一
 0
 九
｜
 一
二
 0
 頁
 、
岩
波
書
店
一
九
 五
七
年
四
月
 0
 

（
 
4
 ）
村
田
次
郎
編
著
居
庸
関
第
一
巻
昭
和
三
三
年
三
月
 。
村
田
治
郎
藤
枝
昆
編
著
同
第
二
巻
昭
和
三
 0 年
三
月
 
座
 石
室
刊
行
会
。
 

（
 
5
 ）
西
域
文
化
研
究
第
一
。
 ｜
敦
煙
 仏
教
資
料
 ｜
 二
六
九
頁
 
づ
ゃ
 
・
 
ミ
 ・
昭
和
三
三
年
三
月
西
域
文
化
研
究
会
京
都
法
蔵
 
館
 。
 

（
 
6
 ）
 ン
 ・
の
 
壮
毘
 &
.
 
べ
 ・
の
乱
銭
 

b
,
 

）
・
 

由
 a
c
 
ガ
ぎ
 田
の
の
下
卑
五
三
（
 

か
の
 巾
 0
 ぢ
臣
甘
 

五
ロ
の
の
年
の
め
凶
日
 

申
笘
ヲ
 下
せ
の
 
ゎ
 Ⅰ
 e
 の
 目
 0
t
o
 

の
 ハ
 山
主
（
 
ざ
ロ
コ
 
の
 コ
 の
の
 
汗
 さ
 ビ
 下
知
 
三
 

㌧
 0
 
年
 @
 
ニ
 ・
 
づ
 0
 日
の
Ⅰ
（
・
 

ト
ゆ
時
 

㏄
 

ト
由
 P
n
 
ニ
臣
 -
 之
 0
p
 

せ
の
年
 

8
 オ
 e
c
 
馬
 Ⅱ
斗
の
の
中
 
お
ゴ
か
 
0
 ロ
 
0
 ぬ
 5
 ロ
の
 
の
 浮
い
 沖
 目
白
 り
コ
 
・
 づ
 0
 日
 e
H
H
 

（
・
 

ト
 
ゆ
め
 
9
 へ
 
本
ミ
 
歪
 
0
 
叫
卜
 
い
り
鮨
も
れ
 

ぬ
 卜
リ
ホ
 

～
ふ
的
㏄
～
～
 

0
 
ぉ
 

レ
コ
 
い
か
ぬ
Ⅰ
～
も
め
 

心
 悪
い
Ⅱ
 
き
ぉ
ハ
ミ
 
㏄
 e
n
 
 

レ
ト
め
卜
ぁ
ぉ
 

～
 
り
 
～
 
a
n
 

（
 
7
 ）
 龍
 山
草
真
南
方
仏
教
の
様
態
昭
和
 一
セ
年
 一
二
月
。
 こ
の
内
「
主
要
文
献
目
録
」
（
 一
｜
 二
六
頁
）
に
南
方
の
美
術
 関
係
の
書
目
が
見
ら
れ
 

る
 。
台
湾
総
督
 府
 外
事
部
調
査
第
一
三
 セ
 
（
文
化
部
門
 弟
ら
東
 印
度
の
仏
教
文
化
昭
和
一
九
年
二
月
。
附
録
文
献
目
録
（
 

一
｜
 一
八
頁
）
 

欧
文
和
文
の
諸
文
献
を
あ
げ
る
。
 

2
6
 

で
、
 故
 小
野
玄
妙
博
士
の
後
、
仏
教
美
術
を
仏
教
発
達
 の
 歴
史
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
学
者
は
一
般
に
見
ら
れ
 な
か
っ
た
。
 

フ
一
 シ
ェ
の
労
作
「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
グ
レ
コ
・
 プ
ッ
デ
 イ
ソ
ク
 」
の
如
き
は
、
す
で
に
数
十
年
前
に
出
さ
れ
た
も
 の
で
あ
る
が
、
 惜
 み
賊
 

な
く
写
真
挿
絵
を
も
っ
て
実
例
を
示
し
た
深
切
な
書
で
 あ
る
。
仏
教
を
専
門
と
し
な
い
著
者
で
は
あ
っ
た
が
、
 仏
 伝
 に
関
係
し
て
す
ぐ
れ
 

た
 創
見
を
示
し
、
学
界
の
称
讃
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
 そ
 の
後
の
仏
教
研
究
者
は
 フ
一
 シ
ェ
の
説
を
取
入
れ
た
が
 、
著
者
が
紹
介
し
た
 種
 

々
の
彫
刻
絵
画
を
 、
 多
く
の
仏
教
聖
典
の
解
明
に
役
立
 た
 せ
よ
 う
 と
す
る
如
き
試
み
は
絶
え
て
な
か
っ
た
。
 

  



  

背
が
 、
仏
教
美
術
の
成
果
が
 、
 ひ
ろ
く
仏
教
研
究
者
 に
 取
り
入
れ
ら
れ
る
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
 る
 。
 

27 

 
 

究
 

れ
だ
け
、
そ
の
研
究
に
役
立
て
た
か
を
知
ら
な
い
。
 

 
 

研
 

 
 

、
こ
の
 ょ
 3
 
な
実
証
的
な
資
料
に
眼
を
む
け
る
傾
向
は
よ
 ろ
 こ
ぶ
べ
 き
 
こ
と
で
あ
る
 
凝
 

 
 

形態学的研究 

ガ ラ マ お ク ッ の - と 

こ ン l う ま よ 

  

  
    

酉己 

ィ 二 致 にび 南 
伝 

      
れ 三 l 恵 一 

ひま ， 点 一         

ブす と イソ ガム（ ）Ⅰ 5 ヤ ・ 刻絵 した。 ド が 

で   ぎ 

ィム ） 一 マ ン 術 ク サ 田 内 亜 る 
持主 ロ ブ さ に       

者 ん こ 点 、 一 
が ; で の 、 二 

こい外官点 れるに） 、 部 

を   ど       ク ア 冊 ） 



ほ
 資
料
を
見
な
お
す
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
  
 

仏
陀
年
代
を
定
め
る
規
準
と
し
て
の
、
唯
一
の
よ
り
 所
 で
あ
っ
た
 
ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
年
代
も
、
今
後
の
新
ら
し
い
 

彫
刻
・
絵
画
が
背
景
的
研
究
に
重
要
で
あ
る
の
み
な
 

ず
 、
こ
の
外
、
碑
銘
・
古
銭
は
そ
れ
ら
に
お
と
 

方
面
に
な
る
と
、
ア
シ
ョ
ー
カ
碑
銘
の
外
は
最
近
ま
で
 

仏
教
学
者
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
 
顧
 ら
れ
な
か
っ
 

そ
こ
で
 ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
碑
銘
の
研
究
を
見
る
に
、
こ
れ
 

さ
え
必
ず
し
も
研
究
が
完
結
し
て
い
る
と
は
 

視
せ
ら
れ
て
来
た
 
ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
碑
銘
に
関
し
て
は
、
 
昨
年
夏
、
東
京
で
開
か
れ
た
第
九
回
国
際
宗
教
 

と
 ア
ラ
ム
語
の
碑
文
」
に
つ
い
て
の
発
表
が
あ
り
、
 

学
 界
 に
大
き
い
問
題
を
投
げ
か
け
た
こ
と
は
改
め
 

デ
ュ
ポ
 ソ
 ・
 ソ
ソ
メ
 の
な
し
た
こ
の
発
表
の
影
響
す
る
 

所
は
大
き
い
が
、
こ
れ
性
関
連
す
る
小
さ
い
 

え
ば
 タ
キ
シ
ラ
の
シ
ル
カ
ッ
プ
で
発
見
さ
れ
た
ア
ラ
ム
 

註
 
叫
の
碑
文
官
：
 
紐
主
目
 
Q
 三
口
。
（
 

0
 円
 ：
厨
で
 

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
此
度
の
新
発
見
に
よ
っ
て
、
こ
れ
 

も
た
し
か
に
 ア
 シ
ョ
ー
カ
碑
文
だ
と
確
認
さ
れ
 

ら
ず
大
切
 

た
 

い
え
な
い
 

史
 会
議
に
 

て
言
う
ま
 

問
題
を
取
 

ま
 ）
は
 、
 

る
と
す
れ
 資 ば こ 上 で あ の な 

、 れ げ も た で 料 の 新 まてなりあ 部門 

で 

発 見 資 料あ で見いづる。 てだ ギ あ 
Ⅴ @ し の ま も ろ り 学 
よ 発 り " ラ シ 界 

る 。 

      
て 汀ト重 見は 注意 たと たド襄咀 の 

本
生
物
語
の
問
題
に
限
っ
て
見
て
も
、
南
伝
大
蔵
経
に
 は
か
な
り
多
く
の
資
料
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
 、
な
お
こ
の
外
に
 、
 

加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
 少
 く
な
い
と
思
 う
 。
こ
の
 ょ
 う
 な
弱
点
が
あ
る
こ
と
は
研
究
の
資
料
と
し
て
充
分
で
な
 く
 、
か
か
る
点
が
仏
教
 

研
究
者
の
関
心
を
高
め
な
か
っ
た
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
 た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

し
か
し
資
料
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
の
 多
 ぎ
こ
と
で
は
な
く
い
与
え
ら
れ
た
資
料
の
年
代
 や
、
性
 格
 が
明
ら
か
に
示
さ
 

れ
る
点
で
あ
る
。
上
記
の
本
生
経
の
資
料
忙
し
て
も
、
。
 
ハ
ガ
ン
の
も
の
は
目
立
っ
て
多
い
が
、
こ
れ
と
バ
ー
ル
フ
 ト
や
 サ
ー
ソ
チ
ー
の
も
 

の
と
は
地
域
的
の
違
い
の
み
な
ら
ず
、
年
代
的
に
も
 大
 き
い
 ひ
ら
き
が
あ
り
、
そ
の
学
術
的
価
値
に
お
い
て
も
へ
 だ
 た
り
が
あ
る
 よ
う
 に
 

見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
専
門
家
で
な
い
研
究
者
が
 、
こ
れ
ら
の
資
料
を
自
由
に
取
扱
 う
 こ
と
を
阻
止
し
て
い
 た
 よ
さ
で
あ
る
。
 

一
 
一
 
一
 
"
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確
実
な
年
代
を
導
き
出
す
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
る
か
も
し
 れ
な
い
。
か
く
 ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
碑
銘
に
つ
い
て
は
、
 な
 お
今
後
に
ま
つ
べ
き
点
は
 

多
い
但
し
て
も
、
と
も
か
く
日
本
の
研
究
者
に
も
親
し
 い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
西
紀
前
三
世
紀
の
 イ
 ソ
ド
 は
あ
る
程
度
歴
史
の
 

内
に
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
比
し
て
 ア
 シ
ョ
ー
カ
以
後
 の
 数
百
年
、
す
な
わ
ち
西
紀
前
 二
 0
0
 年
か
ら
後
二
 0
 0
 午
に
わ
た
る
イ
ン
ド
に
 

つ
い
て
は
、
殆
ど
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
 そ
 +
 
」
で
こ
の
時
代
を
語
る
資
料
が
ま
っ
た
く
 畝
 げ
て
い
る
か
 と
い
う
に
、
そ
う
で
は
 

な
い
。
仏
教
関
係
の
研
究
者
が
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
 注
士
 
ぬ
 し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
 

こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
種
々
の
 異
 民
族
が
イ
ソ
 ド
 の
 西
北
に
あ
ら
わ
れ
、
や
が
て
 々
ソ
ド
 の
中
原
に
ま
で
に
 勢
 力
 を
ふ
る
 2
5
 に
 な
 

る
が
、
彼
等
の
あ
る
も
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
を
も
含
め
 

や
、
 ひ
ろ
く
イ
ン
ド
各
地
に
見
出
さ
れ
た
ブ
ラ
ー
 フ
 -
 
、
、
 

れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
貨
幣
は
 ヵ
 ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
 

だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
な
る
と
仏
教
美
術
の
示
す
価
値
は
 

で
 十
の
る
と
い
っ
て
Ⅰ
も
 

咀
廻
言
 

目
で
は
な
い
よ
 二
ノ
 
だ
。
 マ
ウ
 ル
 

の
で
あ
る
。
貨
幣
に
ほ
ギ
リ
シ
ャ
文
字
と
と
も
に
イ
ソ
 

ソ
ド
 の
消
息
は
 ぅ
 わ
さ
以
上
に
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

ブ
 ラ
ダ
、
お
よ
び
ク
シ
ャ
ー
 ナ
 の
時
期
性
関
連
す
る
 記
 

貨
幣
ば
か
り
で
な
く
、
石
刻
の
碑
文
な
ど
を
も
ふ
く
め
 

て
 イ
ン
ド
に
同
化
し
、
イ
ン
ド
も
ま
た
こ
れ
ら
異
民
族
の
 

文
字
解
読
の
ロ
セ
ッ
タ
石
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

録
 と
し
て
、
シ
ナ
史
書
が
な
い
で
・
は
な
い
。
し
か
し
 
シ
ナ
 

ド
の
 言
葉
が
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
 ，
｜
 文
字
で
、
ま
た
ブ
ラ
ー
 

か
げ
が
え
の
な
 い
 も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
口
髭
・
を
 
畜
，
 

ヤ
 王
朝
時
代
に
関
し
て
ギ
リ
シ
ャ
史
書
が
存
す
る
の
に
 対
 

｜
 文
字
の
刻
 支
 は
、
貨
幣
の
銘
文
と
と
も
に
、
此
の
時
代
 

て
 、
西
北
イ
ソ
 ド
 を
中
心
と
し
て
見
ら
れ
る
カ
ロ
 一
シ
 

ま
し
で
 シ
ナ
 の
歴
史
と
し
て
は
仏
教
文
化
に
対
す
る
 関
 

え
た
ギ
リ
シ
ャ
風
の
俗
人
 

も
っ
文
化
を
取
入
れ
る
 

を
臆
 し
出
す
重
要
な
光
 

し
 、
次
代
の
 サ
ヵ
 ・
 

心
が
ぅ
 す
い
の
は
当
然
 

の
 史
書
に
見
ら
れ
る
 々
 

フ
 モ
 ー
 文
字
で
書
か
 

ュ
 テ
ィ
 t
 文
字
の
銘
 

の
姿
を
し
た
観
世
音
菩
薩
 像
が
 、
ガ
ソ
ダ
ー
ラ
美
術
に
 あ
る
 如
 ぎ
は
、
大
乗
菩
薩
の
お
こ
り
を
考
え
る
上
に
お
い
 て
 、
見
逃
し
得
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
そ
の
上
こ
の
時
代
が
、
ち
ょ
う
ど
大
乗
経
典
 0
 世
に
現
れ
る
時
機
に
当
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
 る
な
ら
ば
、
そ
の
点
数
 

 
 

 
 
 
 
 
 

の
 多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
人
も
こ
れ
を
看
過
し
得
な
 い
と
思
 う
 。
 

こ
の
よ
う
な
事
実
を
無
視
し
て
、
文
字
で
書
か
れ
た
 聖
 典
の
研
究
だ
げ
に
た
よ
っ
た
と
し
て
も
、
経
典
成
立
の
問
 題
な
ど
に
な
る
と
、
 
豹
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時 ま い 
機 で 里 
を 待 み 
も ら え 
か れ ま 
え た い 
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と 教 
い 美 
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て の 

よ 成 
い 果 

か と を 、 
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が る ら 人 
か 、 。 わ 々 し 
く 微 こ れ に か 

ィ ム 光 の た 欲 し 
教 の よ 漢 過 現 
研 内 ぅ 訳 さ 在 
究 に な の れ 漢 
の 照 観経た 訳 
甚 し 点 、 興 聖 に 
磯 田 か を 興 信   
て て 乗 と 後 れ   
典 で と 各 え 大 
そ ち づ 時 ら 乗 
め る て 伐 れ 経 
も 。 見 に る 典 
の る 流 機 か 
の に 行 会 ら 
正 、 し を 見 
し そ た よ る 
い 地 の聖り 祝典 多 と、 例外 位、 期に を、 くも 

そ お し つ は 

れ け た た あ 
ぞ る が こ ろ 
れ 発 っ と に 
の 生 て も し 
現 の 香 香 て   
釆 か の 得 時 
  ら ぽ、 な 伐 

ナ ・ し 、 想、 い に 意義 漸傾 次 向 そく 。 多 
と 

社 そ の なこ 、 で響 影 
全 姿 跡 現を 
的 な づ 拝手 

盤基 変 えるる げすえ 、 
と 進 こ 各 ま 
を 展 と 時 た 

し が 代待 
先 た で に 代 
ず 姿 き あ の 

31 % 緩 ) 

 
 

 
 

 
 

大
乗
の
経
典
に
な
る
と
、
そ
れ
以
前
に
あ
っ
た
 

ァ
ず
ダ
 

１
々
の
形
式
を
 

ぅ
が
 

つ
い
で
編
纂
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
 

ア
ゴ
ソ
や
ア
ビ
 

ダ
ル
マ
 

の
形
式
と
は
全
く
ち
が
っ
た
姿
を
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
 

の
 
意
図
の
も
と
に
形
成
さ
れ
る
。
初
発
意
の
菩
薩
の
道
を
 

説
く
こ
と
に
主
眼
を
置
 

い
た
の
は
般
若
経
で
あ
り
、
仏
菩
薩
を
讃
仰
の
対
象
と
 

し
て
説
く
こ
と
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
は
華
厳
経
で
あ
 

っ
た
 

。
す
べ
て
の
大
乗
 

経
典
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
の
意
図
の
下
に
編
纂
さ
れ
た
こ
 

と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

経
典
の
内
で
も
、
特
に
大
乗
経
典
は
、
時
代
の
潮
流
の
 

中
に
お
い
て
、
特
異
な
姿
を
現
わ
し
、
時
代
の
影
響
を
 

ぅ
 
げ
な
が
ら
生
長
発
展
 

し
つ
つ
、
一
連
の
運
動
を
導
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 

経
典
が
生
長
し
変
化
し
つ
つ
あ
っ
た
期
間
に
お
け
る
経
典
 

は
 
、
そ
れ
を
一
つ
の
 

有
 

機
体
と
見
立
て
る
こ
と
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
同
類
の
聖
 

興
 
が
時
代
の
差
に
よ
っ
て
、
顕
著
な
変
化
を
示
し
て
い
る
 

ご
と
き
は
、
経
典
が
生
 

長
 
発
展
し
た
証
拠
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
種
の
聖
典
に
お
 

げ
る
、
翻
訳
時
代
の
こ
と
な
る
同
類
経
典
の
、
そ
れ
ぞ
れ
 

が
 
受
け
た
変
化
を
尋
ね
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
長
を
跡
づ
け
る
こ
と
も
 

可
 
能
 
と
な
っ
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
 

形
態
的
研
究
と
称
し
た
の
は
、
右
に
例
示
し
た
よ
う
な
 

研
究
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
法
に
 

よ
 
る
な
ら
ば
、
 

同
類
の
聖
典
の
進
展
 

す
べ
て
の
聖
典
に
、
こ
の
 

ょ
う
 

な
方
法
を
応
用
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
 



と れ 者 

す少 れかずは まが 似 上 
ば れ 聖 な ィ 

、 特 典 れ ソ 
縫 代 に ば ド   
典 を は な で 
は 反 す れ 限 
歴 映 べ に り 

史 し て な な 
的 な そ つ き 
に い の て 発 
一 経 背 い 展 
っ 典 景 る を 
の は が の 見 
依 な あ で せ 

た
 諸
聖
典
の
研
究
に
つ
い
て
、
背
景
的
研
究
と
形
態
学
 

的
 研
究
の
必
要
を
の
べ
た
が
、
 

は
 、
そ
の
成
果
を
も
た
ら
す
の
ぞ
み
は
薄
い
。
 

り
 、
ま
た
仏
教
の
造
形
美
術
に
は
聖
典
を
よ
り
所
と
す
 

る
も
の
も
 少
 く
な
い
。
す
な
わ
 

い
の
で
あ
る
か
ら
、
特
定
の
時
代
で
な
け
れ
ば
見
ら
れ
 

な
 い
 現
象
が
、
経
典
に
現
わ
れ
 

9
 所
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
造
形
美
術
が
そ
 

の
 支
え
と
な
る
の
で
あ
る
。
 こ

の
 両
 

ち
多
 か
 

て
い
る
 

知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
原
文
 

あ
る
い
は
 伝
 訳
を
通
し
て
の
、
形
態
学
的
研
究
を
な
お
ざ
 

り
に
す
る
こ
と
は
で
 
き
 

な
い
。
シ
ナ
の
仏
教
を
知
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
日
本
 

の
 仏
教
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
心
不
可
 

欠
 な
文
献
が
あ
る
は
ず
 

で
あ
る
。
し
か
し
 
シ
ナ
や
 日
本
の
代
表
的
仏
教
者
の
著
 

作
が
 、
よ
り
所
と
し
た
の
は
大
蔵
経
の
諸
共
で
あ
り
、
 

二
 一
歳
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
 

れ
ら
聖
典
の
真
実
な
る
姿
を
知
る
た
め
に
も
、
シ
ナ
 

、
 日
本
で
発
展
し
た
仏
教
の
特
色
を
明
確
に
と
ら
え
る
た
め
 

に
も
、
上
述
の
如
 
き
研
 

究
 が
果
す
役
割
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
 

だ
 か
ら
仏
教
聖
典
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
成
立
と
発
展
に
つ
い
 

て
 、
そ
の
真
相
を
明
ら
 

か
す
に
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
イ
ン
ド
仏
教
に
関
す
 

る
だ
け
で
は
な
い
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
先
覚
に
よ
っ
て
も
言
わ
れ
、
ま
た
 

そ
の
為
の
努
力
も
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
華
経
と
か
 

華
 蔵
経
と
か
い
 う
 た
だ
 

一
つ
の
聖
典
群
を
取
り
 
釆
 っ
て
、
そ
の
成
立
発
達
を
考
 
，
 
ぇ
 る
こ
と
で
、
そ
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
見
込
は
少
な
い
 

よ
う
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
新
課
題
と
い
う
の
は
、
大
乗
経
典
を
見
る
場
合
 

を
と
っ
て
い
え
ば
、
広
く
大
乗
運
動
と
い
う
よ
う
な
基
盤
 

に
お
い
て
、
種
々
 
な
 

系
統
の
経
典
が
生
れ
た
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
を
も
 

意
 味
 し
て
い
る
。
広
い
意
味
で
経
典
相
互
の
関
係
を
考
慮
に
 

入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
、
 種
々
の
系
統
の
経
典
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
考
慮
 

し
な
け
れ
ば
、
大
乗
経
典
の
成
立
発
展
を
跡
づ
け
る
こ
と
 

は
 望
み
え
な
い
よ
う
で
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
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一
つ
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
物
語
を
依
り
所
と
し
て
彫
刻
と
な
 

り
 
絵
画
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
彫
刻
や
絵
画
の
年
代
 

は
 
、
当
時
そ
の
ジ
ャ
 

１
タ
 

ヵ
 
の
 
行
 
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
居
り
、
経
典
の
 

内
に
現
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ャ
人
が
ロ
ー
マ
人
に
置
ぎ
か
え
ら
 

れ
た
と
す
れ
ば
、
西
洋
 

史
の
 

ギ
リ
シ
ャ
時
代
か
ら
 

ロ
 
一
 
％
 
時
代
へ
の
推
移
を
反
 

映
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
 

如
 
ぎ
で
あ
る
。
 

も
し
こ
の
様
な
方
法
に
よ
っ
て
、
聖
典
が
語
る
事
象
と
 

、
彫
刻
、
絵
画
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
資
料
が
伝
え
る
 

車
 
象
 
と
の
接
合
点
を
求
 

め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
聖
典
の
発
展
を
跡
 

ず
 
げ
る
道
が
 

開
か
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
仏
教
文
化
の
開
明
に
資
 

す
る
 

所
歩
 

く
な
い
と
 

思
 

@
 
入
 
ノ
 
。
 

ア
 
ジ
ャ
 

ソ
タ
 

の
壁
画
に
見
ら
れ
る
白
人
と
黒
人
の
区
別
 

の
 
如
き
は
、
法
隆
寺
の
壁
画
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
 

観
 
無
量
寿
経
の
眼
の
形
 

 
 

 
 

 
 

ら
わ
れ
る
な
ら
ば
、
仏
教
典
に
新
境
地
が
開
か
れ
る
の
 

み
な
ら
ず
、
広
く
世
界
史
に
お
け
る
「
シ
ビ
リ
 

ザ
テ
ォ
｜
 

ル
 
」
（
文
化
の
担
当
者
）
 

二
九
五
九
，
 

ニ
 
・
二
三
）
 

と
し
て
の
仏
教
の
歴
史
を
 

、
 
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
 

き
 
る
で
あ
ろ
う
。
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機
能
主
義
人
類
学
の
提
唱
者
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
二
八
 
八
四
 ｜
 一
九
四
一
）
の
学
説
は
わ
が
国
で
早
く
か
ら
紹
介
 さ
れ
 

に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
批
判
的
吟
味
と
 い
う
こ
と
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
充
分
に
遂
行
さ
れ
て
 釆
 た
と
は
 

で
あ
る
。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
逝
い
て
既
に
一
六
年
に
 な
る
が
、
こ
の
間
に
人
類
学
界
は
彼
が
り
ー
 ド
 し
た
当
時
 と
 ほ
太
 

を
 呈
し
て
 来
 た
。
今
日
 々
ギ
リ
 ス
の
社
会
人
類
学
界
に
 お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
々
は
、
大
抵
は
彼
に
学
ん
 だ
の
で
 

ら
の
人
々
も
決
し
て
単
な
る
追
随
者
で
は
な
く
て
、
 種
 々
の
点
で
師
説
に
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
 今
 日
ィ
ギ
 

り
ノ
 ウ
ス
キ
ー
の
学
説
は
昔
日
ほ
ど
に
は
声
価
を
得
て
 い
な
い
。
こ
れ
に
は
彼
と
並
ん
で
機
能
主
義
の
一
方
の
雄
 で
あ
っ
 

・
ブ
ラ
ウ
ン
の
目
立
つ
た
影
響
が
考
え
ら
れ
る
が
、
な
お
 そ
れ
は
 て
り
ノ
ゥ
 ス
キ
ー
の
学
説
自
体
が
含
む
欠
陥
に
 も
よ
る
 

そ
れ
で
彼
の
学
説
の
基
調
を
な
す
機
能
の
概
念
を
 、
殊
 に
 彼
が
し
ば
し
ば
取
上
げ
た
呪
術
と
宗
教
に
関
し
て
吟
味
 す
る
こ
 

そ
う
し
た
点
の
一
端
を
窺
知
し
ょ
う
と
い
う
の
が
こ
の
 小
論
の
主
題
で
あ
る
。
 

ラ
ド
 タ
 リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
約
三
 0
 年
に
わ
た
る
マ
リ
 ノ
 ウ
ス
キ
ー
の
学
的
活
動
を
次
の
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
 ヰ
ハ
 

-
@
O
 

0
 年
１
一
九
一
四
年
。
こ
の
間
に
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 土
人
の
間
に
お
け
る
家
族
」
二
九
一
毛
と
い
う
有
益
な
 
研
究
が
 

一
六
年
１
一
九
三
五
年
。
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
に
つ
い
 て
 価
値
あ
る
多
数
の
著
書
や
論
文
が
出
た
。
㈱
の
段
階
 は
は
 と
 て

い
て
、
一
般
 

云
え
な
い
よ
う
 

部
異
 
っ
た
趣
き
 

あ
る
が
、
そ
れ
 

リ
ス
で
は
、
 
マ
 

た
 ラ
ド
ク
リ
フ
 

と
 思
わ
れ
る
。
 

と
に
よ
っ
て
 
、
 

即
ち
Ⅱ
一
九
一
 

出
た
。
㈲
一
九
 

い
く
ら
か
重
複
 

  

阿
部
室
 
矢
 

マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
呪
術
と
宗
 教
の
機
能
 説
は
 つ
い
て
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マリノウスキ 一の呪術と宗教の 機能 説 について 

で 要 ン 云 び ち 純 ら い い 約 そ 地 ソ こ い れ す 
あ 因 の づ 呪 に 好 そ た で に 的 は に も と て は る 

方 土 あ か に 見 機 が 
由 な 出 能   

即 い   

、 る 類 は 

子 、 彼 点 、 に的すこ だ 論のし 

法 る た オ 間 気 て ら も 、 る @ さ に   
ど 採 い の な る と 的 構時 

間 至 / に チ ヘ 部 で し と 

の づ ウ つ の 社 旗 た て し 
分 た ス ト 道 く 文 。 い て 
野 仁 キ て を ず 化 彼 た の 

につ おいの l 下聞っには 朽 くと おト           
い て 機 の で 以 い ロ こ の な た の に 
て は 能 名 あ 前 て ブ ろ 野 優勢 機 、 主 声 ろに が 蛮 彼 事実 に 、 人類学 一般に 文化 真の 

能 な 義 を ぅ 、 諾 ア 
的 お を 博 こ 弘 文 ン マ 」 であ 、 人 が唱 者で 高く 音圧 しか 理論 功献   
口 彩 す ス 深 方 素 畠 ゥ た 

ぺ く で の に ス る 概 し百れ "  クを段考 
チ l 響る がの ン 確は相 赴キ関 たたさ㌃ 能 - て と ド り低階え 値のと 
が 考 に サ 信 寒 閨 く l 心 的 ま い し フ く の ら 
採 え 寄 l し 散 関 以 は を 方 た る て ・ 評 著 れ   
れ る た レ と よ う 、 か で 六 集 こ 実 ゥ た お こ 
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マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
 

l
 は
一
九
一
四
年
１
一
九
一
八
年
に
わ
た
 

る
 四
年
間
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
 

ソ
ド
 
諸
島
の
ぎ
 
巨
圭
 
。
 
ヰ
に
 従
事
し
、
そ
の
間
、
 

実
際
に
土
入
と
生
活
を
と
も
に
し
た
の
は
前
後
二
年
半
 

で
あ
っ
た
。
彼
は
つ
い
に
土
人
文
化
の
通
観
を
与
え
な
 

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
 

期
間
に
土
人
の
経
済
、
法
、
呪
術
、
宗
教
、
神
話
、
性
 

生
活
な
ど
に
関
し
て
透
徹
し
た
観
察
を
な
し
て
、
次
々
に
 

大
作
を
世
に
送
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

ク
ラ
 （
 
肝
 
已
め
）
と
呼
ん
で
い
る
、
近
隣
諸
島
の
住
民
と
 

の
間
の
首
飾
り
と
腕
輪
の
交
換
体
制
を
研
究
し
た
も
の
で
 

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 

研
 

n
o
 

コ
 
（
の
が
（
の
中
に
置
き
、
ま
た
社
会
組
織
、
呪
術
、
神
 

話
 、
民
俗
、
お
よ
び
事
実
す
べ
て
の
土
人
生
活
の
他
の
様
 

相
を
絶
え
ず
参
照
し
て
 

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
民
族
誌
 

家
は
 

ゥ
 も
ど
す
こ
と
を
予
言
し
た
が
、
や
が
て
彼
自
身
に
 

ょ
 

彼
が
研
究
す
る
部
族
文
化
の
各
様
相
に
お
い
て
真
鍋
に
 

つ
て
「
人
類
学
の
機
能
学
派
」
の
存
在
が
告
知
さ
れ
る
に
 

、
し
か
も
冷
静
に
、
現
象
の
充
 

至
っ
た
の
で
あ
る
。
 

今
 な
範
囲
を
包
含
せ
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
彼
の
信
 

念
力
体
現
さ
れ
て
し
る
：
 

@
 
 

、
 
0
-
0
 

@
 
 

）
 マ
リ
 
@
 
ノ
ウ
イ
ト
 

キ
ー
は
 
ン
 
し
の
重
目
 

ハ
し
 

末
尾
の
部
分
で
、
こ
の
 

よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
彼
の
 

ク
ラ
 
の
研
究
が
理
論
的
反
 

省
 に
と
っ
て
、
あ
る
興
味
あ
る
材
料
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
 

ぅ
 こ
と
を
云
い
、
制
度
 

の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
の
相
互
の
影
響
、
そ
の
制
度
が
基
 

づ
く
社
会
的
、
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
研
究
が
、
早
晩
自
 

ら
の
正
当
な
権
利
を
取
 

-
I
 

Ⅰ
Ⅰ
 

）
 

て
い
た
わ
げ
で
も
な
い
。
そ
れ
は
実
に
 
尉
巨
圭
 0
 ～
 
ダ
 の
 進
行
中
に
、
幾
多
の
試
行
錯
誤
の
経
験
を
経
る
間
に
次
 第
 に
形
成
さ
れ
た
も
の
 

-
9
-
 

な
の
で
あ
る
。
 

て
い
た
こ
と
、
し
か
も
な
か
ん
ず
く
 

、
 彼
が
著
作
を
通
 し
て
学
ん
だ
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
社
会
学
が
機
能
を
問
題
忙
し
 

て
い
た
こ
と
、
ま
た
 
彼
 
㏄
 

の
 先
輩
に
あ
た
る
ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
も
同
じ
 

影
 響
 を
受
け
て
、
既
に
一
九
 
0
 九
年
以
来
、
あ
る
事
象
の
社
 

全
的
機
能
に
関
心
し
て
 狗
 

い
た
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
早
く
か
ら
 

機
 能
的
 観
点
に
心
を
寄
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
と
云
っ
 

て
、
 彼
が
当
初
か
ら
 

従
前
の
人
類
学
の
影
響
を
充
分
に
脱
却
し
得
た
わ
 

け
 で
 

 
 

ア
プ
 p
 ー
 チ
 を
明
宏
 し
 



マリノ ウス キ一の呪術と 宗教の機能 説は ついて 

上
の
簡
略
な
素
描
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
と
お
り
、
 

マ
 
リ
ノ
ヴ
 
ス
キ
ー
は
部
族
文
化
の
諸
要
素
間
の
相
関
関
係
を
 

強
調
す
る
こ
と
で
 

出
 

発
し
た
。
そ
れ
は
文
化
を
有
機
的
統
一
ま
た
は
機
能
的
 

全
体
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
「
文
化
は
 

習
俗
の
散
漫
な
か
た
ま
 

 
 

 
 

フ
 
的
 ・
ブ
ラ
ウ
ン
も
あ
る
 
万
法
は
あ
る
習
俗
や
 

一
定
の
文
化
に
お
い
て
、
そ
の
各
要
素
が
互
に
密
接
な
関
 

係
 を
な
し
て
、
一
の
統
一
体
を
形
成
す
る
こ
と
を
認
め
 

た
が
、
彼
は
そ
の
よ
 

う
 

な
 機
能
的
連
関
を
 
の
 仮
説
と
し
て
提
示
し
た
。
 

-
2
@
 

し
か
 る
 に
 て
り
ノ
 
ウ
ス
キ
ー
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
経
験
的
付
 

料
 に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
 

何
 

た
 事
実
と
し
て
語
っ
て
い
る
風
が
見
ら
れ
る
。
彼
は
 

ト
 ロ
フ
リ
ア
ン
ド
の
 

p
o
-
L
 

毛
 。
 
キ
に
 基
づ
き
、
経
済
的
企
 

業
と
 
呪
術
儀
礼
と
が
」
 
銘
 

一 
一 

註
 （
Ⅰ
）
 オ
 ハ
 
%
 り
由
 
由
の
 
，
ロ
 
ゴ
 
0
 名
目
。
 
レ
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刃
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コ
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の
 
0
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3
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 弓
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s
 
、
目
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0
0
 

ぎ
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 管
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q
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 0
 ㏄
 ぜ
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田
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㌔
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ゴ
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㏄
 
"
 ト
 
の
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つ
 ・
 ロ
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本
心
 

（
 
8
 ）
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
一
九
二
七
年
に
お
い
て
さ
え
、
彼
が
 進
化
主
義
の
残
淫
を
留
め
て
い
た
こ
と
を
後
に
告
白
し
た
（
 円
 ア
 0
 の
。
Ⅹ
仁
田
主
 

円
 
0
0
 円
 

㏄
㏄
せ
 

い
 ㏄
の
の
 
-
 
口
才
 

O
r
@
 

ず
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ヨ
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e
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t
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ア
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宙
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ダ
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N
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全
体
を
強
調
し
た
に
止
ま
り
、
彼
に
 

の
文
化
の
統
合
原
理
を
提
供
す
る
こ
 

ハ
り
 

l
 @
 

た
 。
彼
が
主
た
る
関
心
を
注
い
だ
の
 お

い
て
こ
の
全
体
性
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
な
か
つ
 た
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
彼
は
全
体
と
し
て
 

と
さ
せ
ず
、
ま
た
文
化
要
素
の
相
互
依
存
の
性
質
や
範
 囲
 に
つ
い
て
本
式
の
説
明
も
与
え
な
か
っ
 

は
 、
文
化
の
有
機
的
関
連
の
中
に
お
け
る
各
要
素
相
互
 0
 機
能
的
開
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
 

-
M
-
 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
注
意
す
べ
 き
 は
 、
 既
に
故
ベ
ネ
デ
 

ト
 女
史
が
指
摘
し
た
よ
 う
 に
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
 部
族
文
化
の
関
連
的
 

-
3
-
 

の
 不
可
分
の
全
体
を
な
す
こ
と
を
認
め
、
経
済
的
要
素
 が
 部
族
生
活
の
全
様
相
中
に
入
り
、
そ
れ
が
ま
た
今
度
は
 こ
れ
ら
の
 全
 様
相
 に
ょ
 

-
4
-
 

つ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
、
ま
た
神
話
が
深
 く
 土
人
の
営
み
の
中
に
入
り
こ
み
、
力
強
く
土
人
の
道
 徳
 的
、
社
会
的
行
動
を
 

