
  

 
 

出
合
っ
た
時
に
原
理
的
に
ど
 
う
い
ふ
 態
度
が
取
ら
れ
る
 
か
と
い
ふ
こ
と
を
問
題
に
し
た
 

る
い
と
思
ふ
。
此
の
原
理
的
な
態
度
決
定
は
、
寛
容
 
の
そ
れ
か
不
寛
容
の
そ
れ
か
の
い
づ
れ
か
で
あ
り
得
る
。
 

そ
の
寛
容
と
不
寛
容
と
が
 
何
 

お
を
意
味
ず
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
 

け
 

、
 我
々
は
 先
 づ
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
 

と
 思
ふ
。
私
は
寛
容
と
不
買
 務
 

 
 

 
 

%
 
 穿
に
 二
つ
の
形
態
を
区
別
す
る
。
即
ち
、
一
方
で
 

は
 形
式
的
な
寛
容
と
不
寛
容
、
そ
し
て
ほ
他
方
で
は
内
容
 

的
な
寛
容
と
不
寛
容
と
い
ふ
 

  真理 の キ と て に 渉 と み心 

対 り を 人 、 し 西 な 我 
決 ス 指 格 宗研 洋 が 々 

に ト 摘 約 数 先 に ら は 
は 教 す な 史 し お ま 考 
こ は る 神 の そ げ た 様 古 

乃 。 
， でイイい 」 、 。 と う ちて しる 偉 さ ま 分 に 
こ ス ス ふ に 対 人 ざ 裂 
れ ラ ラ 理 は 決 な ま し 

教 
以 ム ム 念 、 し 諸 な た 
上 の は を 詔 令 宗 宗 世 

?d 
女 神 キ 此 々 は 教 教 界 
ち ア り 判 の な が 的 の 

お 
入 ラ ス す 宗 げ 五 対 う 

ら l ト る 教 れ ひ 立 ち 
ぅ が 教 。 的 ば に が に 

ア @ Ⅰ 

と 恐 に 他 理 な 幾 世 生 
は 農 村 方 金 ら 重 罪 ぎ 

る 

居 、 約 し キ へ な に の て 
は で て り の い も う ぬ 

寛 
な あ 三 ス 相 。 接 ち る 
い り 位 ト 互そ 触 に   

容 
    一 教 的 の し 一 さ 

敬 体 は な 諸 始 つ ま 
と 

済 的 、 批 宗 め の さ 
の た 小 判教 て 多 ま 

真 
確 神 乗 と の ゐ 様 な 
証 の 払 い 対 る な 政 
が 表 教ふ 決 時 分 冶 

理 

欠 象 の も の 代 裂的 
け な う の 仕 に を 対 が る 立 て 批判 ちに 存 が 方は 生、ぎ 持ち   
と そ の る に る で を ス   

フ   
。 教 係 仙 方 の か て 

我 と の 教で 諸 し ゐ 啓 ; 
ン るぼか 々はか 呼ぶ。 教へが はキリ なされ 宗教は 同時に ?F2 ロ キ シ 

ン 訳グ りでな い ふ う それに 欠けて 教 スト 得る。 仝日工 我々は 

ひ   

妥 ㌍ 宕 烏笛に東 く、 

で て こ し 一 変 洋 残 

 
 



も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
次
の
そ
う
な
こ
 

と
で
あ
る
。
形
式
的
寛
容
と
は
単
に
異
宗
教
に
触
れ
な
い
 

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

の
 
寛
容
さ
れ
た
宗
教
が
何
ら
か
の
仕
方
で
国
家
の
形
式
 

的
な
枠
を
破
り
、
国
家
の
統
一
を
危
く
す
る
場
合
に
は
、
 

こ
の
寛
容
が
形
式
的
な
 

不
寛
容
へ
逆
転
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
 

例
へ
ば
 

古
代
ロ
ー
マ
に
お
い
て
起
つ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
 

は
人
々
は
、
一
方
で
多
 

く
の
異
宗
教
を
許
し
て
お
き
な
が
ら
、
然
も
キ
リ
ス
ト
 

教
徒
達
 

せ
 
、
皇
帝
へ
の
供
犠
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

国
家
統
一
を
危
く
す
る
 

と
い
ふ
理
由
で
、
迫
害
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
問
題
 

に
な
っ
た
の
は
、
宗
教
の
真
理
性
と
い
ふ
こ
と
で
は
決
し
 

て
 
七
は
く
て
、
た
だ
 

戸
｜
 

マ
 
帝
国
の
祭
式
制
度
に
対
す
る
そ
の
形
式
的
な
関
係
と
い
 

ふ
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

内
容
的
な
寛
容
と
不
寛
容
は
そ
れ
と
は
別
な
平
面
で
行
 

な
は
れ
る
。
こ
の
場
合
の
問
題
は
、
異
宗
教
が
聖
な
る
も
 

の
と
の
出
会
ひ
の
 

純
 

正
に
し
て
且
つ
正
当
な
可
能
性
と
し
て
承
認
さ
れ
る
と
 

い
 
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
私
は
内
容
的
寛
容
と
呼
 

ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
 

寛
 

疑
問
で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
、
真
に
宗
教
的
な
そ
し
て
 

根
源
的
な
真
理
概
念
は
 

、
 
或
る
別
種
の
真
理
、
即
ち
宗
教
 

的
な
実
在
 

性
 
と
し
て
の
 

真
理
を
意
味
し
て
ゐ
る
と
信
ず
る
。
私
が
言
は
 

ぅ
と
す
 

る
こ
ど
の
例
証
と
し
て
、
神
仏
教
が
用
ひ
ろ
美
し
い
比
倫
 

を
 
想
い
出
し
て
頂
き
た
 

い
 
。
 
禅
 
仏
教
は
真
理
の
月
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
月
が
 

澄
ん
だ
深
い
水
の
う
ち
に
も
浅
く
て
 

汚
 
な
い
水
の
う
ち
に
 

も
 
姿
を
写
す
と
い
つ
 

て
 

ぬ
 
る
。
い
つ
も
同
じ
真
理
の
月
、
つ
ま
り
 

神
 
的
な
実
在
 

性
の
同
じ
一
つ
の
月
が
、
さ
ま
ざ
ま
に
違
っ
た
諸
宗
教
の
 

う
 
ち
に
さ
ま
ざ
ま
に
 

違
 

っ
た
 

仕
方
で
自
ら
を
明
証
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
 

私
は
内
容
的
な
寛
容
と
呼
ぶ
。
 

さ
て
、
寛
容
と
不
寛
容
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
我
 

々
は
 

、
 
諸
々
の
偉
大
な
普
遍
宗
教
の
う
ち
に
寛
容
と
不
 

寛
容
と
が
如
何
な
る
 

(296) 2 



3 (2 館 @ 

宗教における 寛容と真理 

そふ すす菱 木 設 す 級 れ 「 態 て 意 遺教 形 
歴 れ こ と と と か 態 と る に に 神 度 排 志 の と で 
更 に と こ こ い く 度解如 と 似 を は 他 は ぅ で 出   
は で こ ら 義 は 々 な し 宣 形 な 最 的 で 間 夫 り を     
戻 れ 度 で こ い た た に ぅ か ス 目 地 ら ら つ 々 思     
て君黙考な血 み 干 的のい波高 頼                                                                         
れ ・の な う が に 者 な で を は を 係 ま せ て や に 
ば 美 婦 ち 、 ま 的 ま あ 危 イ 、 す た 召 の う は 
明 例 結 へ た じ 宗   
に孝 内 り 沃 て は い し る を そ 食封 、 者 の 的     
で み 寛 こ と と 教 裁 後 と し 真意 信 に 教 者 つ た 二大 あった よう 。 容であ とであ だけは 舌口ふこ に対し 判を行 代の キ 思はれ た な 。 の宗教 容に傾 者達の 神 的な のうち 的宗教 

な り たぜを く 人蚕 では 形 

な 
る   

幸ミ百 実 の 言 る 容 。 教 な 、 な ふ 関 賦 人 の あ 
ど 際 際 へ 。 な の 会 ら ィ い 帰 係 与 格 あ る 

彼   
牧 神 性 。 主 に ら た 内 も 戦喬 也 。 神 る ち   
清 祓 と 即義傾 ず排容 ま ひ ら 的神 と 差   
の 主 い ち の く 、 他 的 た討 す で の い 異 預 
教 義 ふ " 多 の 度 的 な " て 。 あ こ う に 言 

説 の も あ 角 で 々 に 点 当 」、 コ る の も も 者 

  @  。 意 の拘 的 
旦 
べ 

" 者 " は 秘     



  

た
し
、
自
己
自
身
を
救
済
へ
の
単
な
る
道
案
内
と
も
 

見
 敬
 し
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
つ
て
彼
は
、
闘
争
的
な
 

正
統
主
義
と
い
ふ
も
の
 

 
 

 
 

 
 

も
の
に
は
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
陀
は
彼
自
身
 

が
 宣
べ
 伝
 へ
た
 教
説
 を
も
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
異
教
の
教
 

説
 を
も
、
一
つ
の
舟
に
 
讐
 

て
お
く
の
で
あ
る
。
仏
陀
は
ま
た
、
救
済
の
教
 

説
 と
い
 ふ
 も
の
は
権
威
に
 
塞
 い
て
受
入
れ
ら
る
べ
 
き
 も
の
で
は
な
 
く
 、
そ
れ
に
 徒
 ふ
前
に
 

い
つ
も
各
人
が
自
分
自
身
で
吟
味
を
加
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
 

い
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
も
強
調
し
て
止
ま
な
か
っ
た
。
 

或
る
 教
 説
を
絶
対
的
な
 

も
の
と
定
立
す
る
こ
と
、
及
び
外
的
な
権
威
を
容
認
す
 

る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
あ
ら
ゆ
る
神
秘
 

主
義
に
よ
っ
て
 
斥
 げ
ら
 

れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
此
等
の
モ
テ
ィ
ー
フ
こ
そ
、
 

他
 方
で
は
、
不
寛
容
が
発
生
す
る
二
つ
の
重
要
な
要
因
な
の
 

で
あ
る
。
 

印
度
の
 ヒ
ン
ヅ
｜
 
教
に
お
い
て
も
ま
た
、
寛
容
の
重
要
 

な
 モ
テ
ィ
ー
フ
が
 
、
 早
い
時
代
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
見
出
さ
 
れ
る
。
 例
へ
ば
 早
い
 

頃
の
或
る
原
典
に
は
、
「
唯
一
な
る
も
の
、
そ
れ
を
見
神
 

者
達
は
い
ろ
い
ろ
と
違
っ
た
名
前
で
言
 

ひ
 表
は
す
。
 彼
 等
 は
そ
れ
を
イ
ソ
 
ド
ラ
、
 

が
、
 実
は
す
べ
て
の
も
の
の
 
根
抵
 に
あ
る
唯
一
つ
の
神
 

神
々
に
帰
依
し
つ
つ
、
信
仰
に
満
た
さ
れ
て
、
そ
の
神
 

さ
れ
て
 ぬ
 る
の
で
あ
る
。
 
バ
ガ
ヴ
ア
 ッ
ド
 ギ
 ー
 タ
 も
 ま
 

ア
グ
ニ
、
ヴ
ァ
ル
ナ
 
、
 ミ
ト
ラ
：
：
と
呼
ぶ
」
と
い
は
 

ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
異
教
の
神
崇
拝
が
 

の
み
犠
牲
を
捧
げ
て
 
ぬ
 る
の
だ
」
と
語
っ
て
ゐ
る
。
 
こ
 的

な
る
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
に
実
っ
た
呼
び
名
に
す
ぎ
な
 

た
 全
く
同
様
な
思
想
を
語
っ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
は
ヴ
ィ
 

シ
 

れ
て
ゐ
る
。
こ
の
言
葉
の
う
ち
に
は
要
す
る
に
、
さ
ま
ざ
 

神
と
の
出
会
ひ
の
純
正
な
る
可
能
性
と
見
な
さ
れ
て
ゐ
る
 

れ
が
私
の
定
義
し
た
意
味
に
お
い
て
「
内
容
的
寛
容
」
と
 

々
に
犠
牲
を
捧
げ
る
や
 
う
 な
連
中
、
：
・
 
き
う
 い
 ふ
連
申
 も
ま
た
・
・
：
た
だ
私
に
 

ま
男
っ
た
神
々
の
名
前
 

い
と
い
ふ
確
信
が
表
明
 

か
ら
で
あ
る
。
尤
も
そ
 

い
ふ
 も
の
で
あ
る
。
 
な
 

二
，
 の
神
が
、
「
他
の
 

の
際
、
そ
の
神
崇
拝
が
単
に
外
面
的
に
で
は
な
く
、
 

信
 仰
 を
も
つ
て
為
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
 

そ
 れ
で
、
テ
ル
 グ
ラ
ソ
ド
 

の
ヴ
ヱ
 ー
マ
ナ
の
或
る
言
葉
に
は
次
の
や
 

う
 に
言
は
れ
 て
ゐ
る
。
「
ど
ん
な
に
多
種
多
様
の
神
崇
拝
を
数
へ
立
て
 

も
 、
信
仰
の
な
い
崇
拝
 

は
 何
の
実
り
を
も
結
ば
な
い
。
」
今
日
の
 

ヒ
ン
ゾ
｜
 
教
に
 お
い
て
も
や
は
り
こ
れ
と
同
じ
態
度
が
取
ら
れ
て
ゐ
る
 

。
 ラ
ダ
ク
ソ
シ
 
ナ
ン
は
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占 小数における " " 

@  ・ 

容
 

寛
 

か
ぅ
 書
い
て
も
 ろ
 、
「
印
度
八
が
吠
陀
を
 
ガ
ソ
 ジ
ス
の
 岸
 辺
で
楓
話
 す
る
時
、
支
部
人
が
語
録
に
つ
い
て
瞑
想
す
る
 
時
 、
日
本
人
が
仏
像
に
 礼
 

拝
す
る
時
、
 ョ
 ー
 p
"
 パ
人
が
キ
リ
ス
ト
の
仲
保
者
 た
 る
こ
と
を
確
信
す
る
時
、
ア
ラ
ビ
ア
人
が
そ
の
回
教
寺
院
 の
う
ち
で
コ
ー
ラ
ン
を
 

読
む
時
、
そ
し
て
 ァ
ブ
 リ
 力
 人
が
呪
物
神
の
前
に
身
を
 か
 が
め
る
時
、
彼
等
の
各
々
は
信
仰
に
対
し
て
同
等
な
根
 拠
 を
も
つ
。
：
：
ど
の
 

宗
教
も
そ
の
妥
当
性
へ
の
権
利
を
主
張
し
て
ゐ
る
が
、
 そ
 の
 権
利
主
張
の
根
拠
は
、
そ
の
宗
教
に
よ
っ
て
の
み
、
 そ
れ
の
信
奉
者
達
が
現
 

 
 

に
 彼
等
の
あ
る
 如
 ぎ
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
と
 @
 

や
は
り
あ
ら
ゆ
る
神
秘
主
義
の
も
つ
同
じ
見
解
を
取
つ
 

」
ろ
に
存
す
る
。
」
 

て
ゐ
る
。
即
ち
、
宗
教
に
お
 

神
秘
主
義
に
と
っ
て
は
、
神
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
 合
 理
 的
な
言
表
は
単
に
相
対
的
な
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
の
 で
あ
る
が
、
 ラ
ダ
ク
 

リ
シ
ナ
ソ
 は
全
く
同
じ
神
秘
主
義
的
な
精
神
で
次
の
や
 う
 に
書
い
て
も
る
。
「
実
在
的
な
る
も
の
の
超
人
格
的
な
 捉
へ
 方
 と
人
格
的
な
 捉
 

へ
方
 と
は
、
同
じ
一
つ
の
実
在
性
を
表
現
す
る
た
め
の
 絶
 射
 的
な
道
と
相
対
的
な
道
と
を
提
示
す
る
。
我
々
が
 実
 在
 性
の
木
質
に
重
点
を
 

お
く
時
、
我
々
は
絶
対
的
な
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 （
 
梵
 ）
に
 つ
 い
て
語
り
、
我
々
が
我
々
に
対
す
る
そ
の
実
在
性
の
関
係
 を
 強
調
し
ょ
う
と
欲
す
 

8
 時
、
我
々
は
人
格
的
な
 バ
ガ
 ヴ
ァ
ー
 ソ
 （
薄
伽
梵
）
に
 つ
い
て
語
る
。
」
 

マ
 ハ
ト
マ
・
 ガ
ソ
ヂ
 ー
も
ま
た
、
或
る
宗
教
を
独
断
的
に
 情
懐
化
し
且
 つ
 そ
れ
を
絶
対
的
な
も
の
と
定
立
す
る
こ
 と
を
す
べ
て
断
乎
 と
 

し
て
斥
け
た
。
「
私
は
吠
陀
だ
け
が
唯
一
の
神
的
な
る
も
 の
で
あ
る
と
は
信
じ
な
い
。
私
は
聖
書
や
コ
ー
ラ
 ソ
や
 ゼ
ソ
 ダ
 ダ
エ
 ス
 タ
 が
 吠
 

陀
と
 同
じ
様
に
神
的
霊
感
の
も
と
に
書
か
れ
て
ゐ
る
 と
 信
ず
る
。
 ヒ
ソ
ヅ
｜
 教
は
拡
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
や
 ぅ
 な
宗
教
で
は
な
い
。
 そ
 

れ
は
地
上
の
あ
ら
ゆ
る
預
言
者
達
の
信
仰
に
、
そ
れ
ら
 が
 入
り
得
る
空
間
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
 

 
 

い
 て
兄
一
つ
大
事
な
こ
と
は
、
神
と
の
合
一
と
い
ふ
こ
と
 で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
較
べ
れ
ば
、
種
々
 異
 っ
た
諸
宗
教
 に
 差
別
を
つ
げ
 ろ
 い
ろ
 

い
る
の
外
面
的
な
事
柄
 や
 、
彼
等
を
分
岐
せ
し
め
る
教
理
 な
ど
は
、
無
意
義
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
 0
 例
へ
ば
 。
 
へ
 ル
シ
ァ
 の
偉
大
な
詩
人
 

㏄
 
)
 

 
 

ビ
 あ
り
神
秘
家
で
あ
る
 ヂ
ヱ
 ラ
ー
ル
・
 ェ
ド
 ・
 デ
 。
 ン
 ・
 ル
ー
 二
 
.
1
 は
か
 ぅ
 舌
口
つ
て
ゐ
る
。
 

 
 

な
ん
 ぢ
 が
神
の
御
姿
を
視
る
と
こ
ろ
、
も
し
偶
像
寺
院
 の
 厨
子
 裡
 な
ら
ん
と
も
、
 



 
 

ユ
 ダ
 ァ
 人
の
寺
院
に
こ
の
香
気
の
た
だ
 
ょ
ふ
 あ
ら
ば
、
 そ
 こ
に
入
れ
。
 

キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
区
域
か
ら
は
、
そ
の
寛
容
の
 

諸
々
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
関
し
て
、
た
だ
二
人
の
人
物
だ
 

け
 を
 取
上
げ
て
考
察
し
 

よ
う
。
そ
れ
は
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 

と
ヤ
コ
 フ
 ・
 べ
｜
メ
 で
あ
る
。
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
 

、
世
界
の
う
ち
に
神
業
 

拝
の
種
々
 異
 っ
た
可
能
性
が
存
す
る
と
い
ふ
思
想
を
 

、
次
 の
 言
葉
で
言
 ひ
 表
し
て
ゐ
る
。
「
神
は
人
間
の
救
 

ひ
を
 何
か
或
る
特
別
な
仕
方
 

と
 結
び
つ
け
は
し
給
は
な
か
っ
た
。
：
：
人
々
が
善
き
 

信
心
を
得
て
ゐ
る
そ
の
仕
方
は
む
し
ろ
尊
重
す
べ
き
で
あ
 

り
 、
そ
の
何
人
の
仕
方
 

を
も
誘
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
」
 

ヤ
コ
ブ
・
 べ
｜
メ
 も
ま
た
仏
陀
の
や
う
に
、
宗
教
的
 

教
 説
の
拘
束
性
と
い
ふ
こ
と
に
反
対
し
た
。
彼
は
さ
 

う
 い
 ふ
 教
読
む
 「
臆
見
」
と
 

呼
び
そ
の
こ
と
も
ま
た
仏
陀
と
全
く
同
じ
な
の
だ
 が
 

、
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
や
 
う
 に
言
っ
て
ゐ
る
。
「
 

地
上
の
諸
氏
族
が
不
一
 

致
 に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
臆
見
に
陥
り
・
・
・
・
そ
し
て
そ
 

の
 臆
見
と
と
も
に
神
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
悪
魔
 

の
せ
い
で
あ
る
。
」
 
こ
 

に
と
っ
て
も
や
は
り
一
つ
と
称
せ
ら
れ
る
知
で
は
な
く
し
て
、
宗
教
的
な
基
本
態
 
れ
ら
教
理
的
臆
見
は
べ
 

｜
メ
 

 
 

 
 

浄
福
へ
の
道
で
は
あ
る
ま
い
。
悪
魔
は
我
々
よ
り
も
 

沢
 山
 知
っ
て
ゐ
る
。
：
：
私
が
多
く
知
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
 

ナ
 
」
と
は
私
に
喜
び
を
与
へ
 

は
し
な
い
。
む
し
ろ
私
が
神
を
熱
望
す
る
と
い
ふ
こ
と
 

が
 、
そ
れ
を
与
へ
る
の
だ
。
」
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
 

る
 神
秘
主
義
の
通
例
で
 

あ
る
や
 う
 に
、
宗
教
は
内
面
的
生
活
へ
還
元
さ
れ
る
。
 

そ
 れ
 以
外
の
す
べ
て
は
比
倫
的
な
形
象
で
あ
り
、
ま
た
 

単
 な
る
臆
見
で
あ
る
。
 

「
神
は
い
ろ
い
ろ
な
形
象
や
臆
見
と
は
別
な
も
の
を
尋
ね
 

る
 。
神
は
 ス
 ー
 メ
 の
表
現
に
従
 へ
ば
 ）
心
胸
の
深
淵
 を
も
と
め
る
。
」
 

へ
 1
 メ
 は
ま
た
諸
々
の
異
宗
教
に
対
す
る
内
容
的
寛
容
 

を
 安
 永
し
、
 自
ら
そ
れ
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
 

合
 い
っ
た
立
場
か
 

ら
す
れ
ば
当
然
な
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
彼
は
、
正
統
 

主
 義
 が
使
崩
し
た
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
 

一
緒
く
た
に
総
括
す
 

 
 

 
 

の
 巡
回
行
を
捨
で
 ょ
 。
 

 
 

も
し
 カ
ア
バ
 に
神
と
の
 具
 合
の
香
気
満
つ
る
こ
と
な
く
、
 

(
3
0
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宗教における 寛容と真理 

る る - 「メ ト 国徒る 
真併 頑 得 こ と   

  
たは質はし 

  

乏 

な 振 救 容 
も さ は の 

な れ 五 次 

い る に う と 件 数 しへ こ 度 な ら つ に ふ の は こ 二 ら 
か ば 0 合 た 存 こ さ 移 と 

け   認 日 。 在 と ま し を 
る そ 識 ま こ し を さ い   

な さ め て 証 ま 値 宗 二 れ 
が に 

四 対 
だ し 承 学 は 。 た 現 究 直 
と て 知 問 
い tT   
ふ   た ケこ 後 こ あ の い お そ こ 君 
こ 宗 上 基 に と る ぅ て い   
と 敷 " 礎 樹 は 。 ち " て l)@ < 
は に 自 づ 正 ル 然 に 諸子   

さ ド も い 宗感   り 得 るべりに 。 l ス 天数 異 



 
 

さ
れ
得
る
し
、
従
っ
て
悟
性
を
具
へ
た
何
人
に
も
伝
達
 さ
れ
得
る
。
か
か
る
真
理
に
対
す
る
懐
疑
と
い
ふ
そ
う
な
 も
の
は
無
意
味
で
あ
ら
 

ぅ
 。
併
し
な
が
ら
、
宗
教
的
真
理
は
そ
れ
と
同
じ
方
法
 で
 伝
達
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
も
し
宗
教
的
真
理
が
 合
 い
っ
た
数
学
的
真
理
 

の
そ
う
に
無
条
件
的
に
人
か
ら
人
へ
 伝
 へ
ら
れ
る
も
の
な
 
ら
、
 宣
べ
 伝
 へ
ら
れ
た
真
理
に
対
す
る
不
信
仰
と
い
ふ
 そ
う
な
現
象
は
宗
教
の
 

世
界
に
は
な
い
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
現
象
は
 、
ど
 の
 宗
教
の
う
ち
で
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
は
 、
 我
々
が
冒
頭
で
言
っ
た
 

そ
う
に
、
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ズ
 な
実
在
と
の
出
会
ひ
で
あ
る
。
 

だ
 か
ら
、
そ
れ
は
一
つ
の
実
存
的
な
真
理
で
あ
り
、
そ
れ
 を
 経
験
し
た
の
で
な
 げ
 

れ
ば
得
ら
れ
な
い
や
 う
 な
真
理
で
あ
る
。
従
っ
て
宗
教
的
 
真
理
の
真
理
性
格
は
宗
教
的
 教
 條
の
正
当
 さ
 、
証
明
で
ぎ
 る
そ
う
な
正
当
さ
に
 存
 

9
 
ヰ
 る
の
で
は
な
く
、
聖
な
る
も
の
と
の
 出
 八
角
ひ
に
 
七
付
 
し
、
 ま
た
そ
の
実
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
存
す
る
 。
そ
し
て
そ
の
出
会
ひ
 

は
 、
 教
 條
や
祭
祀
行
為
と
い
ふ
も
の
を
も
貫
い
て
遂
行
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
そ
も
そ
も
「
 真
 」
 や
 
「
 
偽
 」
の
 範
時
を
諸
 

宗
教
に
適
用
し
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
と
い
ふ
疑
問
が
 生
ず
る
。
そ
れ
ら
の
 
範
 時
は
合
理
的
認
識
の
圏
域
か
ら
 由
 来
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
し
 

か
し
宗
教
は
さ
 う
 い
 ふ
 認
識
に
係
る
も
の
で
は
な
い
。
 

さ
 う
 い
つ
て
も
、
宗
教
の
う
ち
に
は
総
じ
て
如
何
な
る
 認
 識
も
存
在
し
な
い
と
い
 

ふ
こ
と
で
は
な
い
。
周
知
の
や
 う
 に
、
認
識
と
い
ふ
 概
 念
は
宗
教
史
の
う
ち
で
は
色
々
な
所
で
一
つ
の
決
定
的
な
 役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
。
 

併
し
ど
の
場
合
で
も
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
 ぬ
 る
の
 は
 確
か
に
、
合
理
的
な
認
識
で
は
な
い
。
悟
性
に
伝
へ
ら
 れ
 得
る
そ
う
な
、
そ
し
 

て
そ
の
悟
性
が
異
論
の
余
地
な
く
承
認
し
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
や
 う
 な
真
理
で
は
な
い
。
 
神
 的
な
実
在
が
、
そ
の
 極
め
て
 異
 つ
た
さ
ま
ざ
 

ま
の
側
面
か
ら
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
の
深
さ
と
実
存
規
定
 を
も
つ
 た
 仕
方
に
お
い
て
、
或
る
宗
教
の
い
ろ
い
ろ
な
 表
 現
 手
段
を
通
し
て
出
会
 

は
れ
得
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
宗
教
の
真
理
性
 を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
 故
 真
な
る
宗
教
と
 偽
 な
る
宗
教
 と
い
ふ
代
り
に
、
む
し
 

ろ
 生
け
る
宗
教
と
死
せ
る
宗
教
と
い
ふ
べ
 き
 か
も
知
れ
 な
い
。
尤
も
さ
 ぅ
 す
れ
ば
、
「
死
せ
る
宗
教
」
と
は
一
つ
の
 
内
容
上
の
矛
盾
で
あ
ろ
 

う
 0
 と
い
う
の
は
、
宗
教
と
い
ふ
も
の
は
生
き
て
ゐ
る
 か
、
さ
ぅ
 で
な
け
れ
ば
も
は
や
宗
教
で
は
な
く
て
単
に
そ
 の
 枯
穂
し
た
外
殻
で
し
 

か
な
い
か
、
そ
の
い
づ
れ
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
に
お
 げ
る
真
理
性
の
理
念
を
も
し
以
上
の
そ
う
に
理
解
す
れ
 。
 
ば
 、
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
が
 

各
自
の
真
理
性
を
主
張
し
て
み
る
と
い
ふ
事
実
、
ま
た
 内 容
的
 寛
容
の
実
践
も
、
そ
の
真
理
性
の
理
解
と
す
つ
か
り
 オ
盾
 な
く
合
ふ
の
で
あ
 

'302) g 

  



宗教における 寛容と真理 

つ て 宗の 軟性 5 書 6 。 も 
ゐ の 赤 い そ う 

る 相 の て れ 一 

。 違 そ ゐ に つ 
が れ る 関 の 
人 ぞ 。 し 側 

の 輝   
応 こ 

  
  
  
に て の 

導 " 世 
ド ら 

  
と し は で 
言 請 い か ぬ 

9 ㏄ 03) 

て の る 

自日 
ら 葉 

刃て 

て 
ヨ二   

に 、 る 

  が 意 
へ と は で な 味 
る い 、 あ し で     

  

  



総
括
し
て
私
は
か
 ぅ
言
 ひ
た
い
。
諸
宗
教
の
多
様
性
は
 生
 と
い
ふ
も
の
の
充
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
生
の
充
実
 ほ
、
 
一
つ
の
宗
教
が
 

他
の
諸
宗
教
に
打
ち
勝
つ
こ
と
に
よ
っ
て
損
傷
さ
れ
る
 で
あ
ら
う
。
 

併
し
、
こ
こ
で
擁
護
さ
れ
且
 つ
 基
礎
 づ
 げ
ら
れ
た
内
容
 的
 寛
容
の
態
度
に
よ
っ
て
、
宗
教
上
の
盈
 ヱ
 ユ
場
と
い
ふ
も
 
の
が
弁
護
さ
る
べ
き
 

で
は
決
し
て
な
い
。
宗
教
そ
の
も
の
、
た
だ
の
宗
教
と
い
 ふ
そ
う
な
も
の
は
、
実
際
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
歴
史
 的
に
制
約
さ
れ
た
人
間
 

は
 、
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
特
定
の
宗
教
形
態
の
う
ち
 で
の
み
、
聖
な
る
も
の
の
世
界
と
実
在
性
に
触
れ
て
ゆ
く
 こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
 

故
 、
各
人
は
彼
に
適
っ
た
世
界
の
う
ち
に
１
 
l
 そ
れ
が
 彼
に
と
っ
て
一
つ
の
生
け
る
実
在
を
意
味
す
る
限
り
。
 ｜
 ，
 
留
ま
る
が
よ
い
。
 
ゲ
一
 

テ
が
 地
楡
の
言
葉
で
次
の
や
 う
 に
適
切
に
語
る
時
、
彼
 は
そ
の
こ
と
を
言
は
 ぅ
 と
し
た
の
で
あ
る
。
 

汝
が
 神
の
国
へ
、
ど
の
門
か
ら
 

は
い
っ
た
か
、
そ
れ
は
 問
ふ
な
 。
 

む
し
ろ
ひ
と
た
び
席
を
占
め
た
 

そ
の
静
か
な
場
所
に
留
ま
れ
。
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五
 

 
 

右
に
論
じ
た
如
来
蔵
思
想
は
、
そ
の
も
と
づ
く
 

所
の
文
献
内
容
が
素
朴
で
あ
り
簡
単
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
 

、
シ
ェ
 り
 ソ
グ
哲
学
と
の
 
十
 

姜
 ）
 

，
へ
 分
な
対
比
を
く
わ
だ
て
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
っ
た
が
 

、
そ
れ
で
も
な
お
如
来
蔵
思
想
と
 
シ
 ，
リ
ン
グ
と
が
、
 
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
一
の
実
体
 

 
 

靭
 
鮎
を
目
指
し
、
こ
れ
を
追
求
し
か
つ
認
証
し
ょ
う
と
 

と
づ
い
て
無
上
 

依
 経
、
 宝
性
論
 、
仏
性
論
、
法
界
 

 
 

  

 
 

群
な
 思
索
に
ま
で
展
開
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
 

ら
の
講
読
に
現
わ
れ
て
い
る
如
来
蔵
思
想
と
シ
ェ
リ
ン
グ
 

哲
学
と
の
さ
ら
に
一
歩
踏
み
 

 
 

ソ
 
入
っ
た
対
比
と
交
流
と
が
期
待
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
 

 
 

 
 

ェ
 

と
こ
ろ
で
、
無
上
体
経
で
は
菩
提
、
仏
性
論
で
は
 

仏
性
、
宝
 性
論
 で
は
如
来
蔵
に
つ
い
て
、
互
に
関
連
を
 

持
ち
な
が
ら
十
の
項
目
を
挙
 

 
 

ゆ
 
げ
て
お
り
、
法
界
無
差
別
論
で
も
こ
れ
ら
と
関
係
 

を
 持
ち
っ
二
十
二
の
項
目
を
並
べ
て
い
る
。
名
目
 

は
 そ
れ
 ぞ
れ
菩
提
、
仏
性
、
如
来
 

赳
蔵
 、
菩
提
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
何
れ
も
同
一
翻
 

念
 と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
 

、
無
上
 依
 経
、
仏
性
論
、
宝
 蝸
 

 
 

賦
性
 論
 に
お
け
る
十
項
目
の
関
係
を
図
示
す
る
と
 

次
 の
 如
く
で
あ
る
。
 

 
 

如
来
蔵
思
想
の
シ
ェ
リ
ン
グ
 哲
 学
に
 

対
照
さ
る
べ
き
も
の
（
 
続
 ）
 玉

城
 
康
 
四
郎
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因
縁
 

  

因
 

  

惑
障
 

果
 

果
 

至
果
 

、
 ，
、
 事
能
 

業
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

作
事
・
 、
、
 

相
応
 

 
 

 
 

 
 

 
 

u
z
 
0
 

二
刀
 
り
 

相
摸
、
 、
、
，
 

行
 

 
 

打
処
Ⅰ
・
・
階
位
 

時
差
別
 

常
住
遍
満
 

遍
 
一
切
処
 

下
夫
 

無
 変
異
 

  

不
変
 

不
可
思
惟
無
差
別
 

無
差
別
 

（
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
関
係
が
あ
り
そ
う
に
 

め
れ
ろ
も
の
明
か
に
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
 

已
 

じ
 

Ⅰ 皿 @ 

（
 
2
 Ⅰ
 

土
俵
 め
椎
八
 

l
 ）
 

仏
性
論
 

 
 

（
五
ロ
 
瞑
 @
 
）
 

（
仏
性
）
 

（
如
来
蔵
）
 

自
性
 

自
体
 

体
 

（
四
種
 
栢
 ）
 
ノ
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如来蔵 思想の 、 ンェリ ソタ哲学に   きるべ き もの   

か
り
に
 定
 性
 論
は
 つ
い
て
云
 
う
と
、
 右
の
う
ち
第
一
因
 
ほ
 、
大
乗
信
解
の
修
習
 宮
の
ダ
ゆ
 

せ
 り
コ
 
の
 
田
 日
立
目
口
 

オ
 （
 
@
 
よ
 ダ
出
 
Ⅱ
 笛
 
コ
ダ
（
 
目
 0
 拍
・
 

づ
簿
 
。
 

こ
ダ
 
の
 
コ
る
 
0
,
 
す
 。
 
日
 0
 の
・
 

p
a
,
 

汀
 m
o
 
ヨ
せ
 こ
で
、
 器
 G
 蘇
 ざ
鼠
。
 の
日
 
。
③
に
た
と
え
ら
れ
、
こ
の
修
習
の
な
か
に
、
無
量
 

蛆
 尽
の
智
慧
と
三
昧
と
の
 

宝
と
、
 悲
の
水
と
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
式
 

宋
官
 
@
 
二
の
集
仏
智
 
因
は
 、
智
慧
と
三
昧
に
対
す
る
修
習
字
 

q
p
 
一
 

  

サ
オ
 
曲
せ
 
曲
コ
自
 

@
 
 
琳
 
0
%
 
。
弓
の
 

サ
 ・
宙
の
臣
。
（
 

ト
コ
 

。
 
コ
の
 
。
 
ヴ
 Ⅰ
の
（
 

コ
 
・
㏄
 

吋
 ）
。
の
 

波
 0
,
 
㏄
 
頭
 
0
 日
る
 じ
で
、
完
守
 簿
巨
 
a
-
r
 
ぃ
コ
 
。
 
P
o
,
 

卸
 ③
に
た
と
え
 ら
れ
、
こ
の
修
習
は
無
 腱
 

 
 

こ
の
な
か
で
如
来
蔵
性
格
の
考
察
に
つ
い
て
重
要
な
も
の
 と
 考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
二
の
因
で
あ
ろ
う
。
無
上
 依
 経
と
仏
性
論
で
は
、
 

こ
の
因
に
つ
い
て
、
Ⅲ
信
楽
大
乗
、
㈲
無
分
別
般
若
、
㈹
 破
 虚
空
三
昧
、
㈲
菩
薩
大
悲
の
四
国
を
そ
れ
ぞ
れ
 別
箇
 に
 説
明
し
て
い
る
だ
 け
 

で
あ
り
、
四
国
相
互
の
内
面
関
係
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
 し
か
し
空
性
 論
 で
は
、
信
解
と
智
慧
と
禅
定
と
大
悲
の
 四
法
に
つ
い
て
、
信
解
 

守
ら
田
口
手
兵
 ヨ
 0
 の
）
を
種
子
ご
 巴
 p
 。
の
 
a
.
 
ヴ
 0
 し
に
、
 
ぢ
慧
客
 Ⅰ
生
出
 
ゅ
 
。
 か
 
。
 
"
.
q
p
 

こ
 ・
を
 
母
 
（
 
ョ
ゅ
 
（
 
q
 。
 ョ
こ
 
に
 、

禅
定
（
Ⅰ
目
せ
 
-
4
-
 

ゆ
コ
ゆ
 

。
 

す
 め
 
り
ヨ
 
。
担
い
こ
を
船
客
 a
r
 
ヴ
肝
 。
口
音
）
）
に
、
大
悲
（
 
オ
円
 
つ
 
め
 
。
の
が
 
由
 
Ⅰ
・
 
ユ
の
 
）
を
乳
母
 
C
 甘
ゆ
田
 
。
 日
 キ
ヨ
 じ
 
に
 た
と
え
て
お
り
、
こ
れ
 

ら
 相
互
の
間
に
関
係
の
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
 因
 」
に
関
連
の
深
い
も
の
は
、
 宝
 性
論
で
 云
え
ば
第
五
の
相
応
（
無
上
 依
経
 ㈹
相
摸
、
仏
性
 論
 ㈲
 総
摂
 ）
で
あ
 

り
 、
そ
こ
で
は
項
目
相
互
の
内
面
関
係
が
示
さ
れ
て
い
 る
 。
定
性
 論
 に
お
け
る
「
相
応
」
は
、
無
上
 依
経
 で
は
「
 相
摸
」
、
仏
性
論
で
は
 

「
 
総
摂
 」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
上
 依
経
の
 
「
相
 
摸
 」
は
 、
 他
の
二
論
と
は
直
接
関
係
が
な
い
が
、
仏
性
論
 の
 「
 
総
摂
 」
と
定
性
 論
 

の
 「
相
応
」
と
は
ほ
と
ん
ど
同
一
内
容
を
と
り
扱
っ
て
仏
性
論
実
性
論
 

い
る
。
両
者
の
関
係
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

㈹
法
身
清
浄
 因
 ：
：
：
法
身
清
浄
 因
雀
ぎ
 r
 
ョ
リ
 
ガ
 騨
 p
,
 
せ
掠
弔
宙
 

ら
ず
 
ご
ノ
 
の
（
 
け
 
@
 
c
 

ダ
 。
の
，
 

村
吋
 
）
・
の
 

オ
廷
 
Ⅱ
 局
ゅ
日
 
，
七
 

%
 Ⅱ
。
ら
 

ゆ
鍍
 
・
 
づ
ゅ
 
ケ
サ
 
。
Ⅰ
 

焚
 円
仁
）
 

㈲
仏
智
徳
生
国
：
：
・
・
 
集
 仏
智
 因
 
G
 巨
 Ⅰ
 
註
古
ぎ
 p
.
 
き
 日
付
 
ら
曲
 
㏄
の
（
（
）
 

ゆ
 ・
 
け
 り
（
 

目
 @
 
 
の
笛
コ
 

㏄
心
の
宝
の
の
・
 

オ
せ
 
㌧
 せ
の
 
・
赤
の
の
。
（
 

ず
 。
 
す
，
 
づ
ゆ
 
ず
 T
 Ⅰ
 
ぬ
 
円
 E
 ）
 

㈹
仏
恩
徳
 
因
 ：
・
・
：
 
得
 如
来
大
悲
 因
 
（
 
t
p
 
目
鰍
堅
 a
,
 
ヰ
目
の
ず
 

い
オ
麓
 
Ⅰ
窪
目
 

ゆ
，
せ
 
Ⅰ
（
 

コ
 。
 
す
め
 
（
 
目
 。
 ら
 0
.
 