@
S
-
 

支
配
し
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
、
更
に
法
と
慣
習
の
命
 令
 が
つ
ね
に
有
機
的
に
関
連
し
て
い
て
孤
立
的
で
な
く
、
 そ
の
真
の
性
質
は
そ
れ
 

-
6
@
 

ら
が
社
会
生
活
の
 n
o
 

三
の
准
の
中
に
伸
ば
す
多
く
の
 

触
 手
に
存
す
る
と
し
た
。
彼
は
ま
た
性
の
間
頭
を
扱
っ
て
は
 、
そ
れ
が
 殆
 ん
ど
あ
ら
 

ゆ
る
文
化
様
相
を
支
配
し
て
い
る
と
し
、
性
に
関
す
る
 諸
事
実
の
総
合
の
み
が
、
性
生
活
が
あ
る
民
族
に
意
味
す
 る
と
こ
ろ
の
正
し
い
 観
 

-
7
-
 

念
を
与
え
得
る
と
し
た
。
な
お
彼
は
大
著
「
珊
瑚
礁
 菜
 園
 と
そ
の
呪
術
」
を
通
し
て
、
そ
の
支
配
的
モ
ー
テ
ィ
ブ
 が
 呪
術
と
実
際
の
仕
事
 

-
8
-
 

と
の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
 

か
く
て
ま
た
マ
 
リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
宗
教
や
呪
術
に
つ
い
 て
 、
そ
れ
ら
は
「
独
立
の
も
の
で
な
く
て
、
経
済
的
営
み
 、
権
力
や
威
信
、
 

-
9
-
 

そ
れ
に
ま
た
家
庭
生
活
や
日
常
の
必
要
物
と
密
接
に
結
 合
し
て
い
る
」
と
か
、
「
家
族
、
酋
長
職
、
祖
先
崇
拝
、
 農
業
の
よ
う
な
重
要
な
 

-
 
鳴
 -
 

制
度
は
そ
の
根
を
文
化
の
全
様
相
中
に
持
っ
て
い
る
」
 と
か
云
っ
て
い
る
 0
 マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
が
ト
ロ
フ
リ
ア
 ソ
 ド
 島
民
の
生
活
や
文
化
 

の
 諸
様
相
に
関
し
て
物
し
た
い
く
つ
か
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
 は
 、
い
ず
れ
も
土
人
の
生
活
や
文
化
の
こ
の
 ょ
う
 な
姿
を
 顧
慮
し
て
成
っ
た
も
の
 

@
u
-
 

で
あ
る
。
彼
の
信
念
に
よ
れ
ば
、
「
真
の
科
学
に
あ
っ
 て
は
、
事
の
真
相
は
関
連
性
に
あ
る
」
の
で
あ
っ
て
 、
結
 局
 、
科
学
に
と
っ
て
 孤
 

@
 
は
 -
 

立
 せ
る
事
実
に
は
価
値
が
な
い
。
マ
 リ
ノ
ゥ
 ス
キ
ー
が
 早
い
頃
か
ら
進
化
主
義
者
や
伝
播
論
者
た
ち
を
非
難
し
た
 有
力
な
一
根
拠
は
 、
彼
 

等
 が
文
化
の
こ
の
事
実
を
無
視
し
て
、
文
化
を
簡
単
に
 諸
要
素
に
区
分
出
来
て
、
し
か
も
そ
の
各
々
を
独
立
の
自
 已
 充
足
的
な
単
位
な
る
 

-
3
 

l
 ）
 

か
の
よ
う
な
扱
い
方
を
す
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
 あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
呪
術
が
用
い
ら
れ
る
場
合
も
、
呪
術
と
実
際
 の
 仕
事
と
は
見
た
と
こ
ろ
密
接
に
結
付
い
て
は
い
る
が
 、
 
実
は
両
者
は
全
く
独
 

立
し
て
い
て
、
決
し
て
梶
浦
さ
れ
な
い
。
土
人
は
決
し
 て
 仕
事
の
代
り
に
呪
術
を
用
い
る
こ
と
を
し
な
い
。
 例
 ，
 
ぇ
ば
 、
呪
術
は
疑
い
も
な
 

く
 土
人
た
ち
に
よ
っ
て
菜
園
の
福
祉
の
た
め
に
絶
対
 欠
 く
 べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
 は
 彼
等
が
す
べ
て
の
 好
 

-
0
-
 

2
 

さ
な
い
と
。
 

 
 

 
 

 
 

き
れ
て
い
る
が
、
容
易
で
も
あ
り
、
確
か
で
も
あ
る
 

内
 
海
で
の
毒
に
よ
る
漁
猟
に
は
呪
術
が
な
い
。
カ
ヌ
ー
の
 

建
 造
は
技
術
的
困
難
を
伴
㈹
 

い
、
組
織
さ
れ
た
 

労
 肋
を
必
要
と
し
、
ま
た
つ
ね
に
 

危
 険
 な
仕
事
に
通
じ
る
が
、
そ
の
場
合
は
複
雑
な
儀
礼
が
そ
 

の
 
仕
事
と
結
付
い
て
 

絶
 

対
 不
可
欠
と
さ
れ
る
。
し
か
し
技
術
的
に
は
等
し
く
 

困
 
難
 で
あ
っ
て
も
、
危
険
も
な
け
れ
ば
 

倖
倖
 
も
な
く
、
ま
た
 

カ
ヌ
ー
の
よ
う
な
複
雑
 

な
形
式
の
協
 

功
 も
な
い
家
屋
の
建
造
の
場
合
は
如
何
な
 

る
 
呪
術
も
伴
わ
な
い
。
最
大
の
重
要
性
を
持
つ
た
産
業
的
 

活
動
で
あ
る
木
材
彫
刻
 

は
あ
る
共
同
社
会
に
お
い
て
一
般
的
職
業
と
し
て
営
ま
 

れ
て
誰
で
も
行
 

う
が
 
、
そ
れ
に
は
彫
刻
の
呪
術
は
決
し
て
 

な
い
。
し
か
し
黒
檀
 

や
 

に
は
呪
術
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
手
練
と
霊
感
の
主
な
 

源
 泉
と
 
考
え
ら
れ
て
い
る
。
交
易
で
は
 

ク
ラ
 
と
し
て
知
ら
れ
 

た
 
儀
式
的
な
交
換
形
態
 

は
 
重
要
な
呪
術
儀
礼
に
よ
っ
て
四
 

%
 さ
れ
て
い
る
が
、
 

純
 枠
 に
商
業
的
性
質
を
持
つ
た
、
あ
る
小
さ
な
形
式
の
物
 

々
交
換
は
呪
術
な
し
に
 

行
わ
れ
る
。
あ
る
運
命
の
力
や
病
気
、
風
、
天
候
の
 

ょ
 
う
 な
自
然
の
力
と
同
じ
く
、
戦
争
や
恋
愛
の
よ
う
な
営
み
 

も
 、
土
人
の
信
念
に
あ
 

っ
て
は
 

殆
 ん
ど
完
全
に
呪
術
の
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
 

い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
諸
事
実
を
帰
納
し
て
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
 

は
 次
の
よ
う
な
一
般
的
命
題
を
提
示
し
た
。
即
ち
わ
れ
わ
 

れ
は
 
傍
倖
と
 

偶
然
の
 

要
素
や
希
望
と
恐
怖
の
間
の
情
緒
的
ひ
ら
め
ぎ
が
広
い
 

外
延
的
な
広
が
り
を
持
っ
と
こ
ろ
に
は
呪
術
を
見
出
す
。
 

わ
れ
わ
れ
は
仕
事
が
合
 

理
 的
な
方
法
と
技
術
的
な
過
程
の
統
制
下
に
確
実
で
、
 

当
て
に
な
り
、
順
調
な
と
こ
ろ
に
 

は
 
呪
術
を
見
出
さ
な
い
 

。
更
に
わ
れ
わ
れ
は
 

危
 

険
 な
要
素
が
顕
著
な
と
こ
ろ
に
呪
術
を
見
出
す
が
、
 

絶
 対
 安
全
が
如
何
な
る
予
感
の
要
素
を
も
排
除
し
て
い
る
と
 

こ
ろ
に
は
そ
れ
を
見
出
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他
の
年
に
は
そ
の
同
じ
作
田
が
彼
の
努
力
や
彼
の
最
も
 

確
か
な
知
識
を
挫
く
こ
と
を
彼
に
教
え
た
の
で
あ
る
。
 

，
 
」
れ
る
の
勢
力
を
、
し
か
 

-
 
、
 
2
 
-
 

も
こ
れ
ら
だ
け
を
支
配
す
る
た
め
に
、
土
人
は
呪
術
を
 

用
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
事
情
は
呪
術
の
用
い
ら
れ
る
他
の
さ
ま
ざ
 

ま
な
場
合
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
云
わ
れ
た
如
く
 

、
土
 
人
は
決
し
て
わ
れ
わ
 

れ
の
心
性
と
明
確
に
区
別
さ
れ
た
 

先
 
論
理
的
心
性
に
あ
 

る
の
で
は
な
く
、
初
歩
的
で
は
あ
る
が
そ
れ
な
り
 

江
 
健
全
 
な
 
科
学
的
知
識
を
持
 

 
 

 
 

 
 

塚
重
要
な
諸
活
動
に
お
け
る
間
隙
と
不
足
と
に
 

数
 
の
 マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
こ
の
よ
う
な
分
析
を
通
し
て
 

橋
波
 

 
 

支
配
さ
れ
て
い
な
い
極
め
て
 

い
る
場
合
、
彼
は
呪
術
に
よ
ら
な
い
で
、
知
識
と
理
性
 

に
尊
 び
か
れ
て
仕
事
に
頼
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
彼
の
 

経
験
は
彼
の
あ
ら
ゆ
る
 

予
想
に
も
拘
ら
ず
、
ま
た
彼
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
も
 

越
 え
て
、
 作
 囚
や
力
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
あ
る
年
は
菜
園
の
 

豊
鏡
 を
も
た
ら
す
が
、
 

結
果
を
呪
術
に
帰
す
る
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
 土
 人
も
自
然
的
条
件
と
原
因
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
 ま
た
観
察
に
よ
っ
て
 、
 

こ
れ
ら
の
自
然
力
を
心
身
の
努
力
で
統
御
し
得
る
こ
と
 を
 知
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
知
識
は
限
ら
れ
て
は
 い
る
が
、
そ
の
及
ぶ
 限
 

り
で
は
健
全
で
、
神
秘
主
義
に
陥
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 も
し
垣
が
崩
れ
、
種
子
が
害
さ
れ
る
か
、
乾
い
た
り
 流
 れ
て
し
ま
う
た
り
し
て
 



こ
の
よ
う
に
し
て
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
呪
術
や
宗
教
や
 神
話
の
機
能
を
求
め
て
、
そ
れ
ら
が
文
化
の
全
体
機
構
内
 に
お
い
て
持
つ
意
義
 

や
 価
値
を
闇
明
し
ょ
う
と
し
た
。
し
か
し
や
が
て
彼
は
 個
々
の
文
化
要
素
の
相
互
依
存
関
係
に
お
い
て
機
能
を
認
 め
る
こ
と
で
満
足
し
な
 

ハ
ハ
 

つ
と
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る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
私
の
知
る
限
り
、
そ
れ
は
「
呪
術
 

と
 科
学
と
宗
教
」
（
一
九
二
 

%
 
 沖
 

て
 や
「
人
類
学
」
二
九
三
ハ
）
に
お
 

い
 て
千
表
さ
れ
、
「
 

軍
 西
北
メ
ラ
 
不
 シ
ア
の
蛮
人
の
性
生
活
」
（
一
九
三
こ
の
 

策
 三
板
に
与
え
た
特
別
序
言
に
盛
 

い
で
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
人
間
の
生
き
る
が
た
め
に
 

必
 要
 な
諸
要
件
 客
 お
ら
の
）
に
応
え
、
そ
れ
ら
を
充
足
す
る
 

仕
方
に
お
い
て
機
能
を
 

認
め
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
彼
が
用
い
た
機
能
の
語
の
 

第
二
の
、
し
か
も
主
要
な
意
味
が
あ
る
。
フ
ァ
ー
ス
が
 

指
 摘
 し
た
よ
 う
 に
、
マ
リ
 

ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
要
件
の
充
足
と
し
て
の
彼
の
機
能
概
念
 

に
お
い
て
、
「
実
際
的
貢
献
」
よ
り
も
も
っ
と
永
久
的
で
 

、
ま
た
深
い
も
の
を
 
求
 

 
 

」
の
よ
う
な
考
が
文
化
を
人
間
存
在
に
必
須
な
要
件
充
足
 

の
た
め
の
手
段
と
す
る
 

見
方
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
云
 
う
 ま
で
も
な
い
が
、
 マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
文
化
要
素
が
如
何
な
る
要
件
を
充
 

す
 か
を
見
出
す
こ
と
に
よ
 

っ
て
、
当
該
要
素
存
在
の
必
然
性
を
確
認
し
ょ
う
と
意
図
 

し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
場
合
、
そ
の
必
然
性
 

の
 因
っ
て
来
る
本
源
 
ま
 

た
は
究
極
の
根
拠
は
実
に
人
間
の
本
性
そ
の
も
の
で
あ
 

っ
た
 。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
本
性
 

は
す
 べ
て
の
人
間
が
食
べ
た
 

り
、
 息
し
た
り
、
眠
っ
た
り
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ど
の
事
 

実
に
よ
っ
て
限
定
し
得
る
の
で
あ
っ
て
 
、
 従
っ
て
そ
れ
は
 
あ
ら
ゆ
る
文
明
や
そ
の
 

文
明
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
個
人
に
呼
吸
、
睡
眠
、
 

休
 息
 、
営
養
、
排
泄
、
生
殖
作
用
の
よ
う
な
身
体
的
機
能
の
 

遂
行
を
負
課
す
る
生
物
 

て
 

 
 

 
 

を
 忘
れ
て
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
 

鞭
 
っ
て
、
か
か
る
も
の
と
し
て
の
人
間
に
着
目
す
る
 

の
が
研
究
の
第
一
要
諦
と
さ
れ
る
。
個
人
は
生
物
学
的
 

実
在
と
し
て
研
究
さ
れ
ね
ば
な
 

 
 

 
 

  

蛛
を
認
め
る
こ
と
よ
り
一
歩
進
め
て
、
そ
れ
を
文
化
 
の
 確
乎
た
る
存
在
根
拠
と
の
関
係
に
お
い
て
見
出
そ
 

う
 と
し
て
、
そ
こ
に
人
間
の
本
性
 

 
 

呪
を
探
り
当
て
た
の
で
あ
る
。
 

の
 

 
 
と
も
あ
れ
、
叙
上
の
よ
う
な
マ
リ
ノ
 

タ
 ス
キ
ー
の
見
方
や
 
意
図
は
早
く
か
ら
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
 

推
 敵
を
経
て
漸
次
明
瞭
 

 
 

が
 
化
、
体
系
化
さ
れ
、
後
年
に
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
独
特
 

の
 文
化
理
論
が
組
織
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
機
能
を
 

要
件
の
充
足
に
求
め
る
考
も
 
、
 



お
い
て
更
に
明
瞭
化
し
た
。
 

-
6
-
 

そ
し
て
つ
い
に
「
機
能
は
 人

間
存
在
が
協
 肋
し
 、
人
工
物
を
使
用
し
、
物
品
を
消
費
 す
る
活
動
に
 よ
 る
要
件
 

 
 

「
制
度
の
機
能
は
該
制
度
を
組
織
す
る
に
至
ら
し
め
た
 要
 件
 ま
た
は
諸
要
件
の
充
 

足
 で
あ
る
。
換
言
せ
ば
、
制
度
の
機
能
は
活
動
を
な
す
 集
団
か
一
団
の
人
々
 
a
 の
 
俺
 0
 口
 邑
 に
よ
る
活
動
の
結
果
 の
 享
受
に
等
し
い
」
 な
 

 
 

そ
れ
で
は
マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
呪
術
や
宗
教
を
人
間
の
 如
何
な
る
要
件
に
対
応
せ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
 て
そ
れ
は
ま
た
如
何
 

な
る
理
由
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
言
及
し
た
と
 お
り
、
マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
一
の
文
化
理
論
は
人
間
有
機
体
の
 諸
要
件
を
基
礎
に
構
成
 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
描
い
た
要
件
の
 ヒ
ェ
ラ
ル
 キ
ー
に
お
い
て
呪
術
と
宗
教
と
は
と
も
に
最
も
高
度
の
派
 生
で
あ
る
統
合
的
要
件
 

宮
 @
 
の
め
 
3
 （
宇
の
口
の
の
年
の
）
に
対
す
る
文
化
的
応
答
（
お
名
。
 

コ
の
 
e
 
）
と
し
て
示
さ
れ
た
。
も
 

釜
 @
 
 っ
と
具
体
的
に
は
、
呪
術
 と
 宗
教
が
充
足
す
る
 要
 

件
 と
は
運
命
と
 傍
 倖
の
理
知
的
、
情
緒
的
、
実
用
的
な
 

 
 

い
 意
味
に
お
い
て
理
解
 

す
る
た
め
に
は
、
マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
に
従
っ
て
呪
術
 と
士
 
示
教
を
、
そ
の
本
源
の
姿
に
ま
で
遡
っ
て
、
そ
れ
と
人
間
 有
機
体
の
生
理
、
心
理
 

的
 メ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
を
追
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
呪
術
的
信
念
や
実
践
の
基
礎
が
決
し
 て
 空
か
ら
取
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
実
際
に
 体
験
さ
れ
た
若
干
の
 

経
験
に
基
づ
く
こ
と
を
明
ら
か
忙
し
ょ
う
と
す
る
。
 わ
 れ
わ
れ
は
ま
ず
前
節
で
述
べ
た
、
呪
術
が
関
与
す
る
生
活
 部
面
に
つ
い
て
の
彼
の
 

所
見
を
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
機
会
と
 事
情
が
充
分
知
識
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
ぬ
場
合
と
総
括
し
 た
 。
こ
れ
を
別
の
言
葉
 

で
、
人
が
わ
た
り
を
つ
げ
得
な
い
間
隙
、
彼
の
知
識
や
彼
 
の
 実
際
的
統
御
力
の
割
目
に
立
到
っ
て
、
し
か
も
な
お
そ
 の
 仕
事
を
続
げ
な
け
れ
 

は
 な
ら
ぬ
時
に
は
っ
ね
に
呪
術
が
期
待
さ
れ
、
ま
た
そ
 の
時
は
い
っ
も
一
般
に
呪
術
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
 っ
て
い
る
と
云
 う
 。
そ
の
 

よ
う
な
場
合
、
知
識
に
見
放
さ
れ
、
経
験
の
結
果
に
 挫
 抗
 さ
れ
て
、
人
は
何
等
有
効
な
技
術
的
手
練
を
適
用
し
得
 な
い
 0
 彼
は
自
己
の
無
 

力
 を
ま
ざ
ま
ざ
と
感
ぜ
 ぎ
 る
を
得
な
い
。
け
れ
ど
も
 願
 望
 は
そ
の
た
め
に
却
っ
て
ま
す
ま
す
強
く
彼
を
と
ら
え
る
 よ
う
に
な
る
。
か
く
て
 

恐
怖
と
希
望
と
懸
念
と
は
有
機
体
内
に
不
安
定
な
平
衡
 状
態
を
生
じ
て
、
情
緒
的
緊
張
を
か
も
し
出
す
。
と
こ
ろ
 で
、
こ
の
と
じ
こ
め
ら
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マリノウスキ 一の呪術と宗教の 機能 説は ついて 

Ⅴこ 件．と は こ ぎ そ で お 反 か れ も に 無 像 れ 
際 っ 云 あ の お っ の あ い 応 こ ら 、 ど し 力 を た 緊張は 目立会して 儀礼ていて 5 る 標準化 人 こす りノゥ 実用的 そ る 。 -2- I 生み て 呪術 は れは 呪 生れた 望まれ す。 そ てやが に 基づ 見て 、 
  、 っ の さ 間 ス 真 れ 出 そ 術 か た し て く そ 自 

知 そ た 分 れ の キ 理 だ さ の の か 目 て 累 代 れ 然 
識れ 人的 た 力 l は け れ も 基 る 的 例損 用 に に 吐け や台 実行物とが 呪 呪術 肯 の に よ 心理 に 現 た初 ので 礎を 力は が実 @ えま が解 的適 向っ 

理術 結 が の 産 れ 師 術 歩 は 心 前 際 、 げ 店 て 口 

的 の び あ 信 で は 効 は 的 な 理 っ に恐 、 で 希 を ある種 真理を技術の ついて そ り 、 用性を あって 呪術 験 また その形 わ 動様 い。し 学的に て外部 、また 怖を追 つきま はある 望の予 

い 乱 る て め 

が が   r=  むま 

、 自 酌 ま に 見 く う に も る の 

の相 れて発と 的効 再あ 白て   
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に
は
人
の
努
力
や
呪
術
と
は
独
立
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
 も
あ
れ
ば
、
時
と
し
て
は
与
え
ら
れ
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
 そ
 ぅ
 し
た
こ
と
か
ら
人
は
 

（
 
4
 
2
 
汁
 
）
 

自
然
界
に
お
け
る
自
律
的
な
目
的
ま
た
は
摂
理
を
感
じ
 て
 、
そ
れ
に
対
し
て
宗
教
的
態
度
を
と
る
に
至
っ
た
の
で
 あ
る
と
云
 う
 。
そ
し
て
 

と
い
う
こ
と
は
日
常
生
活
の
第
一
の
要
件
で
あ
る
。
 そ
 れ
だ
 げ
に
そ
れ
の
獲
得
は
情
緒
の
緊
張
を
伴
 う
 の
で
あ
る
 が
 、
し
か
も
そ
れ
は
 時
 

さ
て
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
宗
教
研
究
の
場
合
、
信
仰
 

と
 人
間
生
活
や
人
間
存
在
の
願
望
、
難
事
、
希
望
と
の
関
係
 

を
つ
ね
に
見
失
わ
ぬ
 

よ
 う
 に
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
宗
教
の
科
学
的
取
扱
い
 

の
ね
ら
い
が
、
如
何
に
し
て
宗
教
が
人
間
生
活
の
必
要
か
 

ら
 生
ず
る
か
を
明
ら
か
 

 
 

な
観
点
か
ら
上
述
の
諸
現
象
を
研
究
し
て
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
 

や
 祖
先
崇
拝
が
不
滅
の
 

 
 

ア
、
、
、
ズ
ム
 

に
お
い
て
、
人
と
ト
ー
テ
ム
と
の
親
縁
関
係
の
 

裡
に
 、
危
険
、
有
用
、
 

ま
た
は
食
べ
る
こ
と
の
出
来
る
ト
ー
テ
ム
種
を
支
配
せ
 

ん
と
す
る
願
望
を
見
出
し
 
Ⅱ
か
く
て
そ
れ
が
自
然
崇
拝
 

8
-
 

と
 と
も
に
、
摂
理
の
信
念
 

の
粗
野
な
表
現
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
 

。
、
 0
1
 

寅
 -
 

こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
す
べ
て
の
宗
教
の
実
体
ま
た
は
 

主
題
が
不
滅
と
摂
理
と
の
信
念
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
宗
教
 

に
 普
遍
的
な
儀
礼
や
 

 
 

の
 残
存
、
死
後
の
霊
魂
の
存
続
の
信
念
で
あ
っ
て
 

、
 マ
 リ
 ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
死
や
 
死
 

者
に
対
す
る
未
開
人
の
態
度
 
よ
 り
見
て
、
そ
れ
が
人
間
 
の
 最
も
深
い
生
の
渇
望
に
根
ざ
し
、
人
間
生
活
の
継
続
の
 

願
い
の
結
果
で
あ
る
と
 

 
 

人
間
の
運
命
に
同
情
を
持
ち
、
ま
た
人
間
に
よ
っ
て
宥
和
 

さ
れ
得
る
力
ま
た
は
 
人
 

格
が
存
在
す
る
と
い
う
神
秘
的
確
信
に
あ
る
が
、
未
開
 

-
2
-
2
 
人
 に
最
初
の
 、
 最
も
ほ
の
か
な
摂
理
感
を
与
え
た
も
の
は
 

食
物
の
豊
富
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
最
良
の
事
情
の
下
に
あ
。
 

@
-
3
-
2
 
 

っ
て
さ
え
も
、
 
決
 し
て
飢
餓
の
脅
威
か
ら
完
全
に
は
脱
し
得
な
い
未
開
大
に
 

と
っ
て
、
食
物
の
曲
 

里
 
吉
日
 

で
あ
っ
た
。
彼
が
し
ば
し
ば
な
し
た
宗
教
に
関
す
る
 一
 般
的
 陳
述
は
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
現
象
の
研
究
を
背
景
と
 し
て
い
る
。
 

次
に
宗
教
に
つ
い
て
見
る
に
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
数
 

あ
る
著
作
や
論
稿
の
中
、
宗
教
現
象
を
扱
っ
た
も
の
は
 

少
 く
な
い
が
、
そ
れ
ら
 犯
 

で
 彼
が
と
り
あ
げ
た
も
の
は
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
、
ア
ニ
 

、
、
、
 

ズ
ム
、
祖
先
崇
拝
、
自
然
崇
拝
、
生
の
危
機
や
食
物
の
豊
 

鏡
 を
め
ぐ
る
儀
礼
な
ど
 

Ⅴ ァ 史 @ 
よ 
  
て 

安定 

を 
得 
る 
の 

で 

あ 
る 
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ト
 
心
的
闘
争
や
万
一
の
分
解
を
含
蓄
し
て
い
る
。
好
ま
 

し
 い
 結
果
の
希
望
は
懸
念
や
恐
怖
や
予
感
と
闘
わ
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
こ
の
 
ょ
う
 な
不
安
 

が
定
な
心
的
状
態
に
あ
っ
て
生
き
ぬ
く
た
め
、
人
は
安
 

定
 、
成
功
、
永
続
の
あ
る
積
極
的
な
確
認
を
必
要
と
す
る
 

こ
こ
に
宗
教
の
ド
グ
マ
が
 

レ
 
救
済
的
信
念
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
、
こ
の
必
要
を
充
 

す
の
で
あ
る
。
不
滅
と
摂
理
の
信
念
は
生
の
必
然
に
根
 

ざ
し
、
心
的
闘
争
に
お
け
る
 

積
盈
 

マ
極
 面
の
伝
統
的
標
準
化
と
い
う
形
で
既
に
宗
教
に
 

お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
人
は
こ
の
教
義
的
断
定
に
す
 

が
っ
て
行
き
づ
ま
り
の
克
服
 7
 

 
 

韻
 
緊
張
に
よ
っ
て
取
り
ま
か
れ
て
い
る
。
ま
た
妊
娠
 

、
出
生
、
成
年
、
結
婚
、
死
亡
 
と
 云
っ
た
人
生
行
路
に
お
 
げ
る
重
大
な
機
会
は
、
知
識
 

 
 

巧
 
に
よ
っ
て
 尊
 び
か
れ
た
合
理
的
適
応
の
あ
ら
ゆ
る
 

手
段
が
絶
た
れ
た
種
類
の
も
の
と
し
て
危
機
で
あ
っ
て
 

、
 そ
れ
は
強
 い
 情
緒
的
動
乱
や
 

こ
の
こ
と
は
宗
教
が
関
与
す
る
生
活
部
面
の
特
徴
が
 

呪
 術
の
場
合
と
同
じ
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
マ
 

リ
ノ
ウ
 
ス
キ
ー
に
 

ょ
 れ
ば
、
 

宗
教
は
呪
術
と
と
も
に
超
自
然
の
領
域
に
属
す
る
も
の
 

と
し
て
、
知
識
が
失
敗
す
る
湯
ム
 

ロ
 
に
の
 
み
 入
り
込
む
。
 

-
g
 
従
っ
て
宗
教
が
関
与
す
る
 

情
況
も
人
間
の
情
緒
的
緊
張
を
か
も
し
出
さ
せ
る
こ
と
 

に
は
変
り
が
な
い
。
た
だ
し
か
し
て
 

り
ノ
タ
 
ス
キ
ー
に
 

ょ
 れ
ば
 
、
呪
術
の
場
合
、
 

そ
の
緊
張
が
つ
ね
に
特
殊
な
、
具
体
的
な
細
目
に
わ
た
 

る
 問
題
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
 

宗
 教
の
場
合
は
人
間
存
在
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-
 
却
 
-
 

ヒ
ヒ
 

機
作
者
た
ち
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
 

、
 未
開
宗
教
は
大
い
に
人
間
生
活
の
危
機
の
聖
化
と
関
係
 

し
て
い
る
と
見
な
し
て
い
る
。
 

ゆ
 食
物
は
人
間
生
活
の
第
一
の
要
件
で
あ
っ
て
 

、
 
殊
に
 
未
開
人
の
場
合
、
食
 

う
 こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
は
知
ら
れ
 

な
い
程
度
の
一
般
的
な
情
緒
的
 

こ
の
よ
う
に
見
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
リ
ノ
 タ
 ス
 キ
ー
は
宗
教
の
実
体
は
窓
 意
 の
も
の
で
は
な
く
て
、
不
滅
 と
 摂
理
の
信
念
は
人
間
 

-
5
-
 

ウ
 
2
 

生
活
の
要
件
か
ら
生
ず
る
と
云
 う
 。
か
く
て
ま
た
彼
は
 

そ
の
確
乎
た
る
基
礎
を
人
間
の
情
緒
に
持
た
ず
に
は
 見
 

る
と
あ
え
て
断
言
し
た
の
で
あ
る
。
 -
 
雙
 

自
ら
の
研
究
の
結
果
を
総
括
し
て
、
宗
教
は
そ
の
表
現
の
 

出
し
得
ず
、
ま
た
こ
の
情
緒
は
つ
ね
に
生
と
結
び
つ
い
た
 

 
 

唯
 の
一
つ
た
り
と
も
、
 

願
望
や
浮
沈
か
ら
生
ず
 



い
る
。
 

す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
 上
釆
 述
べ
た
と
こ
ろ
の
マ
リ
 ノ
タ
 ス
キ
一
の
所
見
か
ら
自
然
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
 
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
 

 
 
 
 

 
 

立
 帰
る
と
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
呪
術
と
宗
教
を
知
識
 

や
 合
理
的
手
段
を
も
っ
て
㈱
 

し
て
は
何
と
も
な
し
得
な
い
運
命
や
焼
倖
を
統
御
す
る
 

手
段
と
い
う
要
件
に
対
応
せ
し
め
た
所
以
が
明
ら
か
に
な
 

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
 

と
も
に
、
彼
が
呪
術
と
宗
教
と
は
情
緒
的
緊
張
の
中
に
 

起
り
、
そ
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
不
可
欠
の
機
能
を
果
し
、
 

一
 
定
の
生
理
・
心
理
的
要
 

件
 を
充
す
と
な
し
た
所
以
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
も
あ
れ
、
以
上
の
考
察
に
導
か
れ
て
、
マ
リ
ノ
 

ウ
ス
 
キ
ー
は
更
に
進
ん
で
 

呪
 

術
や
宗
教
の
個
人
的
機
能
と
社
会
的
機
能
と
に
 

@
 及
す
 
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
呪
術
や
宗
教
が
個
人
や
共
同
社
 

会
 に
対
し
て
及
ぼ
す
効
果
 

や
 結
果
を
意
味
す
る
。
彼
は
機
能
的
方
法
が
信
念
や
儀
 

れ
の
個
人
や
社
会
の
福
祉
に
及
ぼ
す
作
用
を
示
す
こ
と
に
 

か
か
わ
る
こ
と
を
明
 

@
=
 

ロ
 

し
た
が
 

-
2
-
 

%
 こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
呪
術
 

や
 宗
教
の
存
在
の
意
義
と
価
値
と
を
更
に
具
体
的
に
窺
知
 

し
 得
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
呪
術
や
宗
教
の
個
人
的
機
能
 

を
し
ば
し
ば
心
理
学
の
言
葉
で
語
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
 

呪
術
行
為
と
実
際
的
 

 
 

 
 

 
 

毅
然
と
し
て
行
動
せ
し
め
る
な
ど
云
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
 
利
の
信
仰
を
増
進
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
呪
術
は
個
人
的
 

，
 
-
5
 

・
 
3
 
-
 

）
 ア
 

肛
 

 
 

 
 

和
 、
諸
困
難
と
の
闘
い
や
死
の
展
望
に
お
け
る
勇
気
と
 

自
信
の
如
き
、
す
べ
て
の
価
値
あ
る
心
的
態
度
を
確
立
し
 

、
決
定
し
、
増
進
す
る
 

こ
と
に
そ
の
機
能
を
認
め
た
。
 

-
3
3
 

彼
は
ま
た
「
不
滅
の
信
 

念
 、
精
霊
、
 

神
 、
慈
恵
的
 

力
 に
つ
い
て
の
早
期
の
諸
観
念
 

は
人
間
に
慰
め
を
与
え
 

、
 彼
の
早
期
の
懸
念
を
払
い
去
る
」
 

と
、
、
 

-
8
-
 

3
 
力
す
べ
て
の
 
々
 
示
教
の
実
体
を
な
す
不
滅
と
摂
理
の
信
念
が
個
人
の
心
を
 

統
合
す
る
と
か
云
っ
て
 

-
9
-
 

3
 



マリノ ウメ   

ね
 、
個
人
的
機
能
に
せ
よ
、
社
会
的
機
能
に
せ
よ
、
マ
リ
 

ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
文
化
が
人
間
の
福
祉
に
寄
与
す
べ
 

き
 も
 の
と
の
見
地
か
ら
、
今
 

述
 

 
 

 
 

に
 取
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
ら
 

鵜
 

 
 
 
 

キ一の呪術と 宗教の機能 説 につい 

ム に り な は の / 

や 見 フ げ 実 名 ヴ 

統 て ・ れ 際 を ス 
制 、 ブ ば に あ キ 

を 呪 う 、 起 げ l 

も 術 ウ 結 り て は まい たら 部 「 は呪 ふ、力 / 局さ 、そ p 
す一衛 社 ほ し な 分 

。 色師 会 ど て い 的 
ト の 精 機 銃 が 活 
l 成 造 能 察 、 動 

ナ が それ ミズ し得る テ 信 を高 」れは の持続 的では 

ふ め と な も う を 

は、 望仮定 安いの でをク部 ド 一 

まをにめずりに れ 高射 るっフ も 

る い す ぅ と ・ つ 

目 地 る と 明 ブ 全 
的 位 あ 云 確 ぅ 体 
に は ろ っ に ウ 活 

向 上 現 て 、 ン 動 
つ げ 象 い 具 の に 関 て業 の るが る 。 4 -6- 体 的 舌口で 対し 

合 、 係 そ に あ て 
活 そ な れ 参 る - な 
動 れ 云 で 照 。 ㊦ す 
の は 3 役 す l 頁 
組 な の が る を 献 
織 お に 社 こ ば し 

を 組 比 会 と 「 と 

も 織 し 的 に 口 い 

た 力 て 機 よ 先 ぅ 

ら で 、 能 っ ぎ 機 
す あ ず に て 上 能 
な っ つ つ 綴 字 の 
ど て と い 能 な 概 
が   具 て の 表 念 

そ 実 体 語 概 現 l 
れ 際 的 る 念 」 彼 
で 活 で と を と は 
あ 動 あ こ 限 云 特   
あ ズ 的 ク で 義 者 

  

に 五 回 こ か 

か ぅ 結 ろ ケ 次 
に
 呪
術
や
宗
教
の
社
会
的
機
能
に
関
す
る
マ
リ
ノ
 ウ
ス
 キ
ー
の
考
を
見
よ
う
。
彼
が
社
会
学
的
観
点
と
と
も
に
、
 こ
の
概
念
を
 
デ
ュ
 

-
 
仙
 -
 

ふ
め
 著
作
か
ら
学
び
得
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
 肯
 ぜ
 フ
ド
 ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
事
実
こ
の
 両
者
が
語
っ
た
 と
 

に
は
 栢
 通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
 蛮
 人
の
教
義
は
社
会
組
織
の
 セ
メ
ソ
ト
 だ
と
か
、
宗
教
的
 

-
 
招
 

信
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円
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コ
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ざ
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め
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ウ
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ヨ
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臼
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口
ロ
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コ
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0
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コ
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の
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ヨ
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 Ⅰ
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田
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 @
 円
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の
 

b
o
 

ロ
口
ロ
 

い
 ま
 0
 目
 0
 （
小
生
ヰ
 

ず
麓
コ
由
ヨ
 O
q
p
 

宙
 ・
で
・
ト
ウ
 

基
礎
的
要
件
は
動
因
、
願
望
、
情
緒
と
な
っ
て
現
わ
れ
、
こ
れ
 が 有
機
体
を
要
件
の
充
足
へ
と
動
か
す
月
江
 

め
 。
 0
u
 
つ
い
 コ
ロ
 日
 0
-
 
戸
ら
 
-
 
づ
 -
 
ら
年
 
麓
 -
 

ヨ
田
耳
目
 
注
一
 
0
 コ
巴
ル
 戸
田
㎏
の
 
あ
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ず
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 0
 コ
の
 
の
 コ
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0
 
宙
 Ⅰ
 
コ
仁
 0
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の
 
0
 田
 0
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0
 ㏄
Ⅱ
。
 
づ
 0
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ム
 
心
 ・
 づ
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の
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・
）
。
 

田
 
Ⅳ
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0
 

ロ
・
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 プ
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リ
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リ
コ
ら
り
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ロ
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…
：
 

P
o
m
 

～
。
 

h
 
：
 P
 ミ
の
 

Ⅱ
宇
田
 
ず
 ・
 

プ
 円
仁
 
-
 
目
 0
 ィ
そ
 
の
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 ロ
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 @
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四
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"
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 c
-
e
n
 

「
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e
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 コ
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e
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収
 。
 

@
 
ら
 0
 日
 @
 の
由
 ざ
岸
（
 
0
 。
 已
 ・
㏄
・
㏄
：
 
セ
 0
 ～
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ヰ
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0
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@
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ら
 ：
 づ
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昌
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 0
 毛
の
 
ニ
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 ロ
 
-
 ト
 の
り
 
目
 里
ヨ
 り
 田
の
 0
 目
 o
h
o
 

日
日
 

S
.
 