す
 ㏄
 
ず
目
 ・
㈱
 
ぬ
 
。
 
ぬ
 ㏄
 
，
 
㌧
 
ゅ
ア
 
）
・
 

（
）
）
 

6
 
目
 E
 ム
お
ん
甘
の
 

コ
 。
で
 

0
 一
 



す
な
ね
 ち
、
第
二
の
「
 囚
 」
が
、
信
解
、
智
慧
、
禅
定
、
 

一
得
如
来
大
悲
 囚
 ：
：
悲
の
修
習
 

大
悲
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
第
五
の
「
相
応
」
も
ま
た
 、
 右
に
述
べ
た
よ
 う
 

 
 

 
 

に
 分
解
す
れ
ば
、
同
じ
く
信
解
、
智
慧
、
三
昧
、
大
悲
 で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
信
解
の
修
習
の
な
か
に
 智
 慧
と
 三
昧
と
大
悲
が
そ
 

な
わ
っ
て
お
り
、
智
慧
と
三
昧
と
の
修
習
は
無
分
別
で
 不
可
思
議
な
力
の
徳
と
相
応
し
、
ま
た
大
悲
の
修
習
は
自
 体
 一
味
の
相
を
実
習
す
 

る
と
云
 う
 か
ら
、
信
解
、
智
慧
、
三
昧
、
力
、
大
悲
は
、
 如
来
蔵
性
格
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
方
面
を
表
わ
し
 っ
 つ
 、
し
か
も
同
時
に
実
 

質
的
に
は
、
信
解
も
智
慧
も
三
昧
も
力
も
大
悲
も
 、
互
 に
 重
な
り
合
い
類
似
し
合
っ
て
す
べ
て
が
如
来
蔵
そ
の
も
 の
の
 什
 き
と
し
て
統
一
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
信
解
の
 な
か
に
智
慧
も
三
昧
も
力
も
大
悲
も
そ
れ
ら
す
べ
て
の
形
 態
を
想
定
す
る
こ
と
が
 

で
き
、
同
様
に
智
慧
 や
 、
な
い
し
大
悲
の
な
か
に
も
 他
 の
す
べ
て
の
形
態
を
想
定
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
 全
体
の
肋
き
が
如
来
蔵
 

そ
の
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。
 
-
9
-
 

 
 

一
 
"
"
 

 
 

「
相
 

+
m
W
 

」
 

一
 
無
分
別
 

 
 

集
 仏
智
 
因
 ：
：
智
慧
と
三
昧
の
修
習
 

宝
 
 
 

  
の 

修 
習   

器     麓 " 

  

  
宝 一 " 

  
く %)  Ⅰ 4 



鮎
 
蔵
の
事
実
上
の
原
型
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

v
 こ
ほ
 つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
如
来
 

蔵
 の
諸
性
格
が
八
つ
の
徳
性
 

鮮
に
 綜
 め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
Ⅱ
無
為
体
 
守
痙
 
ち
の
 
寸
円
 
（
曲
芸
 

ヂ
け
 Ⅰ
由
の
・
 

ヨ
 p
 
。
 
す
せ
 
の
 
の
 
・
 
口
 
a
,
 

目
色
、
㈲
自
然
守
口
 

a
,
 

 
 

ソ
す
ず
 
0
 
ぬ
曲
 
（
 
ゅ
 
。
 宇
 u
n
 
誌
丘
絆
 
K
r
u
 

す
も
 

と
、
 ㈲
不
休
 
他
知
 （
 
の
 
で
 
曲
 
Ⅱ
 
曲
づ
 
Ⅰ
 
曲
 
（
 
せ
曲
 
Ⅱ
 
ゆ
す
す
 

ぎ
 簿
 
旧
 す
 
。
 
宙
 
け
ご
帳
の
 

ダ
 
の
 
臣
 
・
㏄
㎏
 

オ
 ・
弓
が
せ
 

の
コ
 
・
㏄
 

吋
乙
 
。
 
臣
 
Ⅰ
 
か
 
0
 
わ
，
ロ
の
 

Ⅱ
。
Ⅰ
（
 

0
 
ぬ
の
 
・
 

 
 

れ
つ
 p
.
 

日
 p
,
 

せ
ぎ
 
・
つ
こ
、
㈲
 

智
 吉
山
口
 
p
 
。
 せ
 
の
の
，
か
の
の
）
 

、
 ㈹
 悲
 （
 
オ
 
p
H
E
 

せ
め
 
。
（
 
す
け
 
ぬ
の
・
 

q
 
ご
、
 ㈹
 力
 （
 
ぬ
 
p
F
 
（
 
印
 
。
 コ
 
弔
の
・
 

づ
 
巴
、
 ㈹
自
利
益
（
の
 

ヰ
ゆ
 
r
-
 

ず
 p
.
 

 
 

 
 

  

-
 
㎏
 -
 

鰍
 
関
係
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
を
明
 

か
に
す
る
た
め
に
、
か
り
に
、
第
一
の
「
無
為
体
」
、
 

第
 一
一
の
「
自
然
」
、
第
三
の
「
下
花
 

 
 

ぎ
も
一
の
「
 体
 」
を
考
察
し
て
み
る
と
、
如
来
蔵
不
染
 

の
 自
体
に
は
、
智
慧
と
三
昧
 
と
カ
と
 信
解
と
大
悲
と
が
、
 
云
わ
ば
先
天
的
に
統
一
さ
れ
 

 
 

0
 表
わ
れ
方
は
指
摘
し
得
る
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
 

よ
う
な
統
一
の
事
態
が
如
来
 

右
の
事
態
を
同
じ
よ
う
に
内
含
 し
 表
示
し
て
い
る
も
の
 

第
一
の
「
 体
 」
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
空
性
 論
 で
は
、
「
自
体
は
 

つ
ね
に
不
染
で
あ
る
」
 宙
空
 
㌫
肩
の
 オ
 ハ
モ
の
総
名
 
巴
 @
 
ゅ
 
（
 
の
 
鮪
 
Ⅰ
（
の
 

吟
苦
尽
コ
 ・
打
日
 
臣
巾
 0
 口
 ・
 
日
 0
 ひ
の
ヨ
 
の
③
と
云
い
 、
さ
ら
に
こ
れ
に
関
し
 

て
、
 コ
 
カ
 
G
g
 す
ず
ゅ
ぺ
ヂ
ヨ
目
 

し
と
不
変
の
状
態
 守
目
 

 
 

離
宮
 コ
 ゐ
斗
 
け
 p
.
 
す
ず
ゆ
せ
ど
 

 
 

 
 

簿
瓦
コ
 ・
 
っ
 じ
と
の
自
性
の
ゆ
え
に
、
こ
れ
が
、
思
い
の
 

O
O
0
 か
な
う
宝
石
（
如
意
 珠
め
 ぎ
 蓮
日
ゅ
且
コ
 o
H
.
 

ヴ
 u
,
H
 

ぎ
 ・
 
臣
 の
コ
 
）
と
虚
空
（
 口
 申
す
ず
 
ダ
 

-
 
㏄
 -
 

-
 
Ⅱ
）
 

日
客
 こ
こ
と
永
宮
 w
H
@
 

。
 宰
 こ
と
の
性
質
に
類
似
し
 
て
い
る
、
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
に
述
べ
た
 
第
五
の
「
相
応
」
と
 
対
 

賭
 し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
云
わ
れ
た
力
に
対
す
る
宝
の
 
た
と
え
は
、
「
相
応
」
で
は
智
慧
と
三
昧
（
そ
こ
で
も
 同
じ
く
宝
の
た
と
え
）
 

を
 意
味
し
、
か
っ
そ
れ
が
不
可
思
議
な
力
に
相
応
し
て
 お
り
、
ま
た
、
柔
軟
の
状
態
に
対
す
る
水
の
た
と
え
は
、
 同
じ
く
「
相
応
」
で
は
 

）
「
最
も
柔
軟
な
自
体
一
味
」
の
大
悲
（
そ
こ
で
も
 
同
じ
く
水
の
た
と
え
）
に
当
り
、
さ
ら
に
ま
た
、
不
変
の
 状
態
に
対
す
る
空
の
た
と
え
 

（
が
 

続
 

、
 同
じ
く
「
相
応
」
の
 、
 器
に
た
と
え
ら
れ
る
 信

解
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
第
五
 の
 「
相
応
」
に
照
合
し
て
 
第
 

 
 



Ⅰ
（
 
0
 挿
の
・
 

日
 ド
ロ
・
で
 

か
 

づ
 Ⅰ
 り
 （
田
田
（
（
 

下
 ゆ
日
ゆ
ら
 
オ
 -
 
の
 ゆ
日
せ
の
（
 

ぺ
 目
色
り
づ
の
下
の
つ
Ⅱ
 

簿
 ㎡
 
甘
 ゆ
 吋
 。
 
ら
の
 
目
ゅ
已
 
.
 
 
の
 
0
 。
㏄
 
0
 片
ゅ
か
，
的
ぎ
 
Ⅰ
 -
o
 
㎝
㏄
。
 

す
せ
 
が
 テ
 T
 ㌧
 ず
目
目
 
，
 抽
 ㏄
 
ず
 曲
目
。
 

由
ぺ
十
 
Ⅰ
 左
ぺ
 
e
 ロ
 ・
㎝
 
せ
 @
 
乙
 

-
 
ぬ
 -
 

俊
也
 知
 」
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
み
よ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

第
一
の
「
無
為
体
」
に
つ
い
て
、
「
初
め
 

宙
ま
 。
 目
 。
 幅
 。
 
ョ
 こ
も
な
く
、
中
間
（
回
生
 
さ
ヂ
宙
す
乙
 ）
も
な
く
、
 
終
り
 
宜
ミ
テ
簿
 コ
 チ
 

-
4
-
 

i
 

 
 

ダ
ぎ
 ）
の
ゆ
え
に
無
為
で
あ
る
、
」
と
云
い
、
そ
の
反
対
で
 
あ
る
所
の
有
為
に
っ
 い
 

て
は
、
「
そ
れ
に
は
生
宮
（
 
っ
 p
&
p
 
。
の
 ォ
 せ
の
よ
巴
が
属
す
 る
と
知
ら
れ
、
 
住
 
室
田
ヱ
。
 ぬ
 口
器
。
 
つ
 し
も
 滅
 
G
 甘
 p
p
 ぬ
 a
 。
 ま
貯
ぜ
 巴
も
属
す
 

と
 云
わ
れ
る
。
 
す
 な
わ
ち
無
為
は
、
主
柱
滅
な
ど
の
よ
う
な
状
態
の
変
遷
 に
 関
わ
り
な
く
、
ま
た
 

初
中
終
の
時
間
性
を
も
超
越
し
て
い
る
所
の
自
体
で
あ
 る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
自
体
と
は
、
 一
 体
 何
を
意
味
す
る
の
 

か
 、
ど
の
よ
う
な
 境
位
 に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
 ろ
 う
か
 。
 

第
二
の
「
白
状
 ニ
 
に
つ
い
て
「
寂
静
の
法
体
盆
山
コ
ヨ
 
瓦
 ず
 ㏄
Ⅱ
白
目
の
。
 

ぬ
簿
弓
り
 

Ⅱ
の
 
ヰ
く
駝
 
"
 ㏄
 
ず
 -
,
 
す
 い
，
 
0
 ず
 0
 ㏄
。
 
オ
ぢ
 。
の
ガ
目
・
り
ゅ
二
）
の
 

ゆ
え
に
自
然
 
盆
 @
 
功
 

 
 

用
 ）
で
あ
る
と
説
か
れ
る
」
と
も
、
三
切
の
戯
論
や
妄
 
分
別
が
寂
滅
 肛
 帰
す
る
ゆ
え
に
自
然
で
あ
る
」
と
も
 云
 わ
れ
て
い
る
。
自
然
に
 

関
す
る
こ
の
二
つ
の
見
解
を
結
合
す
る
と
、
寂
静
の
法
 体
 と
い
う
は
、
一
切
の
戯
論
や
妄
分
別
が
寂
滅
 肛
 帰
す
る
 こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
 

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
寂
静
の
法
体
は
 、
 同
じ
 く
 仏
体
の
一
面
で
あ
る
所
の
第
一
の
「
無
為
体
」
に
つ
ら
 な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
先
に
述
べ
た
所
の
 、
状
 態
の
変
遷
や
時
間
性
を
超
越
し
て
い
る
「
無
為
体
」
は
 、
 云
わ
ば
客
観
の
側
に
向
 

ぅ
 物
自
体
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一
切
の
戯
 論
や
妄
 分
別
が
寂
滅
に
帰
す
る
方
向
、
す
な
わ
ち
三
昧
の
 方
向
に
求
め
ら
れ
ね
ば
 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
云
え
か
え
れ
ば
、
無
為
体
は
実
 は
 主
体
の
究
極
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
，
 
」
の
点
が
三
昧
で
も
あ
り
 

自
然
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

第
三
の
「
本
体
 他
知
 」
に
つ
い
て
は
、
 

「
自
己
自
身
に
よ
っ
て
 
証
 得
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
他
に
 依
ら
な
い
で
生
ず
る
」
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如来蔵 思想の シェ 

0 目 い 

で 然 か こ 
あ で え こ 

る あ れ で 
0  つ む ま ャま 

無 。 て 
  

活 。 、 独 。 悟 
動 。 何 立 。 り 

の 。 か の。 を 
特 。 の 認 。 開 

質 。 意識。 い 

と 図 の て 

い を 具 い 

ぅ 有体 る 

こ す的 も 
と る な の 
と も 顕 が 

、 の わ ど 

断 でれ ぅ 

絶 は 方 い 

す な が ぅ 

  るく ナ、 示状 さ態 

にお とな 生死 れて 

く の い い 

4 ヵ 0  世 る て 

く とのす 。 界 。 生 ず 。 。 
い 存 な る。 
ぅ すわ（     

とは り 、 悟下 t)  ） 
、 如 を か 

柑 未開   
矛 佳 い と 

盾 にて い 
す 従 い う 

る つ る こ 

観 て も と 

念 肋 の が 
の ぎ の 述 
如 を 肋 べ 
く 続 き ら 
で げ は れ 
あ る 無 て 
る 、 為 い 
が と で る 

、 ぃ あ   

美 う り か 

17@ (311) 

    ソグ哲学に対照さるべ き もの ( 続 ) 

岸宙 にい 相 と と 

      
  

毒巨 て了っ 0 こ 
  

  
  サ い ・ぽ ）   
    

に戸 
  

め - 

    
    

か   
れ @ し 

  達 
し     
る 
が 

  ゆ 
，え 

  

      
ろ と Ⅰ @ 

う， で 

か 生 

。 ム 

  

    同 し る   の 様 て に 



際
 は
そ
う
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
 無
 活
動
の
特
質
と
無
 為
 自
然
と
は
同
義
語
と
し
て
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 従
 っ
て
一
見
 相
 矛
盾
す
る
 

よ
さ
に
見
え
る
此
の
点
に
こ
そ
、
悟
り
の
基
本
的
性
格
 が
 秘
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
生
死
 の
 存
す
る
限
り
は
断
絶
 

 
 

容
 が
無
為
自
然
な
る
こ
と
と
は
必
然
的
に
結
合
さ
れ
て
い
 る
 。
い
い
か
え
れ
ば
、
 

無
限
の
活
動
と
、
そ
の
意
図
の
否
定
（
無
為
 白
め
と
 は、
 
悟
り
の
自
覚
の
両
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
  
 

さ
き
に
空
性
論
の
如
来
蔵
に
関
し
て
「
 体
 」
「
 因
 」
「
 柑
 応
 」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
諸
性
格
が
、
い
ま
同
論
の
仏
 体
 に
関
す
る
「
無
為
 

体
 」
「
自
然
」
「
 
不
 俊
也
 知
 」
に
お
い
て
明
か
に
し
た
 如
 く
、
一
 
そ
 う
 統
一
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
 。
さ
ぎ
の
「
 体
 」
「
 因
 」
 

「
相
応
」
で
は
、
如
来
蔵
の
諸
性
格
は
互
に
緊
密
な
連
繋
 
を
 持
ち
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
列
挙
さ
れ
得
る
と
 い
 う
 見
解
に
止
ま
っ
て
 

い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
諸
性
格
の
列
挙
で
は
な
く
 、
仏
体
の
全
体
的
な
 什
 き
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
 

し
か
も
そ
の
統
一
的
な
 

功
 ぎ
の
な
か
に
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
 如
 来
歳
の
諸
性
格
を
看
取
し
得
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
ま
で
明
ら
か
忙
し
た
如
来
蔵
の
性
格
は
、
信
解
、
智
 慧
 、
禅
定
、
大
悲
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
智
慧
と
三
昧
 と
の
修
習
か
ら
当
然
 

 
 

生
れ
て
く
る
不
可
思
議
な
力
も
、
性
格
の
一
つ
と
し
て
 考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
右
に
述
べ
た
 仏
体
の
全
体
的
な
枕
き
 

  

 
 

は
 、
独
立
の
認
識
 
宜
ぺ
ゅ
せ
ゅ
ぢ
す
 
プ
ロ
盲
目
と
と
か
、
 
悟
 り
を
開
い
て
い
る
こ
と
③
 ヴ
 田
器
旧
す
。
 年
け
と
 
と
か
い
 う
 点
で
ま
さ
し
く
智
慧
で
 

 
 

 
 

あ
り
、
無
為
自
然
③
 
お
 七
の
 

F
q
 

（
 
p
p
 コ
ゅ
ヴ
す
 
0
 ぬ
 巴
は
 、
寂
 静
の
法
体
（
 絞
巳
 a
,
 目
 ミ
日
 a
.
 
給
 r
 ロ
 
r
a
 甘
 こ
で
あ
り
 主
 体
の
究
極
で
あ
る
と
い
 

 
 

 
 

ぅ
 意
味
に
お
い
て
禅
定
あ
る
い
は
三
昧
で
あ
り
、
ま
た
 生
死
の
際
（
 維
弔
ひ
 w
q
p
F
O
 

き
の
存
在
す
る
限
り
断
絶
 
す
 る
こ
と
な
く
 他
く
宙
 q
p
,
 

v
a
 ュ
巴
 ③
と
は
大
悲
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
 
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
信
解
は
い
か
が
な
る
の
で
あ
ろ
う
 か
 。
こ
れ
に
つ
い
て
は
 

直
接
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
 

た
 よ
 う
 に
大
乗
信
解
の
修
習
は
智
慧
と
三
昧
 と
悲
 と
を
 含
 む
と
云
わ
れ
て
い
る
点
 

か
ら
考
え
る
と
、
信
解
は
仏
体
の
全
体
的
な
 肋
 き
の
な
 か
に
す
で
に
内
含
さ
れ
て
い
る
と
も
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
 。
ま
た
智
慧
と
三
昧
 と
 

 
 

の
 修
習
か
ら
生
れ
て
く
る
不
可
思
議
な
力
も
、
こ
こ
で
は
 仏
体
の
無
限
の
活
動
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
も
 見
 得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 

よ
う
 に
考
え
る
と
、
如
来
蔵
に
お
け
る
諸
性
格
、
す
な
 わ
ち
信
解
、
智
慧
、
禅
定
、
大
悲
な
ど
は
互
に
内
面
的
に
 連
繋
 し
 合
っ
て
い
る
 許
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ね
 。
 是
 阿
難
、
一
切
諸
仏
 在
 ，
因
地
中
 -
 
、
 依
 ，
如
来
 界
 -
 
修
二
行
 書
 根
 -
 
利
二
盗
衆
生
 -
 
、
 為
 ，
 
比
事
 -
 
故
 、
来
人
二
三
界
 -
 
現
 ，
生
老
病
死
 -
 
」
 工
人
一
丁
 
ハ
 ・
 
曲
 Ⅱ
 つ
 

 
 

 
 

巨
 ）
 

 
 

思
想
 

（
 
9
 ）
無
上
体
経
（
太
一
六
・
も
 q
0
9
 
 で
は
、
如
来
蔵
の
代
り
 に
 無
上
菩
提
を
と
り
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
相
応
す
る
法
に
 吹
の
十
九
種
を
数
え
て
③
 

来
歳
 

 
 

 
 

9
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女
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りでな （ Ⅹ u 8 （ 77l （ b ハ ノ 「 @ ハ て Ⅱ 4 （ り リ 3 ハり 22 注（ l Ⅰ 血 斗 @@W u@ 自 有し、   
な リヒ と 

ィカ め し 
き ら て 
で れ 真 

最 あ 得 現 
る る さ 

と も れ 
い の て 

ぅ で か   

  こ あ る 
と り こ 

ぽ 、 おダ         が な と 

で が が ; 

    
  

きる ら 、 東山 ら 

  
で 結 ね 

いつ あ 局 る   
ろ 事   

H@ Ⅰ   3 案 従 
づ - 。 上 っ     

  け一   
  

は て 女 
揮 ユ缶 無 釆 

㌧ の 為 蔵 
オ @ 白 もま 

  然   

  
  

邸 内 
  無 に 
      限 さ 

活 ま 
しぺ 動 ざ 
  ま 
仁い 無 な   ガ @ 

限 諸 
  活 性 
  動 格 最も柔 樹木目 無二 - 果 字に現 ある。 という となっ T 即 を 



  

㈲
大
義
・
・
：
資
糧
、
 
為
相
 、
 為
行
処
 、
滝
平
等
、
最
 極
 、
 

日
別
異
義
…
 為
 自
性
差
別
、
 為
相
 差
別
、
施
行
 処
 差
別
、
鴻
池
 差
 別
 、
境
界
差
別
、
 為
徳
 差
別
、
 為
 救
済
 有
 差
別
、
 為
究
寛
 不
発
意
 差
別
、
 

右
の
大
義
と
別
異
義
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
大
悲
の
表
 わ
 れ
 方
を
論
じ
て
お
り
、
体
表
 
は
 、
 
有
 分
別
俗
智
す
な
わ
ち
大
悲
の
 
 
 

る
か
ら
、
仏
性
の
第
一
自
体
相
に
統
 
捜
 さ
る
べ
 き
 三
つ
の
性
格
の
 な
か
の
大
悲
に
も
ま
た
、
智
慧
が
根
拠
 
づ
 げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
 知
ら
れ
る
。
 従
り
 

て
 仏
性
論
に
お
い
て
も
定
性
 論
 と
同
じ
く
、
仏
性
の
種
々
の
性
格
 が
 仏
性
の
自
体
に
統
一
き
れ
て
い
る
許
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
 の
 性
格
が
互
に
 丑
 

試
み
て
い
る
。
 

目
棒
 義
 ・
・
・
：
般
若
…
…
 

%
 分
別
俗
智
・
・
・
…
大
悲
 

体
 、
 

  
12   

  
性 

に 水の 師 

  

  

Ⅲ
不
可
思
量
、
㈲
微
細
、
㈲
真
実
、
㈲
道
理
甚
深
、
㈲
不
可
見
、
 

㈹
 難
 通
達
、
㈹
 
常
 、
㈲
 在
 、
㈲
 寂
 、
㈹
 恒
 、
⑪
清
涼
、
⑱
遍
満
 
㈹
魚
介
 

D
@
 
、
㈹
無
著
、
㈲
 
無
擬
 、
㈹
随
順
、
㈹
不
可
敦
、
㈹
 

大
浄
 、
㈲
 澄
 清
 。
従
っ
て
こ
れ
ら
十
九
種
の
形
態
は
無
上
菩
提
と
し
て
統
一
 

さ
れ
て
い
る
と
 

云
え
る
 0
 

布
 ）
こ
こ
で
も
 サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
の
の
 
コ
冊
 
ロ
ぎ
（
柔
軟
）
は
 
、
 チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
 
汀
鼠
 n
l
 
罵
 
（
 
湿
 ）
と
な
つ
て
い
る
 
0
 詳
言
 装
ぎ
 
順
一
。
 

（
Ⅱ
）
 
0
 口
 ・
 
ユ
 （
・
 
せ
 ・
 
N
p
o
l
 

㎏
 
ぷ
 
Ⅱ
 円
 ㌧
・
の
㏄
 

止
山
 ?
 や
大
三
一
・
 の
ぃ
 
㏄
 口
 、
な
お
こ
の
シ
ナ
訳
に
は
「
自
在
力
不
変
、
 

忠
 実
体
 柔
 軟
 、
 宝
 空
木
功
徳
、
相
 <314) 20 
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な
り
合
い
融
け
合
っ
て
い
る
 ケ
二
 
お
い
得
る
ま
で
あ
ろ
う
。
（
以
上
 
。
仏
性
論
、
大
三
一
・
 7
 の
の
 ロ
 。
 
づ
 当
下
）
 

つ
ぎ
に
無
上
体
経
で
は
、
無
上
菩
提
の
十
義
の
、
第
十
「
不
可
思
 
推
 し
の
な
か
で
、
無
上
菩
提
不
可
思
議
に
つ
い
て
五
種
を
あ
げ
 て
い
る
 0
 す
な
 

ね
 ち
、
田
自
性
、
㈹
 処
 、
㈲
 佳
 、
㈲
一
票
、
㈲
利
益
で
あ
る
が
、
 そ
の
な
か
の
㈲
 一
 異
に
つ
い
て
、
三
世
如
来
往
 二
処
 -
 
佳
 、
 何
 若
 一
処
、
自
性
 

清
浄
無
漏
法
界
」
と
云
い
、
ま
た
㈲
利
益
に
つ
い
て
、
「
如
是
 
如
 末
筈
一
法
界
、
智
慧
神
力
正
勤
威
徳
悉
皆
平
等
、
桂
二
 
於
 無
漏
 清
 陣
法
界
 -
 
、
諸
姉
 

来
等
因
 。
 
此
転
依
 、
龍
馬
 二
 
衆
生
 -
 
無
量
利
益
」
と
述
べ
て
い
る
。
 こ
の
見
解
に
従
え
ば
、
三
世
如
来
の
一
処
は
自
性
清
浄
無
漏
法
 界
 で
あ
り
、
そ
れ
 

が
 如
来
の
一
法
界
で
あ
り
、
 柳
拙
と
 神
力
と
正
勤
と
威
徳
な
ど
は
 す
，
 
へ
て
こ
の
法
界
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
如
来
は
こ
れ
に
よ
っ
 
て
 衆
生
の
た
め
の
 

無
量
の
利
益
を
な
す
、
と
云
わ
れ
る
。
こ
こ
に
云
 う
 自
性
清
浄
 皿
 漏
 法
界
は
、
定
性
 論
 に
お
け
る
如
来
蔵
不
染
の
自
体
、
仏
性
論
 に
お
け
る
自
体
相
 

品
通
 相
の
自
性
清
浄
に
相
当
す
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
 て
こ
こ
で
も
ま
た
智
慧
と
神
力
と
正
勤
と
威
徳
と
、
さ
ら
に
 衆
 
 
 

と
が
、
自
性
清
浄
熊
蜂
 漏
 法
界
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
（
以
上
、
 無
し
」
 
依
 経
、
 小
 
全
人
・
か
お
い
，
 い
 Ⅰ
 

（
 
m
 ）
 O
 ゃ
 ・
 
臼
ダ
 0
.
 
べ
鴇
 
l
 号
円
円
や
 G
 ㏄
 
l
 ㏄
 
l
e
@
%
1
 
ご
 ・
 慈
ぃ
  
 

（
 
M
-
O
T
 ユ
プ
や
ダ
 ・
円
円
㌧
・
の
で
 

乍
ゲ
 ㏄
 
い
い
 
の
 

（
 
巧
 ）
 0
 や
住
 （
・
 
ゃ
 ・
ダ
 
l
 ロ
・
円
円
 
つ
 ・
㏄
㏄
 

1
 ト
ー
 
か
 ・
㏄
ド
ド
の
 

（
松
川
）
 
0
 で
・
 
り
 @
 
（
・
 
ロ
 ・
の
め
・
円
円
 

巾
 ・
㏄
㏄
 

1
 ト
 -
2
.
 

の
㎏
 

い
 0
 

「
他
に
依
ら
な
い
で
生
ず
る
」
 
G
 口
 p
q
p
 

ゃ
 q
p
 
目
ギ
 0
&
 
め
ゼ
ぃ
ヨ
 

）
 は
 、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
 
は
 本
文
に
示
し
た
通
り
、
「
 
他
 よ
っ
て
教
え
ら
れ
 る
の
で
は
な
い
」
 

と
な
し
て
お
り
、
最
初
の
 -
 
否
定
を
語
全
体
に
か
け
て
い
る
。
も
と
 

よ
り
 サ
ソ
ス
ク
り
ソ
ト
 の
 %
 台
も
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
得
ろ
 が
 、
し
か
し
後
に
続
 

い
て
目
口
の
ぜ
 

9
 の
意
味
を
積
極
的
に
説
明
し
展
開
し
て
い
る
折
山
 ら
み
て
、
口
ロ
 a
y
a
 

を
肯
定
的
に
処
理
し
た
方
が
適
切
・
で
お
 

石
 と
 考
え
て
こ
の
よ
 -
 
ヮ
 

に
 訳
し
た
。
シ
ナ
訳
に
も
「
不
休
 他
 因
縁
生
者
、
自
覚
不
休
他
覚
 故
 」
と
あ
る
は
、
後
半
の
「
自
覚
 不
 。
 
依
 -
 
他
覚
 -
 
故
 」
か
ら
云
っ
 て
 、
や
は
り
「
 下
し
 

依
 ，
 
他
 因
縁
 -
 
生
 」
と
読
む
べ
 き
か
 。
 

（
 
t
,
,
 

）
 0
 や
・
 
n
 ぎ
 ・
 ロ
 ・
の
め
 

@
 き
 ・
円
円
 
づ
 ㏄
リ
ー
ト
ー
 

収
 l
 の
・
の
㎏
㎏
 

0
 

@
-
 
サ
 ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
単
に
の
す
 
ア
ぢ
お
 
（
 
0
t
p
p
.
 

ロ
の
プ
と
な
 
つ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
チ
ベ
ッ
ト
 印
い
 G
@
 
笘
 。
Ⅰ
 
1
%
 
五
 1
%
@
 

冶
，
す
 
の
づ
 -
 ヨ
ぃ
１
で
ロ
 

l
 む
 0
 ）
 @
 
庁
 
ト
 

従
っ
た
。
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ぃ
 。
意
識
に
現
わ
れ
る
も
の
は
「
非
我
」
 ヨ
庁
田
 ，
 
に
 じ
 
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
 
対
象
的
な
も
の
に
堕
し
 

て
い
る
。
自
我
は
先
験
的
意
味
に
お
い
て
、
完
全
に
独
立
 し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
絶
対
自
力
に
基
づ
い
て
一
切
 の
 実
在
性
を
限
り
な
く
 

自
己
自
身
の
な
か
に
定
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
 自
身
端
的
に
「
統
一
体
」
 寓
ぎ
訂
 こ
で
あ
り
、
「
一
者
 
」
 釜
年
 ㌔
し
で
あ
る
と
 

云
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
自
我
の
一
者
は
、
 自
 我
の
 
「
現
存
在
」
（
し
の
お
 

ぎ
 ）
に
従
 う
 の
で
は
な
く
、
 そ
の
「
単
な
る
純
粋
 存
 

在
 」
③
す
の
沫
の
ほ
 
ぎ
 毬
の
 0
 ぎ
 ）
に
よ
っ
て
、
か
く
云
わ
 れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
総
括
的
統
一
体
」
 

宮
岸
 
の
の
日
日
。
 

コ
 目
の
の
の
の
 

コ
 宙
の
 

め
円
コ
オ
 

の
 @
 
（
）
で
も
「
総
括
さ
れ
た
統
一
体
」
（
 
ざ
窪
 日
日
の
 
コ
 的
の
め
の
の
の
（
の
 

出
ヱ
 
目
の
 @
 
（
）
で
Ⅰ
も
 
な
ノ
入
 
、
ま
さ
し
 ノ
入
 「
 
牲
祀
 
対
 統
一
体
」
③
 藍
 。
 ざ
 （
 
の
 

め
 （
 
コ
プ
 
の
 
山
 
（
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
自
我
は
、
い
か
な
る
 
意
 味
 に
お
い
て
も
純
粋
概
念
で
も
抽
象
さ
れ
た
概
念
で
も
 

 
 

シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
統
一
体
に
関
 し
て
如
来
蔵
の
場
合
は
い
か
ど
で
あ
ろ
う
か
。
如
来
蔵
   

に
は
そ
の
 ょ
う
 な
統
一
は
ど
こ
に
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い
 。
し
か
し
如
来
蔵
性
格
の
種
 力
 の
方
面
に
関
し
て
論
じ
 た
 よ
さ
に
、
た
と
え
 

ば
 、
信
解
、
智
慧
、
禅
定
、
大
悲
、
あ
る
い
は
不
可
思
 議
 立
刀
、
な
ど
の
如
き
は
互
に
内
面
的
に
連
繋
 し
 合
っ
て
 お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
 

は
 同
一
の
如
来
蔵
に
つ
い
て
立
言
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
 如
 来
歳
自
体
が
こ
れ
ら
の
諸
性
格
の
統
一
体
と
し
て
推
定
 さ
れ
た
こ
と
は
、
き
わ
 

め
て
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
 右
に
述
べ
た
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 の
論
述
に
つ
い
て
云
え
ば
、
 
自
 我
の
自
由
は
、
消
極
的
に
 

は
 
「
完
全
な
独
立
」
行
学
 N
P
 
片
 
。
ぽ
の
日
日
 
ヴ
研
 
リ
コ
 
的
貯
オ
の
 

@
 
（
）
 
で
あ
り
、
積
極
的
に
は
「
絶
対
自
力
」
 守
捷
 。
 す
 宙
の
 0
%
 簗
日
 の
り
 
ぎ
 ）
に
も
と
 

づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
「
 

 
 

て
証
 得
し
て
い
る
が
ゆ
 

っ
て
自
己
自
身
の
な
か
に
一
切
の
実
在
性
を
限
り
な
く
 定
 止
 す
る
こ
と
」
 律
コ
サ
 
の
 
日
コ
幅
 
（
の
の
の
田
器
コ
目
 

蒋
 寄
主
 ぎ
轄
 
ヰ
田
 
日
ヲ
の
 

@
 
り
デ
 の
。
 
ト
テ
 

Ⅰ
の
 
ヰ
 

色
目
き
の
 す
 の
 
0
 ざ
 （
の
 
ぽ
宇
 組
目
 

a
c
 

才
 （
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
 う
 な
自
我
は
、
も
は
や
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
 意
 誠
 に
は
現
わ
れ
て
こ
な
・
 

  

は
 客
観
的
対
象
的
な
も
の
は
全
く
附
随
せ
ず
、
し
か
も
 そ
れ
は
「
絶
対
自
力
」
 

守
肛
 。
 呂
汀
 
ぎ
こ
終
ョ
 

p
n
 

肝
 ）
に
 基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
 
簗
 

 
 

あ
る
。
従
っ
て
自
由
は
た
だ
自
己
自
身
に
よ
っ
て
の
み
 存
し
、
そ
れ
自
身
無
限
定
的
で
あ
り
、
か
っ
無
限
な
も
の
 を
 包
括
し
て
い
る
。
こ
 
%
 

 
 

 
 

 
 

の
点
か
ら
自
由
は
、
消
極
的
に
は
「
完
全
な
独
立
」
 

締
リ
 コ
ぃ
 
）
 
@
n
 
は
の
 C
 コ
 の
 す
 悪
品
 鮒
寸
の
 
@
 
（
）
を
意
味
し
、
積
極
的
に
 

は
 、
「
絶
対
自
力
に
よ
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洋
人
Ⅰ
）
 
、
づ
 
C
 日
 
（
 0
 ア
 ・
 プ
ト
づ
 
の
 

?
-
 

ド
イ
ツ
思
想
の
背
景
に
は
、
 

仏
 数
の
禅
定
力
に
対
応
す
る
 よ
う
な
別
の
力
が
存
し
て
い
る
と
 思
、
ソ
 
。
そ
れ
が
何
で
品
る
か
 と
い
う
 @
 三
は
明
言
で
 

 
 

説
明
の
で
き
な
い
重
要
な
 諦
 Ⅲ
避
が
現
わ
れ
て
い
る
，
こ
の
 

領
 域
を
探
る
 
-
-
 
と
 

に
 私
は
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
 

（
 
3
 ）
金
剛
三
昧
経
、
大
九
・
 ぎ
 の
の
前
件
一
七
頁
参
照
 

（
 
4
-
 
前
号
一
八
頁
 

（
 
5
 ）
本
文
一
七
頁
参
照
 

-
6
 ）
。
 く
 0
 日
 
（
 リ
 ア
 ，
 Ⅰ
）
Ⅱ
の
 
i
 ）
㏄
㏄
 

哲
学
者
の
最
大
の
目
的
は
、
抽
象
 概
 忌
を
設
定
し
て
そ
こ
か
ら
 体
 手
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
純
粋
に
し
て
絶
対
的
な
 

存
在
」
 
父
 生
日
の
の
 

り
す
さ
日
 
-
 
の
の
 絵
ぎ
 ）
、
い
い
か
え
れ
ば
、
 
-
 
溶
 伸
し
が
た
い
七
の
」
 
宜
ル
の
己
コ
り
氏
 
日
出
 

i
0
 

す
 め
て
 「
直
接
的
な
も
の
」
 宜
ド
の
 C
 コ
ヨ
 寅
 の
一
 
ず
 ま
お
 ）
、
 一
 
・
単
一
 

な
も
の
」
 
宜
 p
s
 田
コ
 ㌃
の
 ァ
じ
 舌
頭
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
、
 

と
 い
う
こ
と
を
 
シ
ヱ
り
ソ
ダ
 
は
「
自
我
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
 -
.
 

一
 

 
 

し
て
い
る
 0
 コ
 ・
 お
 e
 

（
 
7
 ）
本
文
一
六
 
i
 一
セ
頁
 参
照
。
 

 
 

O
O
0
0
0
0
0
O
O
O
O
O
 

（
 
8
 ）
た
と
え
ば
・
 づ
 。
 日
 
ー
 c
 ァ
 、
で
は
「
自
我
の
絶
対
的
実
体
の
 

因
果
性
の
 ヰ
 拐
の
由
 

-
a
@
d
 

の
Ⅰ
 

巴
お
 。
 す
 -
 
の
コ
ぎ
ず
 の
 -
 
め
コ
 
z
 
d
 

の
の
に
 

訂
を
表
現
す
る
所
の
㎝
 

O
O
O
O
O
O
O
 

最
高
の
理
念
は
、
絶
対
的
力
の
理
念
Ⅰ
驚
の
せ
 
0
 コ
斗
さ
 -
 
「
（
の
Ⅰ
 

紙
器
 圧
 
で
あ
る
」
二
）
 
繍
 ・
 簗
 と
と
云
い
、
ま
た
「
自
我
の
最
 後

の
目
的
は
、
お
 

@
8
@
 

ダ
の
円
 
（
）
が
す
な
わ
ち
「
絶
対
必
然
」
宮
守
。
 
す
汀
 
Z
0
 （
 
韻
 の
コ
 
&
 （
 
ぬ
ダ
 の
 円
 （
）
で
あ
る
と
い
う
観
念
と
対
比
し
得
る
で
あ
 
ろ
 う
 。
 

え
に
、
他
に
依
ら
な
い
で
生
ず
る
」
と
か
、
ま
た
「
 独
 立
の
認
識
に
達
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
他
に
依
ら
な
い
で
 生
ず
る
」
と
か
い
 う
見
 

解
 と
ま
さ
し
く
類
比
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
 
生
 ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
無
限
の
活
動
と
な
っ
て
い
る
所
の
 力
 で
あ
る
点
も
同
様
で
 

あ
ろ
う
。
か
く
考
え
る
と
、
そ
れ
自
身
無
限
定
的
で
あ
り
 、
完
全
な
独
立
と
絶
対
自
力
に
も
と
づ
く
所
の
シ
 ス
 リ
ン
 グ
の
 絶
対
者
と
、
自
己
 

自
身
に
よ
っ
て
 証
 得
し
、
独
立
の
認
識
に
達
し
な
が
ら
 血
 @
 限
の
活
動
と
し
て
現
れ
る
所
の
「
空
性
 
論
 」
の
如
来
蔵
 と
 は
、
 全
く
同
一
の
問
題
 

意
識
に
在
る
と
云
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
如
来
蔵
 に
は
自
由
の
観
念
は
存
し
な
い
が
、
同
じ
く
「
定
性
 論
 」
 で
 論
じ
た
よ
さ
に
、
 
無
 

限
の
活
動
が
そ
の
ま
ま
「
自
然
」
古
註
す
ず
 
0
9
 
巴
で
あ
 る
と
い
う
見
解
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
「
絶
対
自
 
由
 」
 ハ
 
の
す
の
。
 

プ
汗
ヰ
 

0
 
 
局
Ⅰ
の
～
・
 



セ
 

以
上
種
々
の
方
面
か
ら
、
か
な
り
微
妙
な
点
に
お
至
る
 

ま
で
如
来
蔵
 と
 シ
ェ
リ
 ソ
グ
 の
絶
対
者
と
の
間
の
類
似
性
 
を
 論
じ
、
そ
し
て
 
逐
 

に
は
両
者
何
れ
も
、
主
体
的
な
自
覚
の
領
域
に
お
け
る
 

独
 立
独
 存
の
統
一
体
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
得
た
で
 

あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
 

思
想
の
背
景
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
 

こ
 れ
ほ
ど
多
方
面
に
、
ま
た
そ
の
深
部
に
わ
た
っ
て
ま
で
類
 

似
 点
を
見
出
し
得
る
の
 

は
 、
如
来
蔵
も
し
く
は
絶
対
者
と
い
う
主
体
的
人
間
の
究
 

極
 の
問
題
を
問
 
う
 て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
 

如
来
蔵
は
大
乗
思
想
に
 

め
げ
る
仏
の
観
念
の
展
開
か
ら
離
れ
得
ず
、
シ
ェ
リ
ン
グ
 

の
 絶
対
者
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
お
け
る
神
の
観
念
 

に
裏
づ
 げ
ら
れ
て
い
る
 

か
ら
、
両
者
の
間
に
は
、
大
乗
の
仏
観
念
と
キ
リ
ス
ト
 

教
の
神
観
念
に
ま
つ
わ
る
思
惟
法
の
相
違
が
そ
れ
ぞ
れ
の
 

思
想
形
態
に
 惨
透
 し
て
 

い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ツ
ェ
 

リ
 ソ
グ
 は
一
方
で
は
こ
の
 
ょ
う
 な
絶
対
者
を
ど
こ
ま
で
も
 
人
間
意
識
の
根
源
を
追
 

求
 す
る
こ
と
に
お
い
て
明
か
に
し
ょ
う
と
し
て
お
り
、
 

ま
た
如
来
蔵
も
一
方
で
は
史
上
に
お
け
る
展
開
者
自
身
の
 

解
脱
の
目
標
と
思
惟
に
 

お
い
て
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
両
者
の
 

間
の
思
想
の
根
本
的
な
相
違
を
踏
み
越
え
て
互
に
相
近
 

う
 か
し
め
て
い
る
と
云
え
 

  

然
 
律
を
自
由
律
へ
と
な
す
こ
と
」
（
 

H
.
 