づ
 ト
 い
の
 

@
 
由
 0
 日
 @
 の
 亡
帝
 
宙
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.
 

Ⅱ
・
㏄
・
の
Ⅰ
 

セ
 o
-
.
 

ム
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つ
つ
・
 
の
 の
り
 
１
 の
 轄
つ
 
・
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 ㏄
 臼
 0
 コ
 0
 の
 か
 （
 o
@
m
@
o
 

尹
で
・
 ド
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.
@
 
づ
ア
 の
（
 0
 目
コ
ら
り
ま
 

0
 臣
の
 0
 （
 守
 ぎ
ず
 い
 コ
口
 ヨ
 0
 Ⅱ
 仁
ひ
イ
セ
つ
 

本
本
 
l
 心
の
・
 
@
 ワ
時
ぜ
円
ア
 

@
 
コ
ロ
 ユ
 ミ
ぎ
 @
 
づ
 0
 つ
の
 
ぜ
 。
 ず
 0
-
0
 

㏄
 ぺ
 。
 @
 
臣
ノ
円
麓
幅
ピ
 

・
 の
 。
 5
 コ
。
 
0
 い
コ
由
 
㍉
。
目
的
 

-
o
 
コ
 。
 ロ
 ・
ト
ト
の
・
 

"
 の
 0
 Ⅰ
 
り
 -
 ㏄
 い
 Ⅰ
 
由
 0
 口
の
麓
 
コ
ら
 （
 
甘
 。
 T
 日
 り
ぬ
 
ピ
 @
 

セ
 0
@
 ゲ
 
%
 づ
 ・
 脂
白
 
P
.
 轄
切
 
㍉
 @
 ム
 白
 ㏄
 

@
 
ら
 。
 @
@
 円
 ァ
 0
 円
 
0
 ド
コ
由
ぃ
 

目
 0
 目
の
 0
 ヰ
 Ⅰ
 
い
 ざ
す
の
 
臣
 年
日
 0
 ト
リ
ア
。
 

つ
 ・
本
の
 

同
様
に
文
化
的
機
能
も
、
文
化
的
要
件
の
充
足
と
見
な
さ
れ
る
 ょ う
 に
な
っ
た
。
文
化
的
要
件
と
は
、
共
同
社
会
が
残
存
し
、
 

そ
 の
 文
化
が
持
続
 

す
べ
ぎ
な
ら
ば
、
充
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
一
団
の
諸
条
件
を
云
 ミ
ノ
（
の
ロ
 

-
 
ミ
 q
o
"
 
毘
の
 ・
の
：
 せ
 0
 ㌃
 囲
 
b
.
 

の
め
つ
し
。
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マリノウスキ 一の呪術と宗教の 機能 説は ついて 

が
 、
そ
れ
ら
が
各
個
の
成
員
の
生
物
学
的
及
び
社
会
的
 

福
祉
に
対
し
て
、
ど
ん
な
仕
方
で
作
用
す
る
か
を
示
す
 

ナ
 
」
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
 

榔
 

 
 

要
素
が
個
人
や
社
会
に
及
ぼ
す
効
果
や
結
果
と
つ
ら
な
っ
 

て
い
る
が
、
マ
リ
ノ
 

ウ
 
㏄
 

仕
方
で
社
会
統
合
、
技
術
的
、
経
済
的
効
験
、
及
び
 全
 体
 と
し
て
の
文
化
に
対
し
て
作
用
す
る
か
を
示
す
こ
と
は
 、
間
接
的
に
で
は
あ
る
 

が
 先
に
取
出
し
た
機
能
の
二
つ
の
主
要
な
意
味
の
関
連
 は
 明
ら
か
で
あ
っ
て
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
に
あ
っ
て
は
、
 信
念
や
儀
礼
が
ど
ん
な
 

目
立
っ
た
一
人
で
あ
る
 ピ
 デ
ィ
ソ
 
ト
ソ
 は
、
マ
リ
ノ
 
ウ
 ス
キ
 一
 が
機
能
の
語
を
明
ら
か
に
違
っ
た
意
味
に
用
い
た
 こ
と
を
認
め
た
が
、
 
そ
 

-
4
-
 

れ
ら
は
矛
盾
や
混
乱
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
彼
の
要
件
 の
 学
説
と
関
係
が
あ
り
、
こ
の
学
説
に
よ
っ
て
理
解
し
得
 る
と
見
た
。
わ
れ
わ
れ
 

あ
っ
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
彼
は
そ
こ
に
格
別
不
条
理
を
感
 じ

な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
数
多
の
門
弟
の
中
 、
師
説
へ
の
忠
実
さ
で
 

れ
わ
れ
は
そ
の
中
、
主
要
な
意
味
を
上
述
の
二
 つ
に
認
 め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
端
的
に
 

-
2
-
 

こ
の
外
、
た
ま
た
ま
社
会
学
的
存
在
理
由
や
用
途
の
意
味
 に

さ
え
用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
 

い
て
は
 い
 る
が
、
そ
れ
は
研
究
が
す
す
む
に
 つ
 れ
て
、
 彼
 の
 考
が
根
本
的
に
変
化
し
た
こ
と
に
 

に
 求
め
る
考
が
優
勢
に
な
っ
て
 来
 た
後
に
お
い
て
も
、
 
依
 然
 と
し
て
第
一
の
意
味
で
の
機
能
の
 

学
説
が
組
織
的
に
述
べ
ら
れ
た
「
文
化
の
科
学
的
理
論
 

 
 

こ
の
よ
う
但
し
て
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
機
能
の
語
の
用
 法
 が
不
統
一
で
あ
る
に
せ
よ
、
 

異
っ
 

は
 役
割
、
効
果
や
結
果
の
意
味
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
意
味
し
席
 

ょ
る
の
で
は
な
い
。
機
能
を
要
件
の
充
足
 

語
 が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
要
件
の
 

た
用
法
の
間
に
は
自
ら
関
連
が
あ
る
の
で
 

四
 

マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
機
能
の
語
を
い
く
つ
か
の
違
っ
た
 意
 味
 に
用
い
て
い
て
、
そ
こ
に
 

-
l
 
）
 

れ
た
。
論
者
た
ち
が
そ
の
証
拠
と
し
て
彼
の
著
作
か
ら
 引
用
し
た
い
く
つ
か
の
用
例
の
中
 

が
 、
実
質
的
に
は
意
味
の
違
い
の
な
い
よ
う
な
も
の
も
 含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
 

は
 ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
ほ
ど
の
厳
密
さ
は
認
め
ら
 れ
ず
、
こ
の
傾
向
が
機
能
の
語
の
 い

く
ら
か
散
漫
 

に
ほ
、
な
る
ほ
 

し
て
も
、
マ
リ
 

使
用
に
も
窺
わ
 れ / ど や 

杜
撰
 

表
現
 

ウ
ス
 

る
こ
 の

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
 

こ
そ
 異
 っ
て
は
い
る
 

キ
 ー
の
言
葉
の
使
用
に
 

と
は
事
実
で
あ
る
。
 
わ
 



宗
教
が
発
揮
す
る
 役
 

性
を
保
持
し
な
が
ら
 

姿
を
描
き
出
し
た
。
 

と
し
、
従
っ
て
宗
教
 

理
解
は
得
ら
れ
な
い
 

地
 に
よ
く
遂
行
し
た
 

c
o
 
口
 （
の
下
を
重
視
す
 

割
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
を
求
め
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
 の
 研
究
を
通
し
て
、
呪
術
や
宗
教
が
そ
れ
ぞ
れ
目
ら
の
 独
自
 

、
実
際
的
活
動
の
間
に
織
り
交
っ
て
、
そ
れ
ら
の
足
り
 な
い
と
こ
ろ
を
補
い
、
全
体
文
化
の
調
和
に
寄
与
し
て
い
 る
 

ラ
ド
 ク
リ
ブ
 
・
ブ
ラ
ウ
ン
も
、
社
会
の
諸
制
度
は
そ
れ
 ら
の
相
互
の
有
機
的
連
関
の
中
に
お
い
て
の
み
意
味
を
持
 つ
 

研
究
の
場
合
、
そ
れ
は
経
済
、
法
、
 

導
 彼
等
、
社
会
の
 諸
制
度
に
対
す
る
そ
れ
の
関
係
を
吟
味
し
な
い
で
は
充
分
 な
 

と
し
た
。
し
か
し
彼
の
場
合
、
こ
れ
は
一
般
的
提
言
と
 し
て
終
っ
て
い
る
憾
み
が
あ
っ
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
を
 実
 

こ
と
で
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
 0
 と
 も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
見
地
は
別
の
言
葉
で
 

云
 3
 
と
  
 

る
こ
と
で
あ
る
が
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
云
う
の
 0
 巳
の
 ゎ
 （
と
は
、
単
に
あ
る
文
化
要
素
が
 諸
 多
の
文
化
要
素
と
の
 間
 

と
す
る
意
味
に
お
い
て
反
社
会
的
と
考
え
得
る
呪
術
は
 な
い
と
し
、
妖
術
ま
た
は
 黒
 呪
術
さ
え
も
、
危
険
で
は
あ
 る
が
正
当
な
武
器
と
し
 

-
8
-
 

て
 機
能
を
果
し
、
確
立
し
た
権
力
や
法
の
命
令
を
強
制
 す
る
と
云
う
。
し
か
し
そ
の
際
、
ト
ロ
ブ
リ
ア
 ソ
ド
 に
お
 い
て
も
、
人
妻
に
姦
通
 

を
 犯
さ
せ
、
作
物
を
台
な
し
に
し
、
漁
夫
を
失
敗
さ
せ
、
 啄
む
 ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
に
追
い
込
み
、
バ
ナ
ナ
 や
ヤ
シ
 の
 実
や
 ビ
 ソ
ロ
ウ
樹
を
 

枯
ら
し
、
饗
宴
や
グ
 ラ
 の
遠
征
を
駄
目
に
す
る
等
の
有
生
 
ロ
な
 
、
悪
意
の
あ
る
呪
術
の
存
在
に
は
触
れ
な
い
の
で
あ
 る
 @
9
 

。
 ）
 

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
用
い
た
機
能
の
韮
 叩
 の
二
つ
の
主
要
な
意
味
を
、
上
述
の
呪
術
と
宗
教
の
問
 題
 に
即
し
て
、
諸
家
 

の
 見
る
と
こ
ろ
を
参
照
し
つ
つ
吟
味
し
て
見
よ
う
。
 先
 述
 の
と
お
り
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
 一
は
 文
化
の
有
機
的
連
関
 内
に
あ
っ
て
、
呪
術
 や
 

黒
 呪
術
に
つ
い
て
さ
え
、
社
会
的
機
能
を
認
め
た
こ
と
 に
 見
て
も
よ
く
窺
わ
れ
る
。
即
ち
彼
は
デ
ュ
ル
ケ
ム
及
び
 そ
の
学
派
が
限
定
せ
ん
 

見
ら
れ
る
が
、
後
に
は
要
件
の
充
足
と
し
て
の
機
能
 概
 念
 に
は
、
用
途
や
効
用
の
概
念
を
通
し
て
近
づ
か
ね
ば
な
 ら
ぬ
と
見
な
し
た
の
で
 

あ
る
。
 
-
7
-
 

云
わ
れ
た
よ
 う
 に
、
こ
れ
ら
に
見
る
マ
 リ
ノ
ス
ウ
キ
｜
 0
 機
能
観
は
目
的
論
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
と
云
い
得
 よ
 5
 が
、
そ
れ
は
彼
が
 

ス
キ
ー
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
そ
の
 要
素
 

若
干
の
人
々
に
よ
っ
て
さ
え
、
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
 て
釆
 

  

の
 存
在
理
由
と
 

-
6
-
 

た
 程
で
あ
り
、
 

 
 
と
 用
途
と
は
機
能
学
派
の
 

て
そ
れ
を
同
一
視
し
た
と
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マリノウスキ 一の呪術 と 宗教の機能 説に   ついて 

と
、
 彼
の
宗
教
現
象
の
研
究
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
せ
よ
、
 ト
 ｜
テ
 ミ
ズ
ム
に
せ
よ
、
は
た
ま
た
祖
先
崇
拝
や
自
然
崇
 拝
 に
せ
よ
、
 ゎ
 
0
 口
 （
の
 
パ
 （
 

を
 充
分
に
つ
く
す
と
い
う
点
で
著
し
く
見
劣
り
の
す
る
，
 」
と
は
争
え
な
い
。
そ
れ
は
彼
が
こ
れ
ら
の
現
象
を
モ
ノ
 グ
ラ
フ
式
に
取
扱
っ
た
 

の
で
な
い
だ
げ
に
。
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
 
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
彼
が
現
象
の
心
理
 学
的
説
明
に
急
で
あ
っ
 

て
 、
そ
れ
の
社
会
的
の
 0
 口
 （
の
 
パ
 （
を
忘
れ
、
ま
た
ほ
現
象
 自
 体
の
精
密
な
形
態
学
的
分
析
に
欠
け
、
た
め
に
思
い
っ
 ぎ
 程
度
の
説
明
に
終
っ
 

て
い
る
場
合
が
決
し
て
一
一
一
に
止
ま
ら
な
い
。
 

し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
マ
リ
ノ
 ゥ
 ス
キ
ー
の
機
能
 説
 に
お
 い
て
、
と
り
わ
け
問
題
を
含
む
と
思
わ
れ
る
も
の
は
 
主
 と
し
て
第
二
の
意
味
 

0
 機
能
仁
関
し
て
で
あ
る
。
一
体
、
人
間
有
機
体
の
要
 件
と
 呪
術
や
宗
教
と
の
間
に
簡
単
な
機
能
関
係
を
見
出
し
 得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

ク
ロ
ー
バ
ー
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
呪
術
説
を
批
評
し
 て
 、
人
間
の
心
身
や
環
境
に
根
ざ
し
た
特
殊
な
有
機
的
要
 件
と
 呪
術
の
よ
う
な
 文
 

化
的
 活
動
と
の
間
に
そ
の
 ょ
う
 な
関
係
の
な
い
こ
と
を
 論
断
し
た
。
た
だ
彼
も
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
呪
術
に
関
す
 る
 不
安
説
が
あ
る
程
度
 

の
 確
実
性
を
持
ち
、
そ
れ
が
あ
る
南
海
人
に
は
当
て
は
ま
 る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
た
が
、
そ
れ
は
普
遍
的
に
確
実
 な
 原
理
で
は
な
い
と
し
 

た
 。
彼
は
 ヱ
 ス
キ
モ
ー
を
例
示
し
て
い
る
。
 ヱ
 ス
キ
モ
 ｜
は
 メ
ラ
ネ
シ
ア
人
に
比
し
て
、
生
活
上
遥
か
に
大
き
な
 危
険
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
 

な
い
。
従
っ
て
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
説
か
ら
云
う
と
、
 一
 
刑
者
は
 後
者
よ
り
も
多
く
呪
術
を
用
い
る
べ
ぎ
で
あ
る
の
 に
、
 実
の
と
こ
ろ
彼
等
 

は
そ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
 よ
 り
少
な
い
。
彼
等
は
遥
か
 に
 実
際
的
で
、
道
具
と
自
 持
 と
で
事
足
り
て
い
る
。
彼
等
 の
よ
う
に
不
安
が
余
り
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に
保
 持
す
る
関
連
の
み
を
云
 う
 の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
 

あ
る
人
工
物
と
結
付
い
た
観
念
や
そ
れ
を
取
り
め
ぐ
る
 価
値
 

つ
い
て
は
、
そ
れ
と
連
合
し
た
観
念
や
感
情
か
ら
、
 神
 話
が
 朝
謡
さ
れ
、
演
ぜ
ら
れ
る
状
態
ま
で
を
も
含
め
て
 云
 ぅ
の
 

こ
の
よ
う
な
広
い
 8
 里
の
 バ
 （
を
顧
慮
し
て
な
さ
れ
た
 マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
の
呪
術
と
神
話
の
研
究
は
従
来
そ
の
比
を
 兄
 な
 

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
呪
術
を
原
始
 科
学
と
し
、
ま
た
神
話
を
自
然
象
徴
的
な
、
空
想
的
な
も
 の
と
 

の
 歴
史
的
記
録
と
考
え
た
旧
説
を
拒
否
し
て
、
呪
術
が
 原
始
文
化
に
お
い
て
不
可
欠
の
機
能
を
果
し
、
神
話
が
五
 収
 ら
れ
 

-
l
 

l
 
Ⅰ
）
 

く
 、
生
活
さ
れ
た
現
実
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
重
要
な
文
 他
形
成
力
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
蘭
明
し
た
の
で
あ
る
。
 し
か
 を

 、
ま
た
神
話
に
 

貧
 ）
 

で
あ
る
。
か
く
て
 

い
 卓
越
さ
を
示
し
 

し
 、
ま
た
は
過
去
 

た
物
語
で
は
な
 

し
こ
れ
に
比
べ
る
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マリノウスキー の 呪術 と 宗教の機能 説は ついて 

ア
ン
ド
以
上
に
安
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
 呪
 術
 は
た
と
え
、
そ
れ
を
完
全
に
欠
い
た
部
族
が
あ
っ
て
 も
、
 極
め
て
稀
れ
で
あ
 

ろ
 5
 と
云
わ
れ
る
ほ
ど
に
普
遍
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
 の
 重
要
性
の
度
合
い
 や
 そ
れ
が
主
と
し
て
関
係
す
る
活
動
 は
 部
族
に
よ
っ
て
さ
ま
 

ざ
ま
の
変
種
の
あ
る
こ
と
は
云
 う
 ま
で
も
な
い
。
ま
た
 既
に
引
用
し
た
よ
 う
 に
 、
 マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
は
 黒
 呪
術
 や
 妖
術
が
確
立
し
た
権
力
 

を
 強
制
す
る
こ
と
を
云
っ
た
が
、
こ
れ
は
酋
長
の
行
政
 上
の
実
権
の
弱
い
ト
ロ
ブ
リ
ア
 ソ
ド
 に
つ
い
て
云
い
得
る
 こ
と
で
あ
っ
て
、
権
力
 

の
 強
い
 ァ
ザ
ン
デ
 の
酋
長
は
己
が
支
配
を
強
制
す
る
た
 め
 、
呪
術
に
頼
る
必
要
は
殆
ん
ど
な
く
、
事
実
彼
は
ト
ロ
 フ
リ
ア
 ソ
ド
 の
酋
長
の
 

-
6
-
 

@
 

よ
 う
 に
、
呪
術
を
懲
罰
の
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
な
 か
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
分
る
よ
 う
 に
 

マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
 

特
定
の
材
料
に
 ょ
 り
、
し
か
も
彼
の
社
会
的
機
能
が
具
 体
 的
の
も
の
を
ね
ら
っ
て
い
る
だ
げ
に
、
彼
が
呈
示
し
た
 と
こ
ろ
が
普
遍
的
適
用
 

性
を
欠
く
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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頼
る
こ
と
を
し
な
い
。
彼
等
は
少
数
の
家
畜
を
飼
育
し
 、
 時
と
し
て
わ
ず
か
の
 ア
ヮ
や
 ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
栽
培
し
 た
り
も
す
る
。
し
か
し
 

-
 
時
レ
 

f
 -
 

こ
れ
ら
と
緒
付
い
て
呪
術
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
と
 云
 わ
れ
る
が
、
そ
れ
か
と
云
っ
て
ノ
マ
ド
で
あ
る
彼
等
が
 、
 食
料
問
題
で
ト
ロ
ブ
リ
 

ン
グ
ル
に
住
む
チ
ェ
ン
チ
ャ
 ス
 人
は
主
要
な
生
計
で
あ
 る
 狩
り
や
野
生
の
果
実
や
堅
果
を
蒐
集
す
る
の
に
成
功
す
 べ
く
、
，
呪
術
的
手
段
に
 

マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
呪
術
と
経
済
活
動
と
の
密
接
な
関
 係
 に
注
目
し
、
呪
術
が
経
済
組
織
の
骨
髄
を
な
す
と
い
う
 こ
と
に
、
そ
の
社
会
的
 

@
4
-
 

l
 

意
義
を
認
め
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
が
ど
の
部
族
 に
も
妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
 

イ
 ソ
 ド
 の
 ハ
 イ
ダ
 ラ
バ
 l
 ド
の
ジ
ャ
 

  

し
 得
る
真
理
で
な
い
 

が
あ
っ
て
作
用
す
る
 

必
ず
し
も
一
様
で
は
 

と
は
限
ら
な
い
。
し
 

に
 基
づ
い
て
、
一
面
 

こ
こ
に
マ
リ
ノ
 
ウ
 こ

と
の
趣
旨
は
こ
れ
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
 れ
も
ま
た
文
化
現
象
の
基
底
に
人
間
の
生
理
・
心
理
的
要
 件
 

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
 し
 か
し
そ
れ
ら
の
要
件
が
充
た
さ
れ
る
仕
方
は
社
会
に
よ
っ
 て
 

な
い
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
文
化
現
象
を
一
般
的
に
 取
扱
 5
 場
合
、
そ
れ
を
簡
単
に
一
定
の
要
件
に
還
元
 し
得
 
る
 

か
る
に
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
の
一
般
論
に
は
そ
う
し
た
点
 が
 看
過
さ
れ
て
い
て
、
た
め
に
彼
が
自
己
に
好
都
合
な
材
 料
 

的
な
議
論
を
展
開
し
た
に
過
ぎ
ぬ
と
云
い
得
る
も
の
が
 し
ば
し
ば
あ
る
。
 

ス
キ
ー
の
所
論
に
つ
い
て
、
叙
上
の
点
で
不
適
切
と
思
 わ
れ
る
も
の
を
若
干
指
摘
し
て
お
こ
う
。
先
述
の
と
お
り
  
 

一 "" 



と
に
言
及
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
が
究
極
に
お
い
て
、
 果
 し
て
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
論
断
す
る
余
裕
は
 合
 は
な
い
。
或
は
そ
れ
 

は
 彼
の
鋭
い
洞
察
力
に
よ
っ
て
、
正
鵠
を
射
て
い
る
か
 も
 知
れ
な
い
し
、
事
実
呪
術
や
宗
教
に
は
そ
の
 ょ
う
 に
 見
 得
る
面
が
確
か
に
あ
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
特
殊
の
事
実
に
基
づ
い
 て
 立
論
す
る
傾
向
の
著
し
い
彼
の
方
法
か
ら
す
る
と
、
 学
 問
 と
し
て
は
、
そ
の
 
結
 

論
 が
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
ざ
る
を
 得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
専
門
の
学
者
は
多
様
性
に
 富
ん
だ
宗
教
現
象
に
直
 

面
し
て
、
宗
教
が
何
で
あ
る
か
を
限
定
す
る
こ
と
の
 困
 難
さ
を
し
ば
し
ば
歎
じ
た
。
な
る
ほ
ど
、
自
己
の
好
み
に
 従
っ
て
宗
教
を
限
定
す
 

る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
て
も
、
 

す
，
 
へ
て
の
宗
教
現
象
を
 
つ
く
す
よ
う
な
学
的
作
業
を
経
て
宗
教
の
普
遍
概
念
に
到
 達
す
る
こ
と
は
至
難
で
 

あ
り
、
ま
た
そ
の
 ょ
う
 な
手
続
き
を
経
な
い
結
論
の
科
 単
性
を
全
然
拒
否
す
る
こ
と
は
、
事
実
 酷
に
 過
ぎ
よ
う
。
 
し
か
し
そ
れ
に
し
て
 

る
こ
と
は
、
こ
れ
を
看
過
し
得
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
れ
 ら
の
異
相
が
そ
れ
ぞ
れ
果
し
て
如
何
な
る
要
件
に
 栢
応
す
 る
か
と
い
う
こ
と
自
体
 

が
 必
ず
し
も
知
り
易
い
こ
と
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
れ
 ら
の
異
相
を
通
し
て
一
般
的
に
、
当
該
現
象
を
一
の
特
定
 の
 要
件
に
帰
せ
し
め
る
 

こ
と
は
甚
だ
困
難
な
こ
と
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
見
て
来
て
 、
 更
に
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
 呪
 術
 と
宗
教
を
運
命
や
暁
倖
を
統
制
す
る
手
段
と
い
う
要
件
 に
 対
応
せ
し
め
た
こ
 

と
し
て
結
晶
す
る
に
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
、
文
 化
 的
要
因
で
あ
っ
て
 作
 崩
し
、
た
め
に
全
体
と
し
て
異
相
 を
 呈
す
る
こ
と
と
も
な
 

  

に
 来
世
の
生
存
が
認
め
ら
れ
て
、
そ
の
他
の
者
に
は
そ
 れ
が
否
認
さ
れ
た
り
し
て
い
る
事
実
に
は
適
用
し
得
な
い
 。
ボ
 ア
ス
 は
不
滅
の
諸
 

観
念
が
根
本
的
に
内
容
や
意
味
を
異
に
す
る
こ
と
を
 説
 い
た
の
生
の
願
望
が
人
間
の
普
遍
的
賦
性
と
し
て
あ
る
に
 

億
 -
 

せ
 よ
 、
こ
れ
が
不
滅
 観
 

後
の
世
界
を
楽
園
と
し
て
描
い
て
い
る
ト
ロ
ブ
リ
ア
 ソ
 ド
 の
事
実
に
導
か
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
は
あ
っ
て
 、
そ
 れ
は
こ
の
島
民
の
信
念
 

に
は
妥
当
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
世
界
 の
 諸
民
族
の
間
で
、
慰
め
の
な
い
来
世
を
描
い
た
り
、
 或
 は
 一
部
の
特
権
者
た
ち
 

す っ 
る い わ 
人 て れ 
  、 わ 

死 被 れ 
に は は 
か そ マ 

け れ リ 

の の / 

八 墓 ゥ 

と 底 ス 
そ な キ 
の 生 l 
遺 の の 

族 願 主 
） 聖 運 
がも と ・ 

、 い 心 

よ う 理 
り 心 的 
よ 理 要 
ぎ 的 件 
釆 妻 の 
世 因 説 
の に に 

生 ， 求 つ 

拝 め い 
の 、 て 

  
に の こ 

ょ 最 れ 
っ 大 に 
て の 似 
慰 庖 た 
め 機 こ 

な に と 

得 直 な   

る 画 指 
こ し 摘 
と て し 
を 、 得 
説 な る 

い お     
こ 確 むま 

の 証   
説 を 不 

明 必 滅 

は 要 観 
死 と に 

く 294@  58 
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マリノウスキ 一の呪術と宗教の 機能 説 について 

も
 
、
学
問
的
に
は
、
研
究
者
が
選
ぶ
 

若
 
千
種
の
現
象
に
 

つ
い
て
は
、
能
 

う
 
限
り
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
そ
れ
ら
の
 

変
種
を
つ
く
す
用
意
が
 

要
請
さ
れ
る
。
し
か
る
に
 

て
り
ノ
 

ウ
ス
キ
ー
は
自
ら
取
 

扱
っ
た
現
象
の
多
様
性
を
知
り
な
が
ら
も
、
そ
の
多
様
性
 

を
 
説
明
す
る
こ
と
を
せ
 

ず
 
、
特
定
の
材
料
に
つ
い
て
心
理
的
要
因
を
探
究
す
る
，
 

」
と
に
主
た
る
関
心
を
示
し
、
し
か
も
そ
の
得
た
と
こ
ろ
 

を
 
一
般
的
な
形
で
 

呈
 

示
し
た
の
で
あ
る
。
遺
憾
な
が
ら
、
最
早
、
そ
の
こ
 

と
を
一
々
の
具
体
例
に
つ
い
て
説
述
す
る
紙
数
の
余
裕
を
 

持
た
な
い
が
、
彼
が
何
 

 
 

 
 

 
 

し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
マ
リ
ノ
 

タ
 
ス
 
キ
ー
が
比
較
法
を
完
全
に
無
視
し
た
と
云
 

う
 
こ
と
は
出
来
 

な
い
。
彼
は
人
類
学
 

を
人
間
文
化
の
比
較
科
学
と
定
義
し
、
人
類
学
の
格
別
 

科
学
的
な
仕
事
は
比
較
研
究
に
よ
っ
て
人
間
制
度
の
基
本
 

的
 
性
質
を
あ
ら
わ
に
す
 

る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
ま
た
宗
教
に
関
し
て
も
、
そ
れ
が
 

何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
瞭
な
概
念
仁
到
達
す
る
こ
と
は
 

 
 

行
 
さ
れ
る
宗
教
現
象
の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
 

成
就
さ
れ
る
と
云
っ
㍉
 

"
 
ソ
 
ド
ン
大
学
に
お
け
る
彼
の
 

後
継
者
、
フ
ァ
ー
ス
の
㏄
 



語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
類
似
し
 た
 構
造
の
社
会
体
制
の
間
の
綿
密
な
制
度
的
比
較
に
は
 興
 味
を
持
た
な
か
っ
た
㏄
 

が
 、
し
か
し
彼
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
比
較
を
排
斥
し
 

 
 

比
較
が
比
較
さ
れ
る
 項
醐
 

目
の
積
分
的
関
係
の
十
二
分
の
研
究
に
基
づ
く
べ
き
こ
 と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
自
身
は
ま
た
、
比
較
 法
 が
彼
の
 主
題
た
る
文
化
に
適
用
 

し
 得
る
何
等
か
の
概
括
や
理
論
的
原
理
や
普
遍
的
法
則
 0
 基
盤
で
な
け
れ
ば
な
れ
ぬ
と
さ
え
も
云
っ
た
の
で
あ
 俺
宕
 

し
か
し
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
が
実
地
に
遂
行
し
た
比
較
 法
 は
む
し
ろ
粗
雑
 ど
 云
 う
 べ
き
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
 云
 わ
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
 

ろ
 う
 。
彼
は
「
信
仰
と
道
徳
の
基
礎
」
に
お
い
て
、
世
界
の
 

故
地
方
か
ら
比
較
の
材
料
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
 は
 彼
が
主
と
し
て
ト
 ロ
 

ブ
リ
ア
ン
ド
の
事
実
を
背
景
に
な
し
た
一
般
的
論
述
を
 例
証
す
る
に
過
ぎ
ぬ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
 あ
る
呪
術
に
つ
い
て
、
 ト
 

-
8
 

2
 ）
 

ロ
 ブ
リ
ア
ン
ド
内
で
の
変
種
を
比
較
し
た
場
合
が
あ
る
。
 し
か
し
そ
れ
と
ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
志
し
た
 集
 約
的
 ・
地
域
的
比
較
 法
 

と
の
類
似
は
極
め
て
皮
相
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
同
一
 地
域
内
の
基
本
型
を
設
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
な
さ
れ
 た
も
の
で
も
な
い
。
 

-
9
-
2
 

の
外
、
彼
は
し
ば
し
ば
宗
教
、
各
宗
教
、
全
宗
教
な
ど
 一
 
ム
 5
 表
現
を
用
い
て
一
般
論
を
開
陳
し
た
が
、
そ
れ
は
 既
 に
 示
し
た
よ
 う
 に
 、
 

部
の
信
念
や
儀
礼
を
念
頭
に
お
き
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
 理
解
も
主
と
し
て
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
に
お
け
る
自
ら
の
 経
 験
を
背
景
と
し
て
い
る
 

こ
と
は
争
え
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
結
果
的
に
は
、
マ
 リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
が
 特
殊
を
一
般
化
し
た
と
云
わ
れ
て
も
止
む
を
得
な
い
よ
う
 な
こ
と
と
も
な
っ
た
 

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
彼
の
本
意
で
は
な
か
っ
た
 こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
彼
は
若
い
頃
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
 
宗
 教
生
活
の
原
初
形
態
」
を
 

論
評
し
て
、
単
一
の
事
例
に
基
づ
く
結
論
に
は
大
な
る
 異
 存
 が
あ
る
と
し
、
宗
教
の
最
も
基
本
的
な
様
相
の
一
に
関
 す
る
学
説
が
 デ
ュ
ル
ケ
 

ム
 が
や
っ
た
よ
さ
に
、
事
実
上
単
一
の
民
族
誌
に
叙
せ
ら
 れ
た
単
一
部
族
の
分
析
に
安
ん
じ
て
基
づ
き
得
な
い
と
 

 
 

ソ
 ・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
の
通
過
儀
礼
を
批
評
し
て
は
、
そ
れ
は
 形
式
の
類
似
し
て
い
る
故
に
総
括
さ
れ
た
、
さ
ま
ざ
ま
 な
儀
礼
の
真
の
機
能
的
 

分
析
に
基
づ
か
な
い
形
式
的
組
織
で
あ
る
と
云
い
、
 そ
 0
 名
称
を
危
険
な
ラ
ベ
ル
と
な
し
た
。
 

-
,
-
3
 

更
に
ま
た
彼
は
自
 ら

も
 暫
 ら
く
は
大
な
る
 

影
響
を
受
け
た
フ
ロ
イ
ド
及
び
そ
の
追
随
者
た
ち
の
 精
 神
 分
析
学
的
方
法
を
批
判
し
て
、
彼
等
が
 ェ
デ
ソ
 プ
ス
，
 コ
ソ
プ
レ
ソ
 ク
ス
 を
 あ
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ト
チ
 0
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0
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づ
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㏄
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㏄
 

小
 
3
 ）
 ナ
宙
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目
ヰ
 

@
 
下
 ㏄
 
り
 
@
 
。
コ
目
 

由
 
c
 （
ず
の
 

0
 
Ⅰ
 
せ
 0
 
ヰ
 。
亡
帝
 

年
 
Ⅱ
 
e
"
 

で
・
 

屋
 
㏄
 

（
 
4
 ）
 巾
 -
 
由
由
 
-
 
目
的
（
 

0
%
"
 

勾
 ・
 @
 
片
目
 @
 
申
 
（
～
 

0
 
年
仁
り
曲
 

0
 
コ
ヰ
 
0
 の
 
Q
 
わ
 
-
 
曲
 
円
い
 
コ
 （
 
ず
 
Ⅰ
 
0
 
づ
 0
-
0
 

簗
セ
 
"
 セ
 
0
 
ト
 ド
 
，
ト
 
の
り
 
め
 
・
 @
 
Ⅹ
 

（
 
5
 ）
 約
 比
目
 
0
 
毛
の
 
エ
 @
 
の
 0
 
の
 
寸
 -
 い
 
コ
田
 

ず
 
Ⅱ
 
0
 
㌧
 o
-
o
 

帥
宮
 
・
門
口
 
リ
 
セ
・
㏄
 

ユ
拝
 
。
 セ
 
0
 
㌣
い
つ
・
 

ロ
 
・
㏄
の
Ⅱ
 

(
 
斯
 
)
 

 
 

ゃ
 ・
 
ド
 
の
の
・
機
能
的
方
法
は
あ
る
物
資
の
如
何
な
る
他
の
様
相
 

よ
り
も
、
用
途
に
重
き
を
㏄
 

の
 

 
 

ゴ
 ㌧
 
セ
 ・
 
ウ
 
0
 
。
㏄
 
ト
 
ー
㏄
 
り
 @
G
 

三
井
 

ヨ
ぃ
コ
 

。
 ヲ
や
 :
P
 
Ⅰ
 
田
ぎ
 0
 
毛
の
五
。
の
の
 

0
0
@
0
-
0
 

洩
ざ
巴
 
Ⅰ
 
ず
 0
0
 
ユ
 の
の
・
 
ト
つ
ト
ゆ
，
 

ろ
 う
 。
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
社
会
や
文
化
が
人
間
を
規
 制
し
、
行
動
に
制
約
を
与
え
、
本
能
、
動
因
、
人
間
性
を
も
 
変
容
す
る
こ
と
を
認
め
 

池
 
待
 。
も
し
彼
に
こ
の
点
を
充
分
考
慮
に
入
れ
る
用
意
が
 

-
 

あ
っ
た
な
ら
ば
、
呪
術
や
宗
教
に
つ
い
て
個
人
心
理
学
的
 説
明
で
満
足
さ
れ
な
か
 

っ
 た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
同
種
の
信
念
や
儀
礼
の
変
種
に
 つ
い
て
、
も
っ
と
充
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
 と
 思
わ
れ
る
。
 

要
す
る
に
、
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
 一
は
 現
象
の
多
様
性
を
知
 り
な
が
ら
、
そ
こ
に
問
題
を
見
出
し
、
そ
の
中
か
ら
解
答
 を
 引
出
す
こ
と
を
し
 

な
か
っ
た
。
彼
は
人
類
学
の
学
徒
の
仕
事
と
し
て
諸
事
 実
の
一
般
化
を
目
ざ
し
た
が
、
彼
が
そ
れ
を
遂
行
す
る
に
 当
 @
 っ
て
は
、
ラ
ド
 ク
リ
 

て
 

 
 

念
 な
取
扱
い
を
経
な
い
で
、
あ
る
現
象
の
裡
に
生
き
て
 鼓
 勒
 す
る
人
間
の
姿
を
見
て
 、
 

諦
 
直
ち
に
人
間
の
本
性
に
沈
潜
し
た
の
で
あ
る
。
 彼
 の
 学
説
に
見
る
新
鮮
味
と
偏
向
性
と
い
う
長
短
二
 つ
な
 が
 ら
の
根
源
は
そ
こ
に
あ
る
の
 