）
 
お
 
・
 
ナ
，
旺
 

ポ
け
 

亜
 
忠
正
 

い
 
う
 
。
ま
た
、
 

あ
 

 
 

 
 

 
 

㏄
の
の
性
 

臼
宇
 
の
 
巨
コ
 

・
の
 

オ
ず
 
笘
の
「
 

之
 
0
 
（
 
臣
 
当
ま
 
傾
ガ
臼
 

（
 
仁
乱
音
 

Ⅱ
Ⅱ
 

り
 
@
 
ノ
叫
ぎ
臼
 

（
で
 

占
八
 

り
る
 

0
 
」
（
 

そ
 
Ⅰ
・
 

き
 
）
、
「
 

皓
川
 

Ⅱ
 
ば
、
 

必
然
と
自
由
 

㌦
 
研
綿
称
血
乱
凧
 

き
り
す
の
 

0
 
ミ
リ
 
コ
ぃ
 

Ⅱ
 
ヨ
 
0
 
コ
耳
Ⅰ
 

り
 
Ⅰ
 之
 
三
ミ
リ
 

@
 
）
 
d
 
ぬ
オ
 

注
 
ビ
ロ
 

コ
 
立
円
石
 

ぎ
臼
 

-
 
で
あ
る
 

0
 
」
（
 
く
 
（
・
 

目
 
）
と
い
う
 

。
そ
の
他
、
 

  

 
 

を
 
が
 
め
 

憶
わ
せ
ろ
も
 

ハ
 
り
が
あ
る
 

0
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ペ
ソ
 
ワ
 

す
で
に
述
べ
た
如
く
 、
シ
 ・
 
ヱ
リ
ソ
グ
 の
絶
対
者
が
理
性
 そ
の
も
の
で
あ
り
、
認
識
作
用
自
体
で
あ
る
こ
と
が
如
来
 蔵
の
智
慧
の
方
面
と
 

対
応
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
シ
ェ
リ
 ソ
グ
 の
理
性
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
 。
「
哲
学
と
宗
教
」
の
な
 

-
2
@
 

か
で
、
理
性
の
根
源
 態
 が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
 理
性
の
根
本
性
格
は
「
根
源
統
一
（
 C
 （
 
臼
コ
オ
キ
 ）
 と
し
 て
 理
解
さ
れ
て
い
る
。
 

す
な
ね
 ち
、
知
の
本
質
と
し
て
の
形
態
は
「
根
源
 知
 」
（
 C
q
 き
ぉ
目
 ）
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
根
源
理
性
」
（
 C
r
 
ヰ
 の
 
Ⅰ
 
コ
建
コ
持
 
。
 ノ
鋲
弍
 
0
 り
レ
 
性
 
㌃
 

外
 な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
理
性
と
絶
対
者
 と
の
関
係
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
理
性
が
本
質
的
に
 
は
 統
一
で
あ
る
と
い
う
 

こ
と
は
、
絶
対
者
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
 て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
 絶
 村
老
 は
 模
写
さ
れ
た
 形
 

態
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
の
統
一
の
点
が
 す
な
わ
ち
「
自
我
性
」
（
に
 
廿
ゴ
の
 
～
（
）
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
 。
そ
れ
ゆ
え
に
絶
対
的
 

な
 意
味
に
お
い
て
は
、
理
性
と
自
我
性
と
は
全
く
同
一
で
 あ
る
が
、
し
か
し
事
実
上
は
、
統
一
の
点
は
統
一
そ
の
 も
の
よ
り
も
 一
 そ
 う
限
 

建
 さ
れ
た
意
味
を
荷
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
我
性
 二
 一
重
の
方
向
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
第
一
に
 
そ
れ
は
、
絶
対
者
す
な
 

わ
ち
「
神
か
ら
最
も
遠
ざ
か
っ
た
 点
 」
 雀
瑛
 
㌧
 目
 コ
 
%
 
 倖
 銭
 曲
目
の
の
 

e
r
 

の
（
の
口
内
 

口
司
 冊
目
 息
せ
 0
 コ
 0
0
 

二
）
で
あ
る
と
 

目
時
に
、
第
二
に
「
 絶
 

村
老
へ
還
帰
す
る
契
機
」
 

雀
縛
目
 。
日
の
三
年
代
オ
ぎ
オ
 が
め
ず
 

r
z
 

目
口
 

ト
 す
の
 
0
 す
こ
し
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
意
味
か
ら
自
我
性
 

は
 、
「
模
写
さ
れ
た
も
の
の
最
高
の
対
自
存
在
の
点
」
 

G
 め
ぺ
弔
岸
コ
オ
侍
串
 

の
の
 
廿
む
 
。
二
の
日
。
 

コ
円
む
 
Ⅱ
・
 

ゑ
 り
 
ず
 @
 の
。
 
ト
ヴ
 
㏄
（
 

@
 
の
 。
中
コ
 

の
 リ
 の
の
 
レ
ヴ
 ㏄
の
 
サ
 田
田
の
（
の
 

口
 ）
 

で
あ
り
、
ま
た
「
有
限
性
の
普
遍
的
原
理
」
 

雀
泳
 巴
瓦
 の
日
の
山
コ
 

0
 
 
㌧
Ⅰ
中
口
 

り
印
づ
音
 
Ⅰ
田
口
 &
 ）
 
や
め
 

甘
井
 
0
 千
こ
で
あ
る
と
 
云
 わ
れ
て
い
る
。
か
く
し
 

て
 理
性
は
根
源
統
一
で
あ
り
、
自
我
性
は
限
定
さ
れ
た
 意
 味
 に
お
け
る
統
一
の
点
、
も
し
く
は
有
限
性
の
原
理
で
 あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
 

自
我
性
の
さ
ら
に
個
性
化
さ
れ
た
も
の
が
「
 魂
 」
篇
の
の
 円
 
乙
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
魂
に
も
二
重
の
可
能
性
が
与
 
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
 

は
 絶
対
者
の
な
か
に
あ
る
可
能
性
で
あ
り
、
第
二
は
自
 己
 自
身
の
う
ち
に
あ
る
可
能
性
で
あ
り
、
後
者
は
絶
対
者
 の
 原
型
か
ら
分
離
す
る
 

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
魂
か
ら
絶
対
者
へ
と
 逆
に
遡
っ
て
い
く
と
、
魂
の
根
源
統
一
に
対
す
る
関
係
が
 、
根
源
統
一
の
絶
対
者
 

に
 対
す
る
関
係
に
等
し
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
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如来蔵 思想の シ，リ ソグ哲男 

て
い
る
点
か
ら
云
え
ば
、
仏
教
の
 
ァ
 ー
ラ
・
 
ャ
識
 、
如
来
 蔵
 と
微
妙
に
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
 

自
我
を
唯
一
 -
5
-
 

の
実
体
と
 

し
て
理
解
し
、
ま
た
同
じ
く
自
我
を
「
あ
ら
ゆ
る
実
在
 

の
 定
立
性
の
基
体
」
 
G
 目
す
の
（
Ⅰ
 

簿
目
 
宙
の
下
の
の
 

t
z
 

す
滞
 
寸
の
山
片
目
 

串
 寄
生
田
（
 

曲
 
（
）
と
な
し
 

て
い
る
点
を
考
慮
す
れ
 
ば
 、
如
来
蔵
よ
り
も
 一
 そ
 う
明
 確
 な
存
在
規
定
性
を
附
与
し
て
い
る
と
云
 

う
べ
 ぎ
で
あ
ろ
 ぅ
 。
こ
の
こ
と
は
、
 
す
 

で
に
論
じ
た
如
く
「
先
験
的
観
念
論
の
体
系
」
の
な
か
 

で
、
に
 ダ
驚
宇
 の
よ
り
も
Ⅱ
 
蓬
 江
口
を
一
そ
 う
 高
い
命
 題
 と
し
て
主
張
し
て
い
 

た
こ
と
か
ら
も
領
か
れ
る
。
し
か
も
後
期
の
「
神
話
の
 

哲
学
」
に
お
い
て
は
、
最
初
期
の
「
自
我
に
つ
い
て
」
の
 

  

の
 実
体
観
念
が
、
そ
の
ま
ま
神
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
る
 

。
す
な
 ね
 ち
、
 神
 こ
そ
が
実
体
で
あ
り
、
基
体
そ
の
も
 

の
で
あ
り
。
神
は
決
し
 却
 

 
 ，

て
 
自
我
は
無
制
約
者
で
あ
り
、
存
在
す
る
所
の
 万
象
は
自
我
の
な
か
に
在
り
、
自
我
の
外
に
は
何
物
も
な
 い
、
と
い
う
趣
旨
を
主
張
し
 

@
4
-
 

 
 

点 さ 

か
ら
見
る
と
、
シ
ェ
リ
 
ソ
グ
 は
如
来
蔵
に
比
し
て
最
初
 
か
ら
著
し
い
傾
向
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
 

自
我
に
つ
い
て
」
の
な
か
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
魂
か
ら
自
我
性
へ
、
自
我
 性
か
ら
理
性
へ
、
理
性
か
ら
絶
対
者
へ
の
一
連
の
系
列
を
 想
定
す
る
こ
と
が
で
 

き
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
ま
た
絶
対
者
か
ら
魂
へ
の
 一
 種の
流
出
の
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
。
 

-
3
-
 
こ
の
よ
う
な
鋭
吉
 ハ
 
か
ら
、
如
来
蔵
と
の
 照
 

合
を
考
え
る
と
、
如
来
蔵
は
シ
ェ
リ
 ソ
グ
 か
ら
 歩
 く
と
 も
二
つ
の
点
に
関
し
て
区
別
さ
れ
得
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
第
一
匹
、
如
来
蔵
 

は
 生
死
と
淫
薬
と
の
根
拠
で
あ
る
と
は
云
え
て
も
、
 現
 家
世
界
が
如
来
蔵
か
ら
流
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
 い
か
な
る
意
味
に
お
い
 

て
も
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
 、
シ
ヱ
リ
ソ
 グ
の
 理
性
は
統
一
と
云
わ
れ
、
か
つ
右
の
よ
う
に
、
 魂
 、
 自
我
性
、
理
性
、
絶
対
 

者
の
系
列
の
な
か
で
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
 理
 性
は
実
体
的
な
存
在
の
意
味
に
深
く
つ
ら
な
っ
て
い
る
 ナ
 
」
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
 

し
 如
来
蔵
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
の
存
在
性
を
荷
 う
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
題
の
う
ち
、
 第
 一
点
は
、
シ
ェ
リ
 ソ
グ
 

で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
 説
 に
裏
 づ
 げ
ら
れ
て
お
り
、
 仏
 教
の
縁
起
 説
 に
対
照
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
創
造
 説
と
 縁
起
 説
 と
の
対
比
 

 
 

⑥
は
別
と
し
て
、
右
の
第
一
点
と
第
二
点
と
の
問
題
 

は
 互
に
重
な
り
合
っ
て
お
り
、
結
局
は
、
哲
学
の
究
極
の
 領
域
に
或
る
意
味
の
存
在
性
 

も
を
強
調
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
承
認
 
し
な
い
か
の
相
違
に
関
わ
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
 

ヘ
 
き
 
、
 

シ
ェ
リ
ン
グ
の
絶
対
者
と
如
来
蔵
と
は
多
く
の
 観

点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
が
、
 し
か
し
こ
の
存
在
性
の
間
頭
 

 
 



て
 一
種
の
存
在
者
で
は
な
く
、
実
は
「
存
在
者
自
体
」
（
 

宙
笘
 の
の
 
ハ
 
の
生
の
の
の
）
 

ず
の
 
（
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
 

か
 ら
 神
は
、
事
実
上
存
在
 
帥
 

す
る
も
の
の
究
極
で
あ
り
、
個
々
の
存
在
す
る
も
の
は
 

神
と
い
う
存
在
者
の
な
か
に
全
く
統
摂
せ
ら
れ
る
。
こ
の
 

よ
う
な
存
在
観
念
は
如
拙
 

 
 

来
歳
に
は
非
常
に
稀
薄
で
あ
り
、
あ
る
い
は
ほ
ど
ん
ど
 

認
め
ら
れ
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
神
が
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
二
方
で
ご
 

は
、
 神
は
「
必
然
的
に
実
存
す
る
も
の
」
 

雀
お
コ
 ヨ
老
 目
 宙
 田
ゆ
 
お
 Ⅹ
い
の
 

目
 e
 
Ⅱ
 
0
 
コ
倖
の
 

"
 

沫
窩
 の
の
が
Ⅰ
～
 

0
 邑
乙
の
 
（
の
口
の
）
で
あ
る
と
い
う
仕
方
で
表
わ
 

さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
神
の
存
在
者
の
在
り
 

方
は
必
然
的
で
あ
る
と
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
必
然
性
を
 

シ
ヱ
り
ソ
 グ
は
 極
め
て
注
意
深
く
強
調
し
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
 

 
 

的
に
実
存
す
る
も
の
」
 
雀
舘
口
 0
 
（
毛
の
口
 

宙
 ～
 
ぬ
コ
 
0
 
（
毛
の
口
 

宙
ゃ
 

㍉
 め
パ
い
 

の
（
日
の
お
 

臣
 ③
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
 
は
 「
自
己
の
本
性
か
ら
 

必
然
的
に
実
存
す
る
も
の
」
㊧
 
舘
 コ
差
目
 
ゅ
旨
 a
 コ
 o
 
寺
 0
 
口
 宙
ゃ
ぬ
已
 

Ⅹ
円
理
 

ざ
ほ
已
 乙
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
 
り
 、
「
単
に
事
物
上
の
必
 

然
 的
な
実
存
」
㊧
 弟
匡
 0
 
の
の
 

a
c
 

（
 
E
 
 
口
 
o
 
（
韻
の
 

コ
宙
 
円
窓
Ⅱ
 
准
 

 
 

リ
ン
グ
の
後
期
に
お
け
 

る
 、
こ
の
 ょ
う
 な
言
わ
ば
絶
対
的
必
然
性
は
、
最
初
期
 

の
 「
自
我
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
は
、
「
自
我
の
絶
対
的
 

実
体
の
因
果
性
」
と
か
、
 

 
 

論
じ
た
如
 き
 絶
対
的
自
由
が
す
な
わ
ち
絶
対
的
必
然
と
 

な
っ
て
展
開
し
て
い
る
 

 
 

ど
を
憶
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
り
、
し
か
も
 
の
「
 

知
 
-
0
-
1
 

性
」
 公
 。
 
シ
 
目
堅
 
ニ
ン
グ
が
こ
の
存
在
者
そ
の
も
の
を
「
純
粋
 

事
象
」
 

 
 同

時
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
の
よ
う
な
必
然
性
は
、
理
性
 

と
 深
く
結
び
合
っ
て
い
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
理
性
と
は
 

「
直
接
的
な
思
惟
に
 

お
い
て
定
立
さ
れ
た
も
の
を
踏
み
越
え
て
い
く
純
粋
 

思
 惟
 」
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
 
ょ
う
 な
思
惟
そ
の
も
の
が
、
 
す
な
わ
ち
「
根
源
的
 
必
 

熱
性
」
 雀
オ
 E
 ド
の
笘
む
 

コ
 
%
 ざ
け
の
 

Z
0
 

（
毛
の
コ
 

%
 鯨
 村
立
 
こ
で
 あ
る
と
云
わ
れ
て
し
る
。
、
 

-
2
-
1
 

し
か
も
右
に
挙
げ
た
「
純
粋
 

事
象
」
「
純
粋
思
惟
」
「
 

根
 

源
的
 必
然
性
」
な
ど
は
、
結
局
は
絶
対
者
に
関
し
て
 

同
 一
の
事
態
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
体
な
ら
な
い
が
、
 

し
 か
し
積
極
哲
学
の
立
場
 

か
ら
決
し
て
そ
れ
だ
げ
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
 

は
 同
時
に
活
動
そ
の
も
の
力
そ
の
も
の
と
し
て
も
現
わ
れ
 

て
い
る
。
す
で
に
「
 
先
 

験
的
 観
念
論
の
体
系
」
の
な
か
で
、
自
己
意
識
は
決
し
 

て
 経
験
的
な
も
の
で
は
な
く
、
根
源
的
で
あ
り
純
粋
意
識
 

で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
 



一
 
・
絶
対
的
な
作
用
」
 

ご
コ
 
が
 
す
 
の
の
 

す
 （
の
 

ザ
下
酊
 

）
で
あ
っ
て
 

。
そ
の
外
に
に
自
我
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
趣
旨
を
展
 

閲
 し
て
い
る
が
、
 

@
 
i
 
）
 
後
期
 

で
は
そ
の
よ
う
な
作
用
性
が
神
の
問
題
と
し
て
 

一
 
そ
 う
 
明
瞭
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
哲
学
的
経
験
論
 

の
 叙
述
」
に
お
い
て
 

は
、
 
神
は
活
動
で
あ
り
、
神
性
関
す
る
最
後
の
表
象
は
 

、
 
「
無
制
限
者
た
り
得
る
も
の
」
 

盆
宵
由
 
が
の
 
C
 コ
汀
 
円
目
 
ぃ
片
 

0
 の
 
0
 
ノ
 
コ
ホ
 
ゥ
 
戸
戸
の
 

コ
 
Ⅰ
 
0
 
）
 

と
 云
わ
れ
ぷ
神
話
の
哲
学
」
 

釜
 @
 
 

で
は
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
 

な
 表
現
で
あ
る
「
 

無
 制
約
的
な
存
在
可
能
」
 

?
 ぎ
岸
手
紅
 

-
 
二
幅
 

田
 
の
の
㏄
の
 

ノ
ロ
ガ
 

ロ
コ
 
目
 
0
 
口
）
 

ガ
、
 
神
を
「
純
粋
な
勢
力
と
威
力
」
（
の
山
口
す
三
盆
の
 

目
曲
 
0
 
プ
円
仁
口
ロ
の
の
ミ
曲
 

@
 
@
 
）
 
-
I
 
 

り
 と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
と
 

考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

神
 

 
 

が
 存
在
者
自
体
で
あ
る
こ
と
は
前
に
触
れ
た
が
、
そ
の
 

ナ
 
」
と
は
、
神
が
「
存
在
の
外
に
、
か
つ
存
在
の
上
に
」
（
 

ゆ
仁
 

㏄
の
の
Ⅰ
 

倖
 
e
 
日
の
臼
 
臣
 
。
 

 
 

も
つ
ぎ
に
「
 
宝
性
論
 
」
に
お
け
る
如
来
蔵
の
大
悲
 

 
 

醐
る
 

が
 
右
に
論
じ
た
理
性
、
必
然
、
活
動
、
力
な
ど
が
絶
対
お
る
。
「
ス
ト
ク
 
照
 

点
か
ら
見
て
も
、
愛
は
絶
対
者
の
活
動
そ
の
も
の
 

ッ
 
ト
ガ
ル
ト
の
釈
講
義
」
の
な
か
で
、
 

哲
 な
か
で
、
神
の
起
源
を
追
求
し
て
源
氏
あ
る
い
は
 

虹
 

ソ
は
 さ
ら
に
こ
の
方
面
を
掘
り
下
げ
て
い
る
。
す
な
 

み
汀
 
Ⅱ
 
音
日
は
し
 
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

従
 

 
 

 
 

を
 念
頭
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
愛
は
い
か
が
な
る
で
あ
 

ね
 ち
、
精
神
は
光
と
 

闇
 と
の
絶
対
的
な
同
一
性
で
あ
る
が
 

ド
 
氏
と
名
づ
 

け
 、
「
 
光
と
闇
仁
 

対
す
る
絶
対
の
無
関
心
」
 

 
 

っ
て
神
は
存
在
に
対
し
て
全
く
自
由
で
あ
り
、
神
が
存
在
 

 
 

に
 至
っ
た
が
、
シ
ェ
リ
 

ソ
グ
 

 
 ろ

 う
か
 
。
こ
の
愛
も
ま
た
、
 

、
そ
の
精
神
を
越
え
る
と
、
 

者
 自
体
で
あ
る
限
り
 

神
 

 
 

 
 

ぎ
 

 
 

学
 

グ
 

 
 

 
 

 
 



羊
水
釆
の
任
務
を
完
 
ぅ
 す
る
こ
之
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
 
の
方
向
は
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
の
な
か
で
最
後
ま
で
並
進
 
し
て
い
る
（
第
一
 
は
申
 

 
 

 
 

「
定
性
 論
 」
に
お
け
る
如
来
蔵
の
大
悲
が
 、
恰
 か
も
水
の
 万
象
に
参
み
 透
 る
が
如
く
、
「
一
切
衆
生
に
対
し
て
最
も
 

柔
軟
な
自
体
一
味
 
の
 

相
 」
と
云
わ
れ
る
の
と
、
 
殆
 ん
ど
類
型
を
同
じ
う
し
て
 い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
シ
ェ
リ
ン
グ
は
 、
理
性
を
「
神
に
お
け
 

る
 第
一
受
動
者
」
を
お
 
弓
 Ⅱ
ヰ
日
 

岸
 日
召
 蹉
写
 甘
口
ぎ
の
 中
 
き
 
す
な
わ
ち
「
原
初
的
な
智
慧
」
 

e
 ぽ
の
 孔
ぎ
怯
げ
 ア
の
 圭
三
 %
 
デ
田
 *
 ）
 と
な
 

し
 、
そ
の
智
慧
に
お
い
て
は
「
万
物
が
 柑
 共
に
在
り
な
 が
ら
而
も
相
分
れ
て
お
り
、
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
而
も
そ
 れ
ぞ
れ
が
そ
の
在
り
方
 

に
お
い
て
自
由
で
あ
る
」
と
述
 

-
 
ど
べ
て
い
る
観
点
を
照
 考
 す

れ
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
理
性
と
愛
と
が
互
に
 離
 れ
 難
く
 、
 深
く
結
び
 合
 

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
如
来
 蔵
 の
な
か
で
智
慧
と
大
悲
と
が
 統
接
 さ
れ
て
い
る
こ
と
 と
 対
比
さ
れ
得
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
 

こ
の
 ょ
う
 に
如
来
蔵
に
お
け
る
智
慧
、
自
然
、
活
動
、
不
 回
思
議
な
力
、
大
悲
な
ど
を
念
頭
に
お
い
て
、
 シ
ヱ
り
 ソ
グ
 の
絶
対
者
を
眺
 

め
て
み
る
と
、
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
諸
性
格
と
同
じ
形
態
 と
し
て
の
理
性
、
必
然
、
活
動
、
力
、
愛
な
ど
に
お
い
て
 現
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
 

知
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
諸
性
格
は
互
に
内
面
的
 に
 結
び
合
っ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
ら
の
統
一
体
と
し
て
 の
 如
来
蔵
と
絶
対
者
 と
 

は
 著
し
く
接
近
し
た
問
題
意
識
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
 展
 閲
 し
て
い
る
と
云
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
両
者
が
明
か
 に
 区
別
さ
れ
得
る
の
 

は
 、
す
で
に
論
じ
終
っ
た
所
か
ら
見
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
 の
 絶
対
者
が
明
確
な
存
在
性
を
荷
 う
 も
の
で
あ
る
の
に
 対
 し
て
、
如
来
蔵
は
必
ず
 

し
も
明
瞭
で
な
く
、
む
し
ろ
如
来
蔵
思
想
の
展
開
に
従
 っ
て
そ
の
存
在
性
は
拒
否
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
空
の
 思
想
に
よ
っ
て
貫
か
れ
 

て
い
る
と
云
え
る
。
シ
ェ
リ
 ソ
グ
 の
絶
対
者
に
お
い
て
 
も
無
の
見
解
は
現
わ
れ
て
お
り
、
実
践
的
な
無
関
心
の
態
 度
 が
強
調
さ
れ
て
は
い
 

る
が
、
し
か
し
究
極
に
お
い
て
絶
対
者
の
存
在
性
は
動
か
 す
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
存
在
性
の
強
調
が
如
来
蔵
思
想
か
ら
分
れ
る
 所
で
あ
る
が
、
こ
の
存
在
性
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
 て
 二
つ
の
意
味
が
考
 

え
ら
れ
る
と
思
 う
 。
第
一
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
話
に
裏
 づ
 げ
ら
れ
て
絶
対
者
が
分
化
し
、
現
実
の
自
我
の
世
界
が
 現
象
し
て
い
る
と
い
う
 

こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
現
実
の
人
間
（
自
己
）
の
立
場
か
 ら
 自
我
の
絶
対
性
を
追
求
し
て
絶
対
者
に
至
り
、
 シ
，
 リ
ン
グ
の
い
わ
ゆ
る
 哲
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期
か
ら
、
第
二
 は
 初
期
か
ら
）
。
第
一
の
、
絶
対
者
の
神
 話
 的
な
超
越
性
は
、
如
来
蔵
が
そ
の
展
開
の
歴
史
に
お
 い
て
自
ら
の
超
越
的
な
 

実
体
性
を
拒
否
し
て
 き
た
 よ
 う
 に
、
神
話
で
は
な
く
 哲
 学
 自
体
の
問
題
と
し
て
反
省
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 第
 

二
の
問
題
に
関
し
て
は
、
逆
に
如
来
蔵
自
体
の
反
省
が
 求
め
ら
れ
る
。
 

シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
第
二
の
方
向
は
、
す
で
に
「
 自
 我
 に
つ
い
て
」
の
全
問
題
と
し
て
出
発
し
後
期
に
及
ん
で
 い
る
 0
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 

哲
学
の
な
か
で
、
問
題
の
焦
点
が
自
我
か
ら
神
へ
大
き
 く
 変
遷
し
て
い
る
が
、
絶
対
者
の
主
体
的
な
追
求
と
い
う
 根
本
方
針
に
お
い
て
 変
 

6
 所
は
な
い
。
こ
の
方
向
か
ら
見
れ
ば
、
絶
対
者
の
存
 在
 性
の
追
求
は
、
自
我
自
身
の
存
在
に
深
く
根
ざ
し
て
い
 る
と
云
え
る
。
従
っ
て
 

そ
れ
だ
げ
に
、
絶
対
者
の
統
一
性
も
、
自
我
自
身
の
統
 
一
の
反
映
と
し
て
強
い
結
束
力
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
に
 対
し
て
如
来
蔵
は
 、
イ
 

ソ
ド
 思
想
一
般
の
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 ・
ア
ー
ト
マ
 ソ
 
（
絶
対
 
者
 ・
真
誠
）
の
観
念
に
導
か
れ
て
い
る
一
面
は
考
え
ら
れ
 る
が
、
仏
教
に
属
す
る
 

も
の
と
し
て
そ
の
立
場
か
ら
、
如
来
蔵
は
同
時
に
無
我
 で
あ
り
空
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
如
来
蔵
自
体
は
決
し
 て
 縁
起
で
は
な
い
か
 

ら
 、
い
か
に
し
て
如
来
蔵
が
無
我
で
あ
り
空
で
あ
り
、
 イ
ソ
 ド
 思
想
の
真
我
か
ら
異
な
る
か
、
と
い
う
問
題
は
少
 し
も
明
か
に
さ
れ
て
い
 

ナ
よ
へ
 

辛
ん
 
：
 
v
 。
 

仏
教
に
お
け
る
 空
 、
縁
起
あ
る
い
は
自
然
と
い
う
如
 き
 観
念
は
、
仏
教
の
著
し
い
特
徴
で
あ
り
、
特
定
の
立
場
に
 捕
わ
れ
な
い
無
尽
 

無
碍
の
世
界
の
展
開
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
 は
 一
方
に
お
い
て
た
だ
形
式
的
に
、
あ
る
い
は
安
易
な
立
 場
 で
理
解
さ
れ
易
い
 危
 

険
 性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
も
と
よ
り
如
来
蔵
思
想
の
展
 開
 が
そ
の
よ
う
な
弊
害
に
お
ち
て
い
る
と
は
云
え
な
い
が
 、
如
来
蔵
が
自
ら
の
 主
 

体
性
を
と
り
戻
す
為
に
は
、
自
我
性
の
観
点
に
お
い
て
 改
め
て
考
え
開
く
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 い
わ
ゆ
る
自
我
意
識
は
 

唯
識
に
お
い
て
間
わ
れ
、
 ァ
 ー
 ラ
ャ
識
 ま
で
深
め
ら
れ
 て
い
る
が
、
究
極
の
 ァ
 ー
ラ
ヤ
識
の
無
な
る
こ
と
を
認
知
 し
て
無
我
に
至
る
こ
と
 

が
 唯
識
の
目
標
で
あ
る
。
こ
こ
で
云
 う
 自
我
性
の
要
求
 は
 、
そ
う
い
う
意
味
の
 ア
 ー
ラ
ヤ
識
で
は
な
く
、
そ
の
 間
 題
を
乗
り
こ
 え
 無
我
の
 

実
現
し
て
い
る
如
来
蔵
に
お
い
て
、
自
覚
の
中
核
、
主
 体
性
の
統
一
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
如
来
蔵
思
想
の
展
 開
 が
示
す
よ
 う
 に
 、
如
 

米
蔵
の
実
体
的
な
存
在
性
は
拒
否
さ
れ
て
了
っ
て
い
る
。
 そ
の
意
味
に
お
い
て
如
来
蔵
は
徹
底
的
に
空
で
あ
る
。
 そ
の
よ
う
な
如
来
蔵
が
 
33 1327 Ⅰ 



  
10  9  8  7  6 5 4   汗

ユ
ハ
，
 

Ⅰ
）
 

（
 
2
 
介
 
乙
 ）
 

（
。
 

ラ
 ）
 本

文
一
三
 
｜
 一
四
頁
参
照
。
 

"
 
㌧
ず
目
 
0
 の
 
0
 せ
ず
 
@
0
 目
 
コ
由
オ
の
コ
 
㏄
 
@
0
 
ヰ
 ・
 ぺ
 1
.
 
も
㏄
 
｜
 も
下
。
ウ
ト
 

@
 り
い
 

シ
ェ
リ
 ソ
グ
 は
、
い
わ
ゆ
る
「
流
出
説
」
も
 ヨ
 の
 コ
 の
（
 
@
0
 
コ
ム
。
甲
の
 
）
に
つ
い
て
は
明
瞭
に
否
定
し
て
い
る
 

0
 （
 
、
巾
 
ま
す
の
 0
 づ
ア
ぎ
億
 
二
ロ
 
オ
 の
 -
@
 

の
 
@
c
 
て
 く
Ⅰ
 

の
の
。
の
⑧
。
そ
れ
は
、
絶
対
者
の
世
界
と
、
そ
れ
か
ら
産
み
出
さ
れ
 
る
 現
象
 界
 と
の
間
の
根
本
的
な
区
別
に
つ
い
て
「
流
出
説
」
が
 
持
ち
出
さ
れ
る
 

場
合
に
な
さ
れ
て
い
る
っ
 

シ
ヱ
り
ソ
グ
 
の
見
解
で
は
、
両
者
の
間
 に
は
た
と
え
ば
 
光
と
闇
 と
の
よ
う
な
本
質
的
な
区
別
は
な
い
と
 一
 
五
ぅ
 0
 し
か
し
 

こ
こ
で
シ
ェ
リ
 
ソ
グ
 の
見
解
を
一
種
の
流
出
的
な
も
の
と
見
る
の
 

は
 、
絶
対
者
か
ら
現
象
 界
 が
導
 き
 出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
 
つ
い
て
で
あ
 

る
 0
 こ
の
よ
う
な
観
念
は
シ
ェ
リ
 

ソ
グ
 の
思
想
の
根
 抵
 に
あ
る
。
 こ
と
に
後
期
の
哲
学
に
お
い
て
著
し
い
 

0
 

、
ノ
ト
 

。
出
づ
 
H
n
 
ず
 ・
 H
.
 
）
の
 
め
 
1
 ）
の
㏄
 

ハ
し
 
Ⅰ
 
@
.
n
@
 

ト
 
・
ト
 ド
ト
ベ
 

田
す
臣
 
0
 の
 
0
 で
 
圧
 。
缶
の
Ⅰ
 ミ
ゼ
田
 0
 す
噌
鴨
 Ⅹ
 目
 ・
 
い
縛
 こ
こ
で
シ
ェ
リ
 ソ
グ
 は
 、
 神
に
つ
い
て
、
の
 仁
汀
 3
%
 ぎ
の
の
（
乙
名
。
 笘
ま
ア
 @
a
 
（
 ウ
亜
 
0
 れ
め
 
-
 
て
も
く
つ
 

丈
 

ら
の
の
の
の
三
の
と
述
べ
て
い
る
。
 

-
 
Ⅱ
 @
 
臣
 -0
 
目
 Ⅰ
 ヰ
の
 @
 
コ
ロ
 @
0
%
 
ア
臣
 
0
 の
 
0
 づ
ア
 
@
 
の
笘
の
Ⅱ
プ
ロ
 
ヒ
ヰ
 
す
 
o
-
C
 

㏄
 
@
0
 
、
、
ト
 

㏄
 ウ
 
0
.
 メ
目
 ㏄
 
ト
ベ
 

@
 
下
コ
 色
め
 
Ⅱ
。
 
し
の
巨
仁
オ
コ
 

0
 コ
 色
の
Ⅱ
 
づ
 Ⅰ
 
-
 
コ
り
 
-
 
せ
 
-
e
 
コ
 缶
の
Ⅱ
で
 
0
 の
 
岸
 -
 
せ
め
コ
 
弔
壬
 -
0
 
の
 
0
 せ
 日の
・
）
㏄
 

ト
ト
 
。
Ⅹ
（
 
ぺ
 ・
㏄
 
捲
、
 ㏄
も
 
べ
 

、
ノ
ト
 

。
目
ヰ
 
H
n
 
ゴ
 、
 H
.
 
）
の
 
9
 
㎏
㏄
も
 

頼
耶
 
（
 
ア
 ー
ラ
ヤ
）
縁
起
、
法
界
縁
起
と
い
う
場
合
に
は
、
 

ア
｜
 ラ
 マ
 そ
の
も
の
法
界
そ
の
も
の
が
縁
起
で
あ
り
、
ま
た
 シ
ェ
り
 ソ
グ
 の
絶
対
者
 

そ
の
も
の
が
必
然
性
で
あ
る
と
云
え
る
が
、
如
来
蔵
縁
起
と
い
う
 
場
合
に
は
、
決
し
て
如
来
蔵
そ
の
も
の
が
縁
起
た
る
こ
と
を
 表
 わ
し
て
い
る
の
 

 
 

ま
り
で
あ
る
）
を
限
り
な
く
 蘭
 明
し
て
い
く
こ
と
で
あ
 ろ
 う
 。
 

自
覚
の
主
体
を
主
張
す
る
為
の
必
要
な
目
標
は
、
い
か
 

な
る
意
味
の
対
象
的
な
存
在
者
で
は
な
く
、
従
っ
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。
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よ
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な
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自
覚
の
深
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シ
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叙
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一
 ま
え
が
 ぎ
 

ウ
ィ
リ
ア
ム
，
ジ
ェ
イ
ム
ズ
（
一
八
四
二
 

｜
 一
九
一
 

0
 ）
 
は
 、
か
つ
て
、
宗
教
に
関
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
 

際
 、
こ
れ
 

室
 一
つ
の
部
 

分
 に
め
げ
 

ろ
 こ
と
を
考
え
て
い
た
。
経
験
的
事
実
と
し
 

（
 
づ
 
肘
の
く
い
由
の
由
の
の
 

0
 
小
力
出
品
 

@
o
 

由
の
己
Ⅹ
月
立
 

の
コ
り
 

③
 の
 

て
の
宗
教
の
、
心
理
学
的
解
明
と
、
か
く
解
明
さ
れ
た
 

占
 

最
後
の
部
分
に
、
宗
教
の
哲
学
的
研
究
に
つ
い
て
論
及
 

示
教
現
象
の
、
哲
学
的
 

考
 

し
て
い
る
が
、
極
め
て
 

 
 

 
 

 
 

宗
教
に
つ
い
て
、
問
題
を
集
中
し
て
み
て
も
、
ジ
ェ
 

イ
ム
ズ
の
宗
教
哲
学
は
、
組
織
だ
て
ら
れ
て
は
い
な
い
 

。
「
宗
教
経
験
の
諸
相
」
 

概
略
的
の
も
の
で
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
の
も
の
と
点
目
 

t
O
 

り
匹
は
せ
母
 

コ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
 

-
3
-
 

G
 母
帥
日
の
 

 
 

 
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
と
根
 本
 的
経
験
論
 高

木
き
よ
子
 

二
 ま
え
が
 
ぎ
 

二
 、
人
間
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
 

三
 、
そ
の
宗
教
思
想
の
特
質
 

口
 、
根
本
的
経
験
論
 

ま
、
 む
す
び
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九
案
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
少
年
時
代
の
教
育
の
大
 
き
 な
部
分
を
 、
ョ
 一
口
 

イムズの宗教思想と 根本的経験論 

ョ
 ー
Ⅰ
 ッ
パ
 の
思
想
、
学
問
へ
の
批
判
の
眼
は
、
幼
時
よ
 り
の
 度
重
 

に
た
っ
た
が
、
人
間
へ
の
 目
 ざ
め
、
人
間
中
心
の
も
の
の
 考
え
万
は
 、
 

文
教
会
主
義
の
気
風
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
育
っ
た
家
庭
 に
あ
っ
た
。
 ジ
 

形
式
的
な
教
会
牛
仏
、
教
義
尊
重
主
義
へ
の
 反
 撤
 さ
、
 
シ
ェ
イ
ム
。
 ス
 

こ
の
点
に
た
っ
て
、
今
一
度
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
一
生
を
と
ら
 え
て
み
る
 

ざ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
 人
間
解
明
へ
 

あ
る
。
 

れ
は
、
西
洋
の
伝
統
的
な
宗
教
思
想
に
対
す
る
一
種
の
 挑
戦
で
あ
っ
た
 

  
ッ な こ ェ は の と と 

パ る の イ   
で ョ 文 ム 父 

努 、 み 
力 複 る 

ぅ l に ズ の で 雑 こ 

げ p  よ も T  @ あ だ と 

た " っ " 響 り と ； ミ   て 究 で "  ぽ、 で " 
そ 旅 、 踵 骨 客 わ ぎ 

0 行 先 的 に 観 れ よ 

異 か 分 に つ 的 た ぅ 

な ら 培 は け に そ     
語 れ れ の 父 を 歴 
に た た 父 へ ナ巴 K こ 

も も 0 千 と ン 握   

清 め - 柑 リ し 実 
通 と 反 イ ょ は 
し い す   @ 

一
貫
し
て
た
え
 

と
し
た
試
み
で
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
の
 

る
 宗
教
的
立
場
 

え
 よ
 う
 。
 事
 

-
8
-
 

て
い
た
。
ジ
ェ
 

か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
長
い
伝
 統
 が
そ
の
根
底
に
あ
る
西
洋
の
思
想
で
は
、
人
間
よ
り
も
 、
 神
 、
絶
対
者
等
を
中
 

心
と
す
る
世
界
観
、
人
間
観
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
こ
れ
 に
 対
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
と
っ
た
態
度
は
、
よ
り
人
間
 を
 中
心
と
し
た
も
の
の
 

み
か
た
で
あ
る
。
ジ
ェ
 ィ
ム
ズ
 が
、
宗
教
に
お
い
た
 関
 心
も
興
味
も
、
こ
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
 す
な
ね
 ち
、
神
を
離
れ
 

た
 人
間
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
の
解
明
こ
そ
、
ジ
ェ
イ
 ム
ズ
 が
、
生
涯
を
通
じ
て
、
追
究
し
ょ
う
と
し
た
問
題
で
 あ
っ
た
と
い
え
る
。
 そ
 

間
の
経
験
を
中
心
に
し
、
そ
れ
を
出
発
点
と
す
る
も
の
 の
 考
え
方
で
の
ぞ
ん
だ
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
、
西
洋
 的
な
思
惟
、
思
想
の
枠
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
独
自
の
見
解
を
も
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
 に
 、
あ
た
ら
し
い
哲
学
を
築
き
あ
げ
た
。
経
験
主
義
を
そ
 の
 立
場
と
し
て
、
 人
 

っ
 た
の
は
、
宗
教
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
宗
教
を
 、
 自
分
の
も
の
の
考
え
方
の
枠
に
は
め
て
解
き
あ
か
そ
 う
 と
し
た
の
で
あ
る
。
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
六
九
年
の
生
涯
は
 、
や
ふ
 複
雑
で
あ
っ
 た
 。
そ
の
複
雑
な
生
涯
を
通
じ
て
、
常
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 の
 心
か
ら
離
れ
た
 か
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
宗
教
哲
学
は
、
組
織
だ
て
ら
れ
な
か
っ
 た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
宗
教
に
関
し
て
 、
無
関
心
で
あ
っ
た
 

こ
と
を
示
す
も
の
で
は
、
け
っ
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
 そ
 の
 全
思
想
の
中
心
に
、
宗
教
が
位
置
し
て
い
る
と
い
え
 る
 @
5
@
 

。
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イ としな す よ ち 言 業人ム 「 し 

ろ う な だ 生 ズ か 

し、 経験主 労 の心ほ とし、 」と い 理 げで と密着 

議 そ い論 」 ざ Ⅰ 乍 

  

求 
も よ 

み 

    
と 

も   

@
 
は
 -
 

あ
る
学
問
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
代
心
理
学
の
礎
を
な
 す
も
の
と
な
っ
た
。
 

「
心
理
学
原
理
」
（
弓
立
お
巨
の
の
 

0
 （
巾
の
ぜ
 り
ダ
 o
p
o
m
 
し
の
 完
 成
 で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
と
生
理
学
 と
 心
理
学
の
境
界
線
に
 

 
 

イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
 、
ョ
 ー
ロ
ッ
。
 ハ
の
 先
進
性
を
 、
 大
い
に
見
習
う
べ
 き
 も
の
と
考
え
ら
れ
 た
 。
し
か
し
、
の
ち
 

に
 、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
大
成
し
た
と
き
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 、
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
吸
収
し
た
多
く
の
知
識
、
文
化
、
思
 惟
 方
法
、
思
想
な
ど
に
 

対
す
る
鋭
い
批
判
を
す
っ
か
り
身
に
つ
げ
て
い
た
の
で
 あ
る
。
 

ジ
ェ
ム
 ズ
 の
学
問
は
、
化
学
を
も
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
 

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
指
導
に
あ
た
っ
 た
 J
.
 ワ
 イ
 マ
ソ
 の
 

評
に
あ
る
よ
 う
 に
 
-
9
 

、
 
）
移
り
気
で
、
神
経
質
の
ジ
ェ
イ
 ム
 ズ

は
、
 長
い
こ
と
同
じ
学
問
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
 き
ず
 、
比
較
解
剖
学
、
生
理
 

-
 
薦
 -
 

学
 、
生
物
学
そ
し
て
ま
た
生
理
学
と
転
々
と
専
門
課
程
 を
 変
え
、
医
学
部
を
卒
業
し
た
。
し
か
も
、
在
学
中
か
ら
 、
心
理
学
へ
の
興
味
が
 

（
ー
 

l
 -
 

こ
く
な
り
・
ま
た
、
哲
学
を
究
め
よ
う
と
い
う
真
剣
な
 考
え
も
芽
生
え
て
い
る
。
当
時
、
自
然
科
学
の
研
究
は
 、
 破
竹
の
勢
で
発
展
進
歩
 

し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
に
よ
っ
て
、
精
神
面
か
ら
で
は
 な
く
、
生
理
的
物
理
的
に
「
人
間
」
を
解
明
す
る
鍵
が
 あ
た
え
ら
れ
は
じ
め
 

て
い
た
。
そ
し
て
、
外
側
か
ら
の
客
観
的
な
研
究
で
人
 間
を
解
明
す
る
心
理
学
が
、
実
現
を
期
待
さ
れ
は
じ
め
て
 
ぎ
た
の
で
あ
る
。
 
生
 

理
学
を
ま
な
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
え
た
学
識
を
役
立
て
な
 が
ら
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
客
観
的
方
法
に
よ
る
新
し
い
 心
 理
学
を
築
き
あ
げ
た
。
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更
に
深
く
掘
り
さ
げ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
根
本
的
経
 験
論
 」
売
 り
巨
ざ
巴
 円
目
 づ
 す
申
 

n
p
 

の
こ
と
い
う
名
称
を
 、
 シ
ェ
イ
ム
ズ
は
そ
の
 哲
 

-
B
-
 

単
 に
あ
た
え
た
。
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
解
明
を
そ
の
 問
題
と
し
て
、
生
理
学
、
心
理
学
、
哲
学
へ
と
学
問
の
分
 野
を
遍
歴
し
た
。
 
こ
 

の
間
に
あ
っ
て
、
宗
教
は
、
ど
う
と
り
あ
つ
か
わ
れ
、
 

考
 え
ら
れ
て
い
た
か
。
 
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
思
想
の
根
幹
を
な
 す
 根
本
的
経
験
論
の
上
 

に
 、
宗
教
は
、
ど
う
い
う
位
置
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
 意
 味
 を
も
っ
て
い
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、
根
本
的
経
験
論
は
 、
人
間
の
問
題
と
し
て
 

の
 宗
教
を
ど
 う
 解
明
し
た
か
。
本
論
は
、
そ
の
点
に
つ
い
 て
 ふ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
 

註
 （
 
1
-
 

円
す
の
 

づ
ロ
 
二
の
年
 
9
0
 （
 オ
 臼
田
 ざ
 仁
の
い
Ⅹ
せ
の
上
の
臣
 

c
 の
。
 
㎡
 
ツ
 
Ⅱ
 
り
 小
い
。
 

り
 Ⅹ
 づ
 P
-
 

-
2
 
）
 *
H
 
メ
 
。
の
 
ヒ
巳
 
、
臣
一
 

-
0
 
坪
 臣
 @
m
 

モ
伶
 
：
）
の
の
～
・
㌧
。
 

p
m
 
ヨ
 。
目
の
目
）
 
o
O
q
.
 

ト
 二
日
の
出
の
（
 

@
C
C
 

コ
ア
の
（
 

S
e
 

。
 お
 。
 P
 づ
 す
の
三
の
 
ぃ
コ
ぎ
 
㏄
 0
 （
 円
 「
 
弓
 Ⅰ
 
ア
 。
 ト
 
0
0
 
の
 

の
 0
 已
 0
 ㌧
Ⅰ
 
0
 す
 下
日
 の
 0
 （
㌧
 オ
目
 
0
 の
 
0
 ㌧
 ず
吋
 
。
 ド
 
0
 目
）
。
 
*
 
内
の
の
の
や
の
 

@
 
申
 オ
ぃ
日
り
 
生
田
田
 迂
 @
c
@
 

の
 日
こ
 ）
い
が
、
哲
学
に
関
す
る
著
作
で
あ
 
る
 。
 *
 印
は
 、
 

論
文
集
。
 

（
 
3
 ）
 円
プ
 
の
く
 目
 T
 （
 
T
 の
 o
 下
オ
 二
瓦
 @
0
 
品
 Ⅱ
Ⅹ
 
つ
目
 石
づ
 0
 の
。
Ⅰ
の
 

0
 Ⅰ
 
仁
 Ⅰ
。
Ⅹ
三
目
と
 巾
 0
 の
（
の
り
（
 

-
 
口
 （
参
照
 0
 

?
 
）
 日
 す
の
 毛
ま
 
-
0
 
し
匹
 T
d
 

の
中
に
収
め
ら
れ
た
最
初
の
 

4
 論
文
、
お
よ
 ぴ
 、
下
品
ヨ
の
（
 
@
 
の
ヨ
 中
の
㌧
 "
a
m
 

ヨ
の
チ
ヨ
リ
乱
 勾
 二
元
 ざ
コ
 の
 草
 。
 

論
 

（
 
5
 ）
友
人
 ラ
ソ
キ
ソ
 宛
に
、
「
宗
教
は
、
自
分
の
生
活
の
中
で
 
の
 一
大
関
心
事
で
あ
る
：
」
と
し
て
い
る
 0
 Ⅰ
の
（
（
の
「
の
 

0
 （
 旧
 @
 
二
 -
 
リ
ヨ
 ㌔
 レ
日
 
ゆ
 り
 
"
 セ
 0
 こ
 

験
 

経
 

Ⅰ
。
 
っ
 ・
 
お
 ・
そ
の
他
の
手
紙
に
も
、
同
様
の
表
現
が
み
ら
れ
る
 0
 

的
 

で
 ）
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
祖
父
は
、
当
時
の
ニ
ュ
ー
イ
ソ
 グ
ラ
ノ
ド
 の
風
潮
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
 う
 に
、
執
心
な
力
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
 の
 信
仰
に
生
き
た
人
で
 

根
本
 

あ
っ
た
 0
 そ
の
千
で
あ
り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
父
に
 あ
た
る
 へ
ソ
リ
イ
 は
、
こ
の
祖
父
の
信
仰
が
、
形
式
的
で
、
 し
 
 
 

 
 

想
 

自
由
を
束
縛
す
る
の
を
ぎ
ら
い
、
教
会
か
ら
遠
ざ
か
り
、
当
時
の
 
著
名
な
思
想
家
た
ち
と
親
交
を
か
さ
ね
た
。
 

思
 

（
 
7
 ）
「
父
の
宗
教
的
一
元
論
の
 、
 最
も
大
き
な
敵
は
、
哲
学
的
 多
元
論
者
で
あ
る
 -
0
 

」
 づ
訂
 （
 
、
 
@
 
汀
 「
の
 
に
 お
の
日
の
ぎ
の
 

0
 （
 手
 0
H
 
、
 
p
 3
 口
目
に
甘
 日
の
ダ
 

教
 

と
本
 

弓
 ・
ト
ト
の
 

 
 

ズ
 

（
 
8
 ）
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
父
は
、
形
式
的
な
学
校
教
育
を
き
ら
い
、
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
と
そ
の
 弟
ヘ
ソ
り
イ
 （
小
説
家
）
と
は
、
家
庭
教
 
師
 に
つ
げ
て
学
問
を
ま
 

 
 

な
ば
せ
た
。
 又
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
旅
行
を
お
こ
な
い
、
ジ
ェ
 イ
ム
。
 
ス
は
 、
子
供
の
と
ぎ
か
ら
大
学
卒
業
ま
で
前
後
四
回
 
ョ
 l
p
 ッ
ハ
ヘ
旅
 

 
 

 
 

し
 、
そ
こ
で
、
フ
ラ
 ソ
ス
語
 、
ド
イ
ッ
語
を
は
じ
め
、
ギ
リ
シ
ャ
 、
ラ
テ
 ソ
 等
の
古
典
話
を
修
得
し
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 



二
人
間
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
宗
教
を
、
人
間
の
根
本
的
事
実
と
考
 ，
 
え
 た
。
そ
し
て
、
宗
教
を
、
人
間
の
生
活
活
動
の
場
面
で
 と
ら
え
、
こ
れ
を
、
 

客
観
的
に
追
求
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 ゐ
 示
教
に
関
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
思
想
の
流
れ
の
中
に
 、
見
 出
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
 

あ
た
ら
し
い
考
え
方
で
あ
っ
た
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
を
背
景
に
し
た
西
洋
の
社
会
に
は
、
 宗
教
は
 、
 神
の
問
題
と
き
り
は
な
し
え
な
 い
 伝
統
が
 、
 根
強
く
は
び
こ
っ
て
 

い
る
。
人
間
を
超
越
し
た
唯
一
絶
対
の
神
を
肯
定
し
 、
そ
 こ
か
ら
展
開
す
る
世
界
観
、
人
間
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
 3
 に
 、
 神
の
側
に
重
心
 

を
お
く
宗
教
思
想
は
 、
 い
 き
 お
い
、
啓
示
、
教
義
、
教
 会
 、
儀
礼
な
ど
の
問
題
に
 、
か
ュ
 わ
っ
て
く
る
。
宗
教
の
 担
 い
手
で
あ
る
人
間
 ょ
 

り
も
、
そ
の
対
象
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
 観
 念
 的
、
抽
象
的
に
お
ち
入
り
易
い
傾
向
を
も
っ
て
い
た
  
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 
、
 か
よ
う
な
立
場
に
、
真
正
面
か
ら
ぶ
 つ
か
っ
て
、
反
対
し
た
。
彼
は
、
抽
象
的
な
概
念
よ
り
、
 ゑ
体
 的
 事
実
を
尊
重
 

し
 、
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
経
験
の
事
実
か
ら
出
発
す
 る
 態
度
を
常
に
と
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
宗
教
を
お
い
 て
み
る
と
、
先
ず
問
題
 

と
し
て
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
宗
教
 意
 識
 、
宗
教
経
験
、
あ
る
い
は
、
宗
教
的
態
度
な
ど
、
個
人
 の
 経
験
と
し
て
把
握
で
 

ぎ
る
事
象
で
あ
る
、
個
人
的
な
宗
教
現
象
で
あ
る
。
 教
 義
 、
教
会
、
儀
礼
な
ど
の
社
会
的
宗
教
現
象
は
、
第
二
次
 的
の
も
の
と
な
っ
て
く
 

 
 

 
 

（
 
9
 ）
 
ド
 0
 （
 
3
@
 
Ⅱ
の
 0
 吊
ま
 @
-
 

由
り
 
ロ
 
ハ
 日
の
 
ハ
ロ
 
。
の
 せ
 ハ
ニ
・
 

ト
 。
 づ
 ・
㏄
 
ト
 （
 り
 

 
 

@
 
）
し
た
が
っ
て
 、
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
 、
づ
 ず
け
の
学
位
を
も
つ
 
て
い
な
い
哲
学
者
で
あ
る
。
 

㌍
 
4
 

（
Ⅱ
）
心
理
学
に
つ
い
て
は
、
Ⅰ
の
（
 
-
 
の
ぺ
 
の
 
ま
圭
ヨ
の
ヨ
甘
ヨ
 拐
ゃ
 ・
 寮
 @
 品
㎏
の
数
人
の
友
人
死
に
、
ま
た
哲
学
へ
の
関
心
 は
、
 ㌧
 e
r
r
 

ぜ
 。
 円
 ず
の
 
(
 

円
ア
 @
 
）
 
こ
 ㏄
 圧
ゅ
臣
 Ⅰ
の
 す
 a
r
a
 
ユ
 e
r
 

二
ミ
・
）
・
 

Q
.
 

べ
ト
・
に
み
え
る
。
 

（
は
 -
 
Ⅰ
Ⅱ
 
め
 （
 
@
 
の
 Ⅰ
の
 0
 （
 キ
 @
 
巨
 @
a
 
コ
甘
日
 ハ
二
 

リ
 ぺ
三
・
）
。
や
・
）
寸
心
 

N
.
 
ま
た
 、
友
人
、
円
・
 ま
 a
i
 
缶
 あ
て
に
、
「
心
理
学
が
科
学
に
な
る
時
が
 

、
 
恐
ら
く
ぎ
た
の
だ
 る
 

う
と
思
わ
れ
る
・
・
・
・
・
・
」
と
か
い
て
い
る
 

0
 同
上
 

p
.
 

）
）
の
 

（
 
n
 ）
 
汀
 -
-
 
の
 Ⅱ
の
 0
 （
 ヨ
コ
ト
ヨ
田
ョ
目
て
 

ツ
ヨ
 84
0
-
N
 。
や
・
 
N
 い
 
て
 
肝
 ・
 目
 
い
お
 
建
 せ
 ㏄
 @
 
オ
 の
 缶
ざ
巴
己
逼
 @
 
二
の
ず
ヨ
や
・
 
ト
 ）
 



を
 。
こ
の
点
在
た
っ
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
宗
教
を
二
つ
 に
 わ
 け
 個
人
的
宗
教
（
㌧
の
 
r
 の
 
o
 コ
日
 匁
 四
番
。
し
と
制
度
 的
ゐ
 
示
教
官
 コ
の
目
 
（
建
ニ
 

o
,
a
 
）
 

オ
の
 
ト
お
 
-
0
 
し
 
と
し
た
。
 

丁
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 そ
し
て
、
前
者
の
み
に
、
問
題
 を
 集
中
し
、
後
者
は
、
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
な
か
っ
た
 の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 

「
宗
教
経
験
の
諸
相
」
に
み
ら
れ
る
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
態
度
 で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
宗
教
思
想
を
一
貫
し
て
 い
る
立
場
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
広
く
、
宗
教
を
文
化
現
象
と
し
て
み
る
と
き
、
 個
人
、
社
会
、
文
化
の
三
つ
の
要
素
が
、
か
ら
み
あ
っ
 た
と
こ
ろ
に
、
問
題
 

が
 提
出
さ
れ
る
。
個
人
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
現
象
も
 、
 必
ず
、
そ
れ
に
相
関
連
し
た
も
の
と
し
た
も
の
と
し
て
 、
社
会
、
文
化
の
面
が
 

と
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
社
会
現
象
、
 文
化
現
象
と
し
て
の
宗
教
に
問
題
を
集
中
す
る
と
き
に
 も
そ
の
担
い
手
で
あ
る
 

個
人
は
 、
 何
ら
か
の
か
た
ち
で
、
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
 る
 。
勿
論
そ
の
と
り
あ
げ
方
に
、
軽
重
は
あ
る
。
ジ
ェ
 ィ
 ム
ズ
に
つ
い
て
こ
れ
を
 

み
る
と
、
そ
れ
が
、
ま
っ
た
く
「
個
人
的
現
象
」
に
 限
 ら
れ
て
い
て
、
社
会
、
文
化
の
面
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
 人
間
の
問
題
と
し
て
の
 

宗
教
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
個
人
偏
重
に
過
ぎ
た
の
で
 あ
る
。
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
に
と
っ
て
は
、
神
の
側
か
ら
、
問
題
 を
 、
人
間
の
側
に
お
ろ
 

す
こ
と
が
、
重
大
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
み
 
示
教
現
象
の
み
に
、
問
題
を
集
中
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 し
 か
し
、
社
会
的
、
文
化
 

的
 方
面
の
欠
如
は
、
そ
の
宗
教
思
想
全
体
を
通
し
て
の
、
 欠
点
の
一
つ
で
あ
る
。
 

さ
て
、
人
間
の
問
題
と
し
て
宗
教
を
考
え
た
 ジ
 エ
 イ
ム
ズ
は
、
ま
ず
、
宗
教
を
 、
 次
の
よ
う
に
規
定
す
る
  
 

 
 

経
 

宗
教
と
は
、
個
人
が
、
自
分
自
身
で
、
神
的
な
性
質
を
 も
っ
た
尊
厳
な
る
も
の
（
目
の
ま
 ま
コ
の
 
）
と
関
係
し
た
、
 と
 考
え
ら
れ
る
そ
 

 
 

あ
る
。
 

-
2
-
 

鮭
 

・
こ
の
定
義
の
中
に
は
、
一
一
つ
の
意
味
が
 
、
 含
ま
 れ
て
い
る
。
第
一
は
 、
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
が
、
宗
教
を
、
個
人
 の
 問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
 

姓
 
頃
、
 点
で
あ
り
、
第
二
は
、
宗
教
を
、
人
間
と
神
ら
し
 き
 存
在
と
の
関
係
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
、
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
 

古
本
 

 
 

も
の
の
考
え
方
は
、
具
体
的
な
経
験
の
事
実
忙
し
か
そ
の
 

 
 

 
 

月
 
し
た
が
っ
て
、
宗
教
現
象
も
、
人
間
経
験
の
事
実
 と
し
て
、
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
概
念
と
し
 て
 で
は
な
く
、
日
常
生
活
と
 
伯
 



  

の が も あ 特質 ジ、 ェ 経の の る。         オの -@ @ ま 

  よ は た 
力 ょ " ノ廷 " コの の い ら 

  の め れ 
    経 で て 

験 あ い 
の る る 

事 も 
実 価 の 
と 人   
し の 絶 
て も 対 
の   づ 的     
ケ @ ヒ な っ 
し 内 題   
開 実 の 
す を 存 
る 軸 在 

と 等 
次 
ひア し し て、 は 
そ 回 ジ 
の   転 ヱ 

不鵬篠 

す べ 

居 、             
相 ， 3 象 の 

で
あ
る
。
斯
様
な
考
え
方
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
 思
惟
方
法
に
も
と
づ
く
も
の
と
い
え
よ
 う
 。
す
な
 ね
 ち
、
 各
人
に
と
っ
て
、
そ
の
 

実
際
生
活
の
上
に
、
あ
る
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
こ
そ
、
 

 
 

仰
 と
も
な
り
 ぅ
 る
の
で
 

 
 
 
 

の
か
た
い
む
す
び
 つ
 ぎ
の
上
に
、
は
じ
め
て
、
考
え
 ろ
 れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
実
際
に
 、
 個
々
の
宗
教
現
象
に
あ
 た
っ
て
、
つ
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
 

ギ
ッ
フ
ォ
   

に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
苦
心
し
て
蒐
集
 
し
た
 彪
 大
な
手
記
貸
料
か
ら
、
 
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
、
大
体
、
 
そ
の
目
し
た
回
答
を
 ぅ
 

る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
「
宗
教
は
常
 
に
 経
験
の
事
実
た
ら
ん
こ
と
を
求
め
て
い
た
」
の
で
あ
る
 
 
 

・
こ
の
研
究
は
、
宗
教
心
理
学
の
分
野
に
 、
 新
し
い
光
り
 を
 投
げ
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
を
人
間
の
経
験
 の
事
実
と
し
て
と
ら
 ，
え
 

る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
 
の
 宗
教
経
験
を
通
し
て
と
ら
え
た
、
個
人
の
宗
教
現
象
に
 共
通
す
る
特
質
の
数
々
 

を
 客
観
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
 、
ジ
，
 イ
ム
ズ
自
身
の
宗
教
体
験
や
宗
教
観
を
裏
付
け
る
も
の
で
 も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

-
4
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宗
教
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
の
生
き
た
選
択
の
 上
に
た
り
何
も
の
か
で
あ
る
、
 

と
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
い
う
。
 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
 
信
 

仰
は
 、
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
個
人
が
、
み
ず
 か
ら
え
わ
び
と
る
も
の
で
あ
る
。
「
信
じ
よ
う
と
い
う
 
立
 
R
W
 
欲
 」
が
そ
こ
に
な
く
て
 

@
7
-
 

を
ァ
ら
ァ
 
Ⅰ
 
し
た
ガ
 
っ
て
、
「
形
式
的
な
祈
り
は
、
 
馬
 

 
 

れ
な
い
か
ら
祈
る
」
の
 

-
5
@
 

よ
 
よ
よ
 、
 



 
  

 

石
 

に
あ
る
を
の
日
立
 沫
を
、
 
ど
 う
 解
し
て
い
る
で
 あ
ろ
う
か
。
 

イムズの宗教思想、 と根本的経験論 

  いと「 諸い 神、 消 
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に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
神
も
、
こ
の
宇
宙
の
 最
高
級
部
分
の
名
称
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
 る
 。
 

し
か
し
、
 
こ
 又
で
は
っ
き
り
と
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
 

ジ
 ヱ
 ィ
ム
 ズ
 が
、
か
な
り
明
確
な
か
た
ち
で
「
神
の
存
在
 」
を
み
と
め
て
い
る
 

@
5
-
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
自
分
は
 
、
 神
を
、
自
分
自
身
の
 理
想
の
よ
り
力
強
い
味
方
と
し
て
信
じ
て
い
る
。
」
「
 

神
 は
 、
自
分
に
と
っ
て
は
、
 

-
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ほ
 ん
や
り
と
実
在
し
て
い
る
。
」
「
私
は
、
通
俗
的
な
 

キ
 リ
ス
ト
 教
や
 ス
コ
ラ
哲
学
の
有
神
論
を
信
ず
る
こ
と
は
で
 き
な
い
。
し
か
し
、
 
私
 

-
7
-
 

は
 、
理
想
者
と
一
如
で
あ
る
と
 き
 、
新
し
い
力
が
世
界
 の
中
に
生
じ
 
斬
 ら
し
い
出
発
が
生
ず
る
こ
と
を
信
ず
る
。
 

  

ム
ズ
自
身
の
信
仰
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
限
り
 に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 は
 、
有
神
的
立
場
、
超
自
然
 主
義
立
場
を
と
っ
て
 い
 

 
 

し
て
、
「
 神
 」
を
さ
げ
て
、
「
よ
り
大
き
い
力
を
も
つ
宇
宙
 の
 一
部
分
」
と
規
定
し
 

た
ジ
エ
イ
ム
ズ
 
の
い
わ
か
る
「
 神
 」
は
、
人
間
の
内
奥
 に
 さ
と
り
の
境
地
を
求
め
る
仏
教
の
無
神
鏡
と
は
異
な
る
 も
の
で
あ
る
。
 
有
 神
的
 

  る   
で と 点 て 。 の る ジつ ヱ が ;   

あ し か て そ 向   ェ い イ 二   
、 に ぎ ズ " 自 " し 

「 

  

神 
神 「 

表 

さ 

じ ジ 宙 

ⅠⅩ   
  き、   

い、 こ 

ェ あ 、 の 
    

ふ い 宙 の る 者 る ば で 

ズ の、 の と こ で   よ か あ 
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紐
 て
は
ま
っ
た
 

神
観
 

で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
 

ろ
 
う
 
。
換
言
す
れ
ば
、
一
元
的
 

神
 
観
念
で
は
な
く
、
多
元
 

的
神
 

観
念
で
あ
る
と
い
え
 

ょ
 

ぬ
ぅ
 
。
し
か
も
、
ど
こ
ま
で
も
、
人
間
の
経
験
を
中
 

心
と
し
た
そ
れ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

45  (3%1 
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こ
れ
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
理
論
「
実
際
生
活
に
効
 

果
 を
も
た
ら
す
も
の
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
実
在
す
る
 

」
と
い
う
こ
と
に
あ
 

内経験論 

さ
 さ
ま
で
あ
る
。
「
神
は
、
単
一
の
性
質
を
意
味
す
る
こ
 と
は
で
き
な
い
。
諸
々
の
性
質
の
集
り
を
意
味
す
る
も
 の
で
な
く
て
は
な
ら
な
 

-
0
-
 

@
 

い
 」
の
で
あ
る
。
 

立
場
を
た
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
神
を
、
在
来
の
キ
リ
ス
 ト
教
 思
想
に
お
け
る
「
唯
一
絶
対
 神
 」
と
お
か
な
い
と
 ナ
 
」
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
 

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

ジ
ヱ
ィ
ム
ズ
 の
い
わ
ゆ
る
「
 神
 」
と
は
、
そ
れ
で
は
ど
 ん
な
性
質
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 、
そ
れ
を
、
プ
ラ
グ
 

マ
テ
ィ
ズ
 ム
 の
理
論
に
よ
っ
て
解
明
す
る
。
 

わ
れ
わ
れ
と
神
と
は
、
相
互
に
、
仕
事
を
も
っ
て
い
る
。
 神
の
感
化
を
蒙
ろ
 う
 と
し
て
自
分
を
開
放
す
る
と
き
、
 わ
れ
わ
れ
の
 、
も
 

 
 と

い
う
よ
う
 に
 、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 、
 神
は
、
人
間
と
と
 も
に
、
仕
事
を
わ
か
ち
あ
 ぅ
 も
の
で
あ
る
と
し
た
。
宇
宙
 の
 最
高
部
分
と
し
て
の
 

神
と
、
一
部
分
と
し
て
の
人
間
が
、
相
互
に
協
力
し
て
 、
よ
り
よ
 ぎ
 世
界
の
創
造
に
あ
た
る
。
神
と
は
、
そ
の
 意
 味
 で
、
人
間
の
よ
 ぎ
協
 

力
者
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
そ
の
 協
力
者
と
し
て
の
神
を
 よ
 く
活
用
す
れ
ば
よ
い
。
神
の
性
 質
を
 、
限
定
し
て
か
か
 

る
 必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
神
は
、
無
限
で
あ
る
こ
と
 も
 、
単
一
で
あ
る
こ
と
も
要
し
な
い
。
こ
の
世
界
と
、
 人
 間
の
進
歩
発
展
に
向
 っ
 

て
 、
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 人
間
の
神
に
対
す
る
態
度
も
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
に
 応
 じ
て
、
神
の
性
質
も
さ
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見 る 宇 で 識 と じ 

る     
あ 人 の 
る 間交 坊窩吏 ; 頴識 > よに 茗笘億害ぜ了 
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こ 能 。 界 潜 な 出 ら 」 
嚢 官奏 に 

を就尭橿喜ビと ㌍。 円 
ピそ 

れ の の の の   
し る こ が   - を 礼   

感 的 た と の で 
ず た が い 領 き 4 ェの 案的、 私学つすで いなあ を ま 

る 祈 ム 証 な か て わ っ い 
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入
 
し
、
人
間
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
を
特
色
 

づ
 げ
た
。
 し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
態
度
は
、
す
で
に
、
 

ジ
ヱ
イ
ム
 ズ
 自
身
の
宗
教
体
験
を
通
し
 仰
 

想
 得
、
悩
み
苦
し
む
。
は
て
は
、
こ
の
世
の
苦
難
の
 

山
道
に
ゆ
ぎ
く
れ
て
、
す
べ
て
の
解
決
を
、
あ
の
世
 

に
求
 
め
る
。
悲
観
的
で
あ
り
、
 

救
 

 
 

生
 に
生
ま
れ
て
き
た
か
が
、
中
心
問
題
と
な
り
、
そ
の
た
 

め
、
 
絶
え
ず
、
不
安
焦
燥
に
 

幼
か
ら
れ
て
い
る
。
 

ね
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
、
宗
教
の
心
理
学
的
研
究
を
お
 

ナ
 

」
な
っ
た
際
、
数
多
く
の
手
記
資
料
生
か
ら
、
こ
の
一
ち
 

の
 宗
教
的
態
度
を
と
り
 

出
 Ⅶ
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
神
観
念
は
、
こ
の
よ
う
に
、
多
元
論
的
、
 

プ
ラ
グ
 マ
テ
 イ
ズ
ム
的
、
そ
し
て
、
経
験
論
的
で
あ
っ
 

た
 。
し
か
し
、
 
こ
ュ
 

で
、
問
題
と
し
て
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
 

、
 神
の
解
明
に
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
経
験
の
事
実
 

と
し
て
と
ら
え
た
神
統
 

食
に
、
超
経
験
的
な
要
素
を
あ
た
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

「
よ
り
大
い
な
る
も
の
」
の
把
握
を
形
而
上
的
領
域
、
 

神
秘
的
領
域
に
お
い
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
心
理
学
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
 

は
 、
つ
き
破
れ
え
ぬ
壁
が
、
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
 

0
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 
、
そ
 

れ
に
面
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
解
決
を
、
プ
ラ
グ
 

マ
テ
 イ
ズ
ム
の
理
論
で
は
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
 

領
 域
 で
あ
り
、
心
理
学
の
 

領
域
か
ら
、
は
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
 

、
経
 験
 主
義
に
基
き
な
が
ら
、
経
験
を
こ
え
る
も
の
で
も
あ
 

る
 。
 

こ
ュ
 で
問
題
は
、
し
ば
ら
く
と
ど
め
て
お
い
て
、
次
に
 

、
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
に
み
ら
れ
る
第
二
の
特
質
に
 

う
 つ
ろ
 う
 。
 

Ⅱ
「
健
や
か
な
 む
 」
と
「
病
め
る
 
亜
兜
 

-
5
-
 

Ⅱ
 

シ
ヱ
ィ
ム
ズ
 
は
、
宗
教
は
、
人
間
が
そ
の
幸
福
を
追
求
 

す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
幸
福
が
、
人
間
の
問
題
 

を
と
く
重
要
な
鍵
で
 

あ
る
と
す
る
。
こ
の
幸
福
の
と
ら
え
か
た
に
、
二
つ
の
 

タ
イ
プ
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
人
生
は
、
す
べ
て
 

幸
 福
 な
り
」
と
い
う
と
ら
 

え
方
で
あ
る
。
ど
ん
な
逆
境
に
あ
っ
て
も
、
ど
ん
な
 

不
 幸
 に
お
そ
わ
れ
て
も
、
く
じ
げ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
 

不
 幸
 と
感
じ
な
い
。
生
ま
 

ぬ
れ
た
ま
ま
の
こ
の
世
に
満
足
し
て
、
そ
れ
を
享
楽
 

す
る
。
楽
天
的
な
態
度
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
人
は
 

、
 人
生
を
、
い
か
に
生
き
て
ゆ
 

、
こ
蘇
 

的
 
経
 
く
か
が
中
心
の
問
題
と
な
る
 

こ
れ
に
対
し
て
、
「
病
め
る
 

0
 
魂
 
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 

」
（
 

浄
寸
の
 
0
 
三
）
の
 

 
 

 
 



て
 、
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
生
活
史
の
中
に
は
 、
 「
す
こ
や
か
な
 心
 」
と
「
病
め
る
 魂
 」
が
、
お
り
ま
 ざ
っ
て
、
展
開
し
て
い
 

-
6
-
 

エ
 

る
 。
そ
の
二
つ
に
よ
り
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
宗
教
は
 、
 と
き
に
健
康
で
、
と
き
に
病
的
で
あ
っ
た
。
一
方
、
 こ
 の
 一
一
つ
の
類
型
は
 
、
ジ
 

エ
 イ
ム
ズ
哲
学
を
、
そ
の
根
本
的
基
盤
と
し
て
考
え
ら
れ
 て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 の
も
の
の
考
え
方
に
 ょ
 

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
観
で
あ
る
。
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
目
ざ
し
た
も
の
 は
、
 主
と
し
て
、
次
の
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
宗
教
 
的
で
な
い
」
と
 考
，
え
 

ら
れ
て
い
る
経
験
主
義
哲
学
の
思
想
を
、
「
宗
教
的
」
 な
 衣
 で
つ
 ュ
 む
こ
と
で
あ
る
。
 

「
哲
学
者
の
思
想
を
左
右
す
る
も
の
は
、
そ
の
哲
学
者
の
 気
質
で
あ
る
」
と
い
っ
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
当
時
の
哲
学
 思
想
の
大
き
な
二
つ
 

0
 流
れ
、
合
理
論
と
経
験
論
の
相
剋
を
、
そ
の
担
い
手
で
 あ
る
哲
学
者
の
気
質
に
求
め
た
。
類
型
化
好
き
の
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
、
こ
の
二
つ
 

の
 気
質
を
 、
 「
や
さ
し
い
 心
 3
%
 簿
自
 ぎ
ら
経
口
の
の
の
」
（
 

合
理
論
的
）
と
、
「
あ
ら
あ
ら
し
い
 
心
 
t
p
u
 

的
千
日
 

ぎ
倖
経
 お
紡
 」
（
経
験
論
的
）
 

に
分
類
し
た
他
の
論
文
て
 

丈
 

-
7
-
 

o
 
 

Ⅰ
の
べ
て
い
る
「
共
感
的
性
 

。
 

 
 

0
 
甘
 コ
田
 
り
主
 。
 ず
簿
 
Ⅱ
曲
り
 

ヰ
 
e
 
Ⅰ
 
巴
 

と
い
う
分
類
も
、
ほ
ぼ
、
こ
れ
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
経
験
論
を
重
視
し
た
。
し
た
が
っ
て
 、
 
「
宗
教
的
で
は
あ
る
が
、
経
験
を
無
視
す
る
」
合
理
論
の
 思
想
に
は
同
意
で
ぎ
 

な
い
。
一
方
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
宗
教
を
人
間
問
題
の
 究
極
的
な
事
実
と
し
て
、
こ
れ
性
関
心
を
い
だ
い
た
。
 し
 た
が
っ
て
、
「
事
実
の
み
 

を
 重
ん
じ
、
宗
教
的
で
な
い
」
経
験
論
に
も
不
満
が
あ
 る
 。
そ
の
調
停
役
と
し
て
の
立
場
を
と
る
の
が
、
プ
ラ
グ
  

 

合
理
論
哲
学
は
、
原
理
、
本
質
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ
 は
 、
概
念
的
で
、
日
常
の
 ょ
 ろ
こ
び
や
悲
し
み
の
感
情
 か
 ら
は
、
あ
ま
り
に
も
 

遠
い
。
何
ら
、
具
体
性
を
も
た
ぬ
抽
象
論
で
あ
る
。
 と
ナ
 
」
ろ
が
、
現
実
の
経
験
の
世
界
は
、
苦
悩
と
混
乱
の
連
続
 で
あ
る
。
合
理
論
者
の
 

描
く
よ
う
な
、
洗
煉
さ
れ
た
世
界
で
は
な
い
。
彼
等
は
 、
 人
間
に
つ
い
て
考
え
る
が
、
そ
の
実
際
の
経
験
の
中
に
 身
を
投
じ
よ
う
と
は
し
 

な
い
。
す
べ
て
は
、
理
性
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。
こ
の
世
 界
 に
は
ゆ
る
が
す
べ
か
ら
ざ
る
絶
対
的
の
真
理
が
あ
る
。
 そ
れ
を
人
間
の
理
性
が
 

ぅ
 け
て
た
つ
。
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か
よ
う
な
絶
対
論
、
観
念
論
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
も
っ
 

と
も
嫌
悪
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

へ
一
 
ゲ
ル
お
よ
び
、
 

へ
｜
 
ゲ
ル
派
の
一
元
論
 

思
 

想
へ
の
は
げ
し
い
攻
撃
は
、
す
べ
て
こ
上
に
そ
の
源
が
 

 
 

同
じ
立
場
を
、
か
た
く
 

守
る
。
一
元
論
的
性
格
を
も
っ
た
宗
教
か
ら
、
多
元
論
 

的
 宗
教
へ
、
こ
の
展
開
を
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
そ
れ
ま
で
 

の
 西
洋
の
長
い
伝
統
的
 

思
想
の
流
れ
に
さ
か
ら
っ
て
、
な
し
と
げ
た
の
で
あ
る
。
 

想
 イ
ム
ズ
に
よ
っ
て
、
あ
る
場
合
は
、
宗
教
と
は
よ
 

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
宗
教
観
は
、
こ
の
点
を
明
ら
か
 

ば
れ
て
い
な
い
。
道
徳
的
 

官
 0
 
邑
な
 生
き
方
と
し
て
 

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
病
め
る
 

魂
 」
の
も
ち
主
は
 

、
 

い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

来
世
を
希
求
す
る
人
 

で
あ
る
と
、
先
に
述
べ
た
。
そ
の
際
自
分
以
外
の
手
に
 

よ
 る
 す
く
ぃ
 
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
、
絶
対
的
に
 

、
自
 
分
を
超
越
し
た
、
世
界
 

 
 

 
 

れ
本
的
な
要
素
で
あ
る
と
思
 

う
 。
 

 
 

を
こ
え
た
あ
る
も
の
は
、
自
分
の
協
力
者
で
あ
れ
ば
 

ょ
 

る
 。
一
方
は
、
自
己
放
棄
に
 

よ
 る
安
心
、
他
方
は
 

、
自
 

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
健
や
か
な
 

心
 」
の
も
ち
 
主
 

の
 統
一
者
で
あ
る
。
何
故
な
ら
 

ぱ
 、
彼
等
に
と
っ
て
は
、
 

ジ
ヱ
 
イ
ム
ズ
が
、
宗
教
の
す
が
た
と
し
て
描
い
た
の
は
、
 

 
  

 

先
の
神
観
念
と
関
連
し
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
 

己
 満
足
に
よ
る
安
心
で
あ
る
。
 

い
 。
一
つ
の
理
想
の
実
現
を
め
ざ
し
、
そ
の
可
能
性
に
 

、
 

は
 、
自
分
の
手
で
、
自
分
の
運
命
を
ぎ
 

り
 ひ
ら
い
て
ゆ
 

自
分
を
超
越
し
た
絶
対
者
の
世
界
に
し
か
、
平
和
と
幸
 

こ
の
可
能
性
を
も
つ
宗
教
で
あ
る
。
こ
の
線
に
そ
っ
て
 

 
 

 
 

を
 特
色
づ
け
る
も
っ
と
も
 

基
 

 
 

く
 。
そ
の
場
合
、
自
分
 

福
を
求
め
え
た
い
か
ら
 

身
を
ゆ
だ
れ
る
の
で
あ
 

考
え
て
ゆ
く
と
、
 

従
 49@ (343) 



突
 、
相
剋
な
ど
、
考
え
う
べ
 き
 、
さ
ま
ざ
ま
の
状
態
が
み
 
示
教
の
問
題
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
で
も
、
 と
 く
に
、
宗
教
信
仰
に
 、
 

深
い
関
連
を
も
つ
の
は
、
理
想
我
の
実
現
で
あ
る
と
い
 ぅ
 。
こ
の
理
想
 我
は
 、
将
来
の
実
現
の
可
能
性
を
 、
 強
く
 含
ん
で
い
る
。
そ
の
点
 

神
の
中
心
に
位
置
す
る
と
い
う
。
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
、
自
我
の
問
題
に
、
宗
教
と
心
理
学
の
仝
 

万
全
な
調
不
が
み
ら
れ
る
と
し
て
し
 

口
：
、
。
 
あ
 4
-
 

2
 自
我
の
拡
充
、
 
そ
の
追
求
、
そ
の
 
衝
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皿
 自
我
の
問
題
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
哲
学
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
精
神
・
霊
魂
な
ど
と
 

よ
 ん
で
き
た
。
「
わ
た
く
し
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
経
験
的
自
我
（
知
ら
れ
る
 

我
 ）
は
 
、
自
 
分
 の
す
べ
て
を
さ
す
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
こ
れ
を
三
つ
 

に
め
げ
る
。
「
物
質
 

的
 自
我
（
 
目
巴
 
の
ぺ
 

円
巴
の
 

e
 
し
 」
「
社
会
的
自
我
③
 

o
n
 

目
の
 

の
 
㊦
」
「
精
神
的
自
我
 

雀
 B
@
q
 

二
ロ
 
巴
は
 ㊦
」
で
あ
る
。
 

「
わ
た
く
し
」
に
対
し
 

て
、
 
「
わ
た
く
し
の
も
の
」
と
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
 

る
 。
 

個
人
の
宗
教
経
験
や
、
信
仰
の
状
態
を
追
求
し
て
ゆ
く
 

と
 、
そ
れ
ら
が
、
そ
の
人
の
自
我
と
深
い
関
連
を
も
っ
て
 

い
る
、
と
い
う
こ
と
 

を
 、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
指
摘
し
た
 

0
 例
え
ば
、
 
ジ
ヱ
ィ
ム
 
ズ
は
 
、
回
心
を
と
り
あ
げ
、
「
そ
れ
ま
で
、
分
裂
し
た
り
、
 

ス
は
 
、
意
識
の
中
で
、
 

悪
い
状
態
、
低
い
部
分
に
あ
っ
た
自
我
が
統
一
し
 

、
正
 
し
く
、
す
ぐ
れ
た
状
態
に
な
っ
た
過
程
」
で
あ
る
と
し
、
 

そ
の
中
心
を
、
「
人
間
 

 
 

識
の
周
辺
に
あ
っ
た
自
我
が
、
宗
教
を
経
験
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
中
心
に
集
中
 

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
的
自
我
の
分
 

裂
と
 
統
一
の
過
程
で
あ
る
。
こ
の
意
識
面
に
あ
ら
わ
れ
た
 

自
我
の
作
用
を
、
動
機
 

つ
げ
る
も
の
は
、
潜
在
意
識
界
の
自
我
（
 

ぎ
す
 
，
 
n
o
 

コ
ぉ
片
 

。
 
拐
 の
の
）
（
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
実
現
の
可
能
性
を
 

も
つ
よ
い
自
我
が
 

、
精
 

  



理
論
に
あ
て
は
め
て
解
釈
で
き
る
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
 シ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
、
ふ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
よ
り
 近
 化
 的
な
死
生
観
は
 、
こ
 

の
点
に
、
興
味
あ
る
問
題
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
 か
 。
し
か
し
、
本
論
で
は
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
省
略
  
 

ジ， イムズの宗教思想と 根本的経験論 

@ に を 立封 探 
線 ジ 、 常 場 し 究 以 
上 士 ジ に を て し 上 
に イ ェ   む ま   て   

、 ム イ 付 な 経 ゆ め 
宗 ズ ム 睡 れ 験 く べ 

数 は ズ さ て 論 と て 
を " の せ " 的 " ぎ 

位 経 宗 て 内 で い た 
冒 険 教 ぃ 容 あ ず 三 
づ を 愚 る か る れ っ 

げ も 想 、 こ ら 。 も の 
ほ て を と こ そ 、 点、 
が つ 、 で れ し 次 は 

ら 、 根 あ を て の   
、 居 、 本 る な 更 こ ジ 

ジ 想 的 0 が に と ェ 

ェ の に こ め 、 を イ 

ム 出 仕 れ る プ " ム 

ズ発格 は 点づ はと " " う共ズ グ 通の 
、 と げ ジ 一 マ の 宗 

経 し る ヱ 貫 テ 基毅 
験 て 要 イ し 々 雄 馬、 
な い 点、 ム て ズ と 想、 
こ ろ で ズ 夫 ム し の 

え 。 あ の 通 の て も つ いる た力 宗教 る 、 。 信仰 なの もの 

の も を は の 。 極 
存   も 、 考 そ め 
在 こ と 現 え れ て 
を の 

、 観 に しのの、 実方は著 し 

て 八 上 一 い 
ど占 ぅか ，、 、 、 、 間 に 元 特 

し ら 描 の た 的 質 
て 検 ぎ 力 っ ほ で 

も 討 出 を も 対 あ 
さ さ こ の し る 

ぬ れ ね え で て と 
ぐ た て た あ 多 い 

い 。 い 、 る 元 え 

さ し 

る か 
こ し と 
き 論 
な と   

51 ( 頷 5) 

で
、
可
能
的
自
我
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
可
能
的
自
 我
は
 、
実
現
の
際
の
同
伴
者
、
協
力
者
と
し
て
、
「
よ
り
 大
い
な
る
 力
 」
（
 神
 ）
 を
 

と
も
ほ
う
と
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
人
間
の
宗
教
的
行
 動
 の
う
ち
、
主
要
な
、
強
力
な
も
の
で
あ
る
「
 神
 」
と
 の
 交
通
の
際
に
 、
 達
せ
 

ら
れ
る
自
我
拡
充
、
自
我
実
現
の
問
題
と
い
え
る
。
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
、
自
我
の
問
題
を
、
宗
教
解
明
の
一
つ
 の
鍵
 と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
中
心
の
問
題
と
 さ
れ
た
の
は
、
主
と
 

し
て
、
精
神
的
自
我
で
あ
っ
た
。
社
会
的
自
我
に
つ
い
 て
は
、
宗
教
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
多
く
が
ふ
 れ
 ら
れ
て
い
な
い
。
物
質
 

的
 自
我
に
い
た
っ
て
は
、
尚
更
 ゼ
 あ
る
。
 

し
か
し
、
見
方
の
角
度
を
か
え
る
と
、
ジ
ェ
ム
 ズ
 の
 自
 我
 の
分
析
 は
 、
社
会
的
自
我
、
物
質
的
自
我
に
つ
い
て
も
 、
宗
教
と
の
関
連
が
 

お
こ
っ
て
く
る
。
と
く
に
、
死
後
の
生
命
の
問
題
に
つ
 い
て
は
、
従
来
の
観
念
と
は
こ
と
な
る
面
か
ら
、
こ
れ
を
 
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
自
我
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 ）
 

（
 
3
 ）
 づ
ゴ
 の
 づ
 の
「
 
@
 
の
由
の
の
 

0
 （
刃
の
 @
 幅
 
@
0
 
目
の
Ⅱ
Ⅹ
 
せ
の
ふ
 
0
 二
の
の
。
Ⅰ
の
 

り
 （
 
ロ
ぺ
 
の
 メ
 Ⅹ
 Q
.
 