ヒ
ヒ
 

粛
 
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

ら
ゆ
る
文
化
の
基
礎
に
お
く
の
を
誤
り
と
し
、
そ
れ
が
 特
に
父
権
的
社
会
性
見
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
 は
、
 彼
が
現
代
西
欧
の
 

ズ
 宗
家
族
と
ト
ロ
フ
リ
ア
 ソ
ド
 の
母
系
家
族
と
を
比
較
 

 
 

ス
キ
ー
が
他
者
の
学
説
 

を
 批
判
す
る
場
合
に
と
っ
た
態
度
と
彼
自
身
の
研
究
の
 場
合
に
実
地
に
示
さ
れ
た
態
度
と
は
相
容
れ
な
い
。
 け
 れ
 ど
も
そ
れ
は
彼
の
意
識
 

で
は
矛
盾
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
先
述
の
よ
 う
 な
安
易
な
比
較
を
も
っ
て
 、
 
自
ら
比
較
法
を
遂
行
し
た
 と
 信
じ
て
い
た
の
で
あ
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却
 ）
 

（
・
，
し
 

（
 
2
 ）
 

（
 
2
 
0
0
 
）
 

て
 

リ
ノ
 ウ
ス
キ
ー
の
心
理
学
的
説
明
の
不
充
分
さ
を
物
語
る
で
あ
ろ
 
へ
 
@
 
@
@
 

。
 

目
 p
-
@
 

口
 
0
 名
 綜
 @
-
 
目
ぃ
ゆ
 
@
n
 
。
の
 o
@
o
 

口
 
R
 
p
 

口
ロ
Ⅰ
の
 

-
 
一
ゆ
 
@
0
 
Ⅱ
㌣
や
せ
・
 

4
 。
 0
 の
 
l
 
時
メ
 南
部
 ス
ダ
ソ
 の
ヌ
ア
人
の
間
で
は
非
常
に
有
用
な
 獣
 、
 
鳥
 、
魚
、
植
物
、
人
 

上
物
が
 ト
 1
 テ
ム
 と
さ
れ
な
Ⅱ
 u
0
@
 
し
か
り
 

@
 
し
と
ム
 
Ⅰ
 
ら
ヱ
ヴ
ァ
ソ
ス
 

ブ
 リ
チ
ャ
ー
ド
は
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
、
経
験
的
関
心
 
物
の
儀
礼
化
を
 

見
よ
う
と
す
る
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
や
ラ
ド
ク
リ
フ
・
ブ
ラ
ウ
ソ
の
 主
張
を
支
持
し
得
な
い
と
し
た
 
6
 つ
の
下
の
。
 

巾
 r
@
t
e
 

す
か
 
ま
 
-
 三
岸
 の
 
Ⅱ
Ⅰ
 0
 代
 的
 
-
0
 
コ
 。
 

ト
ゅ
 
朋
の
。
 
づ
 ・
 
き
 ・
）
 
0
 

ま
主
 田
 0
 毛
の
 
エ
 ニ
す
 乙
，
や
 
㌣
・
死
体
の
ミ
イ
ラ
化
の
あ
る
処
は
 何
処
で
も
そ
れ
が
一
つ
の
観
念
に
よ
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
 々
、
 火
葬
に
し
て
 

も
 、
そ
の
モ
ー
テ
ィ
ブ
は
地
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
 が 指
摘
さ
れ
て
い
る
（
 
目
 0
 毛
色
 す
 。
 毛
 -
 
円
汀
 
ず
の
の
 

目
ア
の
 

n
 の
 
，
お
 白
 
0
.
 や
・
 
ト
の
 
0
.
@
 

め
の
下
ら
の
コ
コ
。
 

目
 ・
 @
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目
ア
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ト
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H
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 Ⅱ
㏄
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ゴ
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コ
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（
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r
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幅
ざ
 Ⅰ
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目
 
A
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つ
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ガ
ト
り
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l
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い
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由
か
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-
 
色
 ，
 力
 ・
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 Ⅰ
 
巨
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経
 ：
 由
 。
 臣
 

（
 
0
 約
主
ぎ
 0
 自
の
里
・
。
。
 

約
り
住
 P
 
お
鰍
鰍
 の
 簿
 
口
ロ
～
生
田
 @
 
宮
，
，
 丘
 -
 
１
 
%
-
 
岸
 

ホ
グ
ビ
ソ
 著
、
吉
田
一
吹
 訳
 
「
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
お
け
る
法
と
秩
序
 
」
五
二
 ｜
 五
四
頁
 0
 マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
は
法
に
関
し
て
、
 

ノ
 ラ
 不
 シ
ア
の
 
一
地
 

方
の
材
料
か
ら
得
た
結
論
が
、
当
然
限
ら
れ
た
範
囲
を
持
つ
こ
 と
を
特
に
断
わ
っ
て
さ
え
い
る
（
の
 

ユ
ヨ
 の
田
田
経
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0
 日
日
 毬
づ
 り
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の
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-
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ク
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宗
教
研
究
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宗
教
研
究
一
四
 四号
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昭
和
三
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一
三
 ｜
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参
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（
Ⅰ
）
 

て
は
彼
の
蹟
 蹄
が
 見
ら
れ
る
が
、
後
に
は
そ
れ
が
理
性
 で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
 ゐ
 ・
 
る
 "
 か
 」
る
も
の
の
そ
れ
に
 固
有
な
徳
に
従
っ
て
の
 

一
 一
 

「
形
而
上
 豊
書
 」
、
 
A
 巻
で
は
、
そ
の
純
粋
観
想
（
や
 き
下
 （
⑨
は
、
理
性
 
守
 0
0
 

。
）
と
の
 

開
係
に
 於
て
追
求
さ
れ
 た
が
、
「
ニ
コ
マ
コ
ス
 

倫
理
壁
書
」
、
 K
 巻
で
は
幸
福
と
の
問
題
に
於
て
探
究
さ
 れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
純
粋
観
想
を
前
者
の
且
 目
 で
は
形
而
上
的
面
か
ら
 

取
扱
 ひ
 、
後
者
の
書
で
は
 具
掲
的
 面
か
ら
取
扱
っ
て
 ゐ
 る
 。
而
し
て
純
粋
観
想
と
幸
福
の
問
題
が
「
ニ
コ
マ
コ
ス
 倫
理
 里
書
 」
 K
 巻
 、
第
 

七
章
の
冒
頭
で
述
べ
ら
れ
る
 "
 即
ち
幸
福
と
は
最
高
の
 徳
締
盈
づ
 さ
に
従
っ
て
の
活
動
で
あ
り
、
そ
の
最
高
の
 
徳
 ど
は
我
々
の
う
ち
に
 

於
け
る
最
善
な
る
も
の
の
徳
で
あ
る
。
我
々
の
こ
の
 最
 も
 善
い
部
分
と
は
「
理
性
 
官
 。
 
斗
 ）
で
あ
ら
う
と
、
何
か
 他
 の
も
の
で
あ
ら
う
と
 

も
 」
執
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
本
性
上
支
配
し
指
 暮
 し
 
?
G
 

Ⅱ
か
お
も
 

q
@
 
二
 %
 セ
 き
め
 
@
 
寸
沫
し
 
ふ
目
出
ぃ
Ⅰ
も
治
し
・
 

且
 又
 美
し
き
神
的
な
る
も
 

の
に
つ
い
て
思
念
し
得
る
 
宋
き
 o
h
a
 

で
 娘
 
Ⅹ
の
（
寸
ヰ
 
巾
ゑ
再
 斗
ぎ
蕉
釦
簿
へ
 c
o
v
 

）
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
こ
の
場
合
、
ア
リ
ス
ト
 

テ
レ
ス
は
「
 神
 的
な
る
も
の
に
つ
い
て
思
念
し
得
る
も
 の
 」
と
は
「
そ
れ
自
身
が
神
的
な
も
の
で
あ
ら
う
と
も
、
 我
々
の
う
ち
に
あ
る
 最
 

も
 神
的
な
も
の
Ⅰ
か
も
の
（
㏄
 づ
 a
 、
「
 

0
 こ
で
あ
ら
う
と
も
」
 
と
 述
べ
、
そ
れ
が
 亦
 彼
に
よ
れ
ば
、
「
理
性
で
あ
ら
 う
 と
、
 何
か
他
の
も
の
で
 

あ
ら
う
と
も
」
と
述
べ
て
 ゐ
て
 、
そ
こ
に
は
ア
リ
ス
ナ
 ア
レ
ス
の
不
明
瞭
さ
が
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
が
理
性
で
あ
 る
と
 云
 ふ
こ
と
に
つ
い
 

英 

ア 

リ 

ス 

tC  ト 

つ ァ 

  
て の 

の 純 

ト 
望観 

想 
マ （ 

もの 

e ス ちへ 
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今
 に
も
つ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
純
粋
観
照
は
自
分
 

支
げ
濁
り
居
て
出
来
る
 

の
で
あ
っ
て
他
の
人
の
存
在
は
必
然
と
し
な
い
。
こ
の
 

活
動
は
そ
れ
自
身
以
外
の
何
も
の
も
生
ぜ
ず
、
こ
の
活
動
 

の
み
そ
れ
自
身
の
故
に
 

 
 

 
 

 
 

て
 
る
人
に
配
さ
れ
る
所
の
几
ゆ
る
傑
作
が
こ
の
純
粋
 

観
想
の
活
動
に
具
備
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
純
粋
観
想
は
最
 

上
位
の
活
動
で
あ
る
。
尤
も
 

 
 

煙
 
「
 
か
ュ
る
 
生
活
は
人
間
的
よ
り
以
上
の
善
き
生
活
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
人
が
か
く
の
 

如
く
生
活
す
る
こ
と
は
、
そ
の
 

て
 
人
が
人
間
で
あ
る
限
り
に
於
て
で
は
な
く
て
、
 

却
 っ
て
神
的
な
る
或
る
も
の
が
そ
の
人
間
の
う
ち
に
内
存
 

す
る
（
 申
転
セ
 
が
し
限
り
に
 

 
 

の
 
於
て
で
あ
り
、
こ
の
神
的
な
る
も
の
が
合
成
的
 

存
 狂
者
と
し
て
の
人
間
か
ら
実
っ
て
み
る
と
同
じ
程
度
に
そ
 

の
 活
動
も
亦
他
の
徳
に
従
っ
 

 
 

轍
 
て
の
活
動
と
 
昇
 っ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
 

P
 
す
か
 

宙
，
 

。
 
P
 ）
べ
 

べ
ヴ
め
め
 

も
 ゅ
 
）
。
人
間
は
感
性
的
本
性
を
も
知
性
的
本
性
 

を
も
所
有
す
る
精
神
と
身
 

購
 

僻
 
と
の
合
成
 
瞠
 で
あ
る
の
で
、
人
間
に
限
定
さ
れ
る
 

生
活
は
、
感
性
的
且
 

つ
肉
膿
的
 
心
の
動
き
が
あ
り
、
 

そ
 の
 働
き
を
理
性
に
よ
っ
て
秩
序
 

利
付
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
理
性
の
働
き
が
 

憩
ふ
 

?
p
 

の
 
の
 
「
の
）
 

と
云
 ふ
こ
と
は
優
れ
た
 

堅
緯
 に
固
有
な
 
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
て
 

 
 

テ
 
の
み
知
性
的
本
性
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
マ
 

ス
は
 註
釈
し
て
「
そ
れ
故
に
明
か
に
か
 

ュ
る
 生
活
を
す
る
 
人
間
即
ち
観
想
に
憩
ふ
こ
と
 

 
 

 
 

間
は
、
 
彼
が
様
々
の
も
の
か
ら
合
成
さ
れ
た
と
 

云
 ふ
こ
 と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
 

人
 

 
 

間
 に
は
或
る
神
的
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
 

云
 ふ
こ
と
 
に
よ
っ
て
換
言
す
れ
ば
知
性
に
よ
っ
て
神
的
な
類
似
を
 

分
取
す
る
限
り
生
き
る
の
 

65@ (3aD 

パ
 ・
 ゴ
ト
 ）
 べ
き
 ）
め
 
@
S
 
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
か
Ⅰ
 る
 純
粋
 観
想
の
特
性
を
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。
「
そ
れ
は
 
如
 何
な
る
事
柄
を
な
す
 ょ
 

-
3
q
3
-
 

り
も
 持
績
的
 
（
 
q
c
 ふ
 Ⅹ
 ら
 し
に
出
来
る
」
 

-
2
@
 
 

宙
ヴ
 
山
口
・
 

ド
ト
 
円
ぺ
 
の
 凶
 ㍉
 
又
 そ
れ
は
 
知
律
 0%
 ⑨
に
従
っ
て
の
活
動
で
あ
 る
 。
 か
ュ
る
 知
に
従
っ
 

-
4
-
 

て
の
活
動
は
純
粋
 牲
父
 仁心
 
由
 で
転
 
つ
つ
 
こ
と
不
動
性
 
8
%
 
ま
 。
こ
に
於
け
る
驚
歎
す
べ
 き
快
 
⑱
の
 0
 ふ
 ）
を
含
ん
 で
ぬ
 る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

活
動
が
究
極
的
な
幸
福
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
 活
動
（
守
令
せ
 め
 
@
 
⑨
が
純
粋
観
想
的
な
も
の
宅
の
 p ）屯
せ
 

コ
 沫
 さ
で
あ
る
（
門
三
・
・
 



 
 

と
し
て
あ
る
と
 云
 ふ
こ
と
に
謝
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 の
 自
費
は
不
徹
底
で
あ
っ
た
。
こ
の
艶
を
ト
マ
ス
は
キ
リ
 ス
ト
教
の
思
索
の
上
に
 

立
っ
て
明
瞭
化
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ト
マ
 ス
の
 
観
想
 
宋
 0
 口
 （
の
 
@
9
 
団
ぃ
笘
 
0
 ）
は
軍
な
る
観
想
 
Q
 の
 
e
 穏
 芭
 
で
は
な
く
て
、
ト
マ
 

 
 

ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
う
ち
に
神
的
な
る
も
の
が
あ
る
と
 は
云
ふ
が
 、
神
的
な
る
も
の
乃
至
神
そ
れ
自
身
に
な
る
、
 ズ
 は
か
く
な
っ
た
も
の
 

の
 最
善
な
る
部
分
た
る
理
性
の
 

あ
る
。
か
く
し
て
人
間
は
か
 ュ
 

あ
る
が
、
人
間
は
努
力
を
轟
 し
 

ふ
こ
と
に
含
ま
れ
る
問
題
 肛
つ
 徳

に
 従
っ
て
神
的
生
活
に
入
り
得
る
可
能
性
と
 云
 ふ
も
 の
は
あ
る
。
然
る
に
神
的
生
活
は
不
死
の
生
活
で
 

る
 理
性
の
徳
に
従
っ
て
神
的
生
活
に
入
る
べ
く
努
力
す
 る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
神
は
初
め
か
ら
不
死
で
 

て
 人
間
に
可
能
な
程
度
に
不
死
に
な
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
「
不
死
に
な
る
」
と
 

云
 

い
て
は
不
明
瞭
さ
を
残
し
て
ゐ
る
。
こ
の
鮎
を
明
瞭
に
 食
属
 さ
せ
た
の
が
ト
マ
ス
で
あ
る
。
 既
ち
 ア
リ
ス
 

だ
が
、
然
し
人
間
は
か
 ム
 る
神
的
生
活
 肛
 興
る
た
め
に
 は
 「
我
々
は
出
来
る
限
り
不
死
に
な
る
③
も
 
f
i
v
a
 

づ
 （
 
り
め
 
@
v
 
）
 べ
 ぎ
で
あ
り
、
自
己
 

の
う
ち
に
あ
る
最
善
な
る
も
の
 に
 従
っ
て
生
き
る
た
め
 に
萬
善
 を
養
す
べ
き
で
あ
る
」
 ヱ
す
や
 

Ⅰ
・
。
ト
ト
Ⅱ
Ⅰ
 

且
 葵
上
の
ち
。
 

-
9
-
 

人
間
に
は
人
間
の
う
ち
 

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
 、
 
自
ら
の
純
粋
性
に
於
て
考
察
さ
れ
 る
 理
性
が
精
神
と
身
籠
の
ム
ロ
 成
騰
と
興
 っ
て
み
る
と
 同
 じ
 程
度
に
、
観
想
の
働
 き
 

（
 
0
 ち
の
 
l
p
 
（
 
@
0
 
 

の
ち
 
n
F
-
p
-
 

～
 
づ
 こ
は
、
本
来
的
に
人
間
的
な
も
の
 に
閥
 す
る
所
の
道
徳
的
 徳
 に
よ
っ
て
生
ず
る
働
き
と
は
 距
 り
が
あ
る
」
と
 
月
ァ
 0
 ｜
 

m
 傍
 
卜
串
田
 コ
傍
 。
の
。
 
日
 m
e
 
コ
村
 Ⅱ
 
軍
ぎ
パ
 Ⅰ
 乙
 「
 
0
 の
し
目
ざ
。
 
「
 
偉
尽
の
 Ⅰ
 才
ピ
 。
 
日
 a
c
 
け
宙
ヨ
 
。
Ⅰ
～
 
汗
 （
 パ
 。
Ⅰ
お
宝
。
Ⅹ
Ⅰ
）
。
 

従
 
っ
て
か
上
る
生
活
は
人
間
 

的
 生
活
 
a
 ㌦
。
 
寺
き
 叫
き
 0
 の
 而
 （
 
0
q
 
）
に
比
し
て
神
的
生
活
 ③
も
の
の
 

0
"
 
馬
む
 。
）
で
あ
る
。
然
し
、
 他
 万
一
，
合
成
者
の
徳
 

  

ふ
ち
 
の
 
づ
 
a
 （
）
は
人
間
的
 徳
 で
あ
り
、
而
し
て
生
活
も
亦
 か
 上
る
人
間
的
 徳
に
 従
っ
て
の
生
活
で
あ
り
」
 

釜
 ・
 
z
 ：
 本
 
9
 目
お
の
 き
 1
%
 

）
、
人
間
 

の
 最
善
な
る
徳
で
あ
る
理
性
の
徳
以
外
の
か
 ュ
る
 Ⅱ
他
の
 徳
仁
 従
っ
て
の
生
活
は
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
何
 故
 な
ら
ば
、
 か
ュ
る
 徳
に
 

ハ
 
7
@
 

従
っ
て
の
諸
々
の
活
動
は
人
間
的
性
質
⑤
。
 Q
b
e
 
ョ
 。
 
沫
 Ⅰ
 ざ
の
 Ⅰ
も
の
で
 
セ
 の
る
か
 亡
リ
で
 
七
の
る
 ニ
 （
 
手
宙
 ・
。
）
）
Ⅱ
㏄
の
 

ト
 
e
 。
 人
間
は
精
神
と
身
 
膿
め
 

合
成
者
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
理
性
の
徳
以
外
の
諸
徳
 に
も
 徒
 ふ
も
の
で
あ
り
、
 
か
 上
る
生
活
が
人
間
の
生
活
 で
あ
る
が
、
 
又
 
「
理
性
の
 

 
 

如
く
外
的
な
も
の
に
左
右
さ
れ
な
い
自
己
の
中
の
最
高
 0
 部
分
た
る
理
性
の
念
 

に
徒
 ふ
生
活
も
な
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
生
活
は
神
 的
 生
活
で
あ
る
。
 か
 」
 る
 意
味
で
は
、
人
間
は
二
重
生
活
者
 で
あ
る
と
 
云
ひ
 得
る
の
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アリストテレ スの 純粋観想についての 聖 トマ スの 解釈 

ス
 が
そ
れ
を
神
の
観
照
（
 n
o
 

口
の
（
の
 

日
 専
田
。
 し
 ③
 
と
明
 瞭
に
 呼
び
、
そ
こ
に
人
間
の
究
極
的
幸
福
（
～
の
 
目
 9
%
 
就
岸
 田
日
巴
 
を
お
く
の
で
あ
 

り
 、
そ
の
鮎
に
ト
マ
ス
の
特
色
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
 逐
次
明
か
に
な
る
で
あ
ら
う
。
 

以
上
に
よ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
「
不
死
に
 な
る
」
と
 云
 ふ
こ
と
に
含
ま
れ
る
問
題
つ
い
て
は
不
明
 瞭
 さ
は
あ
る
と
は
 云
 

へ
、
彼
の
云
 ふ
 観
想
 
途
 6
e
 
穏
 こ
も
神
的
生
活
で
あ
る
 こ
と
が
理
解
さ
れ
た
が
、
更
に
こ
の
点
を
か
上
る
観
想
 と
 幸
福
の
問
題
に
立
入
 

っ
て
論
及
し
て
見
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
如
 く
 述
べ
る
、
「
究
極
的
幸
福
ぶ
 つ
 や
め
 
へ
お
 し
㌢
 -
 
モ
 O
t
 
へ
 
ぬ
 ）
が
純
粋
観
想
的
な
 

或
る
活
動
で
あ
る
こ
と
は
次
の
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
ら
 ぅ
 。
即
ち
 神
 
Q
 め
 
0
 
へ
 ）
が
何
に
ま
し
て
至
福
守
 ぉ
玉
転
や
 

Q
 こ
で
あ
り
且
つ
幸
福
 

（
 
驚
 ㌢
 モ
の
艶
 
ら
で
あ
る
と
我
々
は
考
へ
た
。
（
中
略
）
 至
 福
 な
る
こ
と
に
於
て
優
っ
て
ゐ
る
神
の
活
動
は
純
粋
 観
 想
 的
な
も
の
で
あ
る
」
と
 

（
～
す
 

い
伍
 
：
 P
 
ト
 
日
㏄
 
す
 ㏄
 l
 
㎏
 ㏄
）
 
0
 
 
こ
の
吉
井
 
禾
 か
ら
し
て
、
ア
リ
ス
ト
 テ
レ
ス
の
観
想
も
「
神
の
観
照
」
と
な
り
、
ト
マ
ス
の
 そ
れ
と
同
一
の
も
の
の
 

様
に
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
表
面
的
に
両
者
が
同
一
の
 も
の
で
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
で
は
 な
い
。
一
 %
 、
ア
リ
ス
ト
 

テ
レ
ス
が
 、
 こ
ュ
で
、
神
谷
 め
 
0
 ご
と
 穐
 し
て
ゐ
る
も
の
は
 如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
勿
論
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 の
 去
ふ
神
は
キ
リ
ス
ト
 

教
の
神
 6
 の
屈
の
）
で
は
な
い
。
ト
マ
ス
は
、
こ
の
箇
所
に
 

於
 げ
 ろ
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
（
 簿
 0
 へ
 
）
た
る
神
が
如
何
な
 る
も
の
か
を
 註
稚
 し
て
 云
 

ふ
に
 、
そ
れ
は
 猜
 正
實
 籠
 
（
 
簿
 す
の
（
 

り
 
ロ
目
 

p
n
 
 

の
の
 

口
 a
r
a
 

（
の
の
）
 

で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
が
（
 づ
オ
 
。
 目
毬
卜
 信
田
 甫
の
 
：
の
。
 
@
 ）
 
@
 
目
 ・
 
@
 己
 ・
～
 

4
,
 
 
Ⅹ
。
Ⅰ
の
の
 

目
 。
 

パ
 （
Ⅰ
）
そ
れ
は
軍
な
る
 
猫
 土
質
膿
の
意
味
で
あ
っ
て
 、
キ
 リ
ス
ト
 教
 的
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。
前
述
し
た
如
く
 
二
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 

ス
 は
神
を
思
惟
の
思
惟
で
 0
 
ふ
 q
 め
 
8
 の
ヒ
ム
 

d
q
 

（
の
）
と
規
定
 

し
 、
そ
こ
に
 於
げ
 ・
 
る
 神
の
思
惟
の
封
 象
は
 、
神
的
理
性
 が
 最
も
優
れ
て
ゐ
る
 限
 

り
 、
 神
 自
己
自
身
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
 、
 神
は
自
己
 

自
身
よ
り
以
下
の
も
の
を
思
惟
す
る
こ
と
 

守
 o
e
 

の
Ⅰ
）
は
 

、
思
惟
の
思
惟
を
低
下
 

さ
せ
る
こ
と
 ュ
 な
り
、
神
の
堕
落
と
な
る
。
ま
し
て
や
 最
 悪
 な
る
も
の
を
思
惟
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
べ
 き
 で
 あ
る
官
立
の
で
㌢
ら
 ゆ
 

）
の
円
か
す
ぎ
 

よ
止
り
 。
 か
ノ
 
Ⅹ
の
 如
ノ
 
へ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 神
 が
封
 象
 と
す
る
も
の
は
最
善
な
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
亜
 
ゅ
 
な
る
も
の
は
そ
の
 封
象
 

と
な
っ
て
み
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
は
、
 そ
 の
神
は
善
を
も
悪
を
も
含
め
る
神
で
は
な
い
。
そ
の
 意
 味
 で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

の
神
に
於
て
は
善
悪
の
交
錯
す
る
こ
の
世
界
は
顧
み
 ろ
 れ
て
ゐ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
は
世
界
に
伺
っ
て
 積
極
的
に
働
き
か
け
 ろ
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神
 で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
 神
は
不
動
の
動
者
 
守
 で
臼
Ⅰ
 

o
E
 
 

ま
ヒ
 0
 も
 ヒ
 ㍉
 ま
ヒ
ふ
 
「
 0
 こ
と
 し
て
運
動
の
第
一
原
因
で
 

あ
り
 待
肝
犠
 ：
 由
 。
 き
 。
 の
 の
Ⅱ
 
目
で
 蚕
紙
 黛
も
目
 
6
 。
お
さ
 ダ
の
 ム
ニ
 ま
と
ゴ
 
）
 Q
 べ
 き
燵
鱒
ぎ
圧
，
ゴ
 
）
 0
 鍵
お
 ㊥
、
究
極
 

約
日
的
と
し
て
あ
る
が
、
 

不
動
の
動
者
と
 云
ふ
 言
葉
が
意
味
す
る
が
如
く
、
第
一
 天
球
を
は
じ
め
と
し
て
宇
宙
の
凡
ゆ
る
も
の
は
夫
々
運
動
 し
 、
生
成
、
 
憂
 化
す
る
も
 

以
外
の
他
の
原
因
に
 節
 せ
し
め
る
と
 
云
ふ
 考
は
 、
 彼
に
 

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
と
神
と
の
 開
係
は
 
「
神
は
 渇
愛
さ
れ
た
も
の
の
如
く
に
動
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 動
 

は
 極
め
て
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
」
 

G
 の
二
の
「
。
 

O
q
g
 

口
ロ
 

ぺ
 
～
の
の
 
宙
の
 
「
 0
 の
の
の
 

プ
 @
n
 
ず
 （
の
串
の
～
 

か
さ
れ
た
も
の
は
他
の
 

も
の
を
動
か
す
 
ざ
 ～
 
せ
 の
の
革
茸
 
首
 すき
。
 隠
 。
ま
で
 0
 豊
の
 ヒ
 O
e
 
：
 
ぺ
ウ
棲
 Ⅱ
 -
@
 

ノ
 ン
 ロ
ン
 @
 
（
 
ゃ
 
-
 
の
の
）
 

ヒ
 C
 す
ふ
 
@
b
 

：
」
Ⅰ
：
Ⅱ
 
-
 
）
 
つ
、
 

～
丈
す
㏄
 

l
 か
 ）
の
で
あ
っ
て
 
、
 神
は
自
 

ら
は
動
か
な
い
で
、
自
己
が
渇
愛
さ
れ
た
も
の
の
如
く
 に
兄
ゆ
る
も
の
を
動
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
神
は
白
ら
 積
 極
 的
に
は
 見
 ゆ
る
も
の
 

を
 動
か
さ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
 き
 意
味
で
、
 
ァ
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
神
は
里
に
存
在
す
る
に
過
ぎ
ず
、
 神
の
方
か
ら
世
界
へ
向
 

っ
て
働
き
か
け
 
ろ
 も
の
で
は
な
い
。
 
ッ
 ，
ラ
ー
も
 云
ふ
が
 如
く
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
世
界
に
向
げ
ら
れ
た
神
約
 意
志
、
神
性
の
創
造
的
 

行
震
 或
は
世
界
 脛
 過
へ
の
 閥
興
と
云
 ふ
こ
と
を
認
め
な
 か
っ
た
」
（
の
「
口
口
口
二
 

%
 
 
缶
 e
r
 
G
e
s
n
 

三
り
テ
 
（
の
由
の
 
ャ
 G
r
i
e
 

ぃ
 下
宙
 
り
ず
の
 

目
 ㌧
 す
亡
 
0
 ㏄
 
0
 ち
 け
山
 
e
 。
 

の
 ・
 P
 べ
 ）
。
Ⅰ
 
e
 る
 ふ
 め
 -
 ぢ
 Q
 ご
 。
な
る
ほ
ど
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 

ス
は
 
「
形
而
上
皇
 書
 」
、
 A
 巻
 、
第
十
 章
 で
は
軍
隊
と
統
 率
 者
の
比
倫
を
も
っ
て
 、
 

秩
序
 と
云
 ふ
も
の
が
統
帥
者
に
よ
っ
て
あ
る
こ
と
を
 強
 謁
 し
、
 神
 -
 
一
そ
か
ム
る
 統
治
者
⑧
 q
 も
 ,4
 
セ
 &
"
 
）
で
あ
 る
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
 

ロ
ッ
ス
 も
 云
ふ
が
 如
く
「
そ
の
神
は
接
埋
の
支
配
者
で
は
 な
い
」
（
 屈
 0
 の
の
。
芦
立
 

簗
 ・
 ミ
 e
 こ
 ち
 田
 。
 ぎ
宙
 0
 什
 
ヲ
田
 @
 
～
 
ご
 」
 。
そ
の
神
は
キ
リ
ス
ト
 

教
の
神
の
如
く
、
神
的
意
志
と
知
性
が
動
ぎ
 、
 神
の
方
 

か
ら
働
き
か
け
る
 

挿
 埋
の
神
で
は
な
い
（
拙
稿
「
 聖
ト
 
マ
ス
の
神
の
存
在
 
掩
明
 

ほ
 つ
い
て
の
一
考
察
１
 l
 五
つ
 空
 澄
明
の
聯
 麟
 @
 。
 
Ⅰ
 
、
 テ
 オ
リ
ア
・
第
二
鞘
、
参
照
Ⅱ
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 
は
又
 自
然
及
び
自
然
の
 

目
的
性
の
う
ち
に
、
尚
且
つ
一
層
直
接
的
に
人
間
精
神
 の
う
ち
に
神
的
な
何
も
の
か
を
見
る
と
し
て
も
、
何
等
 か
の
結
果
を
自
然
的
原
因
 

Q
 臣
 e
n
 
圧
 お
す
の
 
岸
 ㌧
ま
す
の
 
0
 で
 王
 や
の
・
～
の
 

ひ
 ）
 0
 
 
ア
リ
ス
ト
テ
 
レ
ス
に
は
 持
埋
 信
仰
 と
云
ふ
 様
な
も
の
は
な
い
 0
 宇
宙
の
 
秩
序
と
運
動
の
結
合
は
 

自
然
襲
 生
 的
に
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
 尚
ッ
 
ヱ
 ラ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
観
に
つ
い
て
次
の
様
に
 述
べ
る
、
「
ア
リ
ス
ト
 

テ
レ
ス
と
同
氏
族
の
宗
教
に
於
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 が
 真
理
と
し
て
認
め
た
の
は
、
一
般
的
太
古
以
来
の
確
 
信
と
 
同
様
に
、
神
性
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プ リトステレスの 純粋観想につⅠ   、 ての 聖 トマス の 解釈 

（
 
Q
o
*
@
 

甘
の
 
@
*
 

）
の
信
仰
 
と
 天
及
び
矢
籠
の
神
性
の
信
仰
に
 於
て
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
謝
し
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
 は
神
話
的
附
加
物
で
あ
 

っ
て
、
そ
の
由
来
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
の
擬
人
 的
 表
象
の
傾
向
と
政
治
的
打
算
に
よ
る
と
な
し
た
」
 
父
 n
-
-
 

の
「
。
～
 

ヴ
 ～
 
&
.
 
。
の
・
）
の
の
）
 

と
 。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
而
上
軍
書
」
、
 A 巻
 、
第
八
章
 
宍
 。
 ミ
ヴ
 ト
ム
せ
に
従
っ
て
の
 ツ
 エ
ラ
ー
の
 見
解
で
あ
る
。
以
上
の
 

如
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
神
は
岳
理
の
神
で
は
な
い
 。
然
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
の
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
 教
師
神
と
同
一
の
も
の
 

の
 如
く
に
感
ぜ
ら
れ
る
艶
が
時
々
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
 は
、
 他
に
若
し
神
々
の
人
間
へ
の
贈
物
 
G
 抹
 弓
ミ
 
て
 ぬ
）
 た
る
何
物
か
が
あ
る
と
 

す
れ
ば
、
幸
福
は
ぶ
も
の
 
寮
ミ
 。
已
も
神
典
の
も
の
 
守
紋
 q
 錆
 o
q
o
 

も
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
正
中
円
で
あ
り
云
々
」
 

（
 
口
 ・
 Z
.
 。
 キ
 。
 
0
 。
）
 
0
 の
の
 
す
ト
 
）
 
一
 

）
じ
と
の
言
葉
に
於
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
 こ
 の
 ・
 
i
 
神
典
の
も
の
・
 ど
云
ふ
 言
葉
を
 バ
 １
千
 ッ
ト
 は
神
の
繍
 理
 の
公
邸
に
よ
っ
て
 贈
 

ら
れ
た
幸
運
（
の
 ひ
 「
 は
 Ⅹ
 へ
も
 
で
あ
る
と
解
し
、
又
、
 

ア
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
幸
福
と
は
神
の
定
め
総
の
へ
ネ
モ
 0
 ～
 下
へ
Ⅰ
）
で
あ
る
」
（
 
乙
圧
 ：
 

）
 
0
 の
の
 
日
 e
 
と
す
る
場
合
、
 
バ
 １
千
 ッ
ト
 は
そ
の
「
神
の
 定
め
」
と
は
、
人
間
的
世
界
に
於
け
る
偶
然
即
ち
「
 運
 
Ⅰ
 臥
 Ⅹ
 じ
 」
を
宗
教
的
に
 

鮮
麗
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
箇
所
の
脚
註
で
説
明
し
て
 ぬ
 る
。
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
・
 
ス
 の
こ
の
言
葉
の
う
 ち
に
見
ら
れ
る
神
と
は
 

「
古
代
人
が
神
谷
 ざ
 こ
と
呼
ん
で
ゐ
る
 實
援
 で
あ
る
」
 
（
 
づ
す
 。
 日
 傍
片
（
モ
 %
 リ
 の
。
 
c
 ）
 ョ
ョ
 ・
 邑
 ・
 ヨ
 ，
ア
ド
の
ユ
片
。
Ⅹ
Ⅰ
 

く
 ）
と
述
べ
、
「
神
典
 
の
 

も
の
 ヒ
 Ⅰ
こ
三
ム
 

ふ
ア
 Ⅱ
 
ノ
 ス
ト
テ
レ
ス
の
舌
ロ
葉
に
つ
い
 イ
 
Ⅰ
卜
は
 

「
或
る
も
の
が
 

猪
 正
實
 鵬
 
（
 
神
 ）
か
ら
人
間
に
 典
 へ
ら
 れ
る
と
 云
 ふ
こ
と
は
、
 

明
か
に
、
理
性
的
能
力
に
従
っ
て
、
 

濁
 上
賓
膿
へ
の
 
人
 間
の
適
合
（
 n
o
 
コ
 %
 三
の
口
（
 

@
 
そ
の
も
の
か
ら
生
ず
る
」
（
 
ぴ
田
 し
と
 解
程
 し
て
 ゐ
 

る
 。
蓋
し
 、
 
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
同
幸
福
が
神
典
 

の
も
の
で
あ
る
 ヒ
と
ム
 
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
 の
こ
と
を
こ
れ
以
外
の
 

場
所
で
は
論
じ
て
ゐ
な
い
」
（
高
田
三
郎
 謹
 
ニ
コ
マ
 
コ
ス
倫
理
 畢
 」
二
七
四
 コ
 、
脚
註
四
八
、
河
田
書
房
出
版
 、
世
界
大
思
想
全
集
）
。
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
幸
福
は
神
典
の
も
の
で
は
な
 く
て
、
む
し
ろ
 徳
 と
か
何
等
か
の
習
練
、
努
力
に
よ
っ
て
 生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
 

然
し
尤
も
そ
れ
は
最
も
神
的
な
も
の
に
属
す
る
の
で
あ
 る
田
 ・
 Z
.
 