か
旛
 以
下
 

?
 
）
同
上
 p
.
m
 
ぷ
 

（
 
5
 ）
Ⅰ
の
（
（
の
Ⅰ
の
 

0
 Ⅰ
 す
 @
@
-
-
@
 

ぃ
 Ⅱ
 
づ
 日
の
日
目
の
平
せ
・
 

い
ト
 
㎏
 
@
 ㎏
 ト
ト
 
の
 
ロ
 中
 
㌧
「
 
p
 （
（
の
質
問
へ
の
回
答
 

で
 ）
同
上
 

（
 
7
 ）
 円
 す
 め
 く
の
 目
宙
エ
 
8
0
 （
 刃
 臼
田
 @
o
 
岸
の
田
Ⅹ
㌧
の
出
の
臣
り
の
 

甲
り
 ト
の
 

（
 
8
 ）
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
、
自
分
は
、
超
自
然
論
的
哲
学
に
属
 す
る
 0
 と
い
っ
て
い
る
、
同
上
や
目
っ
 

（
 
9
 ）
 円
 す
 め
 く
の
（
 

@
e
-
@
 

の
の
 
0
 （
 勾
田
 @
 
魑
 0
 ヰ
 
の
己
 Ⅹ
 ロ
の
 
（
 
@
 
の
由
 
り
の
 セ
 ・
 
m
 ト
の
 

而
 ）
同
上
。
 

（
Ⅱ
）
 弓
 ・
 
ン
目
ヒ
 

0
 （
の
・
ロ
口
目
口
コ
ロ
 

り
 （
の
 
0
 昌
已
 @
-
 
Ⅱ
 @
 
目
 （
 
オ
の
 
Ⅰ
五
ゴ
（
。
 
円
力
 窯
の
 @
 
り
 
片
刃
の
の
の
の
（
 

り
ゴ
 
。
ジ
ェ
ム
 イ
ズ
 は
、
こ
の
 -
 
こ
と
に
つ
Ⅱ
 F
 
て
 、
 
Ⅱ
（
の
 

&
 の
ヱ
 の
 口
は
目
 

の
の
（
 

づ
オ
 の
の
 
@
0
 ㌧
田
の
す
 
臼
 o
 幅
 
R
 と
い
う
論
文
を
か
い
て
い
る
 0
 ま
 の
日
 c
 「
ど
の
け
口
耳
の
ご
 
圧
幼
 。
 や
に
ひ
 
以
下
。
 

な
お
、
の
 仁
ダ
，
 

（
 
0
 ヰ
ぉ
 ざ
 u
s
 の
 
臼
 ㌃
あ
る
い
は
、
省
三
 @
m
 
ぎ
 出
ぉ
 杭
 
に
つ
い
て
は
、
㌧
「
 @
 
ロ
り
号
汀
 
0
0
h
 ㌧
の
 
ゼ
い
 
す
 
0
 す
鱒
ゼ
 で
、
少
し
 
、
ふ
れ
て
い
る
 

だ
け
で
あ
る
。
 

う
 ）
 づ
オ
 の
 づ
藍
 i
e
 
ユ
 8
0
h
 

オ
上
世
 

0
 括
巴
 Ⅹ
 
づ
の
ヱ
 
の
 コ
 のの
や
り
 O
N
 

待
 ）
同
上
。
 

（
Ⅱ
）
同
上
。
 

行
 ）
同
上
。
Ⅰ
の
注
目
の
目
 
i
 目
 

花
 ）
こ
れ
は
、
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
一
生
を
週
し
て
、
交
互
に
展
開
 して
い
る
 0
 そ
の
経
過
は
、
手
紙
の
中
か
ら
ひ
ろ
 う
 こ
と
が
で
 き
 る
 。
 

（
 
け
 ）
㌧
 へ
い
沖
日
 
p
 （
 
@
 
の
目
 せ
・
 
か
 

待
 ）
下
コ
 目
 p
-
@
 

の
ヱ
 
の
 C
 乱
 4
%
 お
 。
 ロ
 ・
 
N
 ）
。
 

（
㎎
）
 巾
 「
の
的
 

日
ぃ
 （
 
@
 
の
日
 
。
や
・
㏄
 
リ
 

  
註 た 

  

根 
本 
的 
経 
験 
論 " 
は 

    
の 

意味 

で 

ノ 。 

  

イ 
  
ズ   
の   

不轄篠 

居 、 
想 
ヰァ Ⅰ 

大 
き 
な 

意味 

と 

役 
割 ロ 

@ 
を 
も 
  
て 

@ 
る 
の 

で 

あ 
る 
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れ 残 な っ ち に ，え 
て さ さ た "  "  し " 方 

い れ ぬ も 次 そ か の   
め て そ ら 然   
根 ぅ 閉 ど た 験 の 法 
本 グ じ も ち 論 根 は 
的 マ た 、 を （ 本   

経 テ と そ と 尽 は 彼     と ィ 宗 
ム 0 % い の よ ズ 教 
ズ 哲 は る み ば ム 観 
研 学   点 、 な れ に 形 
究 は、 か が ら る あ 成 

に想 おとしる くあ ずもるに " のの " 
い し て 。 根 で で 大 

ててイジ " " 半 本あ はい 
工 白勺 る な に 

あ の 分 ィ 経 。 ぃ 役 
ま ち つ ム 験 こ 。 立 
り に く ズ 論 の ジ っ 

、 い り は ほ ほ、 チ て 
太 ろ あ   、 想 イ い   
位 の れ 理 と 長 自 の 
置 か た 諭 し い 身 で 
を た ァ を て 思 が あ     
展 が 、 こ 上 の う 
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茄
 ）
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 
へ
｜
 ゲ
ル
哲
学
へ
の
反
撃
は
、
ま
こ
と
に
 は
げ
 し
い
も
の
が
あ
る
。
お
よ
そ
ど
の
論
文
も
 、
へ
｜
 ゲ
ル
 お
 ょ
び
 、
そ
の
流
れ
を
 

く
む
哲
学
者
の
思
想
に
ふ
れ
て
い
な
い
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
 よ
 い
ほ
ど
で
あ
る
。
 

宛
 ）
 目
 0
 （
 巴
巾
ア
臣
 
0
 の
 
0
 せ
ゴ
 
の
（
の
 
再
 山
子
 0
 目
 0
n
 
巴
 Ⅰ
 @
 
監
 
と
い
 う
 論
文
（
 ミ
ヨ
 
（
 
0
 い
の
 
-
@
 

毬
の
に
収
録
）
そ
の
他
に
こ
の
考
え
 が
み
え
る
。
 

通
例
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
哲
学
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 

（
 
為
 ）
㌧
ロ
コ
 り
 上
で
 
p
 
㊦
の
 
0
 片
㌧
㏄
 
セ
り
ず
 

0
-
0
 

顕
せ
 せ
 0
@
2
9
 

ト
 
1
%
0
 

ト
 

に
よ
っ
て
、
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
 
傾
 き
が
あ
る
。
た
し
か
 

へ
 
3
s
 
）
 円
ア
 
0
 目
 臣
富
 エ
 9
0
 （
 オ
臼
 @
 
雙
 0
 品
目
も
浅
ざ
 焦
 e
 ワ
 ）
 の
 ㏄
 

宛
 ）
同
上
、
 や
 0
0
 
づ
 

宛
 ）
た
と
え
ば
、
社
会
的
自
我
、
物
質
的
自
我
は
、
個
人
の
死
 後
、
別
の
か
た
ち
で
、
の
こ
り
 ぅ
る
 0
 あ
と
に
、
自
分
を
の
 @
 
し
 
す
と
い
う
こ
と
に
 意
 

味
 を
も
た
せ
た
死
生
観
で
、
死
の
問
題
を
 、
 解
く
こ
と
が
で
 き
   

口
 

根
本
的
経
験
論
 

に
 、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
の
重
 要
 な
部
分
を
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
真
理
 観
は
、
ジ
 
エ
 イ
ム
ズ
の
も
の
の
 
考
 



-
4
-
 

開
 に
も
、
み
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
は
、
こ
れ
を
語
る
 も
の
で
あ
ろ
う
。
 

根
本
的
経
験
論
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
の
英
国
経
験
論
 仁
 対
し
て
、
と
く
に
、
「
根
本
的
」
と
い
う
名
を
附
し
て
い
 る
の
ほ
 、
「
直
接
に
経
 

験
さ
れ
な
い
も
の
は
、
そ
の
要
素
の
中
に
入
れ
て
は
な
 ら
ぬ
 し
 、
 逆
に
、
直
接
に
経
験
さ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
 、
こ
れ
を
排
除
し
て
は
 

い
 げ
な
い
」
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
 

-
 
互
具
体
的
に
こ
れ
を
 
説
明
す
れ
ば
、
一
つ
の
経
験
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
 ら
の
諸
経
験
を
結
合
す
 

る
い
 ろ
く
の
関
係
も
、
経
験
と
し
て
と
り
あ
っ
 
か
ぅ
 の
 で
あ
る
。
 

元
来
、
事
物
の
関
係
に
は
、
結
合
的
関
係
と
分
離
的
 関
 保
 と
が
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
は
、
こ
の
双
方
の
 う
 ち
 、
分
離
関
係
の
み
 

を
と
ら
え
、
結
合
関
係
を
無
視
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
 ょ
 れ
ば
、
「
人
間
の
す
べ
て
の
個
別
的
な
知
覚
対
象
 
は
 、
個
別
的
存
在
で
あ
 

る
 。
 心
は
 、
こ
の
個
別
的
存
在
の
間
に
、
ど
ん
な
、
実
存
 m
 結
合
も
知
覚
し
な
い
」
 

-
6
-
 

の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
 、
 こ
の
よ
う
に
人
間
の
意
 

識
を
個
別
的
な
多
様
に
分
離
さ
せ
る
。
人
間
の
経
験
と
 し
て
、
そ
れ
を
と
ら
え
 よ
う
 と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
 
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
個
別
 

的
 実
在
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
こ
れ
を
統
一
す
る
も
の
 を
 否
定
し
た
。
経
験
論
の
立
場
に
た
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
 る
 。
し
た
が
っ
て
 、
ヒ
 

ユ
 ー
 ム
 に
よ
れ
ば
、
個
別
的
知
覚
と
は
別
に
こ
れ
を
統
一
 し
て
存
在
す
る
自
己
す
ら
、
経
験
を
こ
え
た
も
の
と
し
 て
 否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
 

-
8
-
 

な
ら
な
く
な
る
。
ヒ
 

-
 
こ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
ら
の
ば
ら
ば
ら
の
 
知
 覚
の
集
り
を
つ
な
ぐ
も
の
ほ
、
連
合
い
の
の
 

o
c
 
す
 （
～
 

0
 口
で
あ
 る
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

ヒ
ュ
ー
ム
の
連
合
の
理
論
は
、
人
間
経
験
の
背
後
に
経
験
 を
こ
え
た
実
体
を
想
定
す
る
哲
学
的
立
場
に
対
す
る
も
 の
で
あ
る
。
こ
の
点
 

で
は
、
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
も
、
そ
の
流
れ
に
た
り
。
し
か
し
、
 
ヒ
ュ
ー
ム
の
連
合
の
理
論
に
よ
る
と
、
や
が
て
、
実
体
的
な
 
統
一
者
を
要
請
し
な
げ
 

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
経
験
主
義
の
立
場
 
に
た
つ
と
、
懐
疑
論
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
 そ
の
結
果
、
原
理
、
実
 

体
 、
絶
対
的
精
神
な
ど
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
経
験
 を
こ
え
た
統
一
者
が
、
必
要
と
な
る
。
こ
れ
を
み
た
す
 の
は
、
合
理
論
で
あ
る
。
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
経
験
的
立
場
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
お
よ
び
、
 そ
 れ
 以
後
の
英
国
経
験
論
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
点
で
あ
 っ
た
 。
し
た
が
っ
 

て
、
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
経
験
の
み
で
説
明
で
き
る
理
論
を
 ぅ
 ち
た
て
よ
 う
 と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
到
達
し
た
 の
が
、
「
純
粋
経
験
」
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純
粋
経
験
と
は
、
分
析
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
る
以
前
の
経
 験
 の
こ
と
で
あ
る
。
経
験
を
分
析
す
る
の
は
、
人
間
の
意
 識
 作
用
で
あ
る
。
 
し
 

か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
す
で
に
、
経
験
そ
の
も
の
が
、
 

そ
 こ
に
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
ジ
ェ
イ
 ム
 ズ
は
 、
世
界
に
、
最
初
 

に
あ
る
一
つ
の
素
材
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
 構
成
さ
れ
て
い
る
そ
の
も
の
（
 目
巴
 ）
で
あ
る
と
す
る
 。
そ
れ
は
ま
だ
定
ま
っ
 

た
 何
も
の
で
も
な
い
。
や
が
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
 の
に
な
ろ
 う
 と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
 

例
え
ば
「
私
は
手
が
痛
い
と
感
じ
る
 0
 」
と
い
う
経
験
が
 あ
る
。
こ
の
場
合
、
私
（
主
観
）
と
、
「
痛
さ
を
感
じ
る
 手 」
（
客
観
）
と
に
 

わ
げ
 て
こ
れ
を
考
え
る
の
 ほ
 、
す
で
に
、
そ
こ
に
、
 
分
 析
 作
用
が
、
お
こ
な
わ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
主
客
分
 離
 以
前
に
、
す
で
に
そ
 

こ
に
「
痛
い
」
と
い
う
経
験
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
純
粋
 経
 験
 で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
経
験
は
、
主
観
と
も
 客
観
と
も
な
り
 ぅ
る
可
 

能
 的
状
態
で
あ
り
、
末
だ
 、
 何
の
色
づ
 
け
 も
さ
れ
な
い
、
 
無
地
の
ま
ま
の
、
性
質
の
定
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
純
粋
経
験
を
、
生
活
、
生
命
の
直
接
 0
 流
れ
に
あ
た
え
た
名
前
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
表
面
 に
あ
ら
わ
れ
な
い
、
 

自
己
の
奥
に
、
そ
の
姿
を
か
く
し
て
い
る
。
し
か
も
、
 絶
 え
ず
洗
練
し
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
直
接
経
験
に
よ
っ
 て
 、
表
面
に
出
、
知
る
 

ほ
 た
ら
き
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
。
主
観
と
も
 客
 観
 と
も
な
れ
ば
、
物
と
心
と
に
分
れ
も
す
る
。
す
べ
て
は
 、
分
析
作
用
に
よ
っ
 

て
 、
は
た
ら
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
 、
 単
に
 、
意
 識
 の
 流
続
 す
る
流
れ
の
一
刹
那
一
刹
那
に
位
置
し
て
い
る
 も
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
 

-
0
-
 

i
 

ム
ズ
 は
、
心
理
学
の
領
域
か
ら
、
こ
れ
を
、
「
意
識
の
流
 
れ
 
守
の
（
Ⅱ
の
の
 

日
 o
 （
 c
o
 

目
色
 

0
 口
の
口
の
の
の
）
」
と
称
し
た
。
 

経
験
を
深
く
ほ
り
さ
げ
、
内
奥
の
事
実
と
し
て
、
何
も
 の
に
も
先
立
つ
純
粋
経
験
の
世
界
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と
 を
 発
見
し
た
の
は
、
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
哲
学
の
も
っ
と
も
特
色
あ
る
点
で
あ
る
。
 

，
 
」
の
純
粋
経
験
を
基
底
に
し
て
、
 
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
根
本
的
 経
験
論
は
成
立
し
 、
ま
 

た
 、
あ
ら
ゆ
る
他
の
哲
学
上
の
間
題
も
解
決
さ
れ
て
 ぃ
 る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
点
に
視
野
を
お
い
て
、
先
に
の
べ
て
き
た
、
ジ
ェ
ム
 ス
の
 宗
教
思
想
と
純
粋
経
験
の
関
係
に
 、
 目
を
 う
つ
す
 こ
と
忙
し
よ
う
。
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
は
、
多
元
的
、
プ
ラ
グ
 マ
テ
 イ
ズ
ム
 的
 、
経
験
論
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ど
の
点
で
 、
純
粋
経
験
の
理
論
 

と
 関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
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い か   
、 わ の を 念 ろ 題は ま を 在 絶題 か 程 こ ジ れ ヱ 

そ ら 点、 こ を げ と   っ 謝 意 対 と し 度 れ ， ぬ 々 

の ず に え す ら し ジ て 明 認 約 し 、 ま は 々 も ん     、 た て れ て ヱ い し の な て ジ で   ム の ズ 宗教 とが、 の その 考 根本的 領域へ さるこ 、幸 て 考え、 イムズ る。 ジ よ と う 世界、 無限 る の人間 イム ェ 、解明 その神 宗 の ズ す は、 
は え 縫 お と 福 経の ェ し そ 者 と ズ さ 親敬 べ思   
り 中 に ん き ら 事経 ズ で 、 て の 救 い し はれ   
し に お で な え 実験 は あ そ 孝 文 恵 る る 、 な あ 
て " げ し か か かの " る の え 法 想 も 、 そ の く 

い ジ る ま っ た ら埋 経 。 更 な の ほ の あ の ぞま 
る ヱ 考 っ た 

でも、 よ う ィ ム え方 たの 苦 、人生。 解明し 論、根 駁論を その 結 に同 5 カホ っこ 、 場を 、 厳密 、とい るいは 根本 思 立場 く 経験 思 であに を ズま   眼 の むし 間 の よ う 本的 主張 果 、 倶ノ こ ー ，セ 魚ま 経験 意 な って 宗 、 想で であ 

、 を味ょ教 あ る的 立場 ひ 、一つわれる 界があ る。 て 、入 題にま とした 経験論 しなが ジェイ きつ 経験 こえ では いで 憩 約 縮 る 完 

。 の っ 間 で の で ら ム ビ 論 た 、 あ 度 枠数 を 
限 た 
界 と の 問開 展がは " " ズ くに 領 経ろの経を固 
を 思                                                                   、 守 、 宙 つ に 諭 。 題 の 人 し 
も 5 に せ ェ し で 経 の 点 も だ 
7 つ 。 

に 上 間 て 
ま て 々 え ほ 験 最 で つ げ し に の い 

て 根 で考 ム な と を 高 あ て で ろ た 問 る 
い 本 、 つ 題   
た 的   
の縫 おい間たえたとしてさ 自て 我の   と し験 経 
で， 験 る る 題 の ぬ 、 し た い れ と 宗 て さ 
は 論 し 。 で で 壁 か て が る て 宗 教 と れ 

い き ながも                                                                     教 規 りる の 象 あ ち 

かわ 教でた 。 きのを 、 論い も の げ の 
、 め す 把 、 は 

と て 人間 を、しえ、よ 宗 。 宗教 あた 世界 とら び 握 人   
く 特 
に 異                                                                             っを ぎ こ経べ 間す 
完 な ム， スシ : いあ 0 そ経 誠ム ム 

肛 こ 験 て 
教 は、 ぅ く そ の 験 界 ズ ズ 
的 想 、 は ェ 観 ま の 解 の と が は 
と で " ィ 念 で聖 明 事 " 神   

の め 結 ふ も 、 を の 実 そ と ゐ 
関 っ   
連 た 、 ほ 相 聞 ち を し に ぅ の ね め て み 
ほ ほ 人 、 当 中 破 お て つ 存根 
つ ら 間 神 広 む る い 、 ど 花 木 もで " あ 着 日経 " 



ジェイムズ   

シ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
は
、
そ
の
哲
学
、
根
本
的
経
 

駁
論
を
基
盤
に
し
て
築
 

き
 あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

そ
の
根
本
的
経
験
論
断
 

に
は
、
宗
教
に
関
す
る
限
り
、
限
界
が
あ
っ
た
の
で
は
な
 

い
か
。
こ
の
点
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
の
も
つ
 

特
質
で
あ
る
と
同
時
 研
 

の 宗教 居 

五 

む 

す 

び 

  想 と根本的経験論 

（
 
7
 ）
同
上
っ
・
 
N
 
つ
 

（
 
8
 ）
同
上
 

 
 

は
、
の
 
@
 
「
 
の
の
ヨ
 

0
 
（
 円
 す
色
 
お
王
 と
し
て
い
る
 

0
 の
ち
に
出
し
た
 

、
心
理
学
要
綱
石
に
。
 

の
す
 
臼
 。
 
幅
さ
す
 
「
 
乙
こ
 
（
の
 
0
 
ヰ
 
「
の
⑧
で
目
つ
 

仁
 
穴
田
を
の
 
つ
コ
 
の
り
 

ざ
 仁
の
 

罠
 お
に
か
え
た
。
 

い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

（
 
5
 ）
 末
 a
d
@
 

の
 
巴
 同
ヨ
や
上
巳
の
 

ヨ
 で
・
 
か
申
 

（
 
6
 ）
 由
 仁
田
 
e
 
。
 円
 Ⅱ
の
 
り
 
（
 
@
 め
 o
b
 
由
 口
目
 
ぃ
コ
 
N
a
 
（
 
ヒ
 
「
の
。
 

せ
 ・
㌍
 
つ
 

る
で
あ
ろ
う
。
 

-
2
 
）
の
 0
 日
の
 づ
 （
 
0
 三
 。
 ヨ
の
 o
h
 
㌧
 ず
臣
 
0
 の
 
0
 で
す
ゼ
 

・
 
X
 ま
こ
の
場
合
は
 、
そ
の
哲
学
体
系
が
完
成
し
な
か
っ
た
こ
と
を
い
つ
て
い
る
の
 で
あ
る
が
、
根
本
的
経
 

駁
論
 は
 つ
い
て
も
、
こ
れ
は
、
該
当
す
る
。
 

（
 
3
 ）
デ
ュ
ー
イ
の
 
H
 
コ
 %
 ～
 
屈
ヨ
の
コ
 

（
 
巴
ず
ヨ
 か
ら
 ヨ
め
 a
 如
の
思
 想
 、
さ
ら
に
、
論
理
実
証
主
義
へ
の
展
開
が
あ
る
。
 

（
 
4
 ）
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
高
弟
、
末
 巴
 吝
 い
 ・
 
づ
浅
屯
は
 ジ
ェ
イ
 ム
 ズ
ほ
つ
い
て
の
士
人
並
百
円
す
の
 

円
す
 
o
E
 
幅
ず
 
（
 a
 口
ロ
 の
プ
 
a
r
a
 

ユ
の
 
～
 c
 
（
 毛
 ぎ
ざ
 日
甘
 ヨ
ま
 

い
つ
 0
 こ
 を
あ
ら
わ
し
た
。
こ
れ
は
、
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
研
究
の
う
ち
 も
っ
と
も
権
威
あ
る
も
の
で
あ
る
 0
 ま
た
、
ト
ロ
 ア
す
 「
は
 刃
匹
 -
 
㏄
 -
o
 
コ
 -
 
百
 い
ず
め
 

㌧
 ず
臣
っ
の
 

0
 で
 テ
ぜ
 o
h
 
毛
 ま
田
 日
 定
日
 9
 
と
い
う
著
書
を
公
け
に
し
 た
 0
 し
か
し
、
こ
の
ど
ち
ら
も
、
根
本
的
経
験
論
に
は
、
 お
 ま
り
重
点
を
お
 

註 
  
    

  
o ヰア マ 一フ。 「 

円 目ズグ 々ラ 
田 ム マ 

ティ マメ の 真   
ヂ 現ズ 

ムと、 観が確プラバ 

マ 上限 
テす本   
ズ こ経   
  
  

  
  
のヨ 識論と や してい 

いる え 。 巨 ご       



に
、
 一
つ
の
弱
点
で
あ
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
 、
 先
に
も
の
べ
た
通
り
、
そ
の
哲
学
 体
 糸
を
完
成
せ
ず
に
お
わ
っ
た
。
純
粋
経
験
の
理
論
も
 、
問
 題
の
提
出
に
と
ど
ま
 

り
、
 豊
か
な
展
開
を
と
げ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
 純
 粋
 経
験
の
理
論
を
中
心
但
し
て
、
今
一
度
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
 の
 宗
教
思
想
を
ふ
り
か
 

え
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
、
一
つ
の
興
味
あ
る
問
題
が
 潜
ん
で
い
る
こ
と
に
、
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
純
粋
 経
験
を
根
本
に
お
く
、
 

彼
の
哲
学
体
系
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
身
で
、
一
つ
の
 士
 
本
数
思
想
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
 か
 、
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
 

ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
、
根
本
的
経
験
論
の
上
に
た
っ
て
宗
教
 を
 解
明
し
た
。
そ
れ
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
の
宗
教
観
で
 あ
る
。
と
同
時
に
 ジ
 

エ
 イ
ム
ズ
の
提
出
し
た
根
本
的
経
験
論
、
そ
の
純
粋
経
験
 の
 思
想
は
、
ち
が
 ぅ
 立
場
か
ら
こ
れ
を
と
ら
え
て
み
 
る
と
、
そ
れ
が
、
す
で
 

に
 、
宗
教
思
想
と
し
て
の
一
つ
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
も
し
、
か
り
に
、
そ
れ
を
、
他
の
宗
 教
 思
想
と
比
較
し
て
み
 

た
と
き
 、
そ
こ
に
は
、
著
し
い
類
似
点
が
あ
っ
た
な
ら
、
 そ
の
点
か
ら
、
 ジ
ヱ
ィ
ム
ズ
 の
哲
学
が
検
討
さ
れ
る
こ
 と
が
で
き
る
の
で
は
な
 

い
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
自
身
は
考
え
て
い
な
い
す
が
た
で
、
 そ
の
宗
教
思
想
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
 い
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
見
通
し
は
、
次
の
こ
と
の
上
に
た
り
も
の
で
あ
る
。
 ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、
人
間
の
問
題
と
し
て
の
宗
教
を
と
り
 あ
げ
な
が
ら
、
そ
れ
 

を
 超
経
験
的
、
神
秘
的
領
域
の
問
題
と
し
た
の
は
、
ジ
ェ
 イ
ム
ズ
が
、
有
神
的
な
西
洋
思
想
の
伝
統
の
中
に
い
た
 か
ら
で
は
な
い
か
。
 そ
 

し
て
、
今
一
つ
は
、
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
一
方
、
 ジ
ヱ
イ
 ム
ズ
 は
、
西
洋
文
化
と
の
異
質
性
を
、
そ
の
思
想
の
中
 に
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
 

を
 、
表
明
す
る
た
め
に
、
腐
心
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
 、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
社
会
、
西
洋
文
化
と
の
 同
質
性
と
異
質
性
の
上
 

に
、
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
宗
教
思
想
は
、
そ
の
位
置
を
保
っ
て
 い
ろ
。
そ
の
異
質
性
ゆ
え
に
、
経
験
論
的
に
、
宗
教
を
 解
明
し
ょ
う
と
し
、
 純
 

粋
 経
験
の
理
論
を
 う
 ち
だ
し
な
が
ら
、
一
方
、
そ
の
 同
 質
性
 ゆ
え
に
、
西
洋
文
化
の
型
か
ら
脱
し
 き
 れ
ず
、
経
験
 を
こ
え
た
存
在
と
し
て
 

の
神
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
 の
 宗
教
思
想
の
特
色
で
あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
根
本
的
 経
験
の
限
界
を
し
め
す
 

も
の
で
あ
る
と
思
 う
 。
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仏
滅
年
代
の
決
定
は
、
イ
ソ
 
ド
 仏
教
史
の
組
織
の
基
点
 
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ャ
イ
ナ
 

教
や
 バ
ラ
モ
ン
教
の
 
伝
承
な
ど
と
の
関
係
 

に
お
い
て
、
全
体
の
文
化
史
・
思
想
史
を
み
る
上
に
も
、
 

重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
早
く
か
 

ら
 諸
学
者
の
研
究
す
る
 

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
仏
滅
年
代
の
手
が
か
り
と
な
る
種
々
の
伝
承
、
 

及
び
そ
の
伝
承
を
記
す
資
料
が
多
種
多
・
様
で
あ
る
た
め
 

に
 、
こ
れ
ら
に
 基
い
 

て
 措
定
さ
れ
た
仏
滅
年
代
も
、
一
往
の
推
定
に
は
達
し
て
 

も
 、
な
お
解
決
を
要
す
る
難
問
題
が
多
く
残
さ
れ
て
い
 

る
 。
い
ま
、
各
種
の
分
 

野
 に
お
い
て
進
め
ら
れ
た
諸
学
者
の
研
究
を
基
礎
と
し
 

て
 、
根
本
の
資
料
を
相
関
的
に
再
検
討
す
る
時
、
新
た
な
 

問
題
の
所
在
と
研
究
の
 

方
向
が
与
え
ら
れ
る
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

さ
て
、
仏
滅
年
代
の
措
定
に
当
っ
て
は
、
常
任
 

一
つ
の
要
素
が
問
題
と
せ
ら
れ
る
。
㈹
仏
滅
年
代
算
定
の
 

基
点
と
な
る
事
件
㈲
そ
の
 

れ
 
事
件
と
仏
滅
と
の
間
の
年
数
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

け
 は
 、
チ
ャ
 ソ
ド
ラ
 グ
プ
タ
あ
る
い
は
 
ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
 即
 位
で
あ
り
、
㈲
は
、
二
一
八
 

年
説
 を
と
る
 セ
 イ
ロ
 ソ
 伝
承
、
 一
 0
0
 年
 ま
た
は
 一
 一
六
年
（
一
六
 
0
 年
を
し
ば
ら
く
こ
れ
に
含
め
ば
）
説
を
と
 

る
 カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
伝
承
な
ど
 

年
 
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 

こ
の
中
、
チ
ャ
 
ソ
ド
ラ
 グ
プ
タ
 と
ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
 即
位
は
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
唯
一
と
も
い
 

う
 べ
き
 年
代
の
明
ら
か
な
事
件
で
あ
 ． 59@ (353) 

  

仏
滅
年
代
に
関
す
る
諸
学
者
の
見
解
 

仏
滅
年
代
の
資
料
 

塚
本
啓
 
祥
 



っ
て
、
か
な
り
正
確
な
数
字
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

T
-
 従

っ
て
こ
こ
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
深
く
論
及
す
る
 必
 要
を
認
め
な
い
。
 た
ど
 

こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
碑
文
 や
 ギ
リ
シ
ャ
 史
 と
の
 関
係
か
ら
算
定
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
及
び
 ア
シ
 ョ
 ー
 カ
 の
年
代
 は
、
イ
 

ン
ド
史
の
ほ
ぼ
確
実
な
規
準
と
な
る
に
し
て
も
、
種
々
の
 伝
承
が
伝
え
る
と
こ
ろ
の
、
こ
れ
ら
二
王
の
年
代
と
同
 一
の
歴
史
的
年
代
を
指
 

し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
と
い
う
の
は
、
各
伝
承
の
王
 統
の
在
位
年
数
が
異
 る
よ
う
 に
、
そ
れ
ら
の
伝
承
は
そ
 れ
ぞ
れ
 異
 っ
た
歴
史
的
 

事
件
を
規
準
と
し
て
、
そ
の
年
代
史
を
編
纂
し
た
と
 考
，
 ぇ
 ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
仏
滅
年
代
算
定
の
第
二
・
の
要
素
た
る
、
こ
れ
 
ら
の
事
件
と
仏
滅
と
の
間
の
年
数
は
、
南
北
両
 伝
で
 甚
だ
 

し
い
相
違
が
あ
る
。
 

し
か
も
、
何
れ
に
も
そ
れ
を
確
証
す
べ
 き
 資
料
を
欠
 き
、
 そ
の
批
判
は
系
統
を
異
に
す
る
伝
承
の
比
較
検
討
に
 拠
 る
の
で
あ
っ
て
、
仏
滅
 

年
代
の
問
題
点
も
 、
 専
ら
こ
の
第
二
の
要
素
に
集
中
さ
 れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
か
つ
て
な
 さ
れ
た
諸
学
者
の
見
解
 

に
つ
い
て
は
、
 

Ⅰ
・
 
ロ
の
 
い
の
 づ
ひ
ニ
か
 

の
㌧
 
0
 蜂
の
四
目
 

@
1
 臣
 Ⅰ
 
C
i
 
の
 
仁
 q
0
 
で
 
ひ
 ㏄
 
コ
 の
ま
Ⅱ
 臣
 宙
 
0
%
 Ⅱ
 
弗
コ
 
@
e
 

二
の
 

"
 ト
 
@
 Ⅰ
 
づ
 ㏄
 e
 Ⅰ
仁
の
由
 

仁
 0
 セ
の
 
Ⅱ
の
㏄
 
つ
 
0
 の
 く
 ・
Ⅰ
 
一
 
0
 
）
 
0
 
の
 
0
 
。
で
 つ
 ・
 
0
 
の
㏄
 
鵠
 

（
 
O
a
t
e
 

Ⅰ
白
い
 

C
 山
ロ
 
ア
 a
 ）
 

婁
ぶ
 
コ
円
 
e
 
Ⅱ
 
コ
 ま
 い
 @
 由
 -
 
㏄
 
叶
 
0
 
Ⅱ
 
日
 c
 円
 Ⅰ
コ
 
%
-
 
の
コ
 
Ⅰ
 耳
り
 
Ⅰ
の
神
 

仁
 
Ⅰ
 
e
"
 
ト
の
 
㏄
㏄
 
"
 ㌧
 口
 ・
 
り
の
 
㍉
 
1
 
ひ
 
つ
ト
 
（
 
卜
づ
 
寸
の
 
コ
隼
 
@
 
Ⅹ
 H
.
 
円
す
 
e
 せ
 
e
a
r
O
 
（
口
口
 
巳
隼
ア
 

p
 、
の
 
㏄
 0
 の
神
ご
 

-
 

な
ど
に
精
し
く
と
り
扱
わ
れ
て
い
て
、
今
更
枚
挙
す
る
 必
 要
を
認
め
な
い
。
 

然
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
語
学
 者
の
立
場
と
異
っ
て
 、
 新
た
な
方
法
に
よ
っ
て
仏
滅
年
代
 を
 措
定
し
た
の
に
 宇
 

井
 博
士
の
説
が
あ
る
。
博
士
は
 、
 ㈲
 セ
 イ
ロ
 ソ
 伝
承
が
 信
頼
で
ぎ
ず
、
㈲
シ
ナ
所
伝
の
北
方
伝
承
が
確
実
で
あ
る
 、
と
い
う
立
場
に
立
た
 

れ
る
 0
 Ⅱ
の
論
拠
と
し
て
は
、
㈲
セ
イ
ロ
ン
伝
承
は
二
一
 八
年
の
間
に
 セ
 イ
ロ
 ソ
 王
統
に
五
王
を
数
え
て
い
る
が
 、
そ
の
在
位
年
数
は
不
 

可
能
な
 程
 長
く
、
二
一
八
年
に
合
わ
せ
る
た
め
に
延
長
 さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
㈲
セ
イ
ロ
ン
伝
承
の
伝
え
る
師
資
 相
承
の
長
老
も
、
五
人
 

で
 二
百
年
余
に
当
り
、
僧
伽
の
長
と
し
て
支
配
的
位
置
に
 あ
る
も
の
と
し
て
は
 長
 ぎ
に
過
ぎ
る
、
点
が
挙
げ
ら
れ
 る
 。
ま
た
博
士
は
 、
仏
 

滅
の
西
紀
前
四
八
三
年
 説
 
-
 
ガ
 4
 ガ
 し
、
四
セ
 七
年
税
 -
 シ
ャ
イ
ナ
 
伝
 ろ
を
否
定
し
た
後
に
 、
 ㈲
の
論
拠
と
し
て
 、
 ㈲
イ
ン
ド
本
土
、
殊
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一
九
五
三
年
に
は
 
バ
 p
 ー
は
 恭
 P
p
 

宙
の
宙
 

巨
 Z
 ぎ
ぺ
卸
旧
 
や
な
る
論
文
を
発
表
し
、
仏
滅
年
代
に
関
す
る
 

多
く
の
資
料
を
分
類
し
た
。
 

資
 
資
料
に
対
す
る
彼
の
取
扱
い
方
に
は
種
々
の
問
題
 

が
 含
ま
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
彼
は
更
に
ア
ジ
ャ
ー
 
タ
 シ
ャ
ト
ル
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
 
グ
 

 
 

治
 年
数
一
八
・
五
年
よ
り
、
お
・
 

印
 X
 ㏄
Ⅱ
（
 
お
 小
こ
 0
 と
な
 し
 、
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
プ
タ
 
と
 

年
 
ビ
ン
ド
ウ
サ
ー
チ
の
統
治
年
数
 
五
 0
 年
と
 、
 浬
葉
 後
の
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
統
治
 

年
 黎
元
年
を
加
 算
し
て
 ト
 
の
 
0
 千
切
 
0
 千
㎏
印
 
Ⅱ
 め
め
切
 

 
 

逆
算
し
て
仏
滅
を
西
紀
前
四
八
九
丁
 0
0
 
ち
十
ド
ぎ
 

）
 午
 に
お
く
。
そ
し
て
こ
れ
に
 
近
 

， 61@ (355) 

-
5
5
U
-
 

さ
れ
て
い
る
。
 

に
 マ
ガ
ダ
を
中
心
と
す
る
地
方
の
伝
説
で
あ
る
こ
と
、
㈲
 そ
の
他
の
地
方
に
お
い
て
も
こ
れ
と
一
致
し
て
伝
え
て
 い
る
こ
と
、
㈹
こ
の
 一
 

致
は
互
に
系
統
を
異
に
す
る
部
派
の
間
に
も
あ
る
こ
と
、
 ㈹
古
く
そ
れ
が
記
録
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
の
四
条
件
 を
あ
げ
、
こ
れ
を
 充
す
 

も
の
と
し
て
 北
 伝
を
用
い
ら
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
漢
訳
 経
典
は
 ァ
シ
，
 １
ヵ
 を
 仏
滅
 一
 0
0
 午
 と
す
る
が
、
こ
れ
 は
一
 0
0
1
 

二
 0
0
 

午
を
意
味
す
る
も
の
で
、
十
八
部
論
・
部
 執
 異
論
が
一
一
 六
年
と
す
る
の
を
と
っ
て
、
ア
シ
ョ
ー
 カ
 の
即
位
 
G
 の
 ま
 じ
 よ
り
逆
算
し
て
、
 

仏
滅
を
西
紀
前
三
八
六
丁
ぃ
 づ
 
）
 +
 目
ひ
）
 
年
と
 措
定
さ
れ
 

 
 

シ
，
 １
ヵ
 の
 即
位
を
西
 

-
3
-
 

細
面
二
六
八
年
と
な
し
、
従
っ
て
仏
滅
年
代
を
西
紀
 煎
 二
八
三
年
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
 

林
屋
 文
 次
郎
氏
は
 、
 小
野
玄
妙
 氏
 
-
4
-
 

、
 宇
井
博
士
の
説
に
 反
対
し
て
、
シ
ナ
の
伝
承
を
根
拠
と
し
て
仏
滅
年
代
を
推
 走
 せ
ら
れ
た
。
㈹
 そ
 

0
 所
伝
が
西
紀
第
五
世
紀
の
初
頭
よ
り
下
ら
な
い
こ
と
、
 ㈲
そ
の
所
伝
の
系
統
が
明
瞭
に
し
て
、
そ
の
所
伝
者
に
 相
当
の
信
用
が
認
め
ら
 

れ
る
こ
と
、
㈲
そ
の
所
伝
の
年
代
が
 シ
ナ
 の
年
代
の
上
 に
 直
接
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
な
る
こ
と
、
㈲
他
の
異
説
と
 の
 相
違
が
出
来
る
限
り
 

合
理
的
に
解
釈
し
得
ら
れ
る
も
の
な
る
こ
と
、
㈲
そ
の
 所
伝
の
年
代
を
仏
教
史
上
の
諸
問
題
の
上
に
適
用
し
て
も
 、
 余
り
矛
盾
を
感
ぜ
 ざ
 

る
も
の
な
る
こ
と
、
の
五
点
を
条
件
と
し
、
こ
れ
を
 充
 し
ぅ
る
 資
料
と
し
て
、
㈲
仏
殿
混
沌
 経
 後
記
㈹
羅
什
 年
 紀
 
㈹
法
顕
伝
記
載
の
 

仏
滅
年
代
の
三
 つ
 が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
 含
ま
れ
る
伝
承
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
お
い
て
概
説
す
る
 の
で
今
は
省
略
す
る
。
 

氏
は
 ㈲
の
伝
承
か
ら
、
仏
滅
を
西
紀
前
五
八
八
 ｜
 五
九
 0
 年
に
 、
 ㈲
か
ら
は
西
紀
前
五
八
五
年
に
 、
 ㈹
か
ら
は
 西
 紅
筋
五
八
七
年
と
推
定
 



註 
  
    

る っ に 故 料 わ の 一 に 

と て 、 肛 広 が ち 方 つ み るも ころ 、仏 資料 持さ 多 げ Ⅲ 、云 法 は の定 

を 減 価 つ れ れ 播 有 実 の 

O Ⅱ - 摘 代 が 伝 伝 多 過 か 対 あ る し 、 。 アキラ りレド し、 に関 低い 承に 承の い 程 程に もし して 

そ 原 田 的 糸 計 種 し し の 
の 伝来 な 統 算 の   、 異 

ル三歴 万通 の あ っ っ が ら の 伝 
（字典 法 程 で る て て ぅ の 過 度 

  
" 糸 れ " づ く 

    
でグサ       

す 伝 い 合精 分場 よ を 性 
る 承 る 理 成 に 合 り 取 が ; 
と の と な の あ に 分 り 認   こ核み事 もとな美点。 視るは 、 支扱 しう め ら 

で 、 け を も そ 登 場 れ 
あ 伝 れ 台 兵 の 展 合 る 
る 承 ば ん っ 率 し に の 

。 構 な で て 統 た お で 
成 らい い に 場 い あ       す 従 放 れ 資 な 彼   

い
 セ
イ
ロ
ン
伝
承
が
も
っ
と
も
確
実
性
が
高
い
も
の
と
 

推
 

 
 

断
の
基
礎
的
な
立
場
に
㏄
 

 
 

お
い
て
、
問
題
が
あ
る
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
現
存
 

す
る
凡
て
の
伝
承
よ
り
平
均
年
数
を
算
出
し
た
こ
と
は
、
 

凡
て
の
資
料
を
等
価
値
 鯛
 



 
 

 
 

 
 

仏
 こ
と
を
試
み
よ
う
。
資
料
は
Ⅲ
律
蔵
に
お
け
る
第
一
 

一
 
結
集
の
伝
承
㈲
北
方
仏
教
の
伝
承
㈹
南
方
仏
教
の
 

伝
承
け
 
シ
ナ
 
の
伝
承
㈲
㏄
 

 
 

滅
 

資料 

  
  

資 

料 

の 

概 

要 

  
6 5 4 3 2   
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巨昭 東 

'"    " 一 万字舞 ト の り 一 木口 

毛年 ） 一 O 
  輯   
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ら で と せ て 
分 ぎ な ら い 
離 る 宙未 れ る 

す トだ た と 

る ま 記 緒 言 
持 た し 果 つ 

代 結 て が て 
  0 集 い よ 

  
産 愛梨壺 笏 

  な し。 ば 一 OO 集の伝 か と o のみは 

年 展 も 、 ら 
と が か や く 

一 成 く 三 論 

一正 0 し 第そ外 二のと 
年 た 結 相 す 
と の 葉 連 れ 
に は に の ば 
異 " 関 程 "   
い 結 伝 甚 に 
る 葉 南 だ お 
の と の し い 

は根 、 本にが 咳 いて 異 
  

  
田 あ と 法 に 
臣 る 共 で 共 
が と に あ 通 
止 み 、 る に 
座 る 分 と 伝 
糸 こ 製 し え 
統 と の て ら 
か が こ 宣 れ 

チ
ベ
ッ
ト
の
伝
承
㈹
フ
ラ
ー
ナ
の
伝
承
㈹
ジ
ャ
イ
 ナ
の
 伝
承
の
七
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
考
察
さ
れ
る
。
 

㈲
律
蔵
に
お
け
る
第
二
結
集
の
伝
承
 

浬
繋
 絶
後
 分
 
・
第
一
結
集
・
 
師
資
相
承
・
第
二
結
集
の
伝
承
が
附
加
さ
れ
て
い
る
が
、
 ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
に
 

お
 げ
る
第
二
結
集
の
伝
承
に
は
、
仏
滅
後
の
年
数
を
記
 し
て
い
る
。
 

㈲
 
一
 0
0
 年
説
 

せ
 い
す
 
ダ
 ビ
せ
曲
ぺ
ゆ
 

仁
田
 
コ
 。
 ヲ
ぅ
ゅ
ダ
沫
輿
 

の
 
の
 オ
能
。
 
ロ
ダ
曲
 
Ⅰ
 
日
笘
幅
痒
づ
 

*
p
 
ガ
 p
 。
 叫
 生
日
 曲
ヰ
ゅ
あ
 

㈹
一
一
 0
 年
説
 

の
 a
r
 
ヰ
 w
 
Ⅰ
の
（
 

田
づ
 
m
 
円
仁
～
 

コ
 。
 峯
由
 ）
 
ゆ
め
 
a
r
 
ヰ
 M
 
円
の
（
 

ぃ
ヰ
ゆ
 

&
 ナ
コ
 

㈹
年
数
を
示
さ
ず
・
・
：
：
目
の
ず
 ゅ
乱
セ
 管
守
 曲
 

Ⅰ
）
の
 三
 す
 つ
 
の
的
的
の
メ
目
 
ハ
く
ま
ど
セ
 
の
 
づ
卸
日
コ
 

u
 ワ
 い
の
 
卜
 

2
 、
五
分
 律
口
 0
.
 
に
区
劃
 宋
吝
口
 ・
下
り
で
お
と
仏
陀
 
什
 
竺
 道
士
共
訳
口
目
ル
オ
ー
 

か
ひ
 
の
 
a
 甘
 
p
u
 

大
正
二
二
・
一
九
二
 

a
 二
六
 

3
 、
四
分
律
 
コ
 
0
.
 

三
器
 

銚
秦
吝
 0
.
 
き
 8
 仏
陀
 耶
舎
 ・
 
竺
 仏
会
共
訳
口
ロ
 オ
 
a
 「
 
ヨ
 の
 
め
仁
つ
 

t
a
 

オ
色
大
正
二
二
・
九
六
八
 

c
 一
 九
 

-
2
-
 

4
 、
 毘
尼
母
 経
口
 0
.
 
）
 
か
 
の
の
 秦
代
吝
 口
器
 0
1
 
お
 こ
 失
調
Ⅰ
 ヱ
 生
日
 リ
 
セ
の
（
 

a
]
 

大
正
二
四
・
八
一
九
 

b
 二
 

5
 、
土
語
 律
 
p
o
.
 

）
 
か
 
の
の
後
奏
 
吝
 0
.
 
か
 
0
 と
弟
 若
 多
羅
・
 羅
 什
 共
訳
何
の
の
（
 

せ
ド
 
の
（
 

@
 
せ
 
注
ぎ
口
大
正
二
三
・
四
五
 O
a
 

二
八
 

6
 、
根
本
有
部
雑
事
 

口
 
0
.
 
に
 目
唐
吝
口
 ・
 
さ
 e
 
 義
浄
 訳
 ハ
 
ミ
三
器
官
 づ
 
a
 降
零
 注
ぎ
し
大
正
二
四
・
四
一
一
 c
 二
 

7
 、
控
訴
僧
祇
 律
 
Z
c
.
 
三
ぎ
東
晋
（
 下
 0
.
 
日
 ③
仏
陀
 祓
陀
 羅
 ・
法
顕
共
訳
口
目
の
 
訂
簿
ぢ
的
圧
ガ
 
p
U
 

大
正
二
二
・
四
九
三
 

a
 二
五
 

く 358) 64 



仏滅年代の資料 

り こ 察 
後 の す 以 

関   
つ に 方 伝承のるに、でなけ 上、 セ 

な 

原 資 承 

水 玉 も Ⅰ 乍 

  
イ ） き % ぎ 

  

  
一 九     滅 で 

a  ユ ""  "  一 一 "     大五 一   
正     九 ｜ゎ六｜セ一 一 O 二九 一五 
  
  むま 

            セ 一   O 克     四 二 セ   
c  -- " 一     一 l   

  = 入 し ヵ     
  

て シ 
      い ュ 

四 る   
  
の   教 

  団 
し よ の 

65@ f359) 

-
4
-
 

伝
承
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
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の と l も 遺ル 

百行 ろ じ 月末 書 己 

か に る   
ニ よ " るア与 

係 ル ま 如 
ほ の し 至     

仏 間 た 
乗 説 か 

の 、 ど 

一 ③ う 

流 経か 
と 部 は 
み説 。 問 
る 、 題 
見 ④ で 
解 楡 あ   
87 。 - 派こ 訪 れ 

の か 
四 ら 

種 は 
が そ 
あ の 
げ 所 
ら 属 
れ 部 
て 派 
い な 
る 決 し 
し 難 
か い し   
  
を 烏 
特 鳴 
定 め 
の 部 
部 派 
派 に 
に つ 
研 い 
属 て 
さ 十 i! ミ 

せ   

る 古 
こ 来 
と ① 
は 有 
田 部 

  
、 ② 

讃 多 

(3 ㏄ ) 66 



  

ィ ム滅年代の資料 

い
が
 -
 
開
元
銀
は
，
出
三
蔵
記
集
に
迦
葉
阿
難
 

撲
 と
あ
る
を
 
認
 ぬ
 た
 い
 ）
。
論
中
に
し
ば
し
ば
「
産
 
婆
 多
衆
」
「
外
国
師
」
 の
 語
を
あ
げ
て
お
り
。
 

「
 
唯
 大
大
一
人
の
み
 走
 れ
大
士
に
し
て
、
其
の
余
は
皆
是
 れ
 小
節
な
り
」
（
大
正
二
五
，
三
三
。
 

九
｜
一
 0
 ）
と
い
い
、
 仏
身
無
漏
 税
 、
大
乗
 

戒
 ・
小
乗
 戒
 の
 別
 、
十
住
の
階
位
、
道
の
行
般
若
経
本
 血
 @
 
晶
相
当
の
大
蒜
 本
無
説
 を
あ
げ
る
所
か
ら
、
 目
 a
 尹
脚
の
ゅ
 

ち
告
 守
 浅
ま
た
は
大
乗
 

所
属
の
論
師
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
実
正
四
・
一
一
 五
 C
 一
六
 
｜
 一
匹
。
更
に
、
本
論
の
中
で
マ
ト
ゥ
ラ
ー
 と
 カ
シ
ュ
ミ
ー
う
の
関
係
 

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
大
正
二
五
，
五
一
 
c
 ㌔
 

「
大
智
度
論
」
は
そ
の
大
部
分
を
竜
樹
の
作
に
帰
す
る
こ
 

 
 

れ
る
。
目
の
ず
 
ゅ
舐
旧
 
，
 

ぬ
田
ォ
 
の
お
よ
び
大
乗
教
団
の
先
駆
と
な
っ
た
と
み
ら
れ
 る
ボ
サ
ッ
 、
，
も
 

教
団
が
栄
え
た
地
方
ま
 

-
0
-
i
 
 

ア
ン
ド
ラ
地
方
・
 中
 イ
 ソ
 ド
 お
よ
び
ガ
ン
ダ
 

｜
ラ
 地
方
で
あ
る
の
で
。
。
 

@
-
l
 
 
、
 こ
れ
ら
の
伝
承
の
伝
播
 地
 を
推
 定
 で
き
よ
う
。
 

「
 
雑
 阿
舎
」
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
 ア
 シ
ョ
ー
 カ
ア
ワ
 ダ
 ー
 ナ
 は
 、
 マ
ト
ゥ
ラ
ー
有
部
の
教
会
 更
 に
関
す
る
 伝
 承
を
伝
え
て
い
る
。
 

上
述
の
四
つ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
ア
シ
ョ
ー
カ
因
縁
 ・
 半
 奄
羅
 果
 因
縁
・
 プ
シ
ュ
ヤ
 ミ
ト
ラ
の
 破
仏
 ・
コ
ー
 サ
 ソ
 ビ
ー
の
詳
論
に
か
か
 

-
2
-
 

l
 

わ
る
伝
承
の
み
を
含
ん
で
い
る
 雑
 河
合
 は
、
 他
の
テ
キ
 ス
ト
に
比
し
て
も
っ
と
も
 粗
朴
 な
形
の
伝
承
と
み
ら
れ
る
 0
 こ
の
中
、
コ
ー
 サ
ソ
 

ヒ
 ー
の
詩
論
の
関
係
す
る
「
四
悪
玉
」
に
は
西
紀
前
後
の
 歴
史
事
情
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
伝
承
は
大
 毘
娑
沙
 論
の
伝
承
（
大
正
二
 セ
 ・
 

九
一
八
 a
 一
八
 
｜
 九
一
九
 a
 二
 O
 ）
に
そ
の
原
形
を
み
 ぅ
る
 よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
ア
シ
ョ
ー
 カ
ア
ヴ
ダ
 ー
 ナ
 は
 更
に
 、
マ
 ト
ク
ラ
ー
 

と
 カ
シ
ュ
、
 
、
、
｜
 
う
の
関
係
を
伝
え
る
伝
承
を
含
み
、
根
本
 有
部
 律
性
 同
じ
資
料
を
発
見
し
 ぅ
 る
の
は
、
カ
シ
ュ
、
 
、
、
 

｜
ラ
 有
部
が
 マ
ト
ヴ
ラ
 

一
 有
部
よ
り
優
位
に
立
っ
た
時
代
、
恐
ら
く
カ
ニ
シ
カ
 王
 の
時
代
に
、
こ
れ
ら
の
伝
承
が
作
成
さ
れ
た
と
想
像
で
  
 

比
 、
大
毘
婆
沙
論
 之
 0
.
 
牛
精
唐
吝
ワ
 の
の
 
で
 ③
 ど
玄
 英
訳
 
五
百
阿
羅
漢
作
 
n
o
 
め
 
Ⅱ
 
づ
ひ
 
の
（
 

T
 粒
ぎ
 u
 大
正
二
 セ
 ・
五
一
 

O
c
 

｜
 五
一
二
 a
 

カ
シ
ュ
ミ
ー
う
の
有
部
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
 娑
沙
論
 に
は
、
大
天
に
関
連
し
た
 部
派
 分
裂
の
伝
承
を
伝
え
て
 ぃ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
 難
 

園
 僧
伽
藍
に
お
け
る
五
事
の
詩
論
に
基
い
て
、
反
対
派
 が
 カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
 へ
 至
っ
て
上
座
部
と
な
り
、
大
天
の
徒
 が
 上
っ
て
大
衆
部
と
な
 
繍
 

っ
 た
と
の
記
事
は
 、
 明
ら
か
に
 ア
 シ
ョ
ー
カ
時
代
を
意
味
 す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
伝
承
は
韓
 娑
沙
 
（
 二
 %
 
ご
 
・
 旧
娑
沙
茜
餌
 



失
調
と
し
て
 奏
録
に
 附
し
、
（
大
正
五
五
・
五
一
九
公
一
）
 

梁
 の
 高
僧
伝
に
は
羅
什
 訳
 （
大
正
四
九
・
一
九
 

c
 ）
と
し
て
 い
る
。
さ
て
、
十
八
部
 

人
 
㈹
品
類
定
論
の
作
者
㈲
 界
 具
足
論
の
作
者
㈲
間
論
の
 作
者
㈹
五
事
論
の
作
者
㈲
倶
舎
論
詰
の
一
人
㈹
 
玄
 奨
誘
即
時
の
一
人
 
-
 
、
 菩
 

薩
と
 称
せ
ら
れ
る
三
人
（
Ⅲ
 尊
婆
卸
蜜
 菩
薩
新
葉
 論
 の
亡
友
 
は
 異
邦
宰
輔
論
の
作
者
㈹
産
婆
夕
郎
 
円
 眼
中
の
一
世
 友
 ）
 
、
 警
楡
 文
学
に
関
係
せ
る
 

三
人
（
 田
 達
摩
多
羅
神
経
中
の
一
節
㈲
佳
日
離
離
 
経
 中
の
世
 友
 
㈹
師
子
月
 仏
 本
生
 経
 の
 世
友
 ）
を
数
え
る
よ
さ
に
、
多
く
 
の
 伝
承
に
伝
え
ら
れ
て
 

い
る
。
こ
れ
ら
は
独
立
し
た
別
人
を
あ
ら
ぬ
す
の
で
は
な
 く
て
、
相
互
に
関
連
を
も
っ
た
伝
承
の
内
部
で
、
そ
れ
ぞ
 

れ
の
性
格
が
与
え
ら
れ
 

友
を
自
派
の
先
覚
者
に
数
え
る
こ
と
は
、
そ
の
学
派
の
 

が
 部
族
全
体
の
所
説
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
 件
 

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
有
部
正
統
の
論
師
と
し
て
の
仕
女
 

権
威
を
昂
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
組
目
の
化
 
の
す
 

者
を
「
 世
友
 菩
薩
」
に
帰
し
た
の
も
、
 

世
 友
の
偉
大
さ
を
 

は
 、
諸
派
の
学
匠
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
故
に
 ず

 0
 ら
 。
で
 
a
 Ⅰ
の
。
 

芭
コ
の
 
の
浅
才
Ⅱ
 

簿
 

、
諸
学
派
の
論
師
が
世
 

示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。
 

-
5
-
 

l
 

従
っ
て
、
本
論
の
作
者
 世
友
と
 、
 娑
砂
 編
纂
時
の
上
首
 世
友
 と
を
同
一
と
み
る
窺
基
の
説
は
必
ず
し
も
認
め
難
い
  
 

十
八
部
論
は
、
そ
の
末
文
に
よ
れ
ば
、
 

梁
 
雀
ワ
 0
 ）
の
 
-
 僧
 伽
 娑
羅
訳
の
文
殊
 師
利
間
 経
分
別
品
相
当
の
部
分
と
、
 

羅
什
法
師
集
の
部
分
 

 
 

五
四
九
・
九
九
 a
 セ
 @
 と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
と
考
え
 ら
れ
る
。
開
元
銀
に
は
 

二
五
 ｜
 四
二
七
 -
 に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
伝
承
 が
娑
 沙
の
成
立
時
 
茜
紀
 二
世
 芭
に
 存
在
し
た
と
い
う
 確
証
は
な
い
 C
 

%
 、
ぎ
日
賎
 の
す
 
プ
 の
 
d
o
p
a
 

母
 c
a
 

口
沫
の
 

ダ
 
r
a
 

亡
友
佳
 

あ
 a
r
 
せ
 卸
の
 
@
 
@
 
せ
 
田
山
 
-
 
コ
口
 

a
 
 
十
八
部
論
 

z
0
 

・
 
0
0
 
鮭
秦
 （
戸
ロ
・
 

か
 
0
 で
 廿
 8
 鳩
摩
羅
什
 集
 
大
正
四
九
・
一
八
 a
 九
｜
一
 0
 

b
 
 部
執
 異
論
 
之
 0
 ・
 
0
0
 
お
陳
 甚
し
・
の
か
で
き
と
真
諦
 
訳
 
大
正
四
九
・
二
 O
a
 
 

一
五
 

｜
 一
七
 

c
 
 
革
紐
 叩
宗
め
柵
汰
調
 

～
，
 

q
0
 
・
 
0
0
 
ピ
唐
ハ
 や
し
・
ぶ
と
す
 宜
 大
歌
天
 正
 四
九
・
一
五
 a
 
 
一
五
 ｜
 一
七
 

d
 
チ
ベ
ッ
ト
 訳
 
（
九
世
紀
 -
 こ
 す
 い
 
「
日
の
 
ア
 
a
r
a
 

。
め
ぎ
 

か
あ
ダ
せ
 
。
 
か
 共
訳
大
谷
・
打
球
 繭
部
 U
.
 九
 0
 函
 ・
一
六
五
 a
 五
 

世
 文
三
曲
 簿
ョ
ぎ
 こ
の
 件
 と
さ
れ
る
本
論
は
、
窺
基
 の
 兵
部
宗
論
論
述
 記
雇
ワ
 ③
 ぃ
 
）
に
よ
れ
ば
、
 
娑
 砂
編
纂
 の
上
首
で
あ
っ
た
 

 
 

え
 、
 世
 友
は
有
部
論
師
の
八
人
 
@
 婆
 砂
編
纂
時
の
上
首
 
㈱
 婆
沙
 四
大
論
師
の
 
一
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仏滅年代の資料 

b
 
 の
の
七
日
 
め
 
（
 
i
 
吋
 p
 
 
の
伝
承
 

仏
滅
 二
 二
七
年
、
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
で
 之
ゅ
 
臣
の
と
 
目
 い
 ず
 ゅ
口
 
曲
ら
日
 
ゅ
 王
の
下
に
結
集
が
行
わ
れ
、
ア
ラ
カ
ン
の
 説
 が
論
ぜ
ら
 

-
B
-
 

ね
 、
 目
浅
け
ゅ
絡
 

ち
告
 守
浅
 と
の
手
 a
v
 
山
 
r
a
 

の
根
本
分
裂
 

を
な
す
。
 

㈲
南
方
仏
教
の
伝
承
 

 
 

ブ
 ラ
 ソ
ケ
 の
説
に
従
っ
た
ガ
イ
ガ
ー
は
、
デ
ィ
ー
パ
ブ
 ソ
 サ
が
 形
成
さ
れ
た
西
紀
四
世
紀
末
に
は
、
伝
承
の
初
部
 

  

 
 

伝
 は
 て
ヒ
ソ
ダ
 の
来
島
以
後
、
西
紀
四
世
紀
初
め
の
 マ
 ハ
 ー
セ
ー
 ナ
 
（
目
の
 
ア
浮
｜
 ㏄
 

a
 
 
臼
ず
 a
 
ユ
 r
a
 
 

の
伝
承
 

仏
滅
一
山
 
ハ
 
0
 年
 、
 パ
 目
の
口
目
名
目
 

簿
 で
し
 け
ゅ
冒
朕
 
0
 
才
 ゅ
 王
の
下
に
根
本
分
裂
を
な
す
，
」
 

O
-
7
-
 

論
 に
よ
れ
ば
。
仏
滅
一
一
六
年
に
 ア
シ
 。
１
ヵ
王
の
出
 現
 を
お
い
て
い
る
。
 部
執
 異
論
も
同
じ
く
一
一
六
年
と
記
 し
て
い
る
が
、
 元
 ・
 胆
 

本
は
 一
六
 0
 午
と
 伝
え
る
。
異
邦
家
輪
 読
は
 
「
 
官
 有
余
 

 
 

百
年
を
経
て
小
侍
を
過
 

ぎ
て
」
 公
 0
 
。
 
ヴ
 Ⅱ
㏄
㎏
の
 

ま
 コ
ム
の
 
ロ
ヰ
 
の
。
 
り
ヒ
か
ム
 

す
 い
 ㌔
・
 
り
 
@
 
㏄
 甘
笘
い
 

の
。
 
コ
の
 
巴
 と
す
る
。
 

n
7
 
、
舎
利
弗
間
縄
 Z
0
.
 

甘
 8
 
 東
晋
 吝
 0
.
 
ひ
ミ
且
 
2
0
 
）
 失
 課
口
言
 学
滞
ひ
旧
 
㏄
 オ
 @
 
オ
 p
U
 
 

大
正
二
四
・
九
 

O
O
a
l
c
 

訳
出
年
代
 ょ
 り
、
恐
ら
く
四
世
紀
頃
の
作
成
と
考
え
 も
 れ
よ
う
。
こ
の
伝
承
で
は
 ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
 孫
プ
シ
ュ
ヤ
、
、
、
 

ト
ラ
 -
 
弗
沙
蜜
 多
羅
）
 

の
破
仏
 に
部
 派
 分
裂
を
結
び
つ
け
、
 摩
詞
 僧
祇
邦
度
 学
 援
窟
 ㏄
 
ず
 @
 
オ
 こ
と
 他
碑
羅
部
 6
-
 
オ
 の
丘
・
じ
の
根
木
分
派
 
を
 
「
仏
滅
二
百
年
中
」
 

-
 
大
正
二
四
・
九
 
O
O
c
 六
 １
セ
ン
と
す
る
。
 

毬
 、
 N
@
 
ナ
 
リ
セ
の
 

す
ず
 
0
 色
の
 
セ
 @
 
す
 ず
の
 
牡
 ㏄
の
 
へ
 せ
 
a
 
オ
ず
せ
甲
コ
の
 

ロ
ロ
 
ア
 の
 
セ
 ㎏
の
 
作
 U
 
D
@
p
a
 

旧
悪
 

q
p
 

㌍
 め
 
首
鎧
 a
 
 
蔵
訳
 三
一
世
紀
 @
 

西
紀
六
世
紀
後
半
の
富
ま
ず
番
目
 守
ゆ
め
 長
老
バ
 ヴ
ヤ
 に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
 世
 文
や
セ
イ
ロ
ン
伝
承
 よ
り
後
期
の
も
の
で
 

あ
る
。
凡
そ
一
一
世
紀
に
し
Ⅰ
 
口
舵
ち
酊
母
か
 

r
i
 
舌
 ㌣
浅
に
よ
 っ
て
、
そ
の
存
在
を
確
認
さ
れ
る
ま
で
は
知
ら
れ
な
い
。
 ハ
ヴ
ヤ
 は
円
の
（
 け
 p
,
 

曲
 r
a
 
 
㈲
 目
舵
け
ゅ
 

の
 
a
-
 

や
的
け
 
片
オ
 
の
 
㈲
 き
 ち
 %
 （
Ⅱ
 

せ
 浅
の
三
 種
の
分
派
の
系
譜
を
示
す
が
、
㈹
・
㈲
は
分
裂
の
年
代
を
 伝
え
て
い
る
。
 



の
の
 
コ
 
巴
の
治
世
に
及
び
、
 

ぺ
ぎ
ぎ
ぢ
簿
 4
%
 
出
口
中
の
 
C
 （
 
t
p
 
Ⅰ
 
麓
ま
甘
 母
の
に
対
す
る
 
目
ゅ
ゲ
曲
ま
肘
母
ゆ
め
 
伝
え
る
と
 こ
ろ
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
 

ハ
 ブ
ソ
サ
 は
パ
ー
リ
の
詩
で
編
輯
さ
れ
た
最
初
の
も
の
で
 、
構
成
が
拙
劣
で
あ
る
が
、
マ
ハ
ー
ブ
ン
 サ
 は
ょ
り
 技
 術
 的
に
組
織
さ
れ
、
 
起
 

原
 と
な
っ
た
資
料
を
自
由
に
駆
使
し
て
い
る
。
ダ
ー
ッ
 セ
ー
 ナ
 
（
し
プ
 
巴
目
 の
の
 
旨
 。
下
け
・
の
 

N
 ド
 
み
か
と
の
命
に
よ
っ
て
 
、
 デ
 イ
 パ
 フ
ソ
サ
 に
対
す
 

る
 
ら
目
汁
 ゅ
 丁
目
草
 笘
 の
ち
の
こ
が
集
成
さ
れ
た
。
と
い
 
ラ
チ
ュ
ー
 
ラ
ヴ
ソ
サ
 
6
%
 ド
づ
 
の
七
の
 
a
 。
の
の
・
 

き
 ）
の
記
事
に
 従
え
 ，
は
 
、
マ
ハ
ー
ヴ
 ソ
 

-
0
-
 

2
 

サ
 の
形
成
は
西
紀
六
世
紀
初
め
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
 件
 者
は
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
 
ゾ
 に
よ
れ
ば
 
て
ベ
｜
 テ
ー
マ
 
亘
 艶
ひ
 品
目
こ
と
さ
れ
る
。
 

サ
 

マ
ン
タ
パ
ー
サ
ー
デ
ィ
カ
１
 %
 寛
待
 毘
 軽
妙
）
に
対
す
る
 ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
 
@
 世
色
 
に
よ
る
歴
史
序
文
は
、
デ
ィ
 
｜
 パ
 グ
ソ
サ
 を
基
に
し
 

て
、
 更
に
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
 甚
 （
（
 

ず
 
牛
の
（
 
ァ
 
じ
か
ら
取
り
出
さ
 れ
た
内
容
を
附
加
し
て
い
る
。
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
ブ
 

@
3
2
 

ソ
 サ
は
 ガ
ィ
 ガ
 ー
に
 よ
 れ
 

ば
一
 0
 世
紀
末
と
見
ら
れ
て
い
る
。
 2
-
2
-
 

-
 
お
 -
 

さ
て
、
セ
イ
 ロ
ソ
 伝
承
は
、
仏
滅
後
二
一
八
年
に
 ア
シ
 ，
 １
カ
 の
濯
頂
 即
位
を
位
置
さ
せ
る
こ
と
で
一
致
し
て
い
 る
 。
ま
た
、
ア
シ
 
ョ
 

｜
 力
の
時
代
に
第
三
結
集
の
伝
承
を
附
し
て
、
第
二
結
集
 に
 関
連
す
る
根
本
分
派
と
第
三
結
集
に
結
び
っ
く
上
座
 の
 細
分
裂
の
伝
承
を
記
 

し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
な
点
に
は
多
少
の
相
違
が
認
め
 ら
れ
る
。
 

ば
、
し
ぢ
 の
 
づ
 
の
ち
お
 T
 由
 

長
老
ソ
ー
 
ナ
カ
 の
 満
四
 0
 歳
の
時
、
カ
ー
ラ
 フ
ソ
 ー
 カ
 の
 治
世
の
 
一
 0
 年
 と
半
月
、
つ
ま
り
、
仏
滅
 一
 0
0
 

年
を
 

経
て
 、
ヴ
ヱ
 ー
サ
ー
 

リ
ー
の
 ヴ
 "
 ジ
 ー
 比
丘
ら
は
、
 
十
 事
を
宣
す
る
で
・
 
か
吾
 
。
 
ト
 
メ
セ
 ・
の
の
）
。
第
二
結
集
の
後
に
、
放
逐
せ
ら
れ
た
 ヴ
ッ
ジ
 ｜
 比
丘
ら
は
、
多
数
の
 

味
方
を
え
て
大
合
諦
三
 の
ァ
ひ
 

の
り
名
告
。
き
と
呼
ば
れ
る
 法
 の
 結
集
を
行
う
で
・
の
 0
1
%
 
。
 せ
 ・
 
ひ
 
e
 。
 

釦
 、
 目
単
緊
 の
せ
 き
ぎ
由
 

カ
ー
ラ
 ア
ソ
 ー
 カ
 の
即
位
よ
り
 
一
 0
 年
 目
、
仏
滅
後
一
 
0
 0
 年
に
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
の
 ヴ
ッ
 ジ
 ー
 比
丘
は
十
 事
 を
 
唱
え
る
 
亨
 ・
で
 蒔
 

や
ぃ
 こ
 0
 ヤ
サ
 は
ア
ホ
ー
ガ
ン
 
ギ
八
 パ
ー
 ヮ
 ー
、
ア
ブ
 
ン
一
 
ア
イ
 の
比
丘
ら
の
助
力
を
え
（
）
Ⅰ
）
 こ
 、
レ
ー
ブ
 
タ
 を
 味
 方
 に
入
れ
る
こ
と
が
で
 

ぎ
な
か
っ
た
 ヴ
ッ
 ジ
 ー
 比
丘
ら
は
、
プ
ッ
 
バ
ブ
 ラ
（
華
氏
 域
 ）
の
カ
ー
ラ
 
ア
ソ
 ー
 カ
 を
自
党
に
入
れ
る
 
蚕
 。
 
び
か
 
）
。
 
し
か
し
、
王
は
天
人
の
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ぬ
 、
 
仏
般
泥
 

直
径
 
-
 
後
記
 
-
Z
O
.
m
 

西
晋
（
下
し
㏄
の
 

っ
 
・
 
き
 
e
 白
沫
 
祖
訳
 

半
斗
 

資
 
仏
滅
よ
り
大
興
七
年
二
月
一
一
日
ま
で
、
凡
そ
 

八
八
七
年
七
月
一
一
日
、
今
市
戊
の
歳
に
至
る
ま
で
、
 

合
 わ
せ
て
九
一
五
年
と
な
し
、
 

比
 

一
年
注
目
し
て
、
内
皮
の
 

代
 
0
 丘
 旗
日
の
記
載
に
帰
し
て
い
る
 

年
 よ
り
逆
算
し
て
二
八
ま
た
は
 

-
 
大
正
一
・
一
 

セ
五
 
c
 

  

 
 

 
 

71 (3651 

威
力
に
妨
げ
ら
れ
（
 
び
ぺ
 
）
、
結
集
は
終
る
。
上
座
に
抑
圧
 

さ
れ
た
比
丘
ら
は
 目
麓
ダ
ゆ
舐
ち
習
痔
ゅ
 

と
名
づ
く
る
 ア
 ｜
 チ
ャ
リ
 ヤ
 

る
マ
 ・
の
，
 

T
 淫
 ）
。
 

m
a
 

、
の
の
 

目
 
，
 
p
 
コ
 
（
。
 

や
ぴ
 
。
 
ひ
 
@
 
）
 
@
 
オ
ひ
 
。
 片
 や
（
：
 

ひ
の
 
1
 
の
 
べ
 

書
見
 律
毘
婆
沙
 Z
c
.
 

三
宅
 

諦
斉
 ?
 口
 ・
お
 
0
 目
安
 9
 
 
倍
 伽
域
陀
羅
訳
 

り
ル
、
ヲ
 

（
 
い
 
ず
 
w
@
@
-
o
 

住
コ
 
ネ
，
 

c
.
p
 

乍
乍
の
 

Ⅱ
 p
,
 
つ
 ・
の
の
 

（
 
れ
 ・
羽
は
ば
・
的
に
準
ず
る
の
で
省
略
す
る
）
 

n
J
 

、
衆
聖
 

点
 註
説
 

同
歴
代
三
宝
紀
之
 
0
.
 
き
 ㌍
 
惰
 百
口
・
き
さ
 
費
 長
男
 撰
 ロ
天
 
五
四
九
・
九
五
 

b
 一
九
 
l
c
 六
 

仏
滅
後
、
 ゥ
 パ
一
り
が
律
蔵
を
結
集
し
、
そ
の
年
の
七
 

月
一
五
日
に
香
華
を
も
っ
て
律
蔵
を
供
養
し
て
一
点
を
下
 

し
、
午
 

し
て
師
資
相
伝
し
、
僧
伽
 
婆
陀
薙
 が
広
州
に
至
っ
て
 
善
 見
 律
を
訳
し
、
永
年
七
年
庚
午
の
歳
 
示
明
 八
年
・
中
ロ
 
か
 
0
0
 

）
七
月
 

養
し
て
一
点
を
下
す
ま
で
に
、
七
九
五
点
を
数
え
た
。
 

㈲
 シ
ナ
 の
伝
承
 

仏
滅
 と
ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
即
位
ま
で
の
年
数
は
、
カ
シ
ュ
 
-
 
，
｜
ぅ
の
 
伝
承
を
保
持
し
て
い
る
が
、
仏
滅
の
歴
史
的
年
 

代
 に
つ
 

説
昇
 っ
て
お
り
、
衆
聖
 
点
記
 説
の
影
響
も
あ
っ
て
 
、
著
 し
く
古
く
年
代
附
け
る
よ
 
う
 で
あ
る
。
 

説
を
立
て
 

々
 か
 よ
さ
に
 

に
律
蔵
を
供
 

い
て
は
、
 各
 



%
 、
高
僧
法
顕
伝
 
宕
 C
.
o
0
 

簿
 
東
晋
（
下
口
・
 
鰍
ア
自
 ③
 

㈲
仏
滅
 一
 0
0
 

年
に
 

ヴ
ス
 ー
サ
ー
リ
ー
に
お
け
る
結
集
 を
 位
置
づ
け
る
英
王
五
一
・
八
六
二
 a
-
 
。
ま
た
、
㈹
仏
滅
 俊
一
四
九
 セ
年
 、
法
 

頭
 が
 セ
 イ
ロ
 ソ
 に
着
し
て
仏
滅
 祭
 に
遭
遇
し
た
こ
と
を
 記
し
て
い
る
（
大
正
五
一
・
八
六
五
 
a
 二
六
 ｜
 二
九
Ⅰ
法
顕
 が
 長
安
を
発
っ
た
の
は
 

弘
治
二
年
目
 亥
 
（
東
晋
 
安
帝
 隆
 宏
 三
年
、
戸
ロ
・
 
皓
ど
 、
六
年
 に
し
て
 中
 印
度
に
至
り
、
 
停
 る
こ
と
六
年
、
還
る
に
 三
 年
を
経
て
貴
州
に
達
し
 

た
 
（
東
晋
 
安
帝
義
煕
一
 0
 年
 七
月
、
 キ
し
廿
と
 
（
同
六
六
 -
 
ハ
 
b
 一
 セ ー
 一
八
）
。
更
に
法
顕
が
 セ
 イ
ロ
 ソ
 を
発
っ
て
 青
州
に
 
達
す
る
ま
で
に
 賀
 し
た
 

日
数
は
、
邪
望
 提
国
 ま
で
 
一
 0
 上
 
八
日
下
 び
十
宙
十
 
0
0
-
 

、
，
 」
こ
に
 停
 る
こ
と
 五
ケ
月
 、
四
月
一
六
日
そ
こ
を
再
び
 発
 っ
て
 セ
 月
一
四
日
に
青
 

州
 に
着
し
て
い
る
 -
 
同
八
六
五
 c
 ｜
 八
六
六
 b
 ）
の
で
、
 
セ
 イ
ロ
 ソ
 を
発
っ
て
た
の
は
「
 義
煕
 九
年
七
月
末
頃
」
と
 林
屋
 氏
 は
み
ら
れ
る
。
 

つ
ま
り
遠
路
に
三
年
を
費
し
た
と
い
う
の
は
セ
イ
ロ
ン
の
 日
数
を
含
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
遠
路
一
年
を
引
い
 た
 二
年
は
、
「
法
顕
 
住
 

比
国
二
年
」
（
同
八
六
五
。
二
四
）
か
ら
も
証
し
 
ぅ
る
 。
 従
 っ
て
、
法
顕
が
仏
画
 祭
 に
遭
遇
し
た
の
は
 義
煕
 八
年
 
釜
 ワ
主
 こ
と
考
え
ら
る
。
 

氏
は
更
に
、
滅
後
一
四
九
七
年
は
「
正
法
後
四
九
七
年
」
 を
意
味
す
る
も
の
で
（
正
法
千
年
説
に
よ
っ
て
記
載
さ
れ
た
 
と
み
て
Ⅰ
正
法
五
百
年
 

説
 に
ょ
れ
ば
仏
滅
九
九
七
年
と
み
ら
れ
、
従
っ
て
仏
滅
 を
 西
紀
前
五
八
五
年
と
推
定
さ
れ
 -
5
-
 

召
 。
 

6
0
 

、
羅
什
年
紀
 

a
 
 歴
代
三
宝
紀
之
 0
.
 