。
 p
 。
 ゅ
 。
）
 
0
 の
き
）
 じ
 。
純
粋
 槻
 想
定
 き
 穏
し
 

は
人
間
以
上
の
性
格
を
 

も
ち
、
神
的
な
生
活
で
あ
り
 又
 そ
れ
は
幸
福
な
生
活
で
 あ
る
。
そ
の
幸
福
は
、
 

彼
 と
か
何
等
か
の
習
練
、
努
力
に
 よ
っ
て
生
ず
る
も
の
な
 

ら
ば
、
「
人
間
の
諸
活
動
の
う
ち
こ
れ
に
最
も
近
親
的
 な
る
も
の
が
最
も
幸
福
な
活
動
で
あ
る
」
（
～
ヴ
区
，
 
木
 ・
 簿
 
ト
 ）
Ⅱ
㏄
 

ご
 め
 め
 1
 ㎏
ひ
 
）
こ
と
に
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述
べ
て
ゐ
る
。
 
こ
ュ
 に
於
て
は
神
と
人
間
と
の
 閥
係
が
 報
償
の
捧
 係
に
 於
て
物
語
ら
れ
て
ゐ
 

せ
よ
、
理
性
 
守
 。
 
穿
 ）
 と
云
 ふ
も
の
を
問
題
と
し
、
 
理
 性
を
親
愛
し
、
理
性
を
愛
育
し
 、
更
 

提
 と
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
神
と
の
 鞄
係
 に
立
ち
、
 神
 的
な
る
も
の
に
 閥
 興
し
得
る
人
間
 

ゑ
 q
o
 
丈
 &
 こ
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
 知
 者
 こ
そ
最
も
神
に
愛
せ
ら
れ
る
も
の
 る

 。
蓋
し
 、
 神
と
人
間
と
の
 閥
係
に
 於
て
に
 

に
理
性
に
従
っ
て
の
活
動
と
 云
 ふ
こ
と
が
前
 

は
最
も
理
性
的
人
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
者
 

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
引
縄
い
て
ア
リ
ス
ト
 

く
 親
し
く
愛
し
且
 つ
 尊
重
す
る
人
々
は
 、
 神
々
の
親
愛
 す
る
も
の
に
心
遣
ひ
し
上
っ
直
し
く
美
し
く
行
為
す
る
 人
々
で
あ
る
か
ら
、
 か
ュ
 

る
も
の
に
勤
し
て
神
々
は
よ
く
報
償
す
る
寂
で
「
 め
 
c
 目
 0
 市
 

 
 

（
 
申
 
す
 
乙
 ・
。
）
）
 

円
 
め
が
い
 

円
 
1
 め
 
り
レ
 
Ⅰ
Ⅰ
 

な
っ
て
く
る
。
然
し
、
何
故
、
人
間
は
こ
の
活
動
に
接
 近
し
得
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
人
間
に
は
神
的
な
 る
も
の
に
興
る
神
の
似
 像
 

（
 
音
 。
 
い
モ
 し
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
「
神
々
に
 
於
 て
は
そ
の
生
活
の
全
部
が
至
福
 
さ
い
沫
駄
や
 
0
 め
 
）
で
あ
る
 し
 、
人
間
に
於
て
は
神
 

-
 
蛉
り
 

の
か
ュ
る
 
活
動
の
或
る
仏
像
⑧
 モ 。
 
む
モ
寮
 ）
が
内
属
す
 る
 限
り
幸
福
で
あ
る
が
、
人
間
以
外
の
動
物
の
何
れ
も
 全
 く
 純
粋
観
想
に
開
興
し
 

て
 ゐ
な
い
が
故
に
幸
福
を
も
っ
て
ゐ
な
い
」
（
 
一
ヴ
ま
 
，
 1
1
 
つ
 
の
ヴ
 
め
で
 燵
 ）
幸
福
と
は
純
粋
観
想
で
あ
り
 又
 そ
れ
は
神
的
 活
動
で
あ
る
。
人
間
に
 

於
て
は
神
の
か
 ュ
る
 活
動
の
あ
る
仏
像
が
あ
る
限
り
 幸
 福
 で
あ
る
が
、
一
 
%
 、
そ
の
仏
像
と
は
何
で
あ
る
か
。
 

そ
 
れ
は
人
間
が
理
性
 

（
 
E
o
 
ぎ
 ）
を
も
っ
て
ゐ
る
と
 云
 ふ
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
 動
物
は
理
性
と
 云
ふ
が
 如
き
も
の
を
も
っ
て
み
な
い
。
 

従
っ
て
動
物
は
か
 
ュ
る
 

純
粋
観
想
に
 囹
 興
せ
ず
、
か
く
し
て
幸
福
で
は
な
い
の
 で
あ
る
。
人
間
は
理
性
に
於
て
神
に
連
る
の
で
あ
る
。
 ァ
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
人
間
 

と
 神
と
の
か
上
る
 開
 係
を
更
に
愛
の
面
か
ら
論
ず
る
。
 

「
理
性
に
従
っ
て
活
動
し
且
つ
理
性
を
愛
育
す
る
も
の
 
守
モ
寮
ヰ
ま
 w
 せ
 
）
は
 、
 最
も
善
 き
 状
態
に
あ
る
と
共
に
最
 も
神
に
愛
さ
れ
る
 

べ
き
も
の
途
の
つ
お
シ
 む
づ
簿
づ
 
0
 こ
で
あ
る
様
に
思
は
れ
 る
 。
そ
の
理
由
は
次
の
如
き
で
あ
る
。
即
ち
 
、
 若
し
 人
々
に
考
へ
ら
れ
る
 

（
Ⅰ
Ⅱ
 

-
 

G
o
 木
 ㍉
）
様
に
人
事
に
 勒
 す
る
神
の
配
慮
が
あ
る
と
す
れ
 ば
、
 神
々
は
最
善
な
る
且
 つ
 最
も
近
親
な
る
も
の
 @
1
 
こ
れ
は
理
性
 守
 0
 分
）
 

に
 外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
・
・
 ｜
を
 悦
ぶ
と
 
云
 ふ
こ
と
 

 
 

㌔
 
こ
ュ
 に
於
て
は
神
 

と
 人
間
と
の
関
係
・
が
愛
の
面
か
ら
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
 

尚
 、
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
言
葉
 卜
寄
紬
 い
て
「
こ
の
も
 の
 
（
理
性
）
を
最
も
多
 

(306) 70 



於
て
も
邪
知
者
こ
そ
最
高
の
意
味
に
於
て
幸
福
で
あ
ら
 

ス
 
フ
 
」
（
（
 

す
ゃ
隼
 

：
）
）
 

づ
 
o
p
 
し
べ
 
。
ひ
じ
。
 

以
上
の
如
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
は
、
神
と
人
 

間
 と
の
 閥
係
 に
つ
い
て
は
、
理
性
と
 

云
ふ
 問
題
が
日
立
 
っ
て
ゐ
る
。
尤
も
前
 

述
 し
た
如
く
、
「
 
二
 コ
マ
コ
ス
倫
理
 
牽
書
 」
に
於
け
る
 
幸
福
の
定
義
が
「
幸
福
と
は
最
高
の
徳
に
従
っ
て
精
神
 

の
 活
動
で
あ
る
」
こ
と
を
 

思
へ
ば
 
宙
然
 で
あ
る
が
、
幸
福
の
問
題
が
神
と
人
間
と
 

の
閥
係
 
ま
で
に
令
辰
し
て
 

来
 た
時
、
 か
ュ
る
 
ア
リ
ス
ト
 
-
 
ア
レ
ス
の
論
述
よ
り
窺
は
 

れ
る
所
は
、
幸
福
を
目
的
と
す
る
人
間
に
は
人
間
的
理
 

性
か
ら
神
的
理
性
へ
の
上
昇
の
道
の
み
あ
っ
て
 

、
 神
か
ら
 人
間
へ
の
 
下
 ，
何
の
道
は
 

釈
 
開
か
れ
て
ゐ
な
い
と
 

云
 ふ
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
 

ァ
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
前
述
の
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
堅
 

室
 こ
 A
 巻
 、
第
九
章
に
於
け
る
 

 
 

第
八
章
の
「
人
間
に
於
て
は
、
神
の
か
 

ュ
る
 活
動
の
或
 
る
 仏
像
が
内
属
す
る
限
り
幸
福
 

ド
 
で
あ
る
」
等
の
如
く
、
こ
れ
ら
は
既
に
検
討
を
加
 

へ
た
所
で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
こ
れ
ら
が
、
神
か
ら
 

人
間
へ
の
通
路
を
暗
示
し
ょ
 

杷
ぅ
 と
す
る
 
趣
 ぎ
は
全
然
な
い
と
否
定
す
る
こ
と
は
 

出
来
な
い
が
、
こ
の
窯
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
前
述
の
 

言
葉
、
同
書
、
同
 

巻
 回
章
 の
 

Ⅱ
「
人
々
に
考
へ
ら
れ
る
様
に
人
事
に
謝
す
る
神
の
 

配
慮
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
神
々
は
最
善
な
る
且
 

つ
最
 
も
 近
親
な
る
も
の
を
悦
ぶ
と
 

-
 
㎎
 -
 

 
 

 
 

 
 

㍼
臆
説
の
う
ち
に
於
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が
 
「
最
善
な
る
且
 

つ
 最
も
近
親
な
る
も
の
」
に
註
を
加
 

へ
て
 
、
 「
こ
れ
は
理
性
 

守
 。
 
刃
 ）
 

-
 
叫
り
 

 
 

に
 彼
の
矛
盾
が
あ
る
と
 

云
 ふ
こ
と
も
 
云
ひ
 得
る
が
、
む
し
 
ろ
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
 

 
 

げ
は
神
か
ら
人
間
へ
の
道
を
暗
示
し
乍
ら
も
、
こ
の
 

理
性
と
 云
ふ
 言
葉
に
力
 
鮎
 を
お
く
た
め
に
、
人
間
か
ら
 

神
 へ
の
道
を
強
調
し
た
の
で
あ
 

 
 

道
は
 つ
い
て
は
語
ら
れ
て
み
な
い
。
蓋
し
、
人
間
が
人
間
 

的
 理
性
か
ら
神
的
理
性
へ
 

到
好
 

ァ
 
達
す
る
に
は
、
そ
こ
に
は
飛
躍
或
は
自
己
超
越
が
 

あ
る
筈
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
鮎
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
 

「
形
而
上
皇
 

書
 」
で
は
、
 
我
篠
 

テ
レ
ス
は
次
の
様
に
述
べ
て
ゐ
る
 、
 
「
か
く
し
て
、
 こ
 れ
ら
の
 凡
 ゆ
る
も
の
が
最
高
の
意
味
に
於
て
知
者
に
内
属
 す
る
こ
と
は
確
に
明
か
 

で
あ
る
。
し
て
み
る
と
彼
が
最
も
神
仁
愛
さ
れ
る
べ
 き
 大
 で
あ
る
。
こ
の
人
が
 蕾
 無
文
最
も
幸
福
な
人
で
あ
る
。
 従
っ
て
か
 又
る
 意
味
に
 



々
が
既
に
見
た
如
く
（
一
）
、
そ
れ
 自
瞠
的
 思
惟
 
玲
 で
ふ
 
@
d
q
q
 

（
 
り
 ふ
 き
 
"
Q
,
 
9
 

簿
驚
 ）
乃
至
思
惟
の
思
惟
 
守
 0
 
ふ
 O
r
 

の
 
W
f
 
 
ヒ
 
Q
 
ふ
 
q
 ㍉
）
と
し
て
㌍
 

展
開
さ
せ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
が
、
充
分
と
は
 元
 へ
な
 か
 っ
た
 。
 か
ュ
る
 艶
を
、
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 の
 思
索
の
線
に
沿
い
 乍
継
 

ら
 、
明
瞭
化
し
て
ゐ
る
。
 又
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
知
者
 こ
そ
神
に
最
も
愛
せ
ら
る
べ
 き
 人
で
あ
り
、
最
高
の
意
 味
に
 於
て
幸
福
で
あ
る
」
 

と
云
ふ
が
 、
こ
の
知
者
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
 

「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
聖
書
」
第
一
八
巻
、
第
七
章
の
知
 （
 
q
0
 
ゃ
へ
 
も
を
意
味
す
る
 

も
の
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
は
こ
の
知
を
神
の
知
日
意
字
 が
 
つ
い
 
の
 
口
 （
 
い
 
と
ま
で
 葮
展
 さ
せ
て
考
へ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
後
 日
 稿
を
改
め
て
論
ず
る
。
 

更
に
、
ト
マ
ス
の
特
色
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
死
後
 の
 幸
福
を
認
め
な
い
の
に
謝
し
て
、
死
後
の
未
来
世
の
 幸
福
を
認
め
る
こ
と
で
 

あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
 、
 
「
然
る
に
、
如
何
な
る
人
々
も
生
き
て
ゐ
る
限
り
幸
福
 と
す
る
べ
ぎ
で
は
な
く
、
 

ソ
ロ
ン
に
 徒
 へ
 ば
 、
最
後
を
見
届
け
る
こ
と
 
守
 ㌻
 0
4
 
㏄
 下
 か
で
）
が
必
要
で
あ
ら
う
か
。
然
し
、
こ
の
様
に
措
定
 さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
 

し
て
も
、
果
し
て
人
間
は
死
ん
で
了
っ
た
後
に
そ
の
時
 に
 、
そ
の
人
は
幸
福
で
あ
る
の
か
、
 否
 、
こ
の
こ
と
は
 全
く
不
合
理
で
あ
る
。
 就
 

中
 、
幸
福
と
は
或
る
一
定
の
活
動
（
 ん
ヒ
か
ち
セ
め
 

（
ふ
 
つ
 （
 
v
a
 
）
 で
あ
る
と
 云
ふ
 我
々
 仁
 と
っ
て
み
れ
ば
」
 
宙
乞
 ，
 キ
 。
 ）
 
0
 。
ト
ト
 

む
 
o
p
P
 

デ
 ）
 
か
 ）
。
 か
 

く
の
如
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 は
 死
後
の
幸
福
に
は
反
射
 し
て
ゐ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
生
涯
の
間
に
は
 幾
多
の
愛
 笘
 、
 見
 ゆ
る
 

運
不
運
が
生
じ
、
如
何
に
 柴
 え
て
ゐ
る
者
で
も
、
老
年
 に
 及
ん
で
大
饗
 事
 に
遭
ふ
場
合
も
あ
る
。
 例
へ
ば
、
ト
 
p
 ィ
ア
 の
フ
リ
ア
モ
ス
の
 

如
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
幸
不
幸
は
生
存
中
に
は
決
定
 出
来
な
い
。
従
っ
て
そ
の
人
の
最
後
を
見
て
後
に
幸
不
 幸
を
決
定
す
る
こ
と
に
も
 

な
ら
う
が
、
然
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
、
幸
福
は
徳
 ③
下
の
 
づ
 さ
と
同
一
視
さ
れ
て
 遵
 
守
ぎ
さ
と
は
同
一
視
 さ
れ
ず
、
む
し
ろ
運
は
 

人
間
生
活
に
は
追
加
的
な
も
の
で
あ
り
、
幸
福
の
た
め
に
 決
定
的
な
力
を
も
つ
の
は
徳
に
従
っ
て
の
活
動
で
あ
り
 
（
 
由
 ・
 
Z
:
 ト
 。
 P
Q
,
 

）
）
 

む
 。
 
す
 ㏄
 
｜
 

P
e
 、
活
動
は
死
す
れ
ば
な
 い
 も
の
で
あ
る
か
ら
、
活
動
 が
な
け
れ
ば
幸
福
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
 ァ
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
幸
福
 

と
は
生
涯
に
 亘
 っ
て
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。
 即
ち
「
し
て
み
る
と
、
幸
福
な
人
と
は
、
究
極
的
な
徳
に
 従
っ
て
活
動
し
 、
 且
つ
 

偶
然
的
時
日
に
於
て
で
は
な
く
、
究
極
的
生
涯
に
 亘
っ
 て
 外
的
善
に
も
充
分
に
恵
れ
て
ゐ
る
人
で
あ
る
と
云
は
 れ
て
 差
 支
へ
な
い
か
」
 

（
 
由
 ・
 
ニ
，
レ
 
。
 P
o
 

。
）
 

ト
つ
 
）
 
ル
 ）
 
肚
，
 
）
 
9
 
 
卜
 。
 ゴ
 ）
巾
の
㏄
 

楚
 ）
Ⅱ
 
@
 ㎏
 
0
 
。
 オ
 六
 
%
 ル
 
ロ
 ブ
 ：
 ン
 。
 タ
 P
o
 
～
 
o
p
 
）
 
e
 。
勿
論
、
外
的
善
に
も
忘
れ
て
 ぬ
 る
こ
と
は
 差
 支
へ
な
い
 



アリストテレ スの 純粋観想につ し ての 聖ト マスの解釈 

ト
テ
レ
ス
は
幸
福
に
於
け
る
活
動
性
に
強
調
を
お
き
、
 従
っ
て
そ
の
現
在
性
に
力
艶
を
お
い
て
ゐ
る
 0
 ア
リ
ス
ト
 テ
レ
ス
で
は
現
在
の
幸
 

福
 の
み
強
調
さ
れ
て
ゐ
 て
 未
来
世
の
幸
福
に
つ
い
て
は
 展
開
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
 附
加
に
見
ら
れ
る
言
葉
㎎
 

に
 謝
す
る
ト
マ
ス
の
 註
 澤
を
見
る
と
、
ト
マ
ス
の
こ
の
 問
題
に
謝
す
る
考
が
知
ら
れ
る
。
彼
は
云
 ふ
 、
「
蓋
し
 、
 人
間
は
上
述
の
如
き
 幸
 
㌍
 

ソ
の
 言
葉
を
容
認
す
る
様
に
受
け
取
れ
る
が
、
ア
リ
ス
 ト
テ
レ
ス
の
 
意
 樹
乃
至
真
意
は
、
幸
福
は
終
局
目
的
で
あ
 り
 、
そ
れ
故
に
理
性
を
 

（
 
騰
 ）
 

も
つ
人
間
の
み
が
、
精
神
の
徳
に
従
っ
て
全
生
涯
を
か
 げ
て
 特
績
 す
る
精
神
活
動
で
あ
る
鮎
に
強
調
を
お
い
て
 ぬ
 る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
 

が
、
 要
す
る
に
、
幸
福
と
は
偶
然
的
時
日
Ⅰ
 
o
v
 「
 v
y
 
㏄
 
色
ぎ
 Ⅹ
 セ
驚
 。
 こ
 
即
ち
或
る
短
期
間
（
 ぎ
主
丘
 g
o
 
Q
 

韓
 く
 0
 （
 
目
コ
づ
 
O
 Ⅰ
 
e
-
 
、
 
㌧
 す
 0
 目
 ）
曲
の
 

牡
 q
u
 
ぃ
 
口
器
。
 

n
o
 

ヨ
ヨ
 ニ
 %
.
 
署
 ，
い
に
 ユ
ご
 パ
目
し
で
は
な
く
、
 究
極
的
生
涯
生
貝
っ
て
Ⅰ
 ぬ
訂
 。
 
0
 で
 奄
へ
 
0
 ヒ
 ）
即
ち
完
全
な
 
る
 生
涯
（
 ヰ
 @
 
（
の
で
の
「
（
の
り
（
 

と
 

更
に
換
言
す
れ
ば
長
い
期
間
を
通
じ
て
 
a
 轄
 
-
0
 
口
ぬ
偉
日
 
a
 ョ
ョ
 包
含
江
口
し
の
精
神
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
は
 
ア
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
現
世
 

而
し
て
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
動
物
の
う
ち
、
以
上
に
 

 
 

述
べ
ら
れ
た
傑
作
が
現
在
に
於
て
存
し
且
 つ
 未
来
に
於
て
 

語
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
未
来
世
の
幸
福
（
（
の
 

-
 
い
 
の
 
臣
ゆ
り
 
ト
目
（
 

偉
 Ⅰ
 
め
 e
 づ
 臣
の
③
に
 

も
 存
す
る
で
あ
ら
う
 所
 

つ
い
て
語
っ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
幸
福
の
現
在
 性
を
強
調
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 そ
 れ
に
附
加
し
て
 績
く
 @
 
ニ
 
ロ
 

葉
 に
耳
を
傾
げ
る
と
、
「
或
は
、
む
し
ろ
、
円
か
上
る
 夙
 に
生
活
し
て
行
く
で
あ
ら
う
人
と
か
 ュ
る
 生
活
に
恵
 じ
て
ざ
負
づ
シ
ノ
 駄
目
。
 

こ
死
 

ん
で
行
く
で
あ
ら
う
人
が
幸
福
で
あ
る
 口
と
 附
加
さ
れ
 る
べ
 ぎ
で
あ
る
か
。
何
故
な
ら
ば
、
未
来
は
我
々
に
は
 明
 か
で
は
な
い
。
然
る
に
 

幸
福
は
凡
ゆ
る
意
味
に
於
て
終
局
目
的
Ⅰ
 
臣
 。
 こ
 
但
し
 て
 且
つ
究
極
的
な
も
の
 
守
か
 円
 か
ノ
 
③
。
さ
と
し
て
我
々
 
は
 お
く
か
ら
で
あ
る
。
 

の
も
の
が
至
福
で
あ
り
、
人
間
こ
そ
そ
の
至
福
で
あ
る
 と
 我
々
は
 
云
ふ
 の
で
あ
る
」
 
釜
 ，
 之
 ，
 や
 。
お
。
 

P
p
 

日
色
 ヂ
 め
 ）
・
）
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

の
こ
め
 言
葉
の
う
ち
附
加
さ
れ
て
ゐ
る
部
分
は
、
前
述
 の
 ソ
ロ
 ソ
 の
言
葉
、
「
最
後
を
見
届
け
る
」
を
受
け
容
れ
 、
肯
定
す
る
こ
と
」
 な
 

 
 

り
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
前
述
の
言
葉
、
「
果
し
て
 人
 は
 死
ん
で
了
っ
た
後
そ
の
時
幸
福
で
あ
る
の
か
、
 否
 、
 ，
 
」
の
こ
と
は
不
合
理
で
あ
 

る
 」
と
 矛
抗
 し
て
く
る
。
即
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 @
 」
の
附
加
の
言
葉
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
幸
福
の
現
在
 性
を
強
調
す
る
「
幸
福
 

と
は
精
神
の
或
る
一
定
の
活
動
で
あ
る
の
言
葉
に
矛
盾
 し
て
来
る
。
蓋
し
、
な
る
ほ
ど
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 @
 
」
の
附
加
の
言
葉
は
ソ
ロ
 



に
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ト
マ
ス
の
神
の
観
照
（
 n
o
 
口
 （
の
 
昆
三
 。
 
母
 そ
の
も
の
の
考
察
へ
と
歩
を
進
め
れ
 ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
 

論
及
は
他
日
を
期
し
 度
い
 。
 

（
 
註
 Ⅰ
）
我
々
の
う
ち
に
於
け
る
最
も
善
い
部
分
が
「
理
性
（
 ミ
 ぎ
 ）
」
で
あ
り
、
 か
 上
る
理
性
に
固
有
な
徳
に
従
っ
て
の
活
動
が
 純
粋
観
想
で
あ
る
と
 明
 

書
 す
る
衛
所
 は
 、
「
理
性
は
我
々
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
の
 う
 ち
 最
高
の
も
の
で
あ
り
、
理
性
が
係
は
る
所
の
も
の
は
認
識
さ
れ
 る
も
の
の
 目
堅
局
 

の
も
の
で
あ
る
」
 -
 
Ⅱ
・
 
ヨ
 ：
 メ
 ・
 
コ
 ミ
 ぎ
お
 ・
 
め
 じ
と
か
又
は
「
 理
 性
の
活
動
は
純
粋
観
想
的
 宜
遷
ま
 T
 
（
油
ざ
で
あ
る
の
で
、
そ
の
 
真
 則
 さ
に
於
て
 優
 

っ
て
お
り
、
活
動
そ
れ
自
身
以
外
如
何
な
る
目
的
を
も
追
求
せ
ず
 云
攻
 」
（
 
ピ
こ
す
宰
，
ト
 

Ⅰ
Ⅰ
 
ゴ
ヮ
ト
 

の
 ，
 
㏄
つ
し
と
か
の
如
 
き
ネ
 Ⅰ
 あ
ス
 Ⅰ
。
 

こ
れ
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
考
へ
を
 同
 衛
所
の
彼
の
註
釈
に
よ
っ
て
 見
る
と
、
ト
マ
ス
は
、
理
性
の
劣
 級
 の
も
の
に
対
す
る
関
係
と
 優
級
 の
も
の
 

に
 対
す
る
関
係
に
よ
っ
て
、
理
性
の
優
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
の
 先
づ
 理
性
の
劣
 級
 の
も
の
と
の
関
係
と
は
、
理
性
が
怒
、
情
欲
 的
な
も
の
に
 関
 

し
て
支
配
し
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
逆
ふ
こ
と
な
ぐ
、
理
性
の
命
令
 に
徒
 ふ
べ
く
、
理
性
が
肉
体
の
手
足
を
指
導
す
る
こ
と
で
あ
り
 、
か
 Ⅰ
 る
 関
係
 

に
よ
っ
て
、
理
性
（
 r
a
t
@
O
 
 

く
匹
 i
n
 

（
の
 

-
-
e
r
 

（
 
ロ
 巴
の
優
秀
性
を
な
 し
 、
理
性
の
優
 級
 な
る
も
の
に
対
す
る
関
係
に
よ
っ
て
と
は
、
 ，
 
」
れ
は
二
様
に
 

福
 の
あ
る
境
地
に
如
何
に
し
て
も
達
す
る
こ
と
は
出
来
 

で
は
な
い
の
で
、
正
し
く
は
、
コ
人
間
に
と
っ
て
は
 完
 全
な
 至
福
は
こ
の
世
の
後
も
持
 績
 げ
ら
れ
る
ぬ
と
考
へ
ら
 

な
 い
 様
に
思
は
れ
る
の
で
、
次
の
こ
と
が
措
定
さ
れ
る
。
 即
ち
、
人
間
は
基
籠
め
れ
 

れ
 得
る
」
と
 月
す
 。
 ョ
拐
 

受
 化
す
る
現
世
で
 は
 完
全
な
至
福
 
G
 の
 レ
 （
 
@
 
（
口
ロ
。
 
憶
 （
（
の
り
 

（
巴
を
も
つ
こ
と
は
出
来
な
い
。
然
し
、
自
然
の
欲
望
 
在
 の
の
 
@
 
宙
の
（
 

@
 日
色
は
無
駄
㎝
 

卜
モ
ぎ
膀
 。
の
 
0
 日
日
・
一
円
・
 

z
 ：
 ゲ
 Ⅰ
の
り
（
 

@
o
 パ
く
こ
 。
か
く
 の
 如
く
、
明
瞭
に
死
後
の
未
来
世
の
幸
福
を
肯
定
す
る
 
・
所
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

と
呉
 る
ト
マ
ス
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。
 

以
上
論
及
し
て
来
た
如
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
回
心
想
 

に
は
 ト
マ
ス
と
の
類
似
 鮎
 が
あ
り
、
一
見
す
れ
ば
、
言
葉
 そ
の
も
の
さ
 へ
 類
似
 

の
も
の
が
あ
る
が
、
両
者
は
如
何
に
興
っ
て
ゐ
る
か
の
 一
端
が
理
解
さ
れ
、
ト
マ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 単
な
 る
 模
倣
者
で
は
な
く
、
 

キ
リ
ス
ト
教
 的
 思
索
の
上
に
立
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 ス
の
 思
想
を
受
容
 し
淳
 化
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
、
ト
マ
ス
 が
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 
と
 

異
な
る
特
徴
が
生
ず
る
所
以
も
あ
り
、
そ
れ
が
今
、
研
 究
 し
て
来
て
知
ら
れ
た
る
ト
マ
ス
の
特
異
 鮎
 、
即
ち
 、
 
「
 不
死
に
な
る
」
、
「
 神
 

 
 

の
 内
容
」
、
「
神
と
人
間
と
の
 開
係
 」
、
「
知
の
内
容
」
 

「
末
世
の
幸
福
」
の
 
諸
 鮎
の
特
異
性
で
あ
る
が
、
 

，
 
」
れ
る
の
こ
と
を
全
面
的
 

 
 

  



アリストテレス の 純粋観想についての 聖 トマス の 解釈 

考
へ
て
 、
先
づ
 
一
方
で
は
神
的
な
も
の
で
あ
三
所
の
本
質
的
に
 

善
 な
る
も
の
に
関
し
て
は
理
性
の
み
が
知
解
を
も
ち
、
吹
に
他
方
 で
は
、
理
性
が
 

神
 的
な
る
事
物
そ
の
も
の
に
共
通
本
性
的
性
格
 宋
 0
 ョ
ヰ
 
p
*
 
ロ
 Ⅰ
 
ぃ
 ～
 
@
 
（
 
就
 ）
を
も
つ
た
め
に
神
的
事
物
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
即
ち
 、
 フ
ラ
ト
 
ソ
 学
派
 

の
 如
く
理
性
そ
の
も
の
が
神
的
な
る
或
る
も
の
で
あ
る
と
 云
ふ
 @
 
」
と
に
よ
っ
て
、
理
性
は
優
れ
て
ゐ
る
 

0
 然
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 

ス
の
 如
く
 、
理
 

持
 端的
に
神
的
な
る
も
の
で
は
な
く
て
、
理
性
の
仇
ぎ
が
 肉
 体
 器
官
な
し
に
あ
る
場
合
、
離
狂
的
独
立
実
体
と
の
一
層
 

ょ
き
適
 ム
ロ
性
の
た
め
に
、
 

我
々
の
う
ち
に
あ
る
 凡
の
ろ
 も
の
の
中
で
最
も
神
的
な
も
の
で
 あ
る
。
理
性
が
如
何
な
る
仕
方
に
於
て
で
あ
ら
う
と
も
、
完
全
な
 る
 幸
福
は
 、
理
 

性
 に
固
有
な
徳
に
従
っ
て
の
こ
の
様
な
最
善
な
る
も
の
の
 仇
ぎ
 で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
 

月
ア
 Q
 ョ
毬
ト
 右
田
器
，
の
 0
 ョ
ョ
 ・
 油
 ・
 
署
 
パ
，
ド
 
0
0
 
（
 
@
0
 
Ⅹ
）
 0
 

尖
証
 2
 ）
我
々
の
 他
 ぎ
が
持
続
Ⅱ
来
な
い
の
は
労
苦
の
た
め
で
あ
 る
 。
蓋
し
労
苦
や
疲
労
は
、
変
化
す
る
肉
体
の
受
動
性
の
た
め
に
 我々
の
 功
 ぎ
に
於
て
 
起
 

も
 仕
事
を
な
そ
う
と
す
る
傾
向
性
か
ら
我
々
を
除
外
す
る
の
で
 あ
る
。
そ
れ
故
に
理
性
が
そ
の
 仇
 き
に
於
て
肉
体
を
使
用
す
る
 こ
と
が
 少
 げ
れ
 

ば
少
い
 程
、
労
苦
も
授
労
も
理
性
の
功
き
に
加
は
る
こ
と
は
一
層
 歩
 く
な
る
（
目
汁
）
。
 
又
 持
続
的
（
 q
 ミ
共
穿
 ）
と
は
、
「
形
而
上
 字
書
」
 
A
 巻
 、
 

第
九
車
 
谷
 ミ
合
 謡
 ）
 と
異
り
 現
実
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
 6
 目
口
 毎
 ・
 ト
ユ
窩
 ・
 ミ
 毎
る
 下
 ，
 F
&
 ひ
ト
 
。
 
h
o
0
 

（
 
@
o
d
 
⑧
。
而
し
て
、
 
そ
れ
は
知
に
従
 

っ
て
の
活
動
（
 ざ
令
 ）
 m
 宜
套
 ふ
 
つ
ヰ
 
で
 q
Q
 
せ
へ
ミ
 
）
で
，
あ
っ
て
 、
 知
の
 

 
 

づ
ア
 0
%
 （
 
ア
ざ
 の
 

0
 ヰ
ト
 ユ
 の
（
 
0
 （
 
す
 ・
 せ
 o
@
H
 
～
・
 
づ
 ・
の
㏄
 

ひ
ト
 0
0
 

（
。
 

コ
 0
 （
 
0
 ，
ド
 
0
 コ
リ
 
0
 コ
 ・
 
ト
 
㏄
㏄
⑦
。
 

（
 
註
 3
 ）
こ
の
 知
 
（
 
q
 。
も
 
へ
 
。
）
と
は
「
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
 
書
 」
、
 第
六
巻
、
第
七
章
の
知
を
意
味
す
る
。
ト
マ
ス
は
こ
れ
を
 
同
 書
の
註
釈
の
箇
所
で
 

，
 き
せ
 0
 コ
 （
㍗
 
，
 （
智
慧
）
と
訳
し
て
ゐ
る
 
0
 間
、
グ
ラ
 
ソ
ト
 は
 
，
 

る
 。
即
ち
人
が
既
に
目
的
に
到
達
す
る
時
、
閑
暇
が
起
る
」
と
 q

0
8
-
s
,
 

を
、
、
つ
ま
す
 
さ
せ
 迂
 ，
と
し
て
ゐ
る
（
 ざ
乙
 ・
）
。
 

か
 
「
閑
暇
（
 づ
 ㏄
 ゎ
 ㏄
（
 
@
0
@
 
き
 c
p
 
お
 ）
と
は
、
 
功
 ぎ
が
そ
れ
に
対
し
て
 秩
序
 付
 げ
ら
 

（
 
註
 4
 ）
純
粋
性
は
非
質
料
的
事
物
に
関
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
 驚
 欺
 す
べ
き
快
を
得
、
不
動
性
は
不
動
な
事
物
に
関
っ
て
あ
る
こ
と
 か
ら
し
て
そ
の
様
な
快
 

を
 得
る
。
何
故
な
ら
ば
、
質
料
的
事
物
に
関
し
て
 決
ぶ
 人
は
劣
 級
 の
も
の
に
関
し
て
得
る
が
た
め
に
感
情
の
あ
る
不
純
性
を
生
ず
 。
他
方
動
的
な
 

事
物
に
関
し
て
快
を
得
る
者
は
、
快
を
惹
起
す
事
物
が
変
化
し
 た
り
、
消
滅
し
た
り
す
る
の
で
、
そ
の
快
が
止
ん
だ
り
、
時
に
は
 悲
し
み
に
転
ぜ
 

ら
れ
る
か
ら
不
動
の
快
を
も
つ
こ
と
は
出
来
な
い
 0
 （
 
円
す
 0
 日
 帯
 
圭
三
目
の
，
 

n
o
 

日
日
・
 

烏
 ・
 
2
.
,
X
.
P
 

お
目
 

0
%
 

）
 尚
 、
本
論
文
（
 一
 ご
の
 註
 
8
 を
 

参
照
せ
よ
。
 

（
 
註
 5
 ）
こ
の
場
合
の
理
性
を
ト
マ
ス
は
註
釈
し
て
、
「
外
部
的
 な
る
も
の
へ
 
伺
 っ
て
進
行
し
な
く
て
、
内
奥
的
 

傍
 ぎ
で
あ
る
」
と
 述
べ
て
ゐ
る
（
 み
乙
 ・
）
。
 

-
 
註
 6
 ）
こ
の
場
合
の
閑
暇
 可
き
ノ
 ぎ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。
 ト
マ
ス
は
 、
 
「
な
す
べ
き
或
る
も
の
が
残
っ
て
み
な
い
時
、
 

閑
 眼
 で
あ
る
と
云
は
れ
 

  

 
 
 
 

れ
て
ゐ
る
目
的
に
於
て
静
止
す
る
も
の
 
富
 三銭
）
で
あ
る
」
 
（
 
円
ヰ
 0
 Ⅰ
Ⅱ
 
ぃ
 0
%
 

め
と
 

@
 
ぎ
ル
 の
・
の
 
0
 日
日
・
 
@
 
め
 ・
 
署
 ・
 ，
り
グ
 
Ⅰ
 e
 り
目
 
0
 り
台
 
）
と
註
 釈
し
て
ゐ
る
。
⑧
 

不
ッ
ト
 も
閑
暇
と
は
「
単
な
る
休
止
 球
ゑ
 注
ミ
 q
 こ
と
か
 休
養
 
寒
濤
 q
 ～
も
で
も
な
い
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
（
㏄
 

偉
ョ
毎
 、
 
下
 Ⅰ
 @
 
の
 
（
・
 
コ
 
之
も
・
 

乃
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アリストテレスの 純粋観想についての 聖 トマスの解釈 

（
 
註
 ど
 
i
 
ト
マ
ス
は
「
こ
の
附
加
の
言
葉
は
ソ
ロ
 ソ
 の
言
葉
で
あ
 る
 」
と
云
っ
て
ゐ
る
（
の
 0
 日
日
・
 
@
 内
署
：
 肝
 Ⅰ
の
ゑ
 

@
0
 

Ⅹ
 く
 さ
。
 ハ
ー
ネ
ッ
ト
も
「
こ
の
 

附
加
は
ソ
ロ
ン
の
言
葉
を
認
め
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
」
と
 云
 っ
て
ゐ
る
（
 下
 「
 
@
 
の
 
（
・
円
安
：
 

や
お
 ・
（
 
0
 ㌢
 l
 
コ
 0
 こ
 ）
。
 

（
 
註
 ど
こ
の
附
加
の
言
葉
は
 
、
オ
 の
さ
毛
に
よ
れ
ば
、
後
期
 ア
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
派
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
附
加
で
あ
る
。
こ
の
 附
 加
は
特
に
差
控
へ
ね
ば
 

な
ら
な
い
（
 巾
偉
 
Ⅱ
 
コ
の
ダ
 
ぎ
目
・
）
。
従
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 

本
 来
の
主
要
的
思
想
で
は
な
い
。
 

77 は l3) 



序
 

宗
教
学
に
は
い
ろ
い
ろ
の
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

一
概
に
定
義
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
同
じ
 宗
 教
学
と
い
っ
て
も
、
 ョ
 

口
，
パ
 大
陸
と
北
米
（
特
に
合
衆
国
）
と
で
は
、
 そ
 の
 学
問
的
傾
向
が
大
分
異
な
っ
て
い
る
。
コ
ン
 モ
 ン
ウ
ェ
 ル
ス
諸
国
（
英
国
・
 カ
 

ナ
ダ
・
濠
州
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
・
南
ア
フ
リ
カ
等
）
 ほ
 、
欧
州
大
陸
と
米
国
と
の
中
間
に
あ
る
。
だ
か
ら
 東
 洋
 に
お
い
て
、
い
ま
ま
 