き
 ㌍
 
惰
 
百
口
 3
 ご
費
 暴
戻
 撰
 
-
 
大
正
四
九
・
一
 O
 一
 
b
l
c
-
 

b
 
 広
弘
明
集
 
之
 0
.
 
ミ
 0
 の
 唐
 
（
下
り
・
安
全
道
宣
 
撰
 
（
大
正
 五
一
一
・
一
四
一
一
 

a
 ）
 

如
来
は
周
の
桓
三
四
年
歳
次
二
玉
 に
 生
れ
、
恒
三
三
三
 年
歳
 在
発
禾
 出
家
、
荘
王
 一
 0
 年
歳
甲
午
成
仏
、
 
襄
 圭
一
 五
年
歳
 
在
 
甲
申
 滅
 

度
、
 仝
天
和
四
年
に
至
る
ま
で
一
二
 0
 五
年
と
記
し
て
 い
る
（
大
正
四
九
・
一
 O
 一
 
b
 一
五
 l
c
 一
一
こ
。
こ
の
年
紀
 は
 鳩
摩
羅
什
の
所
伝
に
 

係
る
仏
滅
年
代
読
で
、
慧
遠
・
 僧
叡
 ・
僧
肇
・
文
場
 ら
 の
共
通
に
使
っ
た
年
代
謝
で
、
歴
代
三
宝
 紀
 お
よ
び
 広
弘
 明
美
に
引
用
さ
れ
て
い
 

る
 周
の
道
安
の
二
教
諭
を
通
じ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
 の
み
で
あ
る
。
林
屋
 氏
は
 、
天
和
四
年
冬
 0
.
 

の
の
の
）
よ
り
 

一
二
 0
 五
年
前
の
西
紀
 

前
 六
三
七
年
が
、
道
安
に
よ
る
成
道
と
入
滅
の
混
乱
と
 み
て
、
そ
れ
よ
り
 五
 0
 午
後
の
西
紀
前
五
八
七
を
仏
滅
 年
 代
と
 算
定
さ
れ
て
い
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王 
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共 
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お 
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"""@  ト 
        一 は     

る
 徐
 
。
 
@
Z
 

-
 



  

@
 
舖
 -
 

n
3
 
、
コ
ー
タ
 ソ
 の
歴
史
 

仏
滅
後
二
三
四
年
に
ダ
ル
マ
ア
シ
ョ
ー
カ
即
位
。
他
の
 伝
承
は
こ
の
仏
滅
二
三
四
年
を
彼
の
治
世
の
四
九
年
に
帰
 す
る
。
 

-
4
-
 

3
 

紐
、
 の
目
の
ぬ
の
日
の
（
 

一
す
 

寸
口
③
（
レ
ロ
・
）
の
 

の
 
）
）
 

仏
滅
を
西
紀
前
五
四
五
年
と
す
る
 彼
 以
前
の
学
者
軍
し
 
）
 
駐
 ）
）
の
説
を
修
正
し
て
、
西
紀
前
五
一
三
年
 
説
 を
立
 て
る
。
 

 
 

㏄
宙
の
 

1
 
す
 い
 （
。
 
幅
 ぬ
の
㏄
の
 

1
 
つ
の
 
ア
 @
 す
の
 
（
 
い
口
，
づ
 

Q
 ア
 @
 幅
の
 
p
-
l
 

ヴ
ぜ
 
の
も
。
の
 

す
 0
 
の
 
｜
 
オ
さ
甘
す
せ
仁
コ
 

一
 
%
 ヰ
 の
の
㏄
の
 

ロ
 
さ
ー
Ⅱ
の
す
１
コ
 

コ
 @
 
づ
 0
 １
 
0
 
ゴ
 の
 
オ
 -
 目
口
 
の
 
0
 
包
り
 
e
 ヤ
ず
吋
申
 

.
 
す
い
 （
年
玉
 

貝
 

逝
の
教
に
つ
い
て
明
ら
か
な
ら
し
む
る
「
法
の
源
泉
、
径
の
宝
蔵
 

」
と
い
う
 書
 ）
 

姐
 
仏
滅
後
一
三
七
年
に
 ナ
 ソ
デ
ィ
ソ
 王
 即
位
、
そ
の
 俊
一
 0
 八
 （
ま
た
は
 
八
 0
0
 ）
年
に
チ
ャ
 ソ
ド
ラ
 グ
プ
タ
 王
 即
位
と
す
る
。
 

て 
こ (1II) 
の 

年 滅 

俊二 代を 

修 一 
正 O 
  し年 
  て ま 
い た 

る - は 
"s0 @  一 - 

  
  
O 
午 
化 @ ヒ 
    
の 

事 
件 
を 
@% 
す 
る 

他 
部派 

の 
説 

を 
上 
げ 
る 

し 
か 
し 

O 

け Ⅱ お 

せが 

  
隼 @   
  

の 

  見 
解 
Ⅴ @ し 

よ 
  

 
 

0
.
 
べ
 
0
 
の
 
べ
 
）
し
の
 
ヨ
 ー
Ⅰ
 
0
 
ア
 @
 り
す
 
0
 
㏄
Ⅰ
 
-
 
目
 
一
で
 
0
 
｜
り
ゴ
 

0
 テ
も
 
ゴ
 
の
 
む
 
の
１
 

%
 ゆ
テ
 
@
 ヒ
 
二
 
@
@
 

口
口
目
 

@
 
。
目
り
 

Ⅱ
隼
の
Ⅱ
 

｜
 

す
 
い
 
三
打
 す
 
三
 %
 の
了
す
 

a
r
 

す
降
 
0
 
コ
 
l
 
づ
ど
り
 
㏄
 
o
Y
 
ず
 牛
ニ
ガ
目
 

コ
 
。
 
テ
ず
 
冶
 ヱ
聖
宝
 
法
が
 聖
者
の
国
に
如
何
に
体
通
せ
し
か
を
明
ら
か
に
 

説
 げ
る
「
圭
一
切
 

所
願
」
 
-
 

タ
ー
ラ
ナ
ー
 タ
 は
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
巡
拝
し
、
ブ
ッ
ダ
 

グ
 フ
 タ
ナ
ー
タ
 

6
%
 

缶
ァ
 
。
㏄
二
色
 

の
コ
ひ
 

（
 
ず
 
こ
を
請
じ
て
帰
国
 し
、
ジ
，
ナ
ソ
パ
 

（
Ⅰ
 

0
l
 
コ
呂
 
l
 
づ
こ
 派
の
根
本
道
場
な
る
 
フ
ソ
 ツ
ォ
ク
月
下
ロ
 

コ
 
，
 
（
 
簗
 0
 
色
 青
 で
師
事
し
た
。
力
ム
 
哀
ぎ
呂
し
 地
方
に
遊
 化
し
て
こ
の
書
を
著
す
。
 

晩
年
蒙
古
で
寂
し
た
。
 

-
8
-
 

2
 

㈹
 
ア
 シ
ョ
ー
 カ
 は
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
の
第
六
の
 

後
継
者
で
、
仏
滅
 一
 0
 六
年
に
即
位
し
た
。
 

 
 

 
 

 
 

の
 比
丘
ら
の
間
  

  
 

㏄
 

)
 

 
  

 



資
 
㈹
プ
ラ
 

l
 ナ
の
伝
承
 

に
お
け
る
王
朝
に
つ
い
て
伝
え
る
も
の
年
増
 

代
 
0
 木
燵
 

ダ
 ）
少
時
代
の
イ
ソ
 
り
頭
 

ダ
 
群
ゅ
 
悶
 8
 。
 
ド
 
6
0
 

目
口
ら
の
 

七
 
プ
ラ
ー
ナ
を
数
え
る
 

ノ
 

 
 

し
れ
 

即
 
ろ
 
し
母
ダ
日
ぢ
音
 

王
朝
の
記
録
の
 

。
Ⅱ
 

ソ
一
 

ミ
，
 

  

甲
申
 
ザ
目
ゆ
ゼ
 

下
戸
 
は
拓
択
川
 

必
し
、
せ
 

い
ゆ
 

中
戸
ロ
 

ザ
自
幅
 

申
せ
 

丼
ぢ
 
は
殆
 
ん
ど
一
致
し
、
 

9
 目
 
舌
 75 >369) 

料
 

㈲
そ
の
他
の
諸
説
 

    

二
九
五
五
年
 

ぎ
 妄
り
二
三
世
紀
中
葉
ま
で
）
 

N
a
 ヨ
 ガ
 ゴ
 の
二
四
世
紀
中
葉
ま
で
）
三
三
九
三
年
（
 
?
 ）
 

三
四
五
八
年
 

三
三
四
九
年
 

屈
 @
 
（
（
 
@
 
宙
プ
く
 

ど
り
 

三
四
一
 0
 年
 

の
ア
 
0
 の
 
l
r
 
㏄
 せ
 り
 -
 

三
四
五
五
年
 

言
い
（
 
@
 
め
 
～
（
 

一
セ
五
五
年
て
こ
 

の
 a
 ガ
舌
か
 
～
Ⅰ
 
ゲ
 一
二
世
紀
初
め
ま
で
 -
 

一
八
六
五
年
Ⅰ
 ，
 ）
 

（
一
四
冊
 
妬
ル
 
中
葉
ま
で
）
 

沐
卸
田
 
c
 乙
ミ
ぃ
 （
一
一
世
紀
・
初
め
ま
で
 

-
 

一
六
一
三
年
 

（
三
一
九
八
年
）
 

尻
の
日
巴
の
笘
が
二
二
世
紀
中
葉
ま
で
）
 
二
 0
 四
 0
 年
 

0
 
。
 、
 彰
 所
知
論
 

Z
0
.
 

ふ
 き
 発
令
息
 巴
作
 ・
 元
 （
ー
戸
ロ
・
）
㌍
 

か
 
）
 沙
羅
 巴
調
 

発
会
忠
己
 は
 チ
ベ
ッ
ト
人
で
元
世
祖
の
帝
師
で
あ
っ
た
。
 

ア
ジ
ョ
ー
カ
王
の
即
位
を
仏
滅
 二
 0
0
 
年
 と
な
し
て
い
 る
 
（
大
正
三
二
・
二
三
 

一
 b
 セ
 ）
。
 



編
纂
の
時
期
に
つ
い
て
み
る
に
、
シ
ュ
 

p
 １
カ
 
で
 書
か
 
れ
た
史
伝
は
、
西
紀
三
世
紀
の
中
葉
以
後
、
目
 

巴
笘
の
 
の
 中
に
見
ら
れ
る
よ
 

う
 

 
 

 
 

 
 

れ
る
。
ま
た
 

目
巴
雙
 
。
は
し
田
ま
 

笘
 。
が
グ
プ
タ
 

起
 万
 （
西
紀
三
二
 

0
-
 
以
前
に
含
ん
だ
も
の
を
、
そ
れ
か
ら
 

模
 舶
 
越
し
、
 

ぺ
卸
 
せ
 
由
 と
い
 

r
a
.
 

ゴ
日
ゅ
セ
 

俺
 
の
は
 
三
三
 
0
1
 
三
五
 
0
 年
頃
、
ま
た
は
そ
の
後
 

間
 も
な
い
頃
、
し
 

ま
ま
 
笘
の
の
増
大
し
た
部
分
を
借
用
し
 

た
と
み
る
こ
と
が
で
 

き
 る
 。
 

ま
た
、
 
目
 a
 
（
の
 

せ
 
a
 
。
 く
騨
口
 

。
 せ
 @
 
ゆ
中
目
の
中
に
は
、
カ
ロ
 

一
 シ
ュ
テ
ィ
ー
文
字
で
書
か
れ
た
場
合
に
の
み
生
ず
る
 

誤
読
の
例
が
あ
る
と
 

こ
ろ
か
ら
、
初
期
の
記
録
を
含
ん
で
だ
し
研
の
 

ユ
笘
麓
は
 
ヵ
 ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
文
字
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
 

0
 更
に
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
 

イ
 ー
の
使
用
さ
れ
た
年
代
と
そ
の
範
囲
か
ら
、
軍
の
ま
 

ゅ
 
鵜
が
 C
 口
牡
 
r
 宇
田
の
で
西
紀
三
三
 

0
 年
 以
前
に
編
纂
 

さ
れ
た
と
推
論
さ
れ
 

る
 。
し
ぎ
 
丘
笘
 
の
の
附
加
さ
れ
た
部
分
は
 

、
 グ
 プ
 タ
 王
 朝
の
範
囲
か
ら
考
慮
し
て
、
マ
ド
 

ャ
 デ
ー
シ
ャ
の
マ
ガ
ダ
 

と
 て
 ト
ク
ラ
ー
の
間
で
 

 
 

次
に
、
ア
ジ
ャ
ー
タ
シ
ャ
ト
ル
か
ら
ア
ジ
 

ョ
 一
カ
 
に
至
 

 
 

ハ
ル
 
ジ
 テ
ル
の
整
理
 

し
た
結
果
で
い
え
ば
、
 

  

は
 独
立
し
た
形
態
を
も
っ
て
い
る
。
 パ
ル
ジ
 テ
ル
は
 乙
 簿
 （
の
 
円
 p
 。
 ぺ
韓
タ
串
学
日
ゅ
や
 L
p
 

中
年
記
さ
れ
る
 

ギ
甘
笛
 
4
 ぢ
せ
 
の
。
は
「
未
来
に
」
 鴨
 

を
 意
味
す
る
の
で
な
く
て
、
「
㏄
田
ま
名
曲
 
づ
 u
r
a
 

コ
 の
に
お
 い
て
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
ら
の
 
プ
 -
 

 
 

か
ら
借
用
し
た
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
 は
 本
来
プ
ラ
ー
ク
リ
ッ
ト
の
シ
ュ
 p
 １
カ
 で
 書
か
れ
て
い
 た
も
の
か
ら
サ
ン
ス
ク
 

リ
ッ
ト
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
 Q
 ぢ
月
す
 は
 明
ら
か
に
直
接
に
 サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
で
編
纂
さ
れ
 仁
  
 



と
な
る
。
 

さ
て
、
も
し
 
セ
 イ
ロ
 ソ
 伝
承
に
従
え
ば
、
ア
ジ
ャ
 

l
 タ
 シ
ャ
ト
ル
 
ぱ
 仏
滅
前
に
八
年
統
治
し
た
の
で
、
仏
滅
後
 

ア
 シ
，
 １
カ
 の
 即
位
ま
 

で
は
 三
 0
 九
丁
㌣
 甲
 9
 年
と
な
る
。
ま
た
、
シ
ャ
ル
 

ハ
ソ
 テ
ィ
 ェ
 は
 目
斗
臣
コ
麓
 

コ
年
山
口
を
ン
ミ
 

苧
斜
づ
 
の
ら
 
日
 p
 
Z
 

が
コ
宙
 

a
r
a
 

ぢ
 0
 省
略
 形
 

 
 

 
 

朝
一
 00
 年
は
誤
り
で
 

㈹
ジ
ャ
イ
 
ナ
 の
伝
承
 

シ
ャ
イ
ナ
聖
典
は
 

、
ぬ
ぺ
 
の
（
叫
ョ
 

ヴ
 a
r
a
 
 

宙
太
 き
の
所
伝
 に
よ
れ
ば
は
、
バ
ド
ラ
バ
ー
フ
 

G
 ぎ
 口
目
 

き
 自
己
。
下
 

へ
 ・
）
り
の
 

1
 
）
 
ミ
 
の
時
に
、
 
飢
蝕
 

の
た
め
に
聖
訓
が
 

%
 減
し
た
の
で
、
パ
一
タ
リ
プ
ト
ラ
に
 

結
集
を
行
い
、
一
一
ア
ソ
 

ガ
 を
編
輯
し
た
。
ま
た
、
 

一
 
ロ
ブ
 一
ル
 ヴ
 を
含
む
 
第
 

料
 
一
二
の
 
ァ
ソ
ガ
 
は
、
私
様
せ
ら
れ
た
が
、
七
万
全
に
伝
 

わ
っ
た
の
は
ス
ノ
ー
ラ
バ
 

ド
ラ
 （
の
日
田
主
 

ま
 o
&
d
p
,
 

キ
ペ
 ）
 
つ
 
っ
。
 

ぃ
 
）
 
5
 
）
ま
で
で
あ
る
。
 

そ
 

資
の
後
聖
典
が
再
び
 
%
 減
し
、
滅
後
九
六
 

0
 年
毎
 た
 ぼ
 九
九
 ミ
に
 ワ
ラ
ビ
ー
ミ
巴
の
手
ご
に
会
議
を
開
い
て
 

結
集
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
 

現
 

 
 

し
て
 巴
柑
ゅ
日
す
 

a
r
p
 

（
空
女
 

派
 ）
の
所
伝
は
、
バ
ド
ラ
バ
 

｜
フ
 の
時
に
ア
ー
ノ
タ
ノ
ー
 

 
 

年
り
カ
 （
引
手
の
 

p
e
r
 

穿
巴
 と
い
う
一
派
が
生
じ
、
 

西
 紀
 七
九
年
に
ぬ
 
せ
 の
（
曲
目
 

す
 a
r
a
 

と
な
っ
た
と
す
る
。
 

プ
｜
 ル
ブ
 お
よ
び
 
ア
ソ
ガ
 
も
散
逸
 

 
 

て
 否
定
す
る
。
従
っ
て
、
西
紀
一
 

0
 世
紀
に
ま
と
め
ら
 
た
 聖
 ・
 
典
四
 ヴ
ェ
ー
ダ
を
そ
の
 

所
 

'.77 (371) 
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碑
文
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
 

め
 、
 弔
 p
n
@
 

ぬ
 
@
 
ゆ
 
め
 
い
 
で
の
（
せ
の
 

臣
 （
 
臼
 す
の
ま
 
q
 
リ
セ
 
巴
 H
n
p
q
@
 

（
 
p
-
 
。
宙
の
已
 

p
n
 

の
臣
さ
 （
戸
ロ
・
）
 

0
 
苧
コ
 q
0
-
 

碧
「
 

い
 せ
 め
 
毎
日
す
 

a
r
a
u
 

ビ
ソ
ビ
サ
一
 う
と
 ア
シ
ョ
 カ
ー
の
孫
で
彼
の
王
統
の
継
 度
者
サ
ン
プ
ラ
テ
，
 
6
p
 

ヨ
屈
 

ぃ
 
（
 
@
 
）
の
間
の
年
代
に
つ
い
 て
 伝
え
て
い
る
。
 シ
 

ュ
 レ
ー
ニ
力
泳
 斥
 三
オ
 

a
=
 

四
ヨ
三
の
目
「
 

と
 
と
そ
の
子
 ク
｜
 -
 
一
力
（
 ぷ
巾
宙
 
㌻
Ⅱ
 ま
 注
い
 
か
 
の
（
Ⅰ
色
は
ジ
ャ
イ
 

ナ
 の
伝
承
に
 よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
 

そ
の
子
ウ
ダ
ー
イ
ン
（
 C
 錬
ユ
じ
 は
マ
ガ
ダ
の
主
都
を
。
 
ハ
 

 
 

後
継
者
が
な
く
、
 ナ
ソ
 

ダ
が
 選
ば
れ
た
が
、
そ
れ
は
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
ラ
滅
後
六
 0
 年
に
当
っ
た
 
雀
 H
.
o
 

ト
ひ
 
）
 
0
 そ
の
後
チ
ャ
 ソ
ド
ラ
 グ
プ
タ
 は
 滅
後
一
五
五
年
に
王
 

と
な
り
て
 ヨ
 -
 
已
さ
 彼
の
後
を
ビ
ン
ド
ク
サ
ー
チ
ミ
～
 コ
 ・
 
か
ト
 
の
Ⅰ
そ
の
子
ア
シ
ョ
ー
カ
シ
ュ
 リ
ー
 （
 
下
ぬ
 
0
 ガ
 0
%
 
ご
が
 継
承
し
た
 宜
 x
.
 
）
 
か
曲
 
・
 
-
 
。
 

そ
れ
に
つ
い
で
ク
ナ
ー
ラ
（
本
月
 比
 巴
の
子
に
し
て
 ァ
シ
 ョ
 ー
 カ
 の
 孫
サ
 ソ
プ
ラ
テ
ィ
に
王
位
を
譲
っ
た
。
彼
は
 
長
老
マ
ハ
ー
 ギ
リ
 
（
約
千
 

ア
ひ
的
 

T
 ご
の
 寂
 
（
 
下
く
 ・
し
下
 

ど
 後
、
ス
ハ
ス
テ
ィ
 ソ
 2
W
 
ロ
 
ゴ
 の
 
紐
 互
に
よ
っ
て
化
導
さ
れ
た
（
 目
 -
 
ひ
 
ひ
由
 
・
）
。
 

へ
 １
％
チ
ャ
 ソ
ド
ラ
 は
ま
た
長
老
の
系
譜
と
そ
の
年
数
を
 与
，
 
え
る
 0
 力
 め
 パ
ス
ー
ト
ラ
 
忘
の
 子
の
の
 

由
 （
「
巴
の
著
者
 ハ
ド
ラ
バ
ー
フ
は
 滅
 

俊
一
七
 0
 年
に
寂
し
た
。
 

 
 

。
（
 

し
ひ
 
g
a
 
 

著
 ハ
ぬ
 
4
 の
 
-
a
 
日
す
 
a
r
a
U
 

弔
 Ⅱ
い
す
の
 

コ
隼
 
す
い
 

c
-
 

臣
亜
沖
已
コ
の
コ
 

-
 

-
 
白
 -
 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
 う
と
 ヴ
ィ
ク
ラ
マ
 起
 万
 6
p
 巴
 と
の
間
の
王
統
お
よ
び
統
治
年
数
を
示
す
。
 つ
ま
り
 

る
が
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ー
う
の
伝
記
や
師
資
相
承
の
記
事
 は
、
 極
め
て
古
い
形
態
を
伝
え
て
お
り
、
西
紀
一
世
紀
頃
 の
 マ
ト
ゥ
ラ
ー
出
土
の
 

-
9
-
 

3
 

関
係
か
ら
西
紀
前
四
世
紀
後
半
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
 現
存
の
 ア
 ン
 ガ
 は
ワ
ラ
ビ
ー
の
結
集
に
基
づ
く
も
の
で
 あ
り
、
 浬
 滅
し
た
古
伝
 

の
 僅
か
な
断
片
を
集
め
て
、
失
わ
れ
た
所
を
補
っ
ぺ
完
成
 さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
い
伝
承
と
新
し
い
 伝
承
と
が
混
在
し
て
 ぃ
 

さ
て
、
 ア
ソ
ガ
 の
整
理
は
 、
ぬ
ぺ
 
の
 3
 日
 す
ゅ
 
S
 
の
所
伝
に
 み
ら
れ
る
如
く
、
パ
ー
タ
リ
ブ
 ト
ラ
 の
結
集
に
由
来
し
、
 ハ
ド
ラ
バ
ー
フ
 と
 の
 

(37 の 

-
8
-
 

3
 

依
 と
し
て
い
る
。
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博   
士 

清浄   
+ 今生 「 

曽 l 
釜五 
ワ年 

富郎 経類の 脇   お に 
  

居、 上ヒ   
想 丘 
史 屈への 分裂 @     おく。 の二口 ）の間 

的 弥 で麦 コ 

ノ " ム   織識 研究 賈の 考 - ・ 

      めか 年立 せ 

し - 論     
参   ら ? 

    he 労廷目 と ヴ ・ 一 "  。 ' 
照 。 

薩、 れ よしト   
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室、 @ 。 

す め 

婆、 
く @ る 四 

衆、 
  。 七 

牛   
王 臣宙 は と 

79 (3%) 

Palaga 

Nanda 

Maurya 

Pusyamitra 

Balamitra 

Bhanumitra 

Nahavahana 

Gardhabhila 

@aka 

⑪
 
防
 

㏄
㏄
㏄
㏄
 穏
 
4
 
㎝
 

Ⅰ
 l
1
 

 
 



 
 

 
 

一
｜
一
｜
一
 

一
七
百
集
 
法
一
｜
一
｜
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浬
 

 
 

 
 

五
百
集
注
 

 
 

 
 

 
 

茄
 ）
紀
野
一
義
「
菩
薩
教
団
ょ
り
仏
乗
教
団
へ
の
展
開
に
関
す
 

符
 ）
 
い
 p
 甲
 戸
ワ
 コ
 田
の
大
衆
部
系
の
碑
文
は
、
ま
り
（
 
ア
ロ
ぺ
ぴ
 

～
 笘
 a
 宮
彫
刻
銘
文
・
 
石
彫
 銘
文
 
6
%
 穿
 こ
。
 ロ
ァ
 a
r
a
n
@
 

ガ
 0
-
-
a
 

注
目
さ
。
 へ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

毛
の
乙
の
寸
舎
利
 壺
 銘
文
（
目
の
鯨
 綱
 旧
住
戸
 巴
 。
㌧
 ひ
 一
の
五
 %
 ア
 

に
 
出
さ
れ
る
 "
 ま
た
、
 紺
圧
 r
p
 

三
戸
の
は
一
般
に
上
座
 

糸
 の
 支
 

の
ゐ
 ヰ
 刃
ロ
。
 毛
 -
 木
 ず
の
（
 
c
 の
 プ
 チ
 け
 Ⅱ
 
コ
お
 Ⅰ
 ち
 -
@
0
 

り
 ㏄
こ
の
 
c
 （
㌧
 
ロ
 の
目
 コ
 

獅
子
柱
頭
銘
文
（
呂
の
騎
 約
ち
写
 甲
ど
。
 内
 ㍗
こ
窟
 院
 銘
文
（
 

る
 一
考
察
」
 宗
 研
一
四
七
号
・
五
七
 
｜
 九
二
頁
。
 

浅
 Ⅱ
水
葬
銘
文
 
G
%
 
臆
 q
,
-
 

ぜ
と
 。
 之
牡
守
窟
院
 
銘
文
雀
 注
 

派
 と
さ
れ
る
が
、
⑭
 ひ
オ
 
の
 プ
 ロ
。
 
ロ
ア
 
a
r
a
h
a
 

（
の
仏
塔
に
そ
の
銘
文
 

（
㌧
 
由
 Ⅱ
せ
 
い
 ・
昧
の
 

@
 
守
 ）
。
 之
と
的
卸
 
ご
年
 コ
 @
 
才
 0
 つ
隼
ヰ
 （
 
尼
 ㌧
の
Ⅱ
の
 

赤
 生
田
。
 巾
 

お
 ～
 @
 
ロ
エ
 
c
 日
日
～
 コ
ま
ゎ
 
の
（
ロ
ヨ
。
 
く
 c
 一
 
・
 コ
 ・
 ロ
ダ
 H
 。
の
 巴
 n
 口
 （
（
 
り
 

ワ
ミ
 
の
 す
 鱒
の
 
9
 月
内
 オ
守
 p
 ）
。
 

を
 見
出
す
の
は
 

い
す
 
ヰ
か
 
Ⅱ
仁
安
 
ド
い
 
）
 

守
り
 ㌣
下
ヨ
。
 

ト
 の
い
つ
 
@
 丁
 

Ⅰ
口
ロ
 
の
 （
の
 @
 ト
 
Ⅰ
 @
s
-
o
 

小
ロ
Ⅱ
 

ひ
ア
ヨ
 
@
 ～
二
の
 

り
ユ
 
で
 目
 0
 づ
の
 
。
山
口
・
Ⅰ
 
乱
 ・
 メ
 @
 平
川
博
士
「
大
乗
仏
教
の
教
団
史
的
性
格
」
（
宮
本
正
 

草
綿
「
大
乗
 仏
 

教
の
成
立
史
的
研
究
」
）
 
，
 「
カ
ロ
ー
シ
ュ
テ
ィ
ー
碑
文
と
大
乗
数
 

団
 」
（
印
仏
研
田
 ノ
 一
）
二
七
 0
1
 二
七
五
頁
。
 

ま
た
、
 智
 鹿
論
に
は
マ
ト
ゥ
ラ
ー
 と
 カ
シ
ュ
ミ
ー
う
の
律
の
関
 係
を
伝
え
て
い
る
（
大
正
一
二
五
，
 
セ
 五
六
 c
 ）
。
 

う
 ）
 
ア
 シ
ョ
ー
 カ
 ア
ブ
ダ
ー
ナ
 
篆
達
 す
る
四
つ
の
テ
キ
ス
ト
 の
 内
容
を
比
較
す
れ
ば
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（
 
t
6
-
 

）
林
屋
 氏
 「
前
掲
 
書
 」
六
八
 
｜
 八
一
頁
。
 

（
四
）
 

自
 ㏄
 0
%
@
 

の
田
の
「
 

-
 円
叫
 
へ
り
 
づ
卸
 
手
 い
げ
 
の
 9 。
 
ま
 0
 
ア
 
@
 の
Ⅰ
の
 

り
巾
 
俺
 
Ⅰ
 
隼
ず
ざ
ヨ
 

由
の
。
の
の
 

@
 
コ
了
 
㌧
の
 
圧
り
 

Ⅰ
の
 

す
仁
 
Ⅱ
 
ぬ
ト
 
㏄
 
ひ
 
0
%
 り
 
Ⅹ
 
@
 ト
 
㏄
 
ひ
 
㏄
）
 
@
 寺
本
 椀
雅
 「
タ
ー
ラ
 
ナ
 

１
タ
印
度
仏
教
典
」
 

（
 
盛
 ）
 ト
 ・
い
い
（
の
 

り
ロ
 
@
c
 
つ
 
・
の
 
@
-
.
 

。
㌧
 
口
 
・
 
か
 
～
（
 

 
 

 
 

（
㏄
）
の
り
 

ず
 
-
 
り
 
（
 
コ
 ㏄
（
 

@
0
 

で
・
 

り
 
-
 
（
・
。
 

ロ
 
・
㏄
 

ト
 "
 巾
の
Ⅱ
 

血
 
い
し
 
@
 つ
つ
・
 

ぅ
 
-
 
@
.
"
 

で
 
・
 
下
 
㏄
 

（
 
田
 ）
 勾
 o
n
 
ゴ
こ
目
 
-
 円
ゴ
の
 
一
式
の
三
手
の
い
口
口
口
 

プ
 
p
.
 
Ⅰ
 0
 
コ
ぎ
コ
 
）
の
の
 

4
 
。
 ロ
 
p
.
2
 

の
の
 

1
 
ト
 
の
 
～
 @
 巾
 p
 
。
の
の
 

ヒ
 -
0
 
㌧
・
の
 

@
 
（
：
 
ロ
 
・
の
）
 

@
 寺
本
 椀
雅
 「
十
間
国
史
」
 

（
㏄
）
 
0
 す
の
 
「
三
三
宮
 
-
 由
プ
ち
ヨ
ピ
 

三
ロ
口
目
Ⅰ
こ
の
日
 

革
し
 白
 
1
 
㏄
（
 

0
 
コ
 
・
 ヱ
 の
 
@
 
ロ
の
 
-
 
ヴ
の
 
r
 
帳
 ）
の
㏄
 

0
 
。
㌧
 
つ
 
・
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0
 
の
 
1
 
）
 
o
 
㏄
 @
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r
e
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ヒ
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目
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屯
 
・
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田
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ロ
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い
 
「
 
臥
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の
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 -
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の
 
て
 E
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w
 
七
の
（
の
Ⅹ
（
 

0
+
 
（
 
プ
の
 
&
 
ヒ
コ
 
の
里
目
 
の
支
子
の
 
メ
主
 
@
a
 
幅
 
g
O
x
f
O
 

三
）
 

日
ひ
、
 
㌧
 
戸
 Ⅰ
 し
 

ハ
 
%
 ）
 已
乙
 
・
・
で
 

っ
 ・
 
婆
 p
,
 

Ⅹ
 
丘
 @
 

（
㏄
）
 
@
 
三
 %
 
：
つ
つ
㏄
 

0
l
2
2
 

。
り
下
 

l
 
㏄
の
・
 

ひ
 
㏄
 
l
 
Ⅱ
。
 

（
㌍
）
Ⅰ
 

ぃ
ヱ
 
の
す
 
い
 
（
 
ロ
 
の
目
（
 

@
 
の
 
（
 @
 円
 す
の
 
笘
ゅ
 
（
の
 
音
目
い
 
ず
 
目
 
せ
～
 
r
a
,
 

Ⅰ
 
巨
 ）
 
田
 p
 
。
 P
 ）
の
Ⅱ
 

姦
 ）
余
食
用
賭
博
士
「
印
度
古
代
精
神
史
」
二
三
 

0
 頁
 。
「
 
印
 度
 精
神
文
化
の
研
究
」
三
一
 

｜
セ
 六
頁
。
 

（
㏄
）
Ⅰ
 
由
宙
り
 

「
の
 
@
0
 
つ
 
・
の
 
@
 ：
 コ
っ
 
の
・
）
の
 

1
 
）
中
の
 

（
 
如
 ）
の
 ゴ
 
の
（
で
の
 

づ
ヱ
 
の
「
 
@
0
 
口
 
・
 ユ
 -
,
 
ロ
 
・
）
 
べ
 
㏄
 

五
）
 

@
b
@
 

㌢
 口
 
丁
目
 デ
 ㍑
 0
 

（
 
蛇
 ）
 由
 ・
 
甘
 n
o
 
田
 -
 円
す
 
0
 木
の
す
の
 

窩
 -
 
「
 
p
o
 
～
 巾
ア
 
p
&
 
「
 
ぃ
軒
す
 
5
 レ
オ
す
い
昌
し
一
仁
 

臣
ぬ
 
り
 
ヰ
 （
 
仁
 Ⅱ
 年
 
-
e
 

本
年
 

コ
笘
 
。
巨
の
㏄
 

ア
 
ミ
 
0
 
「
的
の
 

コ
 
-
 
の
再
 
由
り
 

9
%
 十
七
二
・
 
之
 0
.
 
ゲ
 

Ⅰ
や
・
の
 

l
 
Ⅱ
 

以
上
の
外
に
、
仏
滅
と
カ
ニ
シ
カ
王
の
間
の
年
数
を
示
す
も
 

の
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
資
料
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
多
岐
 

に
 渉
る
の
で
 
省
 

略
す
る
。
 

三
問
題
の
所
在
 

前
節
に
お
い
て
、
仏
滅
年
代
に
関
し
て
、
私
が
知
り
え
 

た
 限
り
の
仏
滅
後
の
年
数
を
伝
え
る
伝
承
に
 

亘
 っ
て
検
討
 
を
 試
み
た
が
、
こ
れ
 !%6) 82     
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域 
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り
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き
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ひ
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律
毘
婆
沙
 

ナ
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如
 
ゴ
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ヴ
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オ
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セ
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衆
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京
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代
三
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Ⅰ
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縄
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長
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費
 
暴
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さ
て
、
以
上
の
表
で
明
ら
か
な
よ
 う
 に
、
仏
滅
年
代
 算
 定
の
確
実
な
規
準
と
な
る
 ア
 シ
ョ
ー
 カ
 の
即
位
と
仏
滅
 と
 の
間
の
年
数
に
関
し
 

て
は
、
南
北
両
 伝
 に
お
い
て
著
し
い
相
違
が
み
ら
れ
る
。
 北
方
伝
承
は
 一
 00
 年
 ま
た
は
一
一
六
年
二
六
 
0
 を
 し
 ば
ら
く
一
一
六
の
誤
り
と
 

み
て
）
説
を
と
る
に
対
し
て
、
南
方
伝
承
は
二
一
八
年
 説
を
立
て
て
い
る
。
 

北
方
伝
承
の
 一
 00
 

年
は
端
数
の
な
い
数
字
で
仏
滅
 

筆
 一
世
紀
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
北
 方
 伝
承
の
凡
て
は
、
 

こ
の
中
に
包
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
一
六
の
数
は
 
組
ヨ
ど
ら
す
プ
 
の
 
臣
 。
 
罵
さ
 @
p
n
a
c
a
 

軒
ゆ
め
 漢
訳
二
本
た
る
 十
八
部
論
・
部
 執
 異
論
 

の
み
が
伝
え
る
の
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
数
の
真
 実
性
は
確
証
で
き
な
い
。
 

こ
れ
に
反
し
て
、
南
方
伝
承
は
仏
滅
 一
 00
 

年
の
第
二
箱
 

集
を
認
め
る
が
、
 ァ
シ
，
 １
ヵ
 の
 即
位
を
仏
滅
三
一
八
 年
 と
な
し
、
第
三
結
 

集
 と
上
座
の
細
分
裂
を
二
三
六
年
に
帰
し
て
い
る
。
 四
 世
紀
の
編
纂
に
基
づ
く
デ
ィ
ー
パ
 ブ
ン
サ
 に
、
イ
ン
ド
 本
 土
の
伝
承
が
ど
の
程
度
 

保
存
さ
れ
、
そ
の
編
纂
に
当
っ
て
ど
の
点
が
改
編
さ
れ
 た
か
は
不
明
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
か
か
る
南
北
両
伝
の
相
違
が
何
に
由
来
し
て
 い
る
か
を
解
明
す
る
た
め
に
、
伝
承
そ
の
も
の
の
性
格
を
 検
討
す
る
必
要
が
あ
 

る
 。
こ
の
た
め
に
二
つ
の
視
点
 よ
 り
考
察
が
な
さ
れ
ね
ば
 な
ら
な
い
。
 

Ⅱ
各
伝
承
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伝
承
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纂
に
係
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る
歴
史
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事
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滅
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ダ
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よ
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討
さ
れ
ね
 ば
な
ら
な
い
。
 

@
3
-
 

-
2
-
 

-
 
エ
 @
 

Ⅲ
マ
ガ
ダ
王
統
史
を
伝
え
る
も
の
に
、
 
し
 ～
 
つ
め
蕊
 七
 %
 
。
 プ
 （ ハ
 
@
 
ゴ
ぎ
 「
 
N
 
Ⅰ
お
お
 
@
 
フ
 
。
 卜
か
 0
 （
 
ハ
ゆ
メ
ざ
 

仁
ゆ
 
口
 p
 。
 H
,
p
H
 

円
ひ
ぁ
ゅ
あ
づ
 

p
q
 
メ
 「
 
の
コ
 
@
 
 
巾
 に
ぺ
麓
コ
 

l
 麓
の
 の 

十一 ム 

各
長
老
の
年
数
、
㈹
 ア
 シ
ョ
ー
カ
碑
文
と
仏
教
典
と
の
 関
係
、
㈲
結
集
 史
 と
分
派
 史
 と
の
関
係
、
㈲
に
関
し
て
は
 、
こ
れ
ら
の
伝
承
が
 作
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こ
の
表
に
お
い
て
、
王
統
を
由
・
 B
.
A
2
.
C
 
の
 四
 グ
ル
 l
 フ
に
 区
分
す
れ
ば
、
 B
.
C
 

は
凡
て
の
伝
承
に
共
通
 

で
あ
る
が
、
 

A
,
.
A
 

。
 

ほ
 各
伝
承
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。
而
し
て
 B
.
C
 は
 ギ
 り
 シ
ャ
 史
 お
よ
び
碑
文
と
の
関
係
か
ら
、
 殆
 ん
ど
確
定
的
 で
あ
る
の
で
、
マ
ガ
ダ
 

王
統
の
中
で
、
 A
,
.
A
"
 

に
 属
す
る
三
名
 が
 究
明
さ
れ
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 

㈲
師
資
相
承
の
系
譜
を
伝
え
る
伝
承
を
分
類
す
れ
ば
 
次
の
表
の
如
く
で
あ
る
。
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挿
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隼
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の
 卸
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 の
 

臣
か
 0
 ガ
 の
 

の
の
 ゴ
ド
コ
 

ド
岸
 -
 ぃ
オ
Ⅰ
 り
 -
 

早
う
の
す
の
 日
ぃ
臣
倖
ぃ
 -
 い
 

 
 

て
 Ⅱ
の
の
。
 
コ
の
モ
 （
 

の
三
の
 コ
ロ
 い
の
 

の
の
 コ
 d
r
a
 
ぬ
 Ⅰ
 づ
 （
の
 

由
 @
 コ
ロ
臼
の
 
ツ
 Ⅱ
の
 

レ
ぬ
 c
 ガ
の
 

 
 い

い
コ
ら
 

（
の
㏄
 

帝
せ
 

（
の
い
下
 

り
 
り
 

㏄
 
@
 
コ
ロ
コ
㏄
 

沖
 
r
a
 

下
ム
 
c
 
ヰ
ぃ
 

㏄
 
の
 

 
 

9
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低
 
い
。
 

 
 

 
 

料
は
 、
再
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

に
関
す
る
種
々
の
伝
承
に
、
史
的
確
証
を
与
え
る
も
の
と
 

ひ
 
z
9
 

揺
丁
 
。
 目
苫
ぉ
申
ひ
 

（
「
 

法
 大
官
の
設
置
を
記
す
も
の
」
 

摩
 崖
法
勅
五
 g
n
 
コ
 
%
 
（
，
本
斗
一
の
 

H
 
。
 

し
て
そ
の
資
料
価
値
は
高
 

 
 

gn ( 舖 5) 

集
の
伝
承
に
は
、
主
な
る
長
老
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
 

る
 
。
 

 
 

 
 

王
の
 

ょ
び
 
仏
蹟
 

伝
道
師
派
遣
の
伝
 

巡
拝
の
伝
承
 

さ
て
、
セ
イ
 

ロ
ソ
 
伝
承
で
は
、
師
資
相
承
の
各
長
老
の
 

年
数
を
与
え
て
い
る
が
、
五
人
で
二
 

0
0
 
年
を
越
ゆ
る
 

不
 
自
然
な
程
の
年
数
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の
す
甲
ず
 

プ
沖
 
㏄
幅
の
円
 

ず
 M
 
。
ミ
ド
 ロ
 の
の
 
ア
 「
 
ひ
 。
 し
す
 
ぃ
日
 
@
 目
 a
u
 
面
 ド
年
こ
 

6
c
 や
 a
r
@
 
ゑ
与
ぃ
コ
 ・
銘
文
 コ
 。
の
・
）
・
 

ひ
 @
 の
沖
オ
り
す
 

@
s
-
 

口
中
ぃ
 

ヱ
 %
 友
之
 0
 ・
）
ー
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
方
伝
道
師
 
u
 

b
 
 私
債
巡
拝
 

座
星
漢
 勅
 八
の
才
 品 「
。
 
木
巴
 お
し
す
り
 田
 @
.
 