で
 西
洋
諸
国
に
発
達
し
た
宗
教
学
と
、
趣
を
異
に
す
る
 学
問
の
傾
向
が
出
て
く
る
こ
と
も
止
む
を
得
な
い
し
、
 ま
 た
一
面
望
ま
し
い
こ
と
 

で
も
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
例
え
 ば
 、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
反
僧
職
主
 義
 
（
 
舵
口
 
（
 
め
 
・
 驚
 "
@
 

の
 
p
-
@
 

自
 ）
 

を
 無
視
し
て
、
そ
の
宗
教
学
の
発
展
を
理
解
す
る
こ
と
 は
 出
来
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
、
宗
教
的
背
 揖
が
 、
宗
教
学
に
大
き
 

な
 影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

米
国
の
宗
教
的
背
景
 

し
た
が
っ
て
米
国
の
宗
教
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
 北
米
合
衆
国
の
宗
教
的
背
景
を
ま
ず
考
え
て
み
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
米
国
が
 

ョ
 ー
ロ
・
 
ッ
パ
 各
人
種
の
 ル
 ツ
ボ
で
あ
る
こ
と
は
今
更
 い
 ぅ
 ま
で
も
な
い
が
、
米
国
人
に
と
っ
て
は
、
新
奥
州
に
清
 教
徒
 
E
 
 ェ
 リ
タ
ン
，
 

第
一
章
歴
史
的
背
景
 

米
 
国
 
宗
教
 学 

の 

展 

望 

（
上
）
 

ゴヒ 

｜ Ⅰ l 

" 一 " 一 一 

夫 

(314)@ 78 



米国宗教学の 展望 ( 上 ) 

か
つ
て
ト
レ
ル
チ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
 教
 同
を
、
「
教
会
型
」
と
「
セ
ク
ト
型
」
に
分
類
し
た
。
 し
 か
し
米
国
で
は
、
 
両
 

者
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
「
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
型
 

 
 

ョ
ソ
型
 」
の
教
会
に
つ
い
 

て
は
、
多
く
の
社
会
学
者
の
著
作
が
あ
る
か
ら
多
く
は
 触
れ
な
い
が
、
米
国
が
独
立
直
言
以
 来
 、
ど
の
教
派
を
 も
国
教
と
認
め
ず
、
「
 信
 

教
の
自
由
」
と
「
国
教
と
教
会
の
分
離
」
を
国
策
と
し
 た
 囚
に
は
、
こ
う
し
た
教
会
の
内
的
発
展
が
あ
っ
た
の
 で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 こ
 

の
 「
信
教
の
自
由
」
と
は
、
す
べ
て
の
宗
派
が
同
じ
 真
 理
 に
基
づ
い
て
い
る
と
認
め
る
意
味
で
は
な
い
。
ど
の
め
 不
振
も
、
円
分
た
ち
の
 主
 

張
 が
絶
対
的
に
正
し
い
と
、
主
張
す
る
権
利
が
あ
る
と
 い
 う
 迄
の
こ
と
で
あ
る
。
 

-
2
@
 

こ
う
し
て
、
「
デ
ノ
ミ
 不
｜
シ
，
ン
型
 」
の
教
会
と
、
 
「
信
教
の
自
由
」
と
い
う
根
本
方
針
と
が
確
立
さ
れ
た
 の
は
十
八
世
紀
の
大
で
 

あ
っ
た
。
こ
の
歴
史
的
背
景
を
考
慮
に
入
れ
て
は
じ
め
 て
 、
そ
の
後
の
対
 聴
 的
な
二
つ
の
傾
向
・
 
す
な
ね
 ち
、
 徳
教
派
主
義
と
極
端
な
 

フ
ェ
ル
ダ
ー
ス
や
モ
 
レ
 ビ
 ア
ソ
 教
徒
な
ど
が
続
々
 と
渡
 大
 し
て
、
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
を
建
設
し
た
の
で
あ
 る
 。
 

フ
ァ
ー
ザ
ー
ス
）
が
、
「
信
仰
の
自
由
」
を
求
め
て
 渡
 っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
 @
@
 た
と
え
歴
史
的
に
清
教
徒
 の
 果
し
た
役
割
が
過
分
 

に
 誇
張
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
 ｜
 米
国
の
国
民
性
を
形
 成
す
る
重
要
な
伝
説
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
 、
実
際
に
は
米
国
の
建
 

国
 以
来
、
清
教
徒
だ
け
が
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
わ
 け
 で
は
な
い
。
欧
州
諸
国
の
あ
ら
ゆ
る
教
会
が
、
米
国
に
 渡
っ
て
 来
 た
の
で
あ
る
。
 

独
立
戦
争
以
前
、
す
で
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
、
 ノ
 ラ
 り
上
 フ
ン
ド
、
南
北
 力
 ロ
ラ
イ
ナ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ジ
ョ
ー
 シ
ャ
に
は
英
国
教
会
が
 

公
認
さ
れ
た
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
（
長
老
）
教
会
は
 ス
 コ
ッ
チ
、
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
の
人
た
ち
の
間
に
存
続
し
 、
改
 革
 教
会
は
オ
ラ
ン
ダ
 人
 

や
 一
部
の
ド
イ
ッ
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
ル
ー
テ
 ル
教
会
は
ス
カ
ン
 ヂ
ナ
 ビ
ヤ
諸
国
や
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
 そ
れ
 デ
ケ
 

Ⅰ
 
ね
め
 コ
ロ
ニ
ー
 

に
 設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
天
主
教
が
南
部
 ョ
 ー
ロ
ッ
 ハ
 0
 人
々
と
と
も
に
渡
来
し
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
コ
ロ
ン
 フ
ス
以
来
、
米
国
各
地
に
 

散
在
し
て
い
る
こ
と
は
衆
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
 組
合
教
会
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
コ
イ
チ
カ
ッ
ト
 、
 -
 
ニ
 ー
ハ
ン
フ
 シ
ァ
 州
に
 

訊
堅
 
止
さ
れ
、
洗
礼
教
会
は
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
 ソ
ド
 州
に
勢
 力
 を
ひ
ろ
げ
て
い
た
。
そ
の
他
、
 メ
ツ
 ナ
イ
ト
、
ダ
ン
 カ
ー
ス
、
シ
ュ
ウ
ェ
ン
 ク
 

79@ (315) 



右
と
 矛
盾
す
る
よ
 う
 で
は
あ
る
が
、
米
国
に
は
一
面
 ま
 た
 極
端
な
セ
ク
ト
主
義
の
精
神
が
流
れ
て
い
る
。
一
九
 
四
七
年
の
ク
ラ
ー
ク
 

@
4
-
 

恥
 ～
 
り
 「
巴
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
四
百
余
り
の
小
さ
な
 セ
 ク
ト
 が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
そ
の
多
く
は
七
千
人
以
下
の
 信
徒
し
か
な
い
。
 

無
 教
派
主
義
と
は
、
教
派
を
超
越
し
た
宗
教
性
の
尊
重
 に
体
な
ら
な
い
。
多
く
の
米
国
人
は
宗
教
的
で
は
あ
る
が
 、
案
外
教
派
に
こ
だ
 

わ
ら
ぬ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
実
際
、
教
派
の
数
は
多
い
 が
、
 国
も
ま
た
き
わ
め
て
広
い
た
め
に
、
あ
る
町
や
 村
 で
 一
教
派
に
属
し
た
か
ら
 

と
い
っ
て
 、
 他
の
地
方
に
転
住
し
た
場
合
、
か
な
ら
ず
 し
も
そ
の
教
派
の
教
会
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
 っ
て
、
お
の
ず
か
ら
 
教
 

派
 に
は
無
関
心
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
も
い
え
る
。
 し
か
し
、
も
っ
と
深
い
原
因
は
、
米
国
に
お
け
る
無
教
 派
 主
義
の
精
神
が
、
案
外
 

強
い
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
米
国
人
に
と
 
っ
て
、
教
会
は
超
自
然
的
な
基
礎
を
も
つ
も
の
で
は
な
 く
、
 同
じ
心
の
人
々
が
 、
 

自
分
た
ち
の
宗
教
的
欲
求
を
み
た
す
た
め
に
形
成
す
る
 団
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
多
く
の
 人
々
は
、
教
会
が
い
か
な
 

る
 真
理
を
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
教
会
が
い
 か
に
自
分
た
ち
の
宗
教
的
欲
求
を
み
た
し
、
社
会
的
奉
仕
 な
し
て
く
れ
る
か
と
い
 

ぅ
 こ
と
に
よ
っ
て
教
会
の
価
値
を
判
断
す
る
。
 

米
国
の
教
会
は
、
欧
州
の
教
会
の
よ
う
な
国
家
的
補
助
 が
 無
く
、
信
徒
の
寄
附
に
 ょ
 ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
た
め
、
 

ゑ
、
は
 ス
キ
ー
場
へ
行
 

く
 汽
車
の
中
で
礼
拝
を
し
た
り
、
夏
は
避
暑
地
に
チ
ャ
 
ヘ
ル
を
建
て
た
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ド
ラ
イ
ブ
・
イ
ソ
 式
の
礼
拝
場
を
工
夫
し
 

た
り
し
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
な
実
際
性
が
、
各
地
紅
コ
ン
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
チ
 マ
ー
チ
（
ど
の
教
派
に
も
属
さ
な
い
単
一
教
会
）
の
生
ま
 れ
る
原
因
と
も
な
っ
 

て
い
る
。
）
 0
 す
 戸
ロ
の
毛
の
 
ゼ
 の
 
，
 卜
の
。
 ヨ
日
 。
戸
ロ
 曲
 ～
（
 

す
，
 
-
 Ⅰ
 0
%
u
a
 
 

Ⅰ
 o
 緩
 
Ⅰ
 か
 
0
 ず
ヨ
 目
の
。
。
 づ
 塞
の
の
 0
 （
 ま
ぎ
 p
,
 
。
 Z
 0
 Ⅰ
 日
ハ
 
ロ
 ぺ
 （
 
由
 0
 の
 下
 @
 勺
の
り
 
-
 

の
 
，
 巾
 。
 堅
 T
 の
 づ
 す
ぎ
客
月
，
等
は
、
無
教
派
主
義
の
宗
 教 性
を
尊
重
す
る
人
々
の
間
に
広
い
読
者
層
を
も
っ
て
 い
る
。
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-
3
-
 

8
0
 

セ
ク
ト
主
義
の
発
達
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 



米国宗数字の 展望 ( 上 ) 

専心 げ で・ い 動 英 派 は が 反 
美 さ で あ る と し ソナ し     、 埋木 

れ ジ 元 バ 
  

関 性 ら 広 メ ハ は ） る 
て に 釆 l 連 主   く ソ 仕 り で 宗 
も な 教 卜 し 義 リ 張 ジ 紀 バ あ 教 
" る 会 " て が バ 

  
不 教、 とに ヱ記心々 

よ l 憤 然 バ     
、 会 の ビ ら く 的 

性 

こ 直 指 ア ぬ る 敬   
。 虔 

にの と属導 者プと 、 こ 敏生   義だ 科学 学校 を養 リン 文、 虔 主 
的 が 成 ス 木 叢 げ 
に 無 す ト 国 と で 
所 数 る ン の 合   
究 に 機 、 多 埋木 
す あ 関 シ く 生 国 @ 
る る と ヵ の 義 の ハ田 
こ 。 し ゴ 教 の 宗 
と 学 て 等 背 反 数 
は 校 建 の 事 目 を 
喜 と て 諸 業 は み 
ぱ 散 ら 大 が 、 る 
れ 会 れ字 、 宗 こ 
な が た は 宗 教 と 

い 密 。 、 教 と は 

。 接 こ 合 囲 耕 田 
米 な う 口 俸 学 来 
固 関 し 儀 に と な 
に 保 た 礼 よ の い 
お に 一 的 っ 問   

ぃあ 流 な て・ 題 極 
て る の 開 創 と 端 
宗 場学係 始 し な   

  
が 長内も 学とした国 て とに 々 バ   
い の か い い 到 ル バは ィ も な 

つ め 
間宗 " 教 くる " だ志て度 ぅ く ソとノ なる 洗礼 ノ ヘレ 、 
81@ (317) 

  立 っク セ 0 ロ 日 セ も 

クト 
るの 労促呂 が） 、 は 、 
で 多 に 日 

あ く な 本 
る な る の 

新興 ねば もの 

な も 宗 
る あ 教 

程 、 るの が ょ 

栢 " う 

互 な に 
の か   

質 に ふ 
的 は え 
栢 イ る 

違 ン は 
が ガ か 
少 l り 

な の で 
く い あ 
な う る 

  
や Ⅰ 中 

献はほ 金 S は 

  

  
競 歩 l 
学 な シ 

た く   
げ な ン 

    



 
 

 
 

 
 

十
九
世
紀
の
半
頃
ま
で
も
無
視
さ
れ
て
い
た
の
は
、
 

こ
ス
 

，
し
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

初
期
の
宗
教
学
 

十
九
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
米
国
に
比
較
々
 

ホ
 
教
学
が
認
め
ら
れ
出
し
た
。
し
か
し
、
当
時
は
ま
だ
 

神
 
学
 
と
比
較
宗
教
学
と
 

0
 
区
別
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
八
六
七
年
、
定
日
 

e
s
 

Ⅰ
（
 

0
 
の
日
当
 

Q
p
 

「
 
オ
が
 
ハ
 
l
 
パ
ー
ド
神
学
校
に
招
か
れ
て
 

、
は
じ
め
て
 

之
接
目
巴
 

再
の
 

-
 
ぃ
性
 

0
 
口
ミ
 

已
の
 
オ
 
h
@
 

の
 
（
～
目
し
 

o
n
 

（
「
レ
ロ
の
の
科
目
を
受
持
 

つ
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
老
 

、
づ
 

貸
オ
 
ニ
 
～
℡
 

0
 
巳
は
 
、
そ
 
の
 
サ
ブ
・
タ
イ
ト
ル
が
 

示
し
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ロ
め
の
の
の
 

せ
ぎ
 
の
。
日
召
～
 

舵
 
（
～
 

づ
の
 

巳
ち
 

。
 
届
屯
 
で
あ
り
、
各
宗
教
の
起
原
と
発
達
、
こ
と
に
 

神
 
、
人
、
救
 

等
 の
 
教
 

理
研
究
に
重
点
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
 

と
 
同
じ
頃
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
教
師
 

ぎ
 
日
色
目
。
 

ア
目
 

。
 
局
 
は
 
O
r
i
 

の
 
口
 
（
 
巴
オ
 

二
 
%
 
ぃ
 
0
 
目
の
 

り
ロ
 

年
日
よ
）
 

住
 
Ⅱ
 
刃
 
・
の
 

宙
目
 

0
 
（
）
（
 

o
 
C
 

三
才
 

お
 
Ⅰ
㏄
 

呂
オ
匹
届
 

Ⅰ
 
0
 
（
）
 

と
 
い
う
本
を
書
い
て
い
る
。
一
八
七
三
年
に
は
、
ボ
ス
ト
 

ン
 
大
学
に
毛
ま
ざ
 

ョ
 

づ
 
㏄
～
（
か
の
 

-
 
口
 
毛
接
お
 

口
が
招
か
れ
て
、
比
較
神
学
、
宗
教
 

史
及
び
宗
教
哲
学
を
講
じ
た
。
彼
は
円
 

ァ
の
 

0
 
口
曳
（
 

o
h
 

（
 
ず
の
 

㌧
 
ぃ
 
「
 
乙
 
二
 %
0
 

コ
旧
 

。
 
局
 

オ
 
。
）
 

ぃ
 
ぬ
 
か
 
0
 
づ
の
 

0
 
（
（
 

ア
 
。
 
毛
 
0
 
。
 
-
 
隼
 
（
）
の
の
の
）
。
 

m
&
 

毛
 
：
 
隼
毛
援
 

チ
サ
 

E
 
（
 
口
出
 

0
 
で
 
ニ
コ
 

の
の
 
ん
 
三
河
 

ぃ
 
0
 
目
の
 

ゑ
 （
 
目
宙
寸
 

（
）
㏄
 

ゆ
 
③
 
と
 
弓
ア
 

の
の
お
 

燵
 
（
 
目
モ
 

c
 
の
 
o
 
（
 

～
 
目
臣
ざ
 

（
 
ト
の
 

む
）
）
。
の
の
 

0
 
お
 
の
の
 

宙
 
Ⅰ
甘
の
弓
の
つ
 

0
 
由
の
つ
の
の
Ⅰ
の
 

下
 
～
 
山
 
～
の
 

-
o
h
 

ぜ
 
o
 
（
子
の
り
 

ハ
す
ヱ
 

。
 
目
ざ
 

口
の
ゆ
 

局
 
Ⅰ
卜
の
の
 

ゼ
 
由
り
岸
の
 

（
 
ぢ
 
S
 
）
等
で
あ
ろ
う
。
 

少
し
方
面
は
違
 

3
 
が
、
こ
の
頃
幸
三
す
日
し
ま
 

告
 
（
 
妊
 
ゲ
レ
（
口
の
ぜ
が
 

呂
 
a
x
 
 

目
な
コ
 

e
 
「
 
苦
 
土
田
 
e
 
 

の
の
 

い
 
の
 
口
 
c
 
の
 
o
 
（
Ⅰ
 

燵
 
戸
ぬ
 

u
a
g
 

の
宜
の
の
め
）
を
 

著
わ
 

し
 
、
大
西
洋
を
隔
て
て
 

て
 
"
 
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
挑
戦
 

し
た
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
有
名
な
 

巳
お
 
く
 
a
 
「
（
の
（
 

ナ
 
の
の
 

0
 
（
 
れ
由
 

舟
山
 

0
 
口
の
 

く 3 Ⅰ 88) 82 



米国宗教学     の 展望 ( 上 ) 

大 の る 
会宗家人 宗 演 年 、 米 
を 教 教 会 師 ジ 国 
機 を が 委 と   ヵ の 
と 批 黄 負 軍 ゴ 宗 
し 判 金 の 木 市 教 
て し 神 十 能 2 字 

、 な な に 武 ン 発 

釈 い 基 は 太 ガ 達 万 
宗 と 礎 、 氏 ソ 史 国 

ポ こ て テ 

㌧ ゆ   
田そ 間にが ァ教 

大会（ camFs れぞれ の宗教 天主教 出席さ 博覧会 

    
， 清 を を 入 文集歩も O 部あ と   
が 絶 世 っ づ し （ 

絹 織 に て   
ば 的 赤 い 

れ に す た 各 署 
  発 」   " 。 "  。 

そ 表 と そ 
    

て あ 各     
    日， 木 れ し 

か は 
め が 決 

ス 、 し   
83@ (319) 

に し   ほ午 ニは 、 にど ・な神 のと 学、 ね G ラ 0o ア Ⅱ e ザ 之 コー、 運の中 

ュ "  フ尺       

羊 一 

ネ甲 目 

孝史 -@  0  ロ な ，   
々不敬 て、 

授 と 

八 科 

  
  しノ   

り な ヴ ウ 宗 は 一 
" っ ア ン 教 " 八 

め
メ
っ
 
の
 
r
 
ざ
口
 り
の
（
）
 

9
0
 

じ
を
世
に
問
う
た
こ
と
等
も
忘
れ
  
 

  



(3%0  84 

万
国
宗
教
大
会
は
そ
の
名
の
示
す
よ
 う
 に
、
宗
教
学
の
 会
議
で
は
な
く
、
宗
教
家
の
大
会
で
あ
っ
た
。
な
か
に
は
 著
名
な
宗
教
学
者
も
 

い
た
が
、
彼
等
は
宗
教
学
の
専
門
家
と
し
て
で
は
な
く
、
 所
属
宗
教
の
代
表
者
と
し
て
出
席
し
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
万
国
宗
教
大
会
が
米
国
の
宗
教
界
に
及
ば
 し
た
影
響
は
と
い
え
ば
、
ま
こ
と
に
と
る
に
足
ら
ぬ
も
の
 で
あ
っ
た
。
ま
た
、
 

こ
れ
は
決
し
て
米
国
の
宗
教
学
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
 働
 き
を
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
世
人
に
 、
 宗
教
学
と
は
万
国
宗
教
 

大
会
の
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
と
い
う
印
象
を
与
え
て
し
 ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 一
 
・
 
方
 、
こ
の
大
会
を
支
持
し
た
 多
 く
の
人
々
は
、
世
界
の
 

各
宗
教
が
一
つ
に
な
る
た
め
の
哲
学
的
、
宗
教
的
根
拠
 を
 求
め
て
い
た
が
、
か
な
ら
ず
し
も
各
宗
教
の
科
学
的
研
 究
 に
興
味
を
抱
い
て
い
 

た
 ね
 げ
で
は
な
か
っ
た
。
 

彼
ら
に
は
、
宗
教
学
と
か
比
較
宗
教
学
と
い
う
場
合
、
 ュ
 
別
に
述
べ
た
よ
う
な
哲
学
的
、
宗
教
的
な
意
味
を
離
れ
て
 は
 考
え
ら
れ
な
か
っ
 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
宗
教
の
研
究
は
外
側
 か
ら
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
宗
教
を
信
奉
 す
る
者
が
、
内
側
か
ら
 

自
己
の
宗
教
を
掘
り
下
げ
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
て
い
 た
 。
例
え
ば
、
一
八
九
五
年
に
ハ
ス
カ
ル
夫
人
が
シ
カ
ゴ
 
大
 単
 に
二
つ
の
「
。
 
c
 
（
 
弓
 r
o
l
 

の
 
け
 や
っ
 
の
基
金
を
寄
贈
し
た
が
、
そ
れ
に
は
条
件
が
つ
い
 て
い
た
 0
 そ
の
一
つ
は
巾
の
「
 
r
o
 
す
う
 Ⅰ
の
 
c
 
（
 
眉
 お
の
と
称
し
 て
 、
三
年
毎
に
米
国
の
 

学
者
が
イ
ン
ド
で
キ
リ
ス
ト
教
の
講
演
を
す
る
こ
と
で
 あ
り
、
今
一
つ
は
、
 由
 簿
の
汗
の
 

-
-
 
Ⅰ
の
 
O
 
（
 
E
q
 

の
と
称
し
て
、
 

東
 洋
か
ら
著
名
な
学
者
 

を
シ
ヵ
ゴ
 に
招
き
、
「
彼
ら
の
信
ず
る
宗
教
」
に
つ
い
 て
の
講
演
会
を
開
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
幸
い
東
洋
か
ら
 招
 か
れ
た
学
者
の
中
に
 

は
 、
姉
崎
正
治
博
士
、
胡
適
博
士
、
ナ
タ
 ラ
 ジ
 ャ
ソ
博
 土
 の
よ
う
な
有
能
の
士
が
選
ば
れ
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
 ハ
ス
カ
ル
講
演
の
趣
旨
 

は
 、
も
と
よ
り
彼
ら
に
宗
教
学
の
貢
献
を
期
待
し
た
の
 で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
仏
教
、
儒
教
、
イ
ン
ド
教
の
信
 奏
者
と
し
て
迎
え
 ろ
 

ね
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
つ
い
て
の
講
演
を
依
頼
さ
れ
 た
の
で
あ
っ
た
。
 

寸
余
年
滞
在
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。
 



比
較
宗
教
学
の
盛
衰
 

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
か
け
て
の
米
国
は
 

、
 単
に
 国
際
舞
台
二
乗
り
出
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
 

国
の
内
部
に
も
大
き
 

な
 変
化
を
伴
な
っ
た
の
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
 

宙
 Ⅰ
の
隼
の
「
 

ぃ
 
簿
 ）
 
a
c
 

が
め
 

0
 
口
づ
 
u
r
 

口
 
と
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
米
国
は
局
 

1
0
 

三
 め
の
Ⅰ
か
ら
 

ぎ
 0
 
円
 
0
%
 

へ
の
動
き
で
あ
っ
た
。
資
本
主
義
経
済
機
構
の
発
展
は
 

、
 機
械
工
業
化
を
促
進
し
、
同
時
に
 

、
 人
々
を
農
村
か
ら
 

都
会
へ
と
ひ
き
つ
け
 

た
 。
こ
う
し
た
社
会
的
変
動
は
、
米
国
宗
教
界
に
も
大
 

き
 な
 波
紋
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
一
九
 

0
 七
年
 に
は
、
 
オ
 曲
目
 
お
ぽ
 
の
 
ロ
サ
 
u
 
の
 
甘
 

Ⅰ
 
ノ
の
ハ
ソ
ヰ
 

Ⅰ
田
の
（
 

め
曲
口
 

～
 
与
め
已
 （
 
ア
 
の
の
 

0
c
 

め
 
藍
の
「
 
め
の
い
 

の
が
 
出
 仮
 さ
れ
た
。
近
代
工
業
化
し
た
社
会
に
 

、
 神
の
救
済
を
 
神
学
的
に
把
握
し
ょ
う
と
す
 

仕
る
努
力
が
窺
わ
れ
る
。
 

 
 

8
0
n
 

～
 
a
-
 

の
。
も
の
こ
に
対
し
て
、
保
守
的
、
個
人
的
な
反
 

 
 

酪
 
鮮
 
ぶ
り
、
農
村
社
会
を
基
盤
と
し
た
昔
の
米
国
を
夢
に
見
、
 

（
 
ぢ
 ㊧
）
の
出
版
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
フ
ァ
ソ
ダ
メ
ン
 

 
 

」
と
に
眼
を
つ
よ
う
と
す
る
も
 

鋤
 

米
 
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
米
国
の
宗
教
界
は
 

、
リ
 べ
 ラ
リ
ズ
ム
と
フ
ァ
ソ
 

ダ
メ
ソ
 
タ
リ
ズ
ム
の
主
張
を
め
 

ぐ
っ
て
、
微
妙
な
動
き
を
 

赤
め
 

文
化
、
宗
教
を
知
ろ
 う
 と
い
う
実
際
的
な
立
場
か
ら
も
 、
比
較
宗
教
学
の
重
要
要
さ
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
 

く
な
い
。
 

ま
た
一
方
で
は
、
 ヵ
ナ
ダ
 と
合
衆
国
の
外
国
伝
道
協
会
 が
 、
外
国
へ
行
く
宣
教
師
は
、
伝
道
の
具
と
し
て
、
比
較
 宗
教
学
を
修
め
る
べ
 

ぎ
で
あ
る
と
決
議
し
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
 一
九
 0
 四
年
の
会
議
で
あ
っ
た
。
 

若
い
国
と
い
わ
れ
た
米
国
も
、
ハ
ワ
イ
を
併
合
し
、
 フ
 イ
リ
ッ
ピ
ン
を
領
土
と
し
、
だ
ん
だ
ん
東
洋
に
関
心
を
も
 ち
 出
し
た
。
東
洋
の
 

こ
の
 ょ
う
 な
意
味
の
比
較
宗
教
学
が
、
一
八
九
三
年
を
 起
点
と
し
て
、
米
国
の
各
地
に
弘
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
 ，
 
」
の
場
合
の
比
較
宗
教
 

学
 と
い
う
言
葉
は
 、
 い
ろ
い
ろ
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
 。
教
派
の
束
縛
か
ら
 脱
 れ
よ
う
と
す
る
カ
レ
ッ
ジ
で
は
、
 そ
れ
を
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
 

な
 教
会
指
導
者
に
対
す
る
反
抗
の
武
器
と
し
た
。
比
較
 ゐ
 
示
教
学
の
名
に
お
い
て
、
他
の
宗
教
の
も
つ
重
要
な
意
義
 を
 教
え
た
こ
と
も
少
な
 



宗
教
界
も
ま
た
こ
の
気
運
を
反
映
し
て
い
た
。
フ
ァ
ソ
 ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
田
舎
の
保
守
的
な
人
々
に
よ
っ
て
 僅
 か
に
守
ら
れ
て
い
た
 

に
 過
ぎ
ず
、
世
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
時
代
と
な
っ
た
。
 リ
 へ
 ラ
リ
ズ
ム
は
 ラ
 ウ
シ
ェ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
の
社
会
的
福
士
 
日
 に
同
情
し
な
が
ら
も
、
 

本
当
の
意
味
の
の
 o
n
 
巨
 ㌧
 0
 一
ゃ
の
ぜ
 

を
確
立
す
る
ま
で
に
は
 到
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
人
道
主
義
的
な
社
会
事
業
を
 、
 碕
 o
c
 
あ
 ～
㌧
。
 
汗
ぺ
と
混
 

同
し
た
か
の
感
が
あ
る
。
同
じ
傾
向
が
、
米
国
の
外
国
 伝
道
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
元
来
外
国
伝
道
は
、
前
世
 細
め
 、
単
純
な
敬
虔
 主
 

義
の
人
々
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
 し
 、
第
一
次
世
界
大
戦
の
前
後
に
は
、
人
道
主
義
的
な
 り
 べ
 ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
に
 

よ
っ
て
、
外
国
伝
道
の
根
本
理
念
が
変
化
し
て
ぎ
た
。
 外
 国
へ
 教
会
を
建
て
、
異
教
徒
を
教
化
す
る
と
い
う
こ
と
 よ
り
は
、
学
校
や
病
 

院
 、
そ
の
他
の
社
会
事
業
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 
「
 
神
の
国
」
が
到
来
す
る
か
の
如
き
感
を
抱
か
せ
る
に
至
っ
 た
 。
 り
べ
 ラ
リ
ズ
ム
の
 

洗
礼
を
受
け
た
宣
教
師
は
 、
 昔
の
宣
教
師
の
よ
う
に
、
 
「
異
教
徒
」
を
地
獄
に
落
ち
行
く
人
々
と
は
考
え
な
か
っ
 た
 。
む
し
ろ
、
キ
リ
ス
 

ト
教
 と
は
違
っ
た
意
味
で
、
な
ん
ら
か
の
神
の
恩
恵
に
 浴
し
て
い
る
と
考
え
た
。
こ
う
し
た
宣
教
師
の
中
に
は
、
 東
洋
の
宗
教
を
研
究
し
 

よ
 う
 と
し
た
人
々
も
少
な
く
な
い
。
 し
曲
 
立
山
ま
ヒ
ョ
 
0
 
。
 キ
 扇
巴
（
本
ゅ
ニ
ヵ
ま
 
き
 ぽ
 
%
 串
 。
 し
 a
 三
日
立
 0
 甘
 0
 日
 等
が
そ
 の
中
に
数
え
ら
れ
る
。
 

彼
ら
が
米
国
の
宗
教
学
に
貢
献
し
た
こ
と
は
今
更
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

笛
 二
次
世
界
大
戦
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
役
 落
 を
も
 た
ら
し
、
そ
れ
に
引
き
か
え
て
、
米
国
は
押
し
も
押
さ
れ
 も
さ
れ
ぬ
国
際
的
 指
 

導
者
の
位
置
に
の
し
上
げ
ら
れ
て
ぎ
た
。
「
戦
争
を
終
 ら
せ
る
た
め
・
の
最
後
の
戦
争
」
と
い
わ
れ
た
第
一
次
大
戦
 

が
 終
っ
て
、
米
国
人
は
 

平
和
と
繁
栄
の
夢
に
酔
っ
た
。
 

0
 還
づ
 毛
の
口
（
片
の
（
 

ア
と
い
 わ
れ
た
楽
観
的
な
気
分
が
、
フ
ー
バ
ー
大
統
領
以
下
の
 不
景
気
が
到
来
す
る
ま
 

で
 続
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
考
え
 れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
主
義
、
デ
モ
ク
ラ
シ
 一
、
り
べ
 
ラ
リ
ズ
 ム
 
公
示
 教
 的
な
リ
ベ
ラ
 

リ
ズ
ム
を
も
含
め
て
）
等
が
無
意
識
の
う
ち
に
同
一
視
 さ
れ
た
理
由
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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れ
た
比
較
宗
教
学
の
繁
栄
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
後
退
と
 

と
も
に
、
そ
の
運
命
を
と
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

米
こ
う
し
た
社
会
情
勢
 
は
 宗
教
界
に
も
変
化
を
も
 

た
ら
し
た
。
す
な
 

ね
 ち
、
第
一
次
大
戦
後
の
焼
野
原
か
ら
 

、
危
機
の
神
学
と
い
わ
れ
る
 

既
 

唱
え
た
人
々
は
、
米
国
建
国
の
根
本
概
念
で
あ
る
平
等
 思
想
と
、
旧
約
聖
書
の
天
地
創
造
の
物
語
り
と
を
結
び
 合
 わ
せ
、
す
べ
て
の
人
間
 

は
 一
人
の
神
に
よ
っ
て
平
等
に
創
造
さ
れ
、
地
方
的
に
 は
 異
な
っ
た
文
化
、
宗
教
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
は
い
る
 け
れ
ど
も
、
本
質
的
 

が
 信
じ
て
い
る
諸
宗
教
を
、
公
平
に
教
え
る
べ
き
で
あ
 

を
 蔑
む
こ
と
を
 潔
 し
と
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
 、
大
 

に
は
、
同
じ
も
の
で
あ
る
と
信
じ
た
。
そ
れ
故
に
特
定
 る

と
考
え
た
。
こ
う
し
た
意
味
の
比
較
宗
教
学
は
、
一
九
 

の
 宗
教
 ｜
 そ
れ
が
自
分
た
ち
の
継
承
し
た
キ
リ
ス
ト
教
で
 

学
の
使
命
は
、
学
生
に
特
定
の
宗
教
を
教
え
る
こ
と
で
 あ

っ
て
も
 ｜
 他
の
宗
教
 

二
 0
 年
代
に
そ
の
最
高
 

は
な
く
、
世
界
の
人
々
 

）
潮
に
達
し
、
当
時
宗
教
に
つ
い
て
の
手
引
書
が
市
 
場
に
 溢
れ
出
る
 ぽ
 ど
で
あ
っ
た
。
 

上
 

 
 

第
二
に
 、
り
べ
 ラ
リ
ズ
ム
は
キ
リ
ス
ト
教
と
他
の
宗
教
 

 
 

リ
ス
ト
教
の
な
か
か
 

ら
で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
も
属
さ
ぬ
中
立
的
な
「
哲
学
 

的
立
場
」
を
比
較
宗
教
学
に
見
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
 

た
 。
 り
べ
 ラ
リ
ズ
ム
を
 

外
国
伝
道
地
に
お
い
て
さ
え
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
勢
力
を
 得
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
米
国
内
に
 

ぅ
 リ
ズ
ム
の
影
響
の
強
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
 い
 。
そ
し
て
、
 り
 べ
う
リ
ズ
ム
は
米
国
 

し
た
。
そ
れ
は
本
当
の
意
味
で
の
宗
教
学
の
学
的
探
究
 と
い
う
よ
り
は
、
あ
く
ま
で
も
り
 べ
ラ
 

ト
教
 信
仰
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
比
較
宗
教
学
を
利
 用
 し
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
 

第
一
に
、
比
較
宗
教
学
は
、
サ
イ
ェ
ン
 ス
 で
あ
る
と
い
 ぅ
 立
場
を
と
っ
た
。
そ
れ
故
に
 、
キ
 

て
 、
中
立
の
立
場
を
と
り
得
る
と
考
え
ら
れ
た
。
 

お
い
て
、
こ
と
に
学
生
層
の
間
に
 、
り
 ・
 
ぺ
 

の
 大
学
に
比
較
宗
教
学
の
繁
栄
を
も
た
ら
 

リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
伝
統
的
な
キ
 リ
ス
 

リ
ス
ト
 教
 と
他
の
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
 

  



一
九
二
 0
 年
代
の
終
り
ま
で
尊
ば
れ
た
比
較
宗
教
学
も
 、
 一
九
三
 0
 年
代
に
な
る
と
、
各
方
面
か
ら
鋭
い
批
判
を
 受
け
る
に
至
っ
た
。
 

そ
の
す
べ
て
を
詳
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
 大
 林
次
の
四
つ
の
批
評
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
 勿
 論
、
 
・
こ
う
し
た
批
判
が
 

米
国
だ
け
の
も
の
で
な
は
か
っ
た
。
 

も た れ こ そ   
の え と と れ ろ 
が て と は に オ 

白 い も 出 よ   
然 る に 釆 っ オ   
の 時 此 な て l 会 か の は ァ ル 
成 代 敬 い り ソ 

り に 宗 。 べ ド       
学 つ め 栄 光 が フ ン に村 ア も 、 O 二 姿を 

す い を 没 年 消 ダ 
る え 公 落 伏 し メ 

批判 る平のにた 。 に 憂、 とタ ン   リズ 探究 き目 青年 い う 

す を 層 の ム 
る み   で は 

こ る 学 は   
と に 生 な そ 
ょ 至 層 い れ   
り っ の 。 ぞ 

は た 間 合 れ たた つ っ フ ァ                         
、 と に 日 の 

む い ま で 立 

しぅ ろこっ、 わも 場 か 
割 を果 のであ が、月神 ンダメ 口才。ミ 

自 と て 文 ら 

己 で い 化     @ 
@ の生 

活     も よ よ、 ム の なる 

の生 べ う散り 宗 マ ま ぅ と 

あ 括 り 的 ズ と 

り は ズ に ム ニ % 芙 も 

に し 

万世ム " 智のり " の 批 
意 辛 麻 べ 判 に努 義に く 、 酔が ラリ 

っ 萌 す ズ 力 
い 途 で ム を 

て に に を 結 
眼 下 き 燕 巣   
を 安 れ 祝 し 
両 を 、 す た 

{   
げ 横 そ る   り ま 宇 喰 

(324) 88 



米国宗教学の 展望 ( 

探 欠 力 。 ， 達 

究 く 第 ら 
の で 二   示教 ため の批 はな 

に い 評 学 

は か は そ 
と の 

大 い 哲 も 

類 ぅ 学 の 
半 @  捌 ;  と ソブ し 

  判 異 は 

社 で な 殆 
会 あ っ ど 

学 る た 関 
  。 正 心 

考 案 場 が 
古 教 か な 
学 学 ら い 

そ の な     

0 対 さ と 

地 象 れ で 
社 -  pT  る あ 
会     る 
科 あ 宗 
学 く 教 
の ま 学 
詣 で は 

部歴   

  
宗 な を 
教 け 自 

現 れ 称 
象 ば す 
を な る 

も ら せこ 

っ な も 
と い か 

客 。 か 
親 し わ 
的 た ら 

に 研っ、 がず   
な そ 性 
げ の を 

89@ (325) 

上 ) 

る
 。
こ
う
し
た
会
合
に
出
席
し
て
感
ず
る
こ
と
は
、
 米
 国
の
哲
学
者
、
こ
と
に
宗
教
哲
学
者
が
、
世
界
の
諸
宗
教
 に
 深
い
興
味
を
持
ち
な
 

第
一
の
批
判
者
は
、
比
較
宗
教
学
乃
至
宗
教
学
が
 、
独
 白
の
立
場
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
、
宗
教
哲
学
の
一
部
 と
し
ょ
う
と
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
勿
論
、
宗
教
学
が
一
般
の
宗
教
哲
学
と
異
な
 り
 、
世
界
の
諸
宗
教
を
研
究
す
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
 そ
 の
 研
究
に
は
宗
教
哲
学
 

的
な
前
提
を
必
要
と
し
、
か
つ
ま
た
宗
教
哲
学
的
な
解
 答
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
 3
 な
批
判
の
出
発
点
 

に
は
、
宗
教
哲
学
が
歴
史
的
な
宗
教
と
は
次
元
を
異
に
 し
た
「
宗
教
」
の
概
念
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
あ
 る
 。
こ
の
観
点
か
ら
み
 

れ
ば
、
哲
学
的
な
宗
教
が
よ
り
純
粋
な
も
の
で
あ
り
、
 そ
う
し
た
純
粋
な
宗
教
と
、
歴
史
的
な
諸
宗
教
と
の
関
係
 を
 探
究
す
る
の
が
宗
教
 

学
の
使
命
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
批
評
を
す
る
 人
 に
と
っ
て
は
、
宗
教
の
現
象
学
的
研
究
の
存
在
意
義
は
 何
ら
認
め
ら
れ
ず
、
 
宗
 

教
 哲
学
的
一
面
に
価
値
を
見
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
現
に
 米
国
各
地
の
大
学
で
、
哲
学
の
教
授
が
比
較
宗
教
学
の
課
 目
を
受
持
っ
て
い
る
 例
 

が
 少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
は
 ホ
ッ
キ
ソ
グ
 
（
 
毛
ヨ
ぎ
鰯
 
口
 ・
 帥
 o
n
F
 

山
口
 

め
 ）
や
。
ハ
ー
ト
 釜
 Ⅰ
名
山
ロ
 
レ
 ・
Ⅰ
 

w
W
 
口
 「
（
（
）
等
、
著
 
各
 な
哲
学
者
の
影
響
も
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

最
近
は
米
国
哲
学
学
会
の
例
会
に
、
東
洋
哲
学
の
部
門
 が
 出
来
て
、
哲
学
の
立
場
か
ら
東
洋
の
哲
学
、
宗
教
に
関
 す
る
論
争
に
花
を
咲
 

か
せ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
博
士
や
 ラ
ダ
ク
 り
 シ
ュ
ナ
 ソ
 博
士
が
各
地
大
学
の
哲
学
の
講
演
会
に
招
か
 ね
 、
セ
イ
ロ
ン
の
 マ
ラ
 

ヲ
セ
 ク
ラ
博
士
も
、
先
年
米
国
の
哲
学
関
係
の
会
合
で
、
 仏
教
哲
学
を
講
じ
ら
れ
た
。
一
九
五
九
年
の
夏
に
は
 ハ
 ヮ
 4
 大
学
で
 
巾
け
亡
 
0
1
 

の
 
0
 ヱ
屯
，
由
麓
の
 
（
の
 ロ
 Ⅰ
圭
の
の
（
の
第
二
回
目
の
大
会
が
開
 
催
さ
れ
、
日
本
か
ら
は
宮
本
正
尊
博
士
や
中
村
元
博
士
が
 出
席
さ
れ
る
筈
で
あ
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を が 学 の の る 世 教 し と   る 究 う ち な   
。 は 約 論 の     

ぎ @ で に 回 ソ な う と 現 の は 

O Ⅰ 語 な 、 教 卿 ィ な し 家 並 丁   
的レ 

    

  る 水 席   

れ @ し   
て 

い に 
も 自 

Ⅱ～ づ 

  
  

か む者 す 卜食の張師 も 

  
そ 
最 た 、 

も 

な   
あ 毛な驚藍に 研で下のいけ 

主   
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米国宗教学の 展望 ( 上 ) 

批評 、く、 も 

  

倉 田 我 ら の 評 
と 末 々 ゆ 文 の 

㏄ の 

  

的 し 影 珪 を   家 て 響 論 重 

て 
@@@V 
る 

事 
実 
か 
ら 
み 
て 

米 
国 
れア し 

お 
  
て 

各   

本数 

の 

主 
観 
性 
を 
重 
要 
視 
す 
る 

人 
が、 

  
か 
Ⅴ @ 目 

  
  
か 
窺 
わ 
れ 
る 

であ 

ろ 
  
  

し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
立
場
か
ら
、
イ
ン
ド
教
、
仏
教
 お
よ
び
回
教
に
つ
い
て
の
本
を
編
輯
し
た
が
、
そ
れ
は
 彼
 自
身
の
解
釈
を
人
 れ
 

ず
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
信
奉
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
を
 集
め
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
モ
ー
ガ
ン
 教
 授
の
本
が
広
く
読
ま
れ
 



米 宗 と " 教 か し 
米
国
の
宗
教
学
を
考
え
る
と
き
、
他
に
も
い
ろ
い
ろ
の
 批
評
は
あ
る
が
、
以
上
の
四
つ
の
批
評
を
無
視
す
る
こ
と
 は
 出
来
な
い
。
た
だ
 

こ
れ
ら
の
批
評
は
、
一
九
二
 0
 年
代
の
終
ま
で
栄
え
た
 比
較
宗
教
学
、
乃
至
宗
教
学
に
対
し
て
 向
 げ
ら
れ
た
も
の
 で
あ
る
。
そ
れ
が
 幸
 

不
幸
か
、
一
九
三
 0
 年
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
 

同
 じ
よ
う
な
批
判
の
声
が
繰
返
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
 日
米
国
に
お
け
る
 宗
 

学
 を
み
れ
ば
、
そ
れ
が
過
去
の
比
較
宗
教
学
と
は
大
へ
 ん
な
相
違
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
 0
 年
代
に
は
、
ヴ
ァ
 
ッ
 

尖
 。
お
 田
ョ
毛
 お
こ
の
よ
う
に
著
名
な
宗
教
学
者
が
 、
ヒ
 
ソ
 ト
ラ
ー
性
追
わ
れ
て
、
米
国
の
宗
教
学
を
新
ら
し
い
 方
向
に
展
開
す
る
こ
 

に
 貢
献
し
た
（
 

Ⅱ
。
第
二
次
大
戦
後
 

0
-
 

に
は
 、
ま
た
エ
リ
ア
 二
 ア
 
（
 
目
 （
 
r
e
 

の
の
 

巴
 ～
 
杜
 じ
の
よ
う
な
天
才
的
学
者
が
渡
米
し
 た
 。
こ
れ
が
米
国
の
 

教
学
者
を
刺
戟
 し
 、
米
国
独
自
の
宗
教
学
の
傾
向
を
生
 も
 う
 と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
 し
て
、
そ
の
前
に
 、
 

国
教
育
界
の
現
状
に
触
れ
る
こ
と
但
し
ょ
う
。
 

T
 
）
 
由
 ・
 ミ
 。
。
 
鮪
 
）
 0
 。
 臼
ぎ
 ・
お
ち
：
 

o
R
 

憲
 ～
～
 
め
 ～
 
0
 ：
 
甲
 も
嚢
 む
お
い
め
タ
づ
ア
 

o
C
 

三
セ
 

e
 
（
 
簗
憶
 0
b
 
の
 ア
ざ
ハ
 
の
 0
 巾
 ～
の
の
の
・
 

P
 
の
中
 

P
,
 

の
 す
 a
p
.
 
ヌ
 ・
・
。
 

n
 ア
 u
q
o
 

ア
 ・
 

り
 0
 
コ
 0
 日
 -
 
下
 抄
 
%
0
 
コ
め
コ
 
宙
の
の
 
昌
 ・
Ⅰ
 

（
 
2
 ）
㌧
 ぃ
宙
 
O
F
.
 
ミ
 @
 
ロ
ア
 
の
～
 
呂
 ・
・
・
 

ド
 ア
 笘
 0
 ぬ
セ
 ～
 
コ
 （
 
ア
の
 Ⅰ
 @
 
Ⅰ
 
0
0
 
ヰ
 の
 0
n
 

（
の
日
ロ
 

0
r
a
r
 

ぜ
卜
呂
の
ユ
 
c
a
 
コ
 ㌧
（
 

0
t
m
 

の
 
巨
コ
 
（
 
@
 
の
 
日
 ・
 ，
 め
か
ら
 
ミ
 
め
 ま
 む
 さ
い
 
し
 ㎏
Ⅹ
 串
 （
下
 
で
 l
@
 

（
 
、
 

Ⅱ
の
白
め
）
・
も
り
 

（
 
3
 ）
㏄
 0
0
 

（
の
（
 

田
 ・
り
か
田
田
）
：
 ヨ
 め
の
き
ぎ
め
 隅
ト
 き
め
「
～
も
 

さ
お
 市
田
 ま
す
タ
ヨ
ア
 
の
 巳
ロ
 
@
 
セ
串
 
ゑ
目
 0
 （
の
 圧
 c
a
 
の
 o
 ㌧
下
の
お
・
Ⅱ
の
 

白
 い
 

（
 
4
 ）
 臼
 P
r
 
オ
 ・
日
日
角
ヨ
：
ぼ
ぃ
い
さ
さ
こ
い
 い
 
さ
め
や
卜
 さ
も
 
吏
塞
 ，
下
田
（
）
 

ぬ
隼
 
O
n
l
 

の
 O
 ガ
 e
 豊
偉
 モ
田
 オ
 温
の
，
 

-
 

P
g
p
4
5
.
 

や
の
 

 
 

（
 
5
 ）
 ぺ
 @
 
臣
の
の
（
・
）
・
 

目
臣
 （
 
0
 下
 ・
 や
臣
吋
田
 
。
 
さ
 ・
 め
 。
 
ぃ
 へ
 
い
せ
 さ
さ
田
も
か
 

馬
ヰ
 p
@
@
 

～
～
 

び
 
田
田
ニ
 

%
 ト
 
・
 ミ
 p
O
 
呂
 二
す
 
コ
 ・
 P
Q
 
の
 べ
 
・
㌧
・
 

け
つ
 

（
 
6
 ）
強
い
て
探
す
な
ら
ば
、
ヱ
ハ
 コ
コ
 
井
下
 肝
日
の
ニ
 ・
 ド
 
の
め
 
め
 ）
 が
 下
山
 r
 
ざ
 （
 卜
 C
n
O
E
 

呂
 
O
 （
㌧
 P
 
幅
 P
 
三
の
日
・
 ミ
 。
 ア
 曲
目
色
 
P
 
三
 0
 
日
 @
 
 
Ⅰ
 偉
缶
曲
ち
 

日
八
ロ
 
隼
 

し
の
 
ぢ
日
 と
下
く
ぎ
 毛
 0
 ヰ
田
 
ア
 0
 力
由
 @
 
魑
 0
 コ
の
 0
 ヰ
 圧
す
 
e
 し
 e
 
由
 e
 
Ⅰ
 
e
 
コ
 
（
・
三
き
 

o
n
 

の
目
安
。
 

目
こ
 h
 
桂
を
著
わ
し
た
り
、
宣
教
師
が
 
ア
メ
 リ
カ
・
イ
ソ
 

か
し
な
が
ら
、
 
教
 （
 
神
 ）
学
的
宗
教
学
を
認
容
す
る
こ
 
と
は
、
す
で
に
神
学
の
領
域
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
 

、
 &
 
示
教
学
の
立
場
か
ら
離
れ
 諺
 

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に
も
述
べ
 

る
 よ
 う
 に
、
宗
教
学
は
教
（
 
神
 ）
学
的
宗
教
学
か
ら
の
 
批
 評
に
 解
答
し
な
け
れ
ば
 鞘
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米国宗教学の 展望 ( 上 ) 

数 ね い l げ 
は 欧 て る ス る 米   は い を 国 
ョ か 殆 ろ 持 と に 
l ら ど の っ と あ 
口 口 不 問 学 す る 

" 本 
      へ 

同 韻 府 る さ 

請 来 
国 た 
の 学 

ま 第 

六 者 
学 た ヵ   
ちは を あ る 。 汀鯉寅 、 し 一 一   
わ         カ 一 種 

と   
凌 あ 不 
駕 ま 教 

            学 
い ふ   
る え 
の た 

で 日 

あ 本 
る の 

      
熱学 的」 
に の 

、 存   
日 在 
本 に 

0 % 
大 い 
学 て 
と か 
ョ る     
口 実 
ッ Ⅴ こ 

， く 日 

0 本 
そ の 
れ 人 
と 字 
は の   
93  (329) 
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よ 

、 数 単 営 ョ 当 な 国   
  
て   

の @ 

どで 

帝 ぺ   

性 ， 珪 
格 格 
を を 
も 異 
っ に 
て し 
い て 

る い る 
  

そ 
れ 
と 

同 
じ 
よ 

@ 
ヰ Ⅰ し 

米 
国 
の 

  
  
  
  
  
四 

年 
制 
の 

大 

単， ） 

も @ 

ま 

ナ - Ⅰ 

欧 
  
や 

日本 

の 

大 
学 
と 

もよ 

異 
な 
  

力 ・ Ⅰ 



沐
 

前
置
が
長
く
な
っ
た
が
、
米
国
の
歴
史
的
事
情
を
考
え
 

れ
ば
明
ら
か
な
よ
さ
に
、
私
立
の
カ
レ
ッ
ジ
が
「
学
問
の
 

自
由
」
と
い
う
 ス
ロ
 
㏄
 

    国宗教学の展望 ( 上 

て か 育 下 独 に 、 り、 
自 称 可 
の 正 久 
学 と の 
厘 L  ナ Ⅱ ] 三宅 

を 立 敵 
持 の を 
続 図 し 

し 別 て 
て が き 
い 薄 た 

る く   

よ う @ な づ 窮苦 一 -- 
に て 次 
居 、 ぎ 大 
わ た 戦 
れ こ 以 

ると o は 降 " 
銭 目 

念 然 
で、 が ト 

あ 学 
る の 
が 方 

  
そ で 
れ は 
で   

も 所 究 木 @ 
立 費 
の の 

学 補   
は 金 
一 を   
に 邦 
財 政 
間 府 
な か 
ど ら 

の 受 
横 領 
助 す 
ほ ろ 

よ 関 
つ 係 

(331) 

い
、
政
治
に
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
教
会
の
直
属
 か
 ら
離
れ
た
学
府
や
市
立
の
学
府
で
は
、
学
問
の
自
由
が
 尊
 重
さ
れ
、
民
主
主
義
 教
 

 
 

大 て 前 わ 教 こ に ッ 建 よ 

学教 則 述 っ 会 と 殺 ジ て う し 
も 会 設 の て と が 到 は ら にか 
少 に さ 学 " 大 明 す 宗 れ " し 
な ょ れ 府 教 学 ら る 教 た ハ 何 
く っ た と 会 と か ょ 昇 学 l と 

な て 力 教 に が に ぅ の 府 バ い 

ム日月 U レ 合 百 離 な に 人 で l . づ 
。 設 ッ と 接 れ っ た だ あ ト て 

帰 さ ジ は 関 て た っ け る も @ 

入 れ は 全 保 行 。 た で 。 ェ 、 

の た 、 く の つ し 。 な 開 l 米   
の の 密 し 布 令 つ 上 地 代 コ 学 
力 は 接 た 刀 目 て 、 の の ロ 間 
レ か な の 者 で 、 教 部 米 ン の 
ッ ㍗ こ   はいま にはこ スタソ を失っ なく、 業家な 教職 背 だけで 芋 の 目 指導者 牧 は、 ，プリ 
の フ て 何 ど 考は 校を 師 ン だ 
種 オ は ら が だ 大 で も 、 ス に 

の l い か 、 げ 学 は 養教 ト 私 
大 ド な の 必 で を 、 成 職 ン 立 
学 の い 形要 古 経料す 者な の 
が ょ 。 で に め 活 字 る た ど 学 
多 う 

い に 府 ま、 関係応じ られ 的に 宗 と こと ちが ワ @ し 

  が て て 維 数 に 4 元 あ 
一 人 存 評 い 持 と な ン 来る   続 議 た す の り テ 教 こ 

に 寄 る 論 " り 会 と 

  
私 で と な 師 ン ょ 否 
立 建 
め て   
力 ら 
レ れ 
ッ た い 事実 令 が多る傾向 づ Ⅱ仁の（の しくな 起って 律家 そ であ ア 宗教的 

ジ 学                   、 の っ 指 で 

は 府     
の 大   
力 郁 
レ 市 
ッ が 

ジ 建 

と て   
違 た っ 、 加 ら い ジ ン に た 



と l っ た げ 個 
み ・ つ 、 ら 人 と 

ころが 差文 て グレ l あるこ 米国の れよ う 生活、 
え ハ と 教 。 国     
ろ 衆人 中 第 基 午 
ぅ 伝 た に 三 雄 代 
。 道 ち 、 次 と か 

の に り 大 し ら 
勅令 べ 戦 て 命 
乗 一 う と の 日 

は度り，に " ズ ょ裁 宗に 至 
詩 家 ム っ の る 
振 救 と て あ ま 
さ を バ 、 り で 

れ 新 ル 一 万 に 

過 し ト 九 に   

ぎい て 角菱 圭三 0 は一 、 般 
は度 と 午 蕪木 
い か の 代 英 国 
る ら 、 の 心 火 の ，、み直ヵ 宗 。 両翼 単純 を でよ 

そ さ の な い 教   
も に を 主 な す 
今 は 行 義 く る 
日 置 く が な 態 

  
教 。 巴 と に 変 

い た   
で の ヵ   

の Ⅰ 

リ れ ま 挙 も 

  
    仰 反動多くる 化し 傾 の ジ ッジ ） 宗教 獲得 

と 向 の 申 は と し た を 
しが学 で 合の な と 強 
て 輪 生 も 理分 げ 宿 制 

されな 、比較ヵ ホ っ こ 、 は父母 学生の 主義、 ）に 離 ればな ずる 教   
刀 。 。 の 宗 旨 な ら 授 い 
教 や 信 教 然 り な が と 

学 が 柳 田 主 勝 か 、 ぃ ぅ意 に満て々不の課 体は 義に ちで ナ っこ その 

日 数是認 傾 あ 。 玩味 
を 弄 せ め い っ そ 信 を 
採 ら ず ら て た れを も 

月 ま 、 れ 行 。 だ 救 っ 

す た 力 、 つ し げ 室 て 
る リ ン 裁 た た に で か 

。へう こと 

っ ム 代     
(332)@ 96 



米国宗教学の 展望 ( 

し 一 じ あ 
て 謀 て る 
" 目 投 カ 

今 と げ レ 
日 ピ て ッ 

の う い ジ 

米 ， る で 
国 ッ 。 は 

で ド さ 姶 
は 型 ら め 

、 ほ ほ の 

力 組 ま 二   
ジ 、 @  - 
教 そ 舷舷 
育 の 数 数 
と 周 養 養 
完 固 の に 
め [  に コ   

と 専 l 後 
の 門 ス の 
関 課 を 二 

保 呂 、 年 

は 、 な 醒 始を め 専 
一畳 の 門 
般 し 一教 
教 ょ 午 育 あ 養課 に ラと ニ に 
日 す 謀 て   

， む り 二 る 

と 万年 が 
し も 目   

て あ に 他 
傲 る 二 の 
論 。 課 と 

ころで されてその 横 目、三 
い 成 ・ は 

る 万 匹 両 
の 法 年 老 
で は 目 を 
あ と に 四 
る も そ 年 

。 か れ 制 
く ぞ を 
と れ 通 

97@ (333) 

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
カ
レ
ッ
ジ
と
宗
教
と
の
 関
 係
 が
切
実
な
問
題
と
し
て
盤
上
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
単
に
 、
学
生
の
宗
教
団
体
 

の
 活
動
を
許
可
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
 ヵ
レ
，
ジ
 0
 課
目
の
中
に
、
宗
教
を
取
扱
 う
べ
 ぎ
で
あ
 る
か
ど
う
か
、
も
し
取
入
 

れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
取
入
れ
る
べ
 き
 か
と
い
っ
た
よ
う
な
難
し
い
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
 。
あ
る
人
々
は
、
宗
教
教
 

育
の
重
要
性
を
認
め
た
が
，
 
0
 も
、
宗
教
は
生
活
体
験
を
 通
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
教
室
で
教
え
ら
れ
 る
よ
う
な
も
の
で
は
な
 

い
と
主
張
す
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
宗
教
を
学
問
的
に
血
 @
 
祝
 し
得
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
は
い
る
が
、
昔
の
 ょ
ぅ
 に
 、
カ
レ
ッ
ジ
が
教
会
の
 

御
用
学
校
に
な
り
は
し
ま
い
か
と
い
う
懸
念
の
た
め
に
、
 宗
教
を
課
目
と
し
て
取
上
げ
る
こ
と
に
反
対
す
る
人
々
 も
 多
い
。
し
か
し
、
 一
 

般
 に
は
特
定
の
宗
教
 だ
 げ
に
 捉
 わ
れ
な
い
宗
教
学
を
 、
 カ
レ
ッ
ジ
・
 コ
 一
ス
の
中
に
取
入
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
 も
の
は
、
原
則
的
に
少
 

な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
視
野
か
ら
 ゐ
不
 
教
学
（
あ
る
い
は
比
較
宗
教
学
）
を
教
え
る
か
と
い
う
 間
 題
 に
直
面
す
る
場
合
、
 

そ
れ
が
も
は
や
宗
教
学
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
な
り
、
 ヵ
 レ
ッ
ジ
教
育
と
宗
教
の
関
係
と
い
う
複
雑
な
問
題
を
は
 ら
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
際
、
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
 米
 固
め
ヵ
レ
，
ジ
が
 ご
く
大
局
的
に
あ
る
程
度
の
統
一
は
あ
 っ
て
も
、
課
目
そ
の
 

他
 に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
と
い
う
 ナ
 
」
と
で
あ
る
。
戦
後
日
本
に
取
入
れ
ら
れ
た
教
養
学
部
 
に
 匹
敵
す
る
の
 e
n
e
r
a
 

～
 

臣
 き
の
（
 
め
 
0
 局
 ㌧
 1
o
 
的
 r
a
 
日
は
 、
 多
く
の
カ
レ
ッ
ジ
の
基
礎
 教
育
と
し
て
適
用
さ
れ
て
ほ
い
る
が
、
の
の
口
笛
生
し
 
肝
 。
 曲
目
 
0
 口
㌧
Ⅱ
 
0
 
的
Ⅰ
が
 

日
づ
 （
 二
 

田
般
 教
養
課
目
）
と
の
 罵
 c
 
め
ぃ
 
～
 宙
 o
 
ぬ
 r
a
"
 

口
 （
専
門
 
課
 目
 ）
と
の
関
係
は
、
カ
レ
ッ
ジ
に
よ
り
必
ず
し
も
一
様
で
 は
な
い
。
四
年
制
の
う
ち
、
 



善保 し げ 考 
悪 の 得 る え コ 

0 課 る 場 と 口 

ぽ、 想がい、 目と合 大ソ 同ビ 
」 多 う 被 か ア 

  い 教 ら 異 人   
洋 に 根 き る 採 
思 、 驚 本 て 。 用 
想、 か 原 い 他 さ 

に さ 別 た の れ 
お れ に 持 参 て 
げ る 目 代 く い 
る 。 覚 の の る 

め 経 力 の   」・ の一 で百会 あ ） 的 も、 せ ar 
「 キ教 般る 。 ，側室 政 え田 
り 養 最 治 は ㍗ 
ス 課 近的 ト き ．   

  
つ ン / ヘ 

  想 現われ入門」 具合 、宗教 分に理 を取 

  る 関 解 上 の 

    
て 

る 
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さ 
学 生 らこ " と 

ら た 歴 は 
ヰア し ち 史 朗 
  ほ 学 ら 
  や ・ か 
  
ノ 。 

や 人 で 
も 類 あ 

で す 学 る 
もよ る 
比 と哲し 、 学か 

示教 

絞め 一なし 方ど、 
的 の /h へ 

の 
  

な 教 規 
ぽ 、 授 模 

  想 、 で な 
ス を 、 ヵ 

を 抑 止 レ 
ど し 較 ッ 

の つ 宗 ジ 

分 け 教 で 
科 ら ヰこ @ ま 

の れ 興   
T 
ケプ Ⅰ 

易 味 専 
い の 門 

設 の あ の 
け で る 宗 
る 
か 

あ 八 教 
る に 学 

と 。 講 者 
い 座 を 
@ を 雇 
い 占 倣 う 

Ⅴ ァ し 嘱 は 
つ す ど 
い る の 
て と 経 
も い 済 
定 
  

5 ヵ 
結 が ; 

て 果 な 
も よ に い 

Ⅰ @ な 
な る そ 
い     
  こ で 

最 0 % 
近、   
各 に か 

99 (335 Ⅰ 

右
の
よ
う
に
、
一
般
教
養
 課
 日
の
中
に
は
、
宗
教
関
係
 の
 コ
ー
ス
が
激
増
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
学
 乃
至
比
較
宗
教
学
関
 

係
の
 
コ
ー
ス
に
は
案
外
み
る
も
の
が
な
い
の
が
現
状
で
 あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
二
 0
 年
代
ま
で
は
、
あ
れ
 程
 ま
で
栄
え
た
比
較
宗
教
 

の
 コ
ー
ス
も
、
今
日
で
は
や
や
棚
上
げ
に
さ
れ
た
か
の
 感
 が
深
い
。
殆
ど
の
カ
レ
ッ
ジ
で
は
、
比
較
宗
教
と
か
 せ
 界
の
宗
教
と
い
う
 コ
 l
 

ス
が
 、
毎
週
平
均
し
て
三
時
間
割
当
て
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
 の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
が
一
学
期
の
前
半
 を
 占
め
、
後
半
期
に
 イ
ス
 

ラ
ム
 教
 
・
イ
ン
ド
教
・
仏
教
・
支
那
及
び
日
本
の
宗
教
 を
 簡
単
に
取
上
げ
て
い
る
。
現
在
、
米
国
の
カ
レ
ッ
ジ
で
 比
較
宗
教
学
乃
至
宗
教
 

学
の
振
わ
な
い
理
由
を
い
ろ
い
ろ
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
 る
が
、
先
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
教
授
の
問
題
で
あ
 る
 。
一
九
二
 
0
 年
代
は
 

い
 う
 ま
で
も
な
く
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
比
較
宗
教
学
 の
 講
座
を
も
っ
教
授
で
、
専
門
的
に
宗
教
学
を
専
攻
し
た
 人
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
 

る
 。
な
か
に
は
、
原
始
宗
教
は
人
類
学
者
に
、
イ
ソ
 ド
 教
は
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者
に
、
支
那
や
日
本
の
宗
教
は
 東
洋
史
の
学
者
に
と
 

い
 う
 風
に
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
分
担
方
式
を
採
用
し
て
 い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
ハ
ー
バ
ー
ド
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
も
 、
こ
の
よ
う
な
「
 キ
ァ
 

）
 

フ
ヱ
 テ
リ
ア
式
教
育
」
を
今
日
ま
で
行
っ
て
き
て
 い
る
。
こ
の
よ
う
な
教
育
方
法
で
は
、
宗
教
学
の
 ぃ
口
 
（
の
的
 

Ⅰ
～
（
せ
な
ど
を
期
待
し
得
な
い
 

@
 
Ⅰ
 
7
 ）
 

化
に
関
す
る
初
歩
的
な
課
目
が
取
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

「
新
約
思
想
と
現
代
思
潮
」
・
「
宗
教
と
文
化
」
・
「
西
洋
 

文
化
の
基
盤
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
社
会
科
 学
の
基
礎
的
な
コ
ー
ス
 

と
し
て
は
、
「
西
洋
思
想
に
お
け
る
自
然
の
人
と
理
想
 0
 人
」
・
「
現
代
社
会
に
お
け
る
自
由
と
権
威
の
問
題
」
 や
 イ
ン
ド
・
近
東
の
文
 



 
 

と 氏 好 せ 後 家 
関 名 い る に 教 ヴ   
連 な 如 こ 歴 を ァ 

し ど 減 と 史 一 ッ 

て の な が 字 面 ハ 

、 無 知 人 ・ 約 数 
第 味 識 切 立 に 授 
五 弦 を で 学 眺 は 
に 燥 与 あ ・ 

六 け 
は れ 銭   

授     
挙 

識 のや れ   

え 払 こ ば め ス わ り と に 地 
る 要 と な で ク で の 、 多 の 
の た を ら あ り あ 大 全 く り・ l 、 l 
は 某 某 な ろ ッ ろ 数 米 の 丘 
容 磯 木 い う ト う に で カ   比較 易 な 的な教育 力 。 力 学者 力 なる ケ 8 
こ を 性 レ そ ） あ ル宗 ジ の 
と し 格 ッ こ に る そ 教 で カ 
で な と ジ に よ い れ 関 は レ 

な け し は は っ は に 係         

い れ て 大 教 て 、 も の 哲 ジ 
。 ば い 学 授 十 諸 か コ 学 に   
pl- 力しよ、 口 それ 異な 格も 理解 文化 ちず、 日の を受持 歴史科 

こに、 。 放 り大さ・ きれ京家 っ ・ 戸叶 

、 教 教 て 社   
に そは的 で学しら てれれ ぞな怯ど臣 め がが 
い 限 研 い 得 の の 王 地 殻 
な ら 究 る る 専 は 百 鞍 置 
が れ は が と 門 、 五 宗 さ 

ら " たい 時ぅ こ " いの家士 う 学教人の 教れ " 
世 間 ま れ 学 者 字 を コ こ 
界 の で と 純 （ そ 越 l の 問題は 中で、もないの諸宗 平行し な考え 例えば のもの え、パ 統 を ス 

教 学 が て が 原 の l 轄 あ 
Ⅴこ三 生十三 "  力 "  女台 二五二 卜 し る 
つ が 教 レ 続 家 場 ・ て 程 
い 将 室 " 治 教 が タ い 度 
て 釆 に ジ 者 は 十 イ る ま 
の い お の の 八 分 ム 状 で 
一ずげ 陸頭頚に の 態解 
広 れ る 格 か 学 理 教 で 沃 
の の 教 も ら 者 解 授 あ さ   
と に 重 て き 度 て え 統 がも 

理進 点、 み ろ 教 い れ 計   
解 む を な な は な ば に い   

(336) 100 
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    上 ) 

通 以 国   
っ た 成 

  い わ な   て っ ど 
れ 米 事 で ハ ジ 陸 国 に は て も 

8 国 間 長 l を 諾 な 太 次 い 徐 
） の の い め る 々 

で 文 学 間   大 。 に   と 学 長 研   
の 重 さ 

、 育 成 が も 教養 廃 学 が レに士 ッド 号の学 う 童要れ 
米 の す 発 、 ジ ィ を は 院 で な っ 

国 中 る 違 令 以 ッ あ   
独 心 必 し 田 上 で ま 四 と 述 べ題あ 問っ 
自 は 要 な で の は り 年 宗 る は る 

る ジ 、 

。 で ヵ     不レ 教ッ 
学 ジ 

な に 

教 お 
え げ 
る る 

教 案 
授 教 

と l 便 よ H を 学   責 め 
し ッ が は コ 

て パ 
成 あ 

強 実 i す り 

い 香 り 績 ス 6 万 
る 地 。 に を 機 ケこ 

の の 米 軍備 関 っ 
が い 

少 て 
な は   
こ ま   と だ 
で ま 

  あ た 
る 難     が し 

し た あ 例 育 に の   い 

る と と 比 こ こ 問 
ア @ し 。 さ い べ と 0 題   ね え て で 点、 が 

欧 と 国 米 て ば 、 あ に 横 

最
近
、
い
ろ
い
ろ
の
安
価
な
宗
教
学
関
係
の
入
門
書
が
 

市
場
に
現
れ
て
し
る
。
Ⅰ
 

Ⅰ
ス
ラ
イ
ド
や
地
図
の
利
用
、
宗
教
 

0
-
 

土
ロ
楽
の
レ
コ
ー
ド
 

作
 

ト
ハ
Ⅰ
 

-
 

達
 程
度
を
考
慮
に
入
れ
た
コ
ー
ス
の
組
立
て
を
主
張
し
 た
 。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
実
際
問
題
と
し
て
は
、
言
 う
 に
 易
く
 、
 行
 う
に
 難
い
 

憾
み
が
あ
る
。
 



に
 学
問
と
し
て
の
形
態
を
整
え
た
頃
、
宗
教
学
者
は
み
 

な
 博
学
多
才
の
士
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
宗
教
学
の
ほ
か
に
 

、
言
語
学
・
歴
史
学
・
 

学
院
で
は
、
必
然
的
に
各
専
門
分
野
に
分
れ
た
研
究
に
 

重
点
が
置
か
れ
て
く
る
。
今
日
の
よ
う
な
時
代
に
は
、
 

と
 く
に
宗
教
学
の
よ
う
に
 

幅
の
広
い
学
問
は
 
、
 他
の
分
野
の
専
門
家
た
ち
か
ら
と
 

か
く
批
評
さ
れ
、
誤
解
さ
れ
易
 
い
 の
で
あ
る
。
そ
も
そ
 
も
 、
宗
教
学
が
十
九
世
紀
 

満
ち
て
い
る
。
 

さ
て
、
大
学
院
で
は
 M
A
.
P
H
D
 コ
一
ス
の
 学
徒
 費
 成
 は
い
 う
 ま
で
も
な
く
、
教
授
自
身
の
学
的
研
究
が
重
要
 で
あ
る
。
こ
こ
に
 大
 

よ
っ
て
崩
壊
化
し
つ
つ
あ
っ
た
社
会
経
済
の
再
興
に
参
 

与
せ
し
め
た
結
果
、
大
学
と
社
会
と
の
関
係
が
緊
密
に
な
 

っ
て
ぎ
た
。
こ
の
傾
向
 

は
 、
か
な
ら
ず
し
も
好
結
果
ば
か
り
を
招
い
た
わ
 

け
 で
 は
な
い
が
、
な
に
は
と
も
あ
れ
、
米
国
の
大
学
院
は
い
ろ
 

い
ろ
の
意
味
で
活
気
に
 

0 図 び l 議事 な 州 

諸国と 書館・年代に 米国に 4 % 。 貫会は は、 や 得て 、 十九世 

肩を並 ノ レーズ 実験室 大学院 ましの 、伝統 がて・ 、 、 米国独 紀 末 の   
統備 成 ど れ 畔院 へ に 

、ョ 行領は二 ー するして 功 の著名 ずに廿 に実を の設立 イ ブラ   
l の 力 め チ カ と @ 風 

の で 岸 る 

  
ち の 貸 しを 、 あ 油た   し 的な 経済下にるが ナ っ・し に 辿 ック 

集 、 力 の え シ か フ   支持 の 景気に一九姉 して、 ひとた ・デュ 院の評 抱いた 

( 期 ) 1 ㏄ 



米国宗教学の 展望 ( 上 ) 

な
い
と
は
断
言
出
来
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
 、
現
実
の
問
題
と
し
て
、
宗
教
学
部
と
人
類
学
部
と
で
、
 同
時
に
原
始
宗
教
の
 コ
 

｜
ス
 を
発
表
す
る
と
す
れ
ば
（
現
に
そ
う
し
た
場
合
が
 何
度
も
あ
っ
た
）
、
大
学
院
の
学
生
の
多
く
は
人
類
学
部
 の
 講
義
に
殺
到
す
る
で
 

あ
ろ
う
。
 

こ
れ
と
似
た
問
題
は
 、
 他
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
考
え
 ら
れ
る
。
宗
教
学
者
は
、
古
代
 ヱ
 ジ
プ
ト
・
メ
ッ
 ポ
タ
，
 
、
ヤ
の
 
宗
教
、
ギ
リ
シ
 

ャ
 ・
 p
 ー
 マ
 の
宗
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
や
そ
の
他
イ
ソ
 ド
の
 各
宗
教
、
仏
教
、
中
国
、
日
本
の
宗
教
に
つ
い
て
 、
 少
な
く
と
も
一
通
り
 

宗
教
学
者
が
、
こ
の
よ
う
に
宗
教
学
の
中
の
狭
い
領
域
 

の
 研
究
に
従
事
す
る
関
係
か
ら
、
こ
こ
に
大
学
院
の
他
の
 

分
野
の
学
者
の
研
究
 

と
あ
る
程
度
の
重
複
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
を
具
体
的
 

に
い
 
3
 と
、
原
始
宗
教
の
研
究
は
宗
教
学
者
に
と
っ
て
 

重
 要
 で
あ
る
が
、
人
類
学
 

 
 

 
 

推
理
的
で
あ
る
と
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
 

も
 

プ
｜
 

グ
な
 
行
 5
 機
会
に
恵
ま
れ
な
い
た
め
に
、
人
類
学
者
の
 

実
証
的
研
究
の
結
果
に
頼
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
 

そ
 こ
で
の
の
 

c
o
 

目
倖
ダ
の
 

コ
 
%
 

田
す
 
Ⅰ
 ま
 0
 
口
に
依
存
す
る
宗
教
学
者
の
研
究
 

ょ
 り
も
、
 
実
地
調
査
に
基
づ
く
人
類
学
者
の
研
究
に
、
学
問
的
価
 

値
 が
あ
る
よ
さ
に
考
え
 

ら
れ
易
い
の
で
あ
る
。
こ
の
際
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
 

ナ
 
」
と
は
、
宗
教
学
者
が
も
っ
と
実
地
調
査
に
従
事
す
べ
き
 

こ
と
は
い
 
う
 ま
で
も
な
 

い
が
、
他
方
宗
教
学
者
が
た
と
え
他
の
学
者
の
資
料
に
 

依
存
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
研
究
が
宗
教
現
象
 

の
 性
格
を
把
握
し
て
い
 

一
生
を
費
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

学
問
を
弘
く
修
め
得
る
人
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
 

恐
 ら
く
は
、
 一
 ・
 ニ
の
 補
助
 字
 に
通
じ
得
る
の
が
限
界
で
 
あ
っ
て
、
宗
教
学
そ
の
も
 

の
の
研
究
に
お
い
て
も
。
全
般
 
仁
 秀
で
る
こ
と
は
む
ず
 
か
し
く
、
そ
の
中
の
限
ら
れ
た
一
部
の
研
究
（
例
え
ば
 

原
 始
 宗
教
、
あ
る
い
は
 一
 

つ
の
宗
教
、
ま
た
は
古
代
・
中
世
・
近
世
と
い
っ
た
一
時
 

代
の
研
究
、
あ
る
い
は
ま
た
神
秘
主
義
・
神
話
・
祈
祷
 

と
い
っ
た
テ
ー
マ
）
に
 103@ C339) 
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今 
日 

米 
国 
の 

大 

学院 

で 

も よ 

社 

全科 

学者 

と 

哲 

学者 

と 

が、 

そ 
れ 
ぞ 
れ 
の 

立 
場 
か 
ら   

本数 

学 
の 

性 
格 
を 
批 
半リ 

し 

て 
ⅠⅩ 

る 
  

  

刊者 

もよ   

不敬 

的 可 古 の   
知 能 学 地   誠 で ・ 識 

に あ 古 を   お る 典 必 
の 提 案 よ 口 答 教 既 な げ の 題 い と 学 要 
立 を 教 3 目 を 学に い で 専 に て い ・ と 

は っ 近 し 

、 て 東   
宗 よ 地 ま 

の の ・ に 

これら 足許に学者は イソ ド 

と と い に 連 合 分 と ま 
に も て 支 及 み 

も 
ぬ 各 浮 め   こ々 とのの 学研 究   

に あ を 批 、 あ ら の が い 

か 研 い て を教え る 。東洋学者がしかし 。 。 オ 0% 基礎 る 。 セ よっ 判の 宗教 で 究 る 指 
、 宗 で 立 て を 哲 ぎ 角 字 も あ に か 導   

。 を そ な 
傾 の け 
げ す れ 
て べ ば   い て な 
る の ら   学 点 、 ぬ 
従 で   

で 彼 げ 
あ ら れ 
る と ど 

。 覇 も 
少 を   

な 観 入 
く う 学 
と こ 院   も と に 
高 士 よ @ よ     門 下 考 



米国宗教学の 展望 ( 上 ) 

志 封 の ら っ 

望 建 で な た 米 
と   

い 強 田 い に 神 
る い こ た 、 学 学 研 け 、 実 

。 欧 ぅ の 神 技 
し 州 し を 学 は 

神 命 の の 上様 校 木 。 で ル 授 

育 も あ と の っ 宗 家 か 
ャ %  増 つ と 一 て 

然 に は に を 一   
酌 人 、 他 な 概 い 

ほ ろ 神 の し に よ 

神 こ 学 部 て 説 
学 と こ 閃 い 明 
者が そ が た す 
と ， あ 独 。 る 

ことは 庶民と づ毛 ar 隼 らゆる 立した 欧州の 

難 ロ る が る 労 し り の間の oc ～ 学問 、 口ロ ン マ 田 芋 作 

も っ     、 要 

r.@   
  
己 な 。 た か あ   

t05 (341 フ 
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大 
学 
関 
係 
の 

神 
学 
部 
@% 

長 
@. ト 

目 口   
不鵬篠 

学 
と 

最 
も 

密 
接 
な 
関 
係、 
を 
継 
統 
し 
て 

き 
/, @ 
  

  
  
  
  
  
の 

大 
学 
の 

神 
学 
部 
も 

そ 
の 

例 
ヤ @ し @ 
漏 
れ 

ず 学 ら し の 
れ所 、 た 課 長 枝」の小 lJ 
も 究 岡 持 目 近 国あ が 教 
宗 に 者 代 の は 主 脈 
敬 重 の に 統     さ が 

で 。 に 神 げ な   れ 国   も そ 重 学 れ 私 建 た 教 
徹 直 は 虚 勢 す 、 の 点 部 ど 立 国   ヰァ し 

抄 く か も め 下 あ   
                                          近 にか 格 時のの 

ぎ 
ナ ・ @ 

ぃ 広 れ も の 多 方 @ 
神 じ る 急 、 推 く 針 ぬ 

庶 
民 
の 

存 心 な 化 な 会 国 罰侵   在 の っ せ つ に 家 v ブ し 

す 教 て ざ て よ と 広 
  る 派   る ノ、 つ 七 万 く が ， 

  
様 そ 民 得 バ 創 の て 
で れ の な l 設 分 行 
あ ぞ 宗 か ド さ 離   る れ 散 っ ・ れ に 

き、 

必   二戸   要 
師 導 か か る て Ⅴ ブ し 

  者 つ   ナ、 @   応 
伝 を て シ め り・ l 、 l じ   豊 春 は 力 に 立 て 

そ 次 神 み 紺 者 戒 杖 ゴ 、 の   大 
の す 師 な 宗 夫 学 
養 る や ど 教 学 の ロ の三つの中間 ョ 学校（ ） ても、 い   成 に 説 で 界 で 神 

ヒピ に 伝 ナ斥 鯛 

学教 

育 
と   は 

る に 成 直 成 せ 異 
神 も し 属 に 行 な 
学学 て を 努 っ   
校 閲 い 難 め て ナ ・ Ⅰ 

を 的 た れ た い   伝 「 

ない。 創設しになっ ことは ものが て一大 

道 

た て 、 学 前 こ 者   。 し 次 府 述 れ 養 
の は る 反 ヒ 予丘 シ ま 第 に の に 成 
い 神 か 抗校 力 っ に た 通 反 学 



米国宗教学の 展望 ( 

第
三
の
部
類
に
属
す
神
学
校
、
す
な
わ
ち
一
流
大
学
の
 

神
学
部
で
も
な
く
、
外
国
伝
道
に
熱
心
な
伝
道
者
養
成
の
 

学
校
で
も
な
い
中
間
 

の
神
学
校
は
 
、
 数
に
お
い
て
最
も
多
い
。
こ
の
種
の
神
 

学
校
は
、
米
国
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
，
 
ン
の
 雰
囲
気
を
 、
最
 も
 敏
感
に
反
映
し
て
い
 

る
 よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
一
九
二
 
0
 年
代
の
末
頃
ま
で
、
 
り
 へ
 ラ
リ
ズ
ム
に
影
響
さ
れ
て
、
こ
の
種
の
神
学
校
に
比
 

較
 宗
教
学
が
流
行
し
た
 

が
、
ソ
ベ
う
 リ
ズ
ム
が
下
火
に
な
る
に
 
つ
 れ
て
、
比
較
 占
 
不
教
学
か
ら
組
織
神
学
、
社
会
倫
理
学
、
宗
教
心
理
学
へ
と
 

重
点
が
置
き
か
え
ら
れ
 鱒
 

 
 

会
 に
奉
職
す
る
た
め
か
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
に
っ
 

い
て
の
興
味
も
少
な
い
 研
 

こ
れ
に
反
し
て
、
心
教
派
の
独
立
し
た
神
学
校
の
場
合
 は
 事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
校
で
は
、
宗
教
 学
を
学
問
的
に
研
究
 

し
ょ
う
と
す
る
関
心
は
さ
ら
に
な
い
。
け
れ
ど
も
、
 こ
 れ
ら
の
教
派
の
中
に
は
、
外
国
伝
道
に
熱
心
な
人
た
ち
が
 多
い
た
め
に
、
比
較
 宗
 

教
学
を
あ
る
意
味
に
お
い
て
必
要
な
道
具
と
考
え
て
い
 る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
異
教
徒
を
「
暗
黒
 か
 ら
光
明
に
」
導
く
こ
と
 

を
 日
的
と
し
て
い
る
関
係
か
ら
、
い
わ
ば
占
領
軍
の
 敵
 ぬ
調
査
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
こ
に
は
純
粋
な
研
究
な
ど
 は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
 

る
 。
同
じ
外
国
伝
道
を
目
的
と
す
る
に
し
て
も
、
 ョ
｜
 ロ
ッ
パ
の
大
学
な
ど
で
ほ
、
ま
ず
 
簗
 0
 已
ま
毬
の
目
の
の
 

ア
簿
 
ま
と
 い
 5
 組
織
的
な
宣
教
学
 

が
 発
達
し
た
が
、
米
国
で
は
外
国
伝
道
出
か
ら
帰
っ
て
 来
 た
宣
教
師
な
ど
が
、
「
比
較
宗
教
学
」
と
称
し
て
お
茶
 を
 濁
し
て
い
る
程
度
の
 

も
の
が
多
い
。
 

る
 。
新
約
聖
書
の
学
者
は
グ
ノ
ス
チ
シ
ズ
ム
を
学
び
、
 d
 
小
数
哲
学
者
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
 東
 洋
 哲
学
に
も
一
応
の
理
 

解
 を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
神
学
部
は
経
済
的
に
 も
 恵
ま
れ
て
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
フ
ッ
ク
教
授
 や
 ヱ
 ー
ル
大
学
の
 グ
 

イ
ナ
フ
 教
授
の
よ
う
な
宗
教
史
の
専
門
家
を
招
 膀
 し
て
 

い
る
。
大
学
関
係
の
神
学
部
は
、
宗
教
学
と
神
学
と
の
 

関
 係
を
 、
神
学
の
立
場
か
 

ら
 一
方
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
に
し
て
 も
 、
米
国
の
宗
教
学
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
大
き
い
 と
 思
わ
れ
る
。
 

な
い
が
、
旧
約
聖
書
の
学
者
は
近
東
の
古
代
史
に
通
じ
 て
い
る
し
、
教
会
史
の
学
者
は
回
教
と
 キ
ソ
 ス
ト
 教
 と
の
 交
流
を
研
究
し
て
い
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私 註 なる ばな える 達は ると 宗 的     
る る 

    
五 「 

将 
の の 0 すユ 日日 @ 翔 0 ご ・ 釆の 教学を ぎざ 合と同 ） 労作 的 岸 。 く少 

も出 八年の 。 目い ee" ま 
  以 じ に 。 敷 米 

て よ ほ え の 国 
Ⅰ良 0 ミ俺 日 オ 「 コ Ⅱ Ge ル 

さへ 印 

皆目 0 Ⅰ・ ご S Ⅱ 呂 

㌧乱ぃ ミ 内田 uC さ 

  
  

態セ ヰ ～ on 神は 学、 
    
  ぎ ら ざ ぎ 

Ⅰ ゲ 
  円才 Ⅱ い 

ar 毘 e 笘 い 之 0 ・ つ     e 円 巨ミ ・ - で 」   
田 憶   な ，む     

の ト 

いざ     
  の 九 
  
ヌ 0 @ 

C  目 -. せ幅 n" い 。   
  づ Ⅱの Ⅱ -   
Q コ 

田イ 0 @ の 

弓 Ⅱ " ト 
コ @   
  " ㏄の のの 

ヒ Ⅱ   こ 者 浮 
のも 

0 市   

オ由   
  
コの 

  で   
に れ い 発 い 学 く 

  
あ ら な い 
る れ ぃ   る お 

よ 京 座 
ぅ 洋 な 
に や り 

な 近 の 
っ 東 北 
た 諸 敬 

。 国 宗 
そ の 教 
0 % 学 

結 ュ の 

婁忌 "  @  ス コ l 
学 が ス 
生 人 が 
の っ 、 

間 て 一 
に く 応 
は ろ は 

、 た 設 

キ め け 
り に ら 
ス 、 れ 
ト イ て 
教 ス い 

るが、 以外の 教 ラム 

宗 教即 ・ よ い 
に 度 数 
対 教 授 
す ・ は 

る 私 稲 
関 散 で 
心 な あ 
が ど る 

  が   

か 新 最 

  
深 う 世 
ま 々 界 
つ フ 状 

て 紙 勢 
ぎ 上 の 
た に 急 
よ 取 変 



米国宗教学の 展望 ( 上 ) （ 9 （ Ⅰ 6 （ ⅠⅠ， 5 （ % 4 （ 上 3 （のⅠ （・ Ⅰ 上 （ Ⅰ ュ 0   
の Ⅱ・ り d ～ 馬   

。 発 

  日数 

  

㏄ 憲 

ぎ四 オ 牌の 

下 ～ 的ミら 

  

  

      
  

トの 
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一
 、
前
号
後
記
 所
掲
 、
総
会
に
お
い
て
緊
急
動
議
の
あ
っ
た
警
職
 法
改
正
 

案
 反
対
声
明
の
取
扱
い
に
関
す
る
理
事
各
位
か
ら
の
書
面
回
答
の
 詳細
は
 

次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
 

第
一
案
（
会
員
に
声
明
の
可
否
を
ぎ
く
手
続
 き
 ・
を
学
会
名
を
以
て
 す
 

 
 

第
二
案
（
右
手
続
ぎ
を
学
会
有
志
名
を
以
て
す
る
）
…
・
・
・
賛
成
 

2
0
 

保
留
 

2
 
 留
守
 
2
 
 回
答
な
し
 

。
 
T
 l
 

よ
っ
て
古
声
明
の
賛
否
を
学
会
名
で
会
員
に
問
 う
 こ
と
は
で
き
 -
 
な
 く
な
 

り
 、
こ
の
 旨
 、
会
長
よ
り
共
同
提
案
者
諸
氏
に
通
知
し
、
処
理
の
 結
果
 

を
 理
事
各
位
に
報
告
し
た
。
 

二
 、
昨
秋
の
総
会
に
お
け
る
、
 

ユ
 ー
ム
ズ
、
北
川
両
氏
の
公
開
講
 演
 の
 要
 

旨
は
別
項
の
通
り
で
あ
る
。
 

（
編
集
部
要
約
）
 l
 ｜
 

シ
ソ
シ
 ナ
チ
大
学
 

V
t
M
o
 

エ
ー
ム
ズ
 

禅
 仏
教
に
対
す
る
ア
ノ
リ
 カ
 で
の
関
心
は
、
急
速
に
 
局
 さ
っ
て
 来
 た
の
 

で
、
そ
の
要
求
に
答
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
禅
に
 向
 っ
た
 

場
合
、
ア
メ
リ
カ
人
は
ア
メ
リ
カ
的
な
考
え
方
に
近
い
或
る
も
の
 を
 見
出
 

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
禅
に
は
、
西
洋
で
は
未
知
な
 
面
 が
多
 

々
存
す
る
の
で
あ
る
。
 

ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
達
は
、
外
部
的
な
権
威
に
対
す
る
幻
想
的
、
 

超
自
 

然
 的
な
信
仰
や
そ
れ
へ
の
服
従
に
反
対
し
て
、
禅
師
の
よ
う
に
、
 

哲
学
と
 

宗
教
と
を
此
の
世
に
も
た
ら
し
、
日
常
生
活
に
呼
び
戻
し
た
の
で
 ある
。
 

か
く
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
や
思
想
家
、
科
学
者
 ｜
 J
.
 
エ
ド
ワ
 ｜
 ズ
、
 

B
.
 
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
 T
.
 ジ
ェ
フ
ァ
ソ
ン
、
エ
マ
ー
ノ
 ソ
 、
ソ
ロ
 ｜
 ）
 ワ
 

 
 

イ
ト
マ
 ソ
 、
 W
.
 
ヂ
エ
 ー
ム
ズ
、
 J
.
 
デ
ク
ー
 4
 １
達
は
 、
 全
て
 禅
 的
な
 

思
想
や
信
条
 ｜
 即
ち
、
絶
対
的
自
由
、
自
由
意
志
、
地
と
人
間
 と
 0
 
 
ム
 目
 

一
 、
沈
黙
、
実
際
生
活
と
瞑
想
と
の
結
合
、
自
然
の
愛
と
生
死
の
 
超
越
、
 

人
間
生
活
の
内
奥
に
あ
る
も
の
の
究
極
の
経
験
、
生
は
生
自
体
の
 
中
 に
価
 

値
 が
あ
る
と
す
る
考
え
方
、
更
に
 又
 抽
象
さ
れ
た
も
の
か
ら
離
れ
 、
直
接
 

桂
へ
復
 る
と
い
う
仕
方
・
生
き
て
い
る
現
在
の
瞬
間
に
於
け
る
 全 ゆ
る
も
 

 
 

の
ふ
存
在
を
感
じ
と
る
こ
と
ー
こ
の
よ
う
な
 禅
的
 関
心
を
抱
い
て
 
@
-
@
 

㌧
 ワ
ハ
 
。
 

禅
は
 、
近
代
科
学
の
発
生
以
前
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 

ア
メ
 

リ
力
 哲
学
は
 、
 既
に
科
学
の
存
在
を
認
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
 0
 こ
ふ
 に
 

彙
報
 

  

禅
と
 
ア
メ
リ
カ
哲
学
 

くヰ 46j 110 



両
者
の
差
異
が
あ
る
。
禅
は
、
現
実
の
経
験
が
、
た
ま
た
ま
も
 つ
 様
相
 

の
 、
そ
の
ま
 ュ
 の
感
受
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
 思
想
家
運
 

は
 、
こ
れ
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
る
べ
 き
 将
来
の
改
善
に
期
待
す
る
 の
で
あ
 

る
 。
従
っ
て
禅
は
前
科
学
的
で
あ
り
、
 

前
 産
業
的
で
あ
る
。
そ
れ
 
は
、
近
 

代
 科
学
や
都
市
に
先
立
つ
、
田
園
的
な
素
朴
さ
を
帯
び
て
い
る
。
 

多
く
の
 

 
 

人
々
は
、
そ
れ
が
現
代
性
と
い
う
熱
病
と
は
完
全
に
相
対
す
る
も
 の
で
あ
 

る
と
見
る
。
ひ
い
て
は
、
科
学
を
禅
と
融
合
さ
す
こ
と
が
出
来
 た
な
ら
 

 
 

ば
、
 我
々
の
思
想
、
感
情
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
獲
得
す
る
事
 
が
 出
来
、
 

 
 

全
体
性
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
 う
と
 考
え
た
 0
 禅
の
所
 行
 の
如
 き
 

も
の
を
、
科
学
的
な
思
想
や
技
術
の
進
歩
に
即
し
て
も
つ
事
、
 

，
 
」
の
意
味
 

に
拾
 い
て
の
み
、
ア
メ
リ
カ
人
は
禅
を
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
 る 。
 

禅
の
思
想
は
、
デ
ュ
ー
 イ
 の
所
謂
、
手
段
と
目
的
を
共
に
融
合
 さ
せ
る
 

 
 

美
的
感
受
と
合
致
し
た
芸
術
的
な
生
成
の
概
念
と
似
た
も
の
で
あ
 る
 。
 禅
 

こ
そ
、
二
元
論
な
し
に
、
い
か
に
宗
教
の
真
な
る
神
秘
と
驚
異
を
 保
持
す
 

べ
 き
か
、
を
 知
る
も
の
で
あ
る
。
禅
は
、
日
常
の
生
活
が
 、
更
た
 め
て
感
 

受
 せ
ら
れ
る
時
、
自
然
的
な
も
の
は
何
も
失
わ
れ
て
い
な
い
事
を
 証明
す
 

る
 0
 ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
は
 
、
 禅
の
真
理
を
東
洋
か
ら
学
び
と
っ
 

た
の
で
 

な
く
、
彼
等
自
身
で
新
た
に
そ
れ
を
発
見
し
た
の
だ
っ
た
。
 

次
 に
 G
.
H
.
 
、
、
、
｜
ド
の
 

考
え
方
に
は
、
禅
の
自
然
主
義
乃
至
 ヒ
ュ
マ
 

ニ
ズ
ム
 と
 根
本
的
に
一
致
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
 0
 現
代
の
 ア
メ
 リ
力
哲
 

学
は
 、
素
朴
な
共
通
経
験
と
は
何
か
 、
 禅
に
と
っ
て
の
直
視
的
な
 如
意
 は
 

何
で
あ
る
か
、
を
科
学
的
に
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
 も
、
禅
 

は
 科
学
と
は
対
立
し
な
い
も
の
で
あ
り
・
ア
メ
リ
カ
の
思
想
家
は
 、
 禅
に
 

於
け
る
よ
 
う
 に
直
接
体
験
に
価
値
を
認
め
る
。
禅
も
ア
メ
リ
 ヵ
 の
 思
想
 

も
、
 共
に
二
元
論
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
 

禅
は
、
こ
れ
迄
は
、
伝
統
的
な
不
変
な
経
験
、
即
ち
世
代
を
通
 じ
て
 同
 

一
で
あ
り
、
同
一
の
仕
事
を
持
つ
た
不
変
の
経
験
に
適
応
し
て
 
来
 た
の
で
 

あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
度
、
非
永
続
性
を
承
認
す
る
事
に
依
り
 変 化
に
対
 

し
て
も
用
意
せ
ら
れ
て
存
在
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
禅
は
、
社
会
秩
序
に
 

適
 う
制
 

度
の
要
求
に
沿
っ
て
 
、
又
 そ
れ
と
同
じ
く
個
人
の
自
由
を
守
る
と
 い
 う
要
 

米
 で
以
っ
て
、
今
後
発
展
し
て
行
く
民
主
制
の
容
易
な
ら
ざ
る
 
過
 程
 を
助
 

 
 

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
0
 こ
れ
に
は
、
企
て
が
必
要
と
な
ろ
 う
 O
 こ
の
 

 
 

企
て
と
い
う
事
は
、
一
体
、
禅
の
木
義
で
あ
る
 袖
 目
的
性
と
如
何
 
に
 結
び
 

つ
く
か
：
恐
ら
く
無
目
的
と
い
う
禅
の
教
理
に
 
拾
 い
て
も
目
的
は
 
存
在
す
 

る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
禁
制
や
悩
み
、
緊
張
か
ら
、
自
由
な
思
い
の
 ま上
に
 

 
 

向
 い
 得
る
活
動
と
し
て
、
善
 き
 生
活
を
促
進
し
ょ
う
と
す
る
目
的
 が 存
在
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

過
去
に
 掩
 い
て
、
禅
は
、
比
較
的
一
定
不
変
な
文
化
に
奉
仕
し
 て
来
 

 
 

た
 。
ア
メ
リ
カ
哲
学
は
、
一
方
動
的
な
急
速
に
変
化
す
る
文
化
の
 申 に
発
 

畏
 し
た
も
の
で
あ
る
。
今
や
全
世
界
は
、
急
速
に
 驚
 く
 種
 変
り
 
っ
 」
 あ
 

 
 

る
 。
 
"
 慎
重
な
努
力
と
目
的
を
も
っ
た
 心
 "
 を
持
た
ず
に
生
 
き
 
る
こ
と
 

は
 、
ど
う
し
て
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
過
度
な
心
配
 や 奮
斗
を
 

避
け
よ
う
と
す
る
事
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
若
し
要
求
さ
れ
た
事
柄
が
 、
禅
よ
 り
以
上
の
も
の
を
 
取
 る
な
 

ら
ば
、
恐
ら
く
そ
れ
は
、
父
ょ
 り
 大
な
る
禅
を
呼
び
出
す
に
違
い
 よ
 
尤
し
 
¥
o
 

 
 

 
 

従
っ
て
、
目
的
々
 
な
 面
は
、
無
目
的
へ
と
同
 5
 事
に
依
っ
て
確
証
 づ
 げ
ら
 

 
 

れ
る
。
い
わ
ば
道
徳
が
、
美
的
な
面
に
 、
如
 か
行
に
向
 ぅ
 事
で
確
 証
 づ
 け
 

㈹
 

  

ら
れ
る
よ
さ
に
。
か
く
し
て
行
い
は
、
そ
の
瞬
間
の
最
大
の
事
を
 成
す
こ
Ⅲ
 



日
米
の
宗
教
学
 

シ
カ
ゴ
大
学
北
川
三
夫
 

第
九
回
国
際
宗
教
学
宗
教
史
会
議
の
日
本
側
準
備
委
員
会
に
謝
意
 を
表
 

す
る
。
こ
の
会
議
に
ょ
り
日
本
と
世
界
の
宗
教
学
会
の
交
流
が
よ
 り 密
接
 

化
し
た
。
こ
の
機
に
、
現
今
世
界
の
宗
教
学
の
流
れ
、
 

X
 そ
れ
に
 

対
す
る
 

日
米
宗
教
学
の
果
す
べ
 
き
 役
割
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。
 

ゐ
 
不
教
学
（
 と
俺
 。
日
の
田
の
お
の
 
@
@
0
 
コ
 
0
 
名
 @
 
の
の
の
 

コ
 の
り
 
プ
笘
 （
）
は
世
界
 第
二
 

枕
 大
戦
を
契
機
と
し
新
し
い
方
向
に
進
み
出
し
た
。
大
戦
前
の
困
 難
 な
十
 

年
を
経
て
戦
後
第
七
回
国
際
会
議
が
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
開
か
 れ
た
 0
 

甲
 8
 日
の
里
の
の
・
 
く
鎧
計
 Ⅰ
Ⅰ
 お
 店
名
は
そ
の
開
会
演
説
 ニ
日
 
ア
の
 

下
目
月
三
史
ぎ
 簿
ざ
コ
 0
 （
 田
 。
 由
ず
 （
 
o
n
 
）
 o
h
 

方
土
 

届
ざ
コ
，
で
吹
 の
点
を
指
 

摘
 し
た
。
即
ち
今
日
及
び
将
来
の
宗
教
学
は
二
つ
の
重
要
な
問
 題
 に
心
し
 

な
け
れ
 ば
 な
ら
ぬ
こ
と
、
 
一
は
 宗
教
学
と
神
学
と
は
相
互
に
諒
解
 と
 友
好
 

関
係
を
も
た
ね
 ば
 な
ら
ぬ
こ
と
、
第
二
は
宗
教
学
は
哲
学
、
考
古
 学
 、
人
 

類
 学
、
文
化
学
、
心
理
学
、
社
会
学
等
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
つ
つ
 

そ
の
 学
 

地
方
向
を
展
開
す
べ
 
き
 こ
と
ー
の
二
点
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 コ
ン
グ
レ
 

ス
 の
中
心
課
題
は
「
文
明
に
お
け
る
目
下
田
 c
a
-
,
r
@
 

（
 
目
 -
 よ
 （
（
の
 

（
 
コ
 
」
で
 

あ
り
、
「
文
明
そ
の
も
の
」
と
 
ョ
 三
王
 

c
a
 

一
 
l
 ま
口
 主
審
 話
目
 と
の
 関
係
の
 

あ
り
方
に
つ
い
て
の
総
合
的
、
組
織
的
探
究
に
め
げ
ら
れ
た
。
 

ナ
 
」
れ
は
 今
 

と
 以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
 

か
ム
る
 行
い
へ
と
同
 3
 事
に
依
っ
て
 
確
証
 づ
 

げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

後
の
宗
教
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
大
き
な
暗
示
を
投
げ
て
い
る
。
 特
定
の
 

社
会
や
文
化
は
そ
れ
ぞ
れ
の
の
の
の
（
 

主
 （
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
 橿
 田
 
@
 
り
 
@
O
 
曲
丁
 

r
@
 

（
 
ロ
 
主
で
 ぃ
 （
目
の
（
 

コ
 と
の
相
対
的
関
係
に
あ
る
 ｜
 と
の
前
提
に
立
つ
 が
、
未
 

開
 社
会
の
よ
う
な
祭
礼
と
集
団
と
個
人
と
が
密
接
に
結
び
つ
き
、
 祭
祀
が
 

神
話
に
よ
っ
て
権
威
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
問
題
は
な
い
が
、
 歴
史
的
 

社
会
に
つ
い
て
は
複
雑
な
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
 

又
 、
 ョ
 セ
こ
イ
 

@
@
0
 

巴
｜
 

き
 コ
田
 づ
臣
汀
 
Ⅱ
局
の
時
代
的
展
開
の
問
題
が
あ
り
 
他
 民
族
の
で
 韓
 曲
の
Ⅰ
 

コ
し
乙
 

の
 交
接
の
問
題
も
重
視
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
前
記
の
課
題
は
十
 分
 ・
に
 
解
 

萌
 す
る
ま
で
に
至
ら
ず
、
宗
教
に
も
 モ
 宮
主
な
性
格
が
あ
り
、
 
そ
れ
に
 

ま
つ
わ
る
人
間
の
す
 e
 ア
ぃ
セ
 

@
 
目
口
 接
 （
の
甘
や
宇
宙
の
絶
対
者
に
対
 
す
る
 態
 

度
 が
あ
り
、
そ
れ
ら
と
文
明
の
間
に
は
内
面
的
関
係
が
あ
る
と
い
 う
 一
般
 

論
 に
終
っ
た
。
 

第
八
回
の
ロ
ー
マ
の
コ
ン
グ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
各
文
明
に
存
在
 す
る
 

重
要
な
問
題
と
し
て
木
日
 窩
圧
 で
が
取
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
 申
 い
と
し
 

て
 如
何
に
文
明
と
 
う
 Ⅰ
 日
 c
a
-
 

。
 1
 
ぎ
 4
%
 
 
㌧
 ぃ
 
（
（
 

e
r
 

コ
 と
の
関
係
が
理
 解
さ
れ
 

る
か
に
焦
点
が
お
か
れ
た
。
 

今
次
第
九
回
の
東
京
の
コ
ソ
 グ
 レ
ス
で
は
「
過
去
及
び
現
在
に
お
 げ
 る
 

東
洋
の
宗
教
」
が
主
題
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
前
述
の
背
景
か
ら
 し
て
、
 

地
域
的
に
限
定
さ
れ
た
宗
教
に
お
い
て
、
そ
れ
と
文
明
、
文
化
と
の
 

関
係
を
 

究
明
す
る
学
界
の
ゆ
 き
 方
を
示
し
前
述
の
く
 臣
 口
の
Ⅰ
 
温
 e
 口
毛
 の
 掲
げ
 

た
方
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
方
向
に
則
し
た
今
後
の
思
索
 
と
研
 究
が
、
こ
 

の
 コ
ン
グ
レ
ス
の
重
要
性
を
よ
り
大
き
く
示
す
こ
と
と
な
り
、
 
又
 こ
れ
を
 

機
 と
し
て
日
本
の
宗
教
学
界
尺
海
外
の
代
表
者
が
世
界
の
宗
教
 学
 の
 発
 

展
に
よ
 り
一
層
の
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
 &
 
示
教
学
は
 

(348)@ H2 



本
号
で
は
、
昨
秋
田
 際
 六
議
に
際
し
来
日
さ
れ
た
 F
.
 
ハ
イ
ラ
ー
 及
び
 

北
川
三
夫
両
氏
の
御
井
何
を
得
ま
し
た
。
ハ
イ
ラ
ー
氏
の
玉
稿
は
 
浅
田
 

：
 ，
ゎ
 

宗
 

 
 

稿
 で
す
が
、
特
に
本
誌
に
 
拙
載
 さ
せ
て
い
か
さ
ぎ
ま
し
た
。
翻
訳
 ま
 
｜
 Ⅱ
 
j
 瑞
 
：
 

純
 四
郎
氏
（
東
北
大
学
大
学
院
博
士
 操
俺
一
 を
わ
ず
ら
わ
し
ま
し
 
 
 

川
 氏
の
 モ
 稿
は
枚
数
の
Ⅲ
條
で
 吹
珪
 「
 丁
 @
 た
が
る
こ
と
に
な
り
ま
  
 
@
 
@
 二
 
レ
 
@
 。
 

妓
に
 御
 寄
稿
の
両
氏
並
び
に
訳
者
に
 螺
 肛
の
謝
意
中
表
し
ま
ず
。
 

本
号
も
発
行
が
お
く
れ
た
た
め
、
吹
け
「
第
四
 
%
 ）
は
次
年
度
に
 
 
 

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

年
度
 大
 で
す
の
で
、
二
十
三
年
度
会
費
未
納
の
む
ぎ
は
至
急
 御
納
 大
下
 

さ
い
。
 

ネ愛 

- 一 Ⅱ - - 己 

ナ - @ 
    

余
り
に
 
ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 中
心
に
偏
し
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
各
地
 に
お
 け
 

る
 宗
教
学
的
異
分
子
が
入
り
殊
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
東
洋
、
北
米
の
 王
地
域
 

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
 モ
 も
っ
 二
 傾
向
が
確
立
さ
れ
、
相
に
 の
 啓
発
 

と
協
力
の
も
と
に
宗
教
 再
 全
体
が
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

今
 吹
 東
京
 

で
の
 コ
ソ
 グ
 レ
ス
で
Ⅱ
立
っ
た
の
に
、
日
本
以
外
の
東
洋
諸
国
 @
 
曲
ト
む
 
Ⅱ
 
リ
 -
 

円
ポ
教
学
的
Ⅰ
 臼
守
ざ
ム
い
 ㌃
 臣
 （
 
ヨ
じ
 
土
鳩
 %
 弱
い
こ
と
で
、
こ
の
 
意
味
か
 

ら
も
日
本
は
東
汗
の
宗
教
学
 シ
 展
開
さ
せ
、
ひ
い
て
 
ぽ
 世
界
の
 セ
 
本
数
学
 の
 

発
展
に
点
棋
士
人
き
古
 務
セ
 担
っ
て
い
る
。
 

（
 
尚
 、
今
日
の
米
同
の
宗
教
学
の
方
向
や
間
 拍
は
 つ
い
て
は
拙
稿
 
「
 米
 

国
宗
教
学
の
展
望
」
（
宗
教
研
究
一
五
八
、
一
五
九
ロ
⑦
を
参
照
 山
  
 
-
-
 

@
 
し
 
Ⅱ
 
乃
 

 
 東

 

 
 

  

部
車
 
夫
 

光
 

寛
仮
 

Ⅲ
二
夫
 

 
 

九
州
大
学
助
教
授
 

九
州
大
学
講
師
 

シ
カ
ゴ
大
学
教
授
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T h e  Idea of God within Mysticism 

Friedrich HEILER 

A New Approach to Buddhis t  S t u d y  

I should like to call attention to comparatively neglected methods of 

research in Buddhist study, that is, the positive study of the background 

of Buddhism and the application of morphological study to the Sacred Ca- 

nons. 

Many ancient works of Buddhist Art have been brought to light not only 

in China and India but all o ler  Asia including Indonesia, and many studies 

abmt them have been published. But few students of Buddhism have made 

use of these achievements in their studies of Buddhist thoughts and its his- 

tory. For example, the i!lus~ra~ions in the Nanden-Daizokyo, inscriptions 

oiher than A4oka's and ancient coins, h a ~ , e  not been taken into serious con- 

sideration by the Buddhist students. These works are, in truth, a great help 

to make clear the process of Formation of the Sacred Canons as well as the 

historical circurnstancies of the time. Nor must we forget the materials found 

in cld temples in Japan. 

Next, in the study of Buddhist texts, we should try to look into the in 

tention with which they were compiled, and define the part they played in 

society. For this purpopose, we propose the morphological study of the texts as a 

method, that is to say, the study of variati'ons in form between the Sacred 

Canons of the same class, for instance, we have the class of prajiiii-paramita- 

sutras which were compiled and translated into Chinese in different periods, 

and the variations found in this class will tell us what were the needs of 

the time each of them had to meet. Moreover, their relation with other 

classes must be taken into consideration. 



From this point of view, we wish that an encyclopedia of Buddist Arts 

should be compiled, while we heartily hope that the index of the Taisho- 

Shinshii-Daizokyo will be soon completed. 



- - - . .. --- - - -- 

Malinowski's Functional Theory of Magic and Religion 

-.- 
Shigeo ABE 



St. Thomas' Interpretation of "Bewpia" i n  Aristotle 

Kan'ei TOKO 

Concerning the reason ( u o k )  in Book 3(5, 43OF,,-,,) of Aristo~le's Dc Anz- 

ma, 7 arious interpretations have been advanced since ancient times, the 

opposing views of Theophrastus and Alexander being the oldest. 

T h e  complete activity of this reasm, in Arislotle's own view, is co~empla- 

tion, that is, "8eopla" It is stated as a thinking of thinking (uorjgewc 

V ~ T ~ T L C )  i n  Book 12 of The Metaphysics (9, 1074'',,), while on the other hand 

as the speculative or contemplative activity (?j B e o p ~ r s ~ c +  ;udpyearz) in Book 

10 of Thc Nzkonzachean Ethics (7, 1 l77',,). 

I ha\ e corsidered in my article how St. Thomas understands lhis con- 

templalion. rhen,  in the interpretation of Aristotle's works, I have endeavo- 

ured to make clear a part of St. Thomas' interpretation, inserting my 

opinion mainly under the guidance of Ross' view of Thc n(1etaphy~ics and 

of Burnel's of T h e  Ntkomachen Ethics. 



A View of the Science of Religion in America 

J. Mitsuo KITAGAWA 