紹
娑
軒
ぶ
眉
 ア
ロ
 
。
 ワ
 臼
杵
 
コ
 の
の
 
オ
 「
 
ひ
，
 
の
る
 

p
,
p
 

峯
婬
宙
鮒
偲
へ
 
石
柱
 法
勅
 

夕
日
日
 ぎ
諸
 ）
石
柱
 法
勅
 

小
麿
 崖
法
勅
 一
の
の
 ロ
ョ
ヨ
ゑ
ゴ
 
。
 寄
や
コ
卸
 
（
 
ゴ
 ・
の
 い
 ず
 い
 の
「
の
 

ヨ
 。
 め
生
ぺ
囲
 

（
・
 
い
 「
 
の
 す
日
の
 
モ
ふ
 ・
 9
 Ⅰ
 曲
い
 
㌧
 口
 「
 a
.
 

ぺ
目
「
り
帳
 

6
 日
 -
 ワ
ミ
 
の
 の
寸
 
@
 

c
 
 僧
伽
抗
争
 

の
卸
 
か
り
 
田
 。
の
 卸
 「
 
コ
朗
 
（
 
ず
 。
 木
っ
 
の
 
の
日
肝
 （
 
下
 -
 
田
ゴ
リ
ブ
ゅ
 

ナ
本
 0
 の
 
り
日
 
）
 法
 勅
 

㈲
結
集
 史
 と
分
派
史
の
問
題
は
、
第
二
結
集
と
 ア
シ
 ョ
 ー
カ
王
の
即
位
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
 重
 要
 な
要
素
で
あ
る
。
 

第
二
結
集
の
伝
承
は
、
当
時
の
教
団
の
中
心
地
、
東
西
 教
団
の
相
違
し
た
傾
向
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
 、
こ
れ
に
は
分
派
に
つ
 

い
て
は
未
だ
何
も
記
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
根
本
分
 裂
 に
結
び
つ
く
南
北
両
伝
の
相
違
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 

化
仏
 は
 大
天
の
五
事
を
根
本
分
裂
に
結
び
つ
け
、
南
伝
 は
 第
二
結
集
に
根
本
分
裂
を
関
税
し
て
、
第
三
結
集
と
 枝
 未
分
派
の
伝
承
を
附
加
 

し
て
い
る
。
し
か
も
、
ア
シ
 ，
 １
ヵ
 の
破
 僧
伽
者
追
放
 の
法
勅
が
 何
れ
の
伝
承
に
比
定
で
き
る
か
を
、
決
定
し
 ぅ
 る
 確
証
は
な
い
の
で
あ
 

る
か
ら
、
一
一
六
年
 説
 と
二
一
八
年
税
 は
 、
こ
れ
ら
の
 伝
承
と
相
関
的
関
係
に
お
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 Ⅹ
。
 

l
@
V
 

ま
た
、
こ
れ
ら
の
伝
承
編
纂
の
歴
史
的
事
情
は
如
何
な
 る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
西
紀
四
世
紀
前
半
の
グ
プ
タ
王
朝
 興
起
の
時
代
は
 、
か
 

か
る
伝
承
成
立
の
基
盤
と
し
て
の
重
要
な
意
味
を
も
っ
 て
い
る
こ
と
を
も
考
え
合
わ
せ
ぬ
 は
 な
ら
な
い
。
 

以
上
、
仏
滅
年
代
に
関
す
る
資
料
の
概
観
を
試
み
、
 こ
 ね
 ち
に
含
ま
れ
る
問
題
の
所
在
と
研
究
の
方
向
を
明
ら
か
 に
し
た
。
今
後
詰
 学
 

者
の
研
究
に
よ
り
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
対
し
て
 解
 決
へ
の
光
が
与
え
ら
れ
れ
ば
幸
 い
 で
あ
る
。
 

干
 ）
 

  

  ． (386)@ 92 



料
 

資
 

の
 

代
 

年
 

滅
 

イ
ム
 

ま
吐
 
（
Ⅰ
）
の
の
 
@
m
 
の
（
 @
-
@
b
.
n
@
 

（
・
。
 

つ
 ・
 
x
-
@
 

（
 
2
 ）
 由
 。
日
の
り
 

ぃ
 二
ロ
Ⅱ
 

ゅ
 @
 ㌧
レ
コ
 
台
 立
つ
の
Ⅰ
 

ぃ
ミ
 。
 し
 0
L
.
 
ヴ
 ㎏
Ⅰ
の
 
c
o
 
三
 
（
 
い
ぎ
ア
 
（
二
ロ
）
 

り
 の
の
 
0
 。
 デ
 い
い
 由
 ・
 @
 く
 Ⅰ
い
い
 
由
 こ
い
㏄
 
ト
由
 @
 メ
ト
 
ー
 
1
1
.
 

（
 申
 ・
。
 
ド
の
 
Ⅱ
 

Ⅰ
ト
下
 
曲
 

下
 @
 

（
 
3
 ）
㌧
 い
 Ⅰ
㏄
 
@
 
（
の
 

r
@
O
 

や
・
 

ユ
 （
：
㌧
 

Q
.
 

い
 
0
1
 
い
ト
，
の
 

㏄
 1
 
Ⅱ
 
つ
 

（
 
4
 ）
 
し
 （
 
p
a
 
屋
ぢ
ぎ
 ・
 オ
 ・
 
ふ
 
@
 ヰ
 ・
 
ま
 
@
 歴
代
三
宝
 紀
 
（
大
正
 
四
九
・
九
五
 b
 ）
、
 
摩
詞
 僧
祇
 律
 
（
大
正
二
二
・
四
九
二
 c
 ）
 
、
 分
別
功
徳
論
（
大
正
二
 

五
・
三
 セ
 b
 二
三
ー
二
四
、
舎
利
弗
間
縄
（
大
正
二
四
・
九
 

0
0
 
a
 ）
 
、
し
 i
v
 
遥
春
締
コ
 a
 （
 
p
p
.
 

ぎ
 0
 
｜
き
 と
、
阿
育
王
仁
（
大
正
正
 0
.
 

一
一
四
 

a
 

｜
 一
二
六
 b
 ）
、
阿
育
王
 
経
 
（
大
正
 
五
 0
.
 

一
五
二
 

c
l
 一
五
三
 a
-
 
、
根
本
有
部
雑
事
（
大
正
二
四
・
四
 O
 八
 b
 ｜
 四
一
一
 c
 ）
 、
付
法
蔵
因
縁
 

伝
 
（
大
正
正
 

0
.
 

二
九
 

セ
上
 二
一
三
）
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
印
度
 
仏
 敬
史
（
第
一
章
 ｜
 第
五
章
㌧
ま
た
ジ
ャ
イ
ナ
伝
承
に
お
け
る
 師
 貧
相
承
に
つ
い
 

て
は
、
宇
井
博
士
「
仏
滅
年
代
論
」
叩
首
研
究
 二
 、
五
 0
 頁
 。
 金
 倉
 博
士
「
印
度
古
代
精
神
史
」
二
四
二
ー
二
四
三
頁
。
 

（
 
5
 ）
 し
ぢ
い
つ
 
の
 弔
お
由
 @
 
ム
ま
 。
ま
の
 訂
蕊
 ち
 %
 
づ
 @
 い
い
日
ヰ
 

申
円
 
い
 つ
 凹
の
り
㏄
 

-
 
ガ
ひ
 @
 
く
 

（
 
6
 ）
し
才
）
緊
の
鯨
 コ
 a
"
 乱
 ・
苗
の
。
 ミ
 主
か
ア
色
・
お
き
 "
 で
・
㏄
㏄
の
 

Ⅹ
な
お
、
本
稿
は
昭
和
三
十
三
年
秋
、
山
田
 竜
域
 博
士
の
御
垣
 ホ
に
従
っ
て
作
成
し
た
論
文
の
一
部
に
、
そ
の
後
の
研
究
を
加
筆
 
し
た
も
の
で
あ
 

る
 0
 本
稿
の
草
稿
に
当
っ
て
は
、
会
合
月
照
博
士
に
は
全
篇
の
細
 部
 に
百
 ぢ
て
御
 指
導
を
賜
り
、
ま
た
シ
ナ
文
献
に
つ
い
て
は
 坂
 本
 幸
男
博
士
の
 、
 

チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
つ
い
て
は
羽
田
野
 伯
猷
 博
士
の
御
教
示
を
仰
い
 だ
。
こ
こ
に
附
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
ひ
。
 

（
昭
和
三
十
五
年
度
・
文
部
省
科
学
研
究
費
に
 
よ
 る
綜
合
研
究
の
 研
究
成
果
の
一
部
）
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悪
は
人
間
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
（
下
の
・
 
H
o
e
 
 

と
い
 

わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
生
命
が
矛
盾
に
み
 ち
て
ぃ
 る
か
ら
で
あ
り
、
 而
 

も
悪
は
人
間
生
命
に
と
っ
て
根
源
的
で
本
性
的
で
根
本
 現
象
で
あ
る
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
に
 荷
 っ
て
 生
 き
る
の
で
あ
っ
て
 、
生
 

き
つ
 又
 死
に
、
死
に
つ
ュ
生
き
る
の
で
あ
る
。
 こ
ム
 に
 矛
盾
の
根
源
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
「
生
れ
」
と
「
死
に
 」
と
の
間
を
生
き
る
 
生
 

合
 は
、
そ
の
有
限
な
る
「
生
き
る
」
の
ま
ま
が
永
遠
 無
 限
な
る
「
生
き
る
」
で
あ
ろ
う
と
根
本
的
に
希
求
し
て
い
 る
 。
こ
の
深
い
矛
盾
の
 

深
さ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
が
「
生
き
る
」
現
実
に
あ
ら
 わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
に
み
ち
た
生
の
「
 生
 ぎ
る
」
が
人
間
は
悲
惨
 

な
の
で
あ
る
 
貧
 ・
の
・
 

か
の
 
。
 ぎ
乙
 。
 縛
ご
 e
 。
そ
れ
故
に
 、
人
間
は
迷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
宇
田
・
の
・
 

目
 e
 。
 死
 に
よ
っ
て
生
命
の
有
機
 

体
は
解
体
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
 
ミ
 ・
の
・
 

お
こ
 、
生
命
 に
と
っ
て
死
は
何
時
ど
の
よ
う
に
し
て
や
っ
て
来
る
か
わ
 か
ら
な
い
が
、
而
も
何
 

蒔
 か
必
ず
間
違
い
な
く
や
っ
て
来
る
死
に
よ
っ
て
 つ
ね
 に
お
び
や
か
さ
れ
て
居
る
。
 

こ
の
不
安
と
危
機
に
お
そ
れ
お
の
の
き
な
が
ら
、
神
を
希
 来
 し
て
、
人
間
は
そ
の
不
安
な
生
命
の
内
な
る
自
己
 撞
 看
的
矛
盾
を
生
き
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
人
間
は
悲
惨
で
あ
り
な
が
 ら
 偉
大
を
憧
 侵
 し
、
偉
大
と
悲
惨
の
中
間
を
浮
動
し
て
い
 る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
 

人
間
の
わ
る
い
弁
証
法
の
目
の
す
 び
 の
の
旦
日
 簿
 （
 
円
オ
貧
 縛
づ
 e 
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
 ュ
 か
え
れ
ば
天
使
と
獣
の
中
 間
 に
人
間
が
あ
る
こ
と
 

一
人
間
は
矛
盾
に
み
ち
て
い
る
 

舘
 

煕
道
 

悪 

ほ
 

つ
い
て
 

ガ
ル
デ
ィ
ニ
の
所
論
に
よ
り
 

  

(388)@ 94 



で
あ
り
、
而
も
人
間
は
獣
に
傾
い
て
い
る
。
パ
ス
 

ヵ
ル
 の
 い
う
如
く
（
 

下
拐
お
 
の
。
鱒
の
）
が
、
天
使
の
役
を
演
じ
よ
 

ぅ
 と
す
る
も
の
が
獣
の
 

役
を
演
ず
る
の
は
不
幸
で
あ
る
が
、
人
間
は
ど
う
な
る
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
神
に
似
て
い
る
の
か
獣
に
似
て
 

い
る
の
か
 
旬
，
の
 

・
 
づ
 
e
 

は
 、
自
問
し
な
が
ら
自
答
の
出
来
ぬ
謎
で
あ
り
、
而
も
 

そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
何
と
い
う
恐
る
べ
 

ぎ
 相
異
で
あ
ろ
う
か
。
 

ど
う
し
て
人
間
が
謎
で
あ
る
の
か
、
こ
の
謎
は
ど
う
な
る
 

の
か
は
、
人
間
自
身
に
と
っ
て
は
底
し
れ
ぬ
秘
密
の
中
 

に
 ど
 う
 し
よ
う
も
な
く
 

か
ノ
入
十
ヒ
み
札
 

て
い
る
（
 
づ
 ・
の
・
㏄
 

こ
 の
で
あ
っ
て
、
は
か
 

な
い
人
間
の
存
在
は
無
明
に
浮
ぶ
一
点
に
過
ぎ
ぬ
か
の
 

如
 く
で
あ
る
。
人
間
は
神
 

に
 等
し
い
の
か
、
動
物
に
等
し
い
の
か
、
さ
て
は
人
間
 

は
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
問
題
だ
け
で
あ
 

っ
て
答
は
な
い
。
わ
れ
 

わ
れ
は
ど
う
な
る
の
か
。
人
間
は
迷
っ
て
い
る
。
人
間
 

は
 人
間
の
座
か
ら
墜
落
し
て
い
る
。
自
分
を
さ
が
し
な
が
 

ら
さ
が
せ
な
い
こ
と
 

が
 自
明
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
が
ど
う
な
る
か
は
誰
に
も
 

わ
か
ら
な
い
 
雀
 ・
の
・
 

窩
 t
o
e
 
。
こ
の
わ
 
け
 の
わ
か
ら
な
 

い
 無
気
味
な
人
間
の
本
 

性
は
仁
心
 

ョ
 。
 
巳
ぉ
 
ず
で
あ
る
。
動
物
は
死
を
恐
れ
ぬ
 

し
、
 
生
き
て
い
る
だ
け
で
、
死
に
っ
ふ
生
き
て
い
る
の
で
は
 

な
い
。
人
間
ほ
死
に
 

つ
 ュ
生
き
て
い
る
の
に
か
 

ュ
 わ
ら
ず
、
而
も
生
き
て
い
る
 

の
で
あ
る
・
の
・
の
 

こ
び
㊧
Ⅱ
死
の
不
安
を
知
る
こ
（
 

オ
 
0
 
下
 

と
は
人
間
の
し
る
し
で
 

 
 

盾
 的
な
る
人
間
に
お
い
て
は
悪
と
な
る
の
で
あ
る
（
 

り
 

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
純
粋
実
存
と
し
て
の
 

動
 

も
 罪
を
犯
し
て
い
る
の
を
許
し
て
お
く
れ
」
（
 

口
 ・
の
・
（
 

ト
か
 

る
 。
動
物
の
本
能
や
原
始
林
の
繁
み
や
嵐
や
火
山
で
、
 

伺
 

よ
っ
て
 
昇
 っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
み
て
 

 
 

物
は
楽
園
の
自
由
を
持
っ
て
い
る
（
 

オ
 ・
の
・
 

ビ
ト
 
!
 ㌍
 じ
と
 

も
 、
人
間
は
精
神
と
肉
体
の
統
一
で
あ
り
（
 

オ
 ・
の
・
か
 

い
 
の
 
ュ
 

絆
ぢ
べ
 
）
。
 
か
ュ
る
 
人
間
だ
か
ら
、
「
神
の
小
鳥
、
幸
い
な
 

）
 と
い
 
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
人
間
で
あ
る
。
か
く
て
 

ら
か
の
形
で
起
る
こ
と
が
ら
は
善
悪
に
は
無
関
係
な
の
 

  

人
間
と
動
物
と
は
死
に
 

母
 e
 、
相
互
に
矛
盾
し
 

る
 小
鳥
 よ
 、
お
前
 
達
に
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
 

牙
 

い
わ
れ
る
所
以
で
あ
 

 
 

 
 

ら
ぬ
運
命
で
あ
る
。
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
に
あ
る
こ
と
 

は
 苦
し
い
け
れ
ど
、
苦
悩
の
㏄
 



 
 

,
 イ
ト
 

悪
、
カ
 と
し
て
の
 
悪
 、
悪
魔
性
の
も
の
ま
で
も
悪
と
 
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
な
悪
は
 生
き
る
と
い
う
こ
と
 

 
 

に
 対
し
て
は
、
存
在
現
象
と
し
て
の
 
生
 、
存
在
、
時
間
 

永
遠
等
は
っ
 ね
 に
、
そ
の
根
源
的
な
意
義
が
問
 い
 
つ
め
ら
れ
て
、
人
間
に
 

｜
ソ
 
@
 
ソ
ソ
 

気
な
ど
は
苦
悩
と
い
わ
れ
、
悪
と
も
い
わ
れ
る
 
け
れ
ど
も
、
更
に
 罪
 、
犯
・
 罪 、
 
@
 
イ
ト
珠
生
七
 
ル
ド
ル
ベ
 

ソ
 @
 
%
 
Ⅲ
Ⅹ
 

下
劣
、
 
俗
 

シ
 @
/
 
ル
ツ
ニ
ソ
 

 
 

ぃ
 
e
 
 
民
衆
を
描
い
た
ド
ス
ト
 

エ
 フ
ス
キ
 
一
が
、
か
ュ
る
 
民
衆
の
粗
末
さ
こ
そ
人
間
本
来
の
姿
で
あ
る
と
み
て
、
 

粗
 悪
 で
あ
れ
ば
こ
そ
神
に
 

愛
さ
れ
る
民
と
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
 

か
ュ
る
 
人
間
で
は
、
そ
の
人
格
構
造
で
い
え
ば
、
 

病
 
気
 
-
 
イ
ト
貧
困
、
飲
ん
 

、
 

べ
、
せ
 

1
 
重
一
並
の
悩
み
、
社
会
的
 

リ
シ
 
ニ
ス
 
.
 
ラ
 
イ
 @
 

落
 ぶ
れ
、
 ナ
ル
 

愚
ぬ
笘
狂
 

@
 
ィ
 ト
フ
 

 
 

 
 

て
 
遅
鈍
、
 

貧
慾
 、
墜
落
で
殊
に
ぞ
っ
と
す
る
よ
 
う
 な
飲
ん
 べ
 で
あ
る
 
6
.
 
の
・
め
じ
。
要
す
る
に
賛
し
く
 げ
 が
れ
て
い
る
（
 し
 ・
 の
 

が
 心
の
底
か
ら
湧
 き
 上
っ
て
来
る
 
宙
 ・
の
・
 

9
 ㌔
こ
の
 状
 態
は
生
の
虚
無
で
あ
る
か
ら
、
生
命
に
と
っ
て
は
耐
え
 難
い
苦
で
あ
っ
て
悪
の
 

表
現
有
，
の
・
 
0
 ご
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
 
木
杓
、
生
命
は
休
息
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 人
 間
 の
か
 ュ
る
 生
命
は
つ
 

ね
に
悪
の
に
お
 い
 が
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
 の
悪
の
最
も
適
切
な
現
実
の
姿
を
、
ガ
ル
デ
ィ
ニ
は
ド
ス
 ト
エ
 フ
ス
キ
ー
の
描
い
 

た
 民
衆
で
あ
る
と
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
民
衆
は
不
潔
 

 
 

な
し
で
あ
っ
て
 、
 従
っ
 

シ
ユ
ム
ツ
ツ
 

望
 

し
さ
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
結
果
、
人
間
は
生
 

ぎ
る
こ
と
の
恵
展
、
 

ラ
ソ
 
グ
フ
ィ
レ
憂
う
つ
、
シ
ュ
ヱ
ル
 

ッ
 
@
 
 
悲
哀
、
苦
悩
、
 
 
 

よ
う
 に
さ
げ
ら
れ
れ
苦
し
い
宿
命
と
な
る
時
、
そ
れ
は
 悪
 で
あ
る
。
死
が
人
間
に
実
存
を
 ょ
 び
さ
ま
す
程
に
 、
生
 と
 死
と
が
緊
張
し
た
 方
 

盾
 関
係
に
な
い
よ
う
な
子
供
に
も
す
で
に
善
悪
の
戦
い
 が
あ
る
 
享
 ・
の
 
，
か
 
e
 
 と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
子
供
に
は
 戦
い
の
苦
悩
が
根
源
的
 

に
 目
覚
さ
れ
て
い
な
い
だ
げ
に
反
っ
て
、
そ
の
戦
い
は
 底
 し
れ
ず
深
い
苦
悩
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

然
し
 、
 生
は
苦
悩
で
あ
る
に
 か
ュ
 わ
ら
ず
さ
げ
難
く
 苦
 悩
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
き
る
こ
と
を
や
め
る
 こ
と
は
、
 死
 そ
の
も
 

の
で
あ
る
。
死
に
よ
っ
て
、
苦
悩
は
解
消
す
る
が
如
く
で
 あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
生
そ
の
も
の
の
、
解
消
で
あ
っ
 て
こ
れ
こ
そ
根
源
的
な
 

苦
悩
で
あ
る
。
生
が
鮮
か
で
あ
る
こ
と
は
同
時
に
苦
悩
 が
鮮
 か
な
こ
と
で
も
あ
る
。
人
間
が
休
息
状
態
に
あ
る
と
 い
う
こ
と
は
、
人
間
の
 

生
命
に
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
生
命
の
休
息
と
は
 
虚
無
、
孤
独
、
よ
り
か
 

ァ
プ
ヘ
羊
ヒ
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悪 は つ い て 

脱
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
 
父
 ・
の
・
 

p
o
o
 

）
。
た
だ
そ
 

れ
は
霊
が
精
神
を
 つ
 っ
 む
時
父
 ・
の
・
 

p
o
e
 

に
限
る
の
で
 

あ
っ
て
、
人
間
の
問
題
 

は
 、
人
間
に
お
い
て
だ
け
で
は
 解
 げ
な
く
、
神
と
結
ん
で
 の
み
解
決
出
来
る
の
で
あ
る
。
 

自
明
の
こ
と
だ
が
、
「
生
き
る
」
こ
と
は
、
生
命
に
と
っ
 て
は
ど
 う
 に
も
こ
 う
 に
も
な
ら
ぬ
運
命
で
あ
る
。
そ
の
 運
命
か
ら
解
き
放
さ
 

れ
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
に
体
な
ら
ぬ
。
 

生
 ぎ
つ
 亙
 死
ぬ
 ナ
 
」
と
が
死
で
あ
る
が
、
生
命
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
 は
 、
そ
の
死
は
佃
化
で
 

あ
る
。
 無
へ
伺
 っ
て
生
き
る
と
こ
ろ
の
「
生
き
る
」
 

こ
 と
は
、
生
き
つ
生
死
ぬ
る
こ
と
で
あ
る
。
お
び
え
っ
ふ
生
 ぎ
る
と
い
う
運
命
の
故
 

に
こ
そ
、
お
び
え
、
あ
え
ぎ
の
故
に
こ
そ
、
人
間
は
運
 命
を
超
え
て
神
に
伺
っ
て
転
回
せ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
起
死
回
 生
の
飛
躍
に
お
い
て
 死
 

へ
 生
き
づ
 
ム
、
 生
を
永
遠
に
生
き
る
と
い
う
実
感
に
 於
い
 
て
 、
人
間
は
神
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
 

か
ュ
る
 体
験
 は
 予
測
出
来
ぬ
か
ら
実
動
 

如
 た
る
体
験
で
あ
る
。
 
か
ュ
る
 体
験
に
立
た
ね
ぱ
人
間
 は
 、
安
定
し
た
 己
 れ
を
保
ち
得
な
い
。
 
己
 れ
な
き
と
こ
ろ
 自
由
も
あ
り
得
な
い
。
 

鋳
 

 
 

の
 民
衆
に
こ
そ
聖
成
へ
の
道
が
ひ
ら
 け
れ
は
 な
ら
ぬ
 こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
 S
.
 ゅ
 ・
（
Ⅱ
故
に
、
人
間
 
究
極
に
は
悪
の
包
囲
を
 

ス
ト
 
ヱ
 フ
ス
キ
ー
で
は
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 S
 

が
コ
 て
然
し
、
人
生
は
危
機
に
直
面
し
 

 
 

え
る
ほ
ど
 
-
 人
間
に
と
っ
て
根
源
的
だ
か
 

 
 

人
間
に
と
っ
て
根
源
的
な
の
で
は
な
く
て
、
価
値
あ
る
 も
の
即
ち
崇
高
な
も
の
の
志
向
も
ま
 

え
 ぎ
な
が
ら
も
、
善
へ
の
志
向
を
貫
こ
 う
 と
す
る
の
が
 
生
命
の
本
来
性
で
あ
る
。
か
く
て
、
ド
ス
 

 
 

 
 

実
 、
無
邪
気
と
自
由
、
愛
、
謙
遜
、
喜
び
が
追
求
 さ
れ
る
。
 

而
 

気
 ・
高
さ
 、
誠
 

そ
の
困
難
さ
は
、
善
と
悪
と
へ
の
人
間
生
命
の
根
元
的
 士
 心
 何
が
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

然
 

は
 
「
生
き
る
」
を
放
棄
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
に
 更
に
高
 き
 崇
高
へ
 伺
 っ
て
生
命
の
飛
躍
 

か
か
る
限
界
現
象
を
崇
高
に
伺
っ
て
飛
躍
す
る
こ
と
は
 ま
さ
し
く
宗
教
的
で
あ
る
も
の
・
）
 じ
 。
 て

こ
そ
人
生
の
意
義
は
ぎ
ね
だ
っ
て
 霧
 

ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
悪
の
み
が
 

た
根
源
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
悪
に
あ
 

千
ノ
 

ト
エ
 フ
ス
キ
ー
に
お
い
て
も
、
名
手
、
 

も
そ
の
追
求
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
 

し
そ
の
根
源
的
矛
盾
に
よ
っ
て
、
生
命
 

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
・
の
・
）
 
じ
 。
 

ガ
ル
デ
ィ
ニ
が
、
ド
ス
ト
 ェ
 フ
ス
キ
ー
 

 
 

 
 

快
 、
不
安
、
絶
望
、
鈍
感
、
破
滅
 等
 
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
 
限
界
現
象
と
し
て
、
 

赤
人
生
の
危
機
と
し
て
、
 

ド
 

お
い
て
は
そ
れ
等
は
 

、
 つ
ね
に
人
生
の
危
機
の
象
徴
と
 

な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
等
の
悪
と
い
う
も
の
 

 
 



る
の
で
あ
る
 再
 ・
の
・
）
の
 

し
 。
信
仰
に
お
い
て
、
人
間
は
 
ま
こ
と
に
人
間
と
し
て
自
己
を
自
覚
的
に
た
て
・
る
の
で
 

あ
る
が
、
そ
れ
は
信
仰
 

に
お
い
て
の
み
、
人
間
に
二
つ
の
真
理
が
明
ら
か
に
な
る
 

か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
の
一
の
真
理
は
神
に
似
て
 

い
る
こ
と
、
他
の
真
理
 

貧
 ・
の
・
 

お
 e
 
 
で
あ
っ
て
 、
 神
に
伺
っ
て
の
態
度
の
と
り
 
方
 に
よ
っ
て
、
自
己
を
超
越
す
る
か
、
自
己
の
下
へ
墜
落
 

す
る
か
 
雀
 ・
の
・
 

ト
 
0
 
⑧
 

を
 決
す
る
の
で
あ
る
。
悪
魔
に
く
み
す
る
か
聖
な
る
も
 

の
に
く
み
す
る
か
は
、
人
間
が
 
己
 れ
を
賭
け
た
決
断
に
 
ょ
 る
の
で
あ
る
。
に
も
か
 

か
わ
ら
ず
、
そ
の
決
断
を
に
ぶ
ら
せ
人
間
を
卑
怯
に
墜
落
 

さ
せ
る
も
の
、
超
越
を
望
み
な
が
ら
、
反
っ
て
人
間
を
 

卑
怯
に
墜
落
さ
せ
る
も
 

の
の
は
た
ら
 
ぎ
 は
、
や
が
て
人
間
に
望
み
を
す
て
さ
せ
 

卑
 怯
 に
人
間
を
ひ
 
き
 ず
り
こ
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

そ
 の
時
、
人
間
は
悩
む
こ
 

と
さ
え
も
忘
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 

死
 よ
り
も
さ
ら
に
 
み
じ
め
な
人
間
失
格
で
あ
る
。
そ
し
て
一
度
失
格
し
た
 

人
間
は
ひ
た
は
し
り
に
 

悪
魔
に
化
身
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
人
間
失
格
の
ま
 

ュ
 
生
き
る
情
熱
は
、
永
遠
性
へ
の
情
熱
で
は
な
く
、
有
限
性
 

へ
 の
 情
熱
と
な
る
の
で
あ
 

る
 。
 か
ュ
る
 有
限
性
の
情
熱
は
 、
 神
を
消
滅
さ
 せ
 有
限
者
を
唯
一
の
も
の
と
し
て
執
着
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
有
限
性
の
情
致
で
 

は
 、
実
存
の
煥
悩
を
克
服
し
て
本
来
の
自
己
が
目
ざ
め
 

る
こ
と
は
な
く
て
、
 
露
 わ
な
有
限
性
が
現
わ
れ
る
ば
か
り
 

で
あ
る
。
こ
の
入
間
失
 

格
の
有
限
性
な
る
生
、
無
に
帰
し
て
行
く
無
が
あ
る
の
 

で
あ
る
も
 ，
の
 
・
 
め
 
㏄
 
じ
 。
人
間
は
か
か
る
有
限
 
牲
 と
し
て
 存
す
る
の
は
、
 
己
 れ
に
 

盲
 い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
盲
目
の
故
に
人
間
は
利
己
 

セ
 ル
プ
ス
。
 

ば
 Ⅰ
，
 綴
 。
。
 
國
 ）
。
。
 
簗
 ，
 ば
 ㍉
，
 嶌
 。
 持
で
 あ
り
、
 ぃ
 わ
れ
な
く
、
自
己
を
正
 

老
化
し
よ
う
と
す
る
 6
.
 の
・
 
捜
 さ
。
ま
っ
た
く
、
人
間
 
と
は
 化
 げ
も
の
、
・
未
が
有
の
も
の
、
妖
怪
、
 混
話
 、
矛
盾
の
対
象
、
不
思
 

 
 

議
 な
も
の
 
父
 ・
の
・
 

ゅ
 
e
 
 で
あ
り
、
何
と
も
わ
け
の
わ
か
 

ら
ぬ
も
の
と
い
う
外
は
な
い
。
 
神
 へ
と
悪
魔
へ
と
の
 
反
 対
 分
極
化
に
当
っ
て
 
、
 

人
間
が
直
面
す
る
あ
れ
か
こ
れ
か
の
厳
粛
な
（
 

己
れ
ュ
ソ
 

@
 ゥ
 =
l
 
ダ
 l
 
・
 
ォ
，
ダ
 

@
 

の
 生
存
を
賭
け
て
の
）
戦
い
に
お
い
て
、
人
間
は
人
間
た
 

る
 真
の
音
 韮
 我を
自
覚
す
 

い
 う
 な
ら
ば
、
悩
み
の
中
に
こ
そ
救
が
あ
る
 
白
 。
の
・
 

燵
 さ
 の
で
あ
る
。
ガ
ル
デ
ィ
ニ
が
、
人
間
が
神
で
あ
る
（
 

コ
 ・
の
・
お
と
と
か
、
神
は
 

我
が
内
に
あ
り
（
 
下
 ・
の
・
 

め
 
申
さ
と
か
い
 う
 の
は
、
 か
ュ
 る
 人
間
の
運
命
の
実
相
を
洞
察
し
た
言
葉
で
あ
り
、
所
詮
 

 
 

生
き
る
こ
と
の
真
の
意
義
 
は
 、
お
び
え
な
が
ら
で
な
く
、
 
生
 ぎ
つ
 ど
 げ
て
「
生
き
る
」
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
「
 

生
き
る
」
と
い
う
根
源
㏄
 

的
 運
命
の
、
そ
の
底
に
悪
魔
が
い
る
と
 
雀
 ・
の
・
 

む
 じ
 同
時
に
、
運
命
は
聖
で
あ
る
 
貧
 ・
の
・
）
 

ゅ
 
e
 。
 と
 も
い
え
る
が
、
端
的
に
 僻
 

ノ
 l
 ゼ
 



は
 獣
に
似
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 

宙
 ・
の
・
 

ご
か
 
）
。
二
つ
の
 
真
理
の
弁
証
法
的
統
一
に
お
い
て
、
人
間
の
宗
教
的
実
 

存
 が
開
示
さ
れ
る
。
 

二
人
間
は
神
 に
 お
い
て
の
み
人
間
で
あ
る
 

か
 上
る
矛
盾
に
み
ち
た
人
間
の
迷
は
何
か
ら
由
来
す
る
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
自
己
自
身
に
な
ろ
 

う
 と
し
て
 
生
 き
る
の
で
あ
る
が
、
 

人
間
は
生
ぎ
つ
 
ふ
 自
己
自
身
に
な
る
こ
と
を
自
己
の
内
 

側
で
 妨
 た
げ
る
戦
い
が
さ
れ
て
い
る
。
而
も
そ
の
妨
げ
の
 

戦
い
が
な
さ
れ
て
い
 

る
こ
と
が
人
間
の
し
る
し
で
あ
る
。
生
き
る
情
熱
と
は
 

生
 き
る
た
め
の
戦
い
の
は
げ
し
さ
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
 

で
あ
る
。
こ
の
戦
 
い
は
 

心
身
を
持
っ
人
メ
ソ
シ
ュ
間
の
宿
業
と
も
い
う
べ
き
で
 

あ
る
。
此
の
人
間
 

は
 、
身
体
の
内
に
精
神
が
あ
り
、
 

精
 神
の
内
に
身
体
が
あ
り
、
 

心
身
互
に
入
り
く
ん
で
 
冗
 ・
の
・
 

づ
 
8
 
 
解
 き
 難
き
も
つ
れ
 
合
い
を
な
し
、
而
も
、
肉
体
は
神
に
そ
む
く
悪
で
あ
り
 

精
神
は
神
に
向
 
ぅ
 善
で
 

 
 

 
 

が
 悪
な
ど
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
 

、
悪
 

あ
る
か
ら
、
肉
体
は
精
神
に
よ
っ
て
肉
体
で
あ
る
と
い
，
 

つ
れ
か
ら
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
神
の
秘
義
に
よ
ら
ず
し
て
 

っ
て
は
 
己
 れ
に
還
り
、
そ
こ
で
ま
た
自
ら
敢
え
て
運
命
を
 

 
 

 
 

は
 人
間
全
体
を
貫
い
て
い
る
 
実
 ・
の
・
 

ま
ゅ
 
）
と
い
う
外
は
 

え
る
 吝
 9
.
 

の
・
㏄
 

S
 
 
の
で
あ
る
が
、
現
存
の
人
間
に
お
い
 

背
負
っ
て
生
き
る
こ
と
を
知
り
、
そ
し
て
ま
た
 

己
 れ
に
 

は
解
 げ
な
い
も
の
で
あ
る
 
宙
 ・
の
・
 

p
0
8
 

。
人
間
自
身
は
 

 
 

 
 

還
り
、
悪
循
環
を
迷
 

う
 

な
い
。
 
か
 Ⅰ
 る
 人
間
が
 

て
 、
精
神
が
 
善
 、
肉
体
 

た
ビ
 運
命
に
ぶ
ち
 当
 

 
 

命
 こ
そ
悲
惨
で
あ
る
。
こ
の
み
じ
め
さ
が
我
が
内
な
る
 

悪
 で
あ
る
 父
 ・
の
・
 

o
e
 

。
ま
さ
 

，
 
に
人
間
が
生
き
る
こ
と
は
、
「
生
き
る
」
を
混
乱
さ
 

せ
る
自
分
自
身
の
威
嚇
に
耐
え
て
「
生
き
る
」
こ
と
で
 

あ
る
。
 

 
 

悪
 
こ
の
悪
が
人
間
だ
け
に
あ
っ
て
動
物
に
な
い
と
，
 

す
れ
ば
、
人
間
が
動
物
と
同
じ
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
な
 

ら
ば
、
人
間
に
悪
は
な
い
の
 

99@ (393) 



  

神
 で
も
な
く
ま
た
獣
で
も
な
い
か
ら
、
入
神
も
 

メ
ソ
 

人
 ン
 

そ
の
限
り
で
人
間
に
の
み
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

亭
裟
 
・
 
げ
 現
実
に
は
存
し
得
ず
、
人
間
は
所
詮
人
間
で
し
 

け
れ
ど
も
人
間
で
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
げ
で
は
、
 

単
 か

あ
り
得
な
い
。
悪
は
 

に
 生
存
す
る
だ
け
の
こ
 

と
で
あ
っ
て
、
実
存
を
体
験
す
る
こ
と
は
な
い
 

6
.
 
の
 鮨
 さ
か
ら
、
悪
は
実
存
開
示
に
お
い
て
の
み
、
悪
と
し
 

て
 人
間
に
現
成
す
る
の
 

で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
根
本
田
心
想
は
 

、
 神
な
ど
は
い
な
い
 

も
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
神
は
消
滅
さ
れ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
（
 
し
 ・
の
・
㎏
㏄
 

じ
 

と
い
う
が
、
そ
れ
は
戦
に
お
い
て
自
ら
人
神
と
な
っ
て
 

自
 ら
を
超
越
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
人
間
が
神
 

の
座
を
犯
す
こ
と
は
、
 

人
間
の
運
命
に
さ
か
ら
 

ぅ
 こ
と
で
あ
り
、
人
間
に
許
さ
 

れ
た
唯
一
の
道
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
人
間
を
出
発
点
 

仁
 つ
 れ
も
ど
し
、
 
め
 が
れ
 

難
き
運
命
を
背
負
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
 

ら
な
い
。
最
も
端
的
に
い
え
ば
自
己
が
自
己
で
あ
る
こ
と
 

が
 運
命
で
あ
る
（
 

ヌ
の
 

 
 

よ
う
と
す
る
自
愛
が
、
人
間
が
生
き
る
こ
と
故
に
立
つ
て
、
人
間
は
乱
心
、
破
壊
、
死
 

セ
 
ル
プ
ス
ト
リ
 

@
 ゥ
 ン
ジ
ン
，
 

ヱ
ル
シ
 

=
 
テ
 
l
 
ル
，
。
 

@
l
 

 
 

崔
 e
 。
罪
の
根
は
 
、
 
。
 
セ
 プ
ス
，
 

引
丈
 
で
あ
り
、
高
慢
な
自
我
 

の
 要
求
で
あ
る
が
、
自
愛
は
更
に
罪
を
深
め
る
の
で
あ
る
 

。
自
愛
に
も
か
 

ュ
 わ
ら
 

に
 神
も
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
し
、
人
間
自
身
 

も
ま
た
な
く
な
っ
て
 
、
 人
間
は
人
 

，
ン
シ
 

@
 
 で
あ
る
（
 し
 ・
 
の
 ざ
 し
 。
而
も
人
間
は
 

な
く
な
れ
ば
不
安
も
苦
悩
も
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
不
安
 

や
 苦
悩
を
征
服
す
る
も
の
は
自
ら
神
と
な
る
だ
ろ
う
が
 

、
そ
う
な
れ
ば
、
同
時
 

で
あ
る
。
然
し
人
間
は
人
間
で
あ
る
よ
り
外
に
あ
り
よ
 ぅ
 が
な
 い
 の
で
あ
る
。
人
間
が
神
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
 な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
 人
 

㎜
 

 
 

間
 に
悪
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
人
間
は
神
で
あ
る
こ
と
 は
 出
来
な
し
し
あ
ろ
う
と
も
し
な
い
 
0
 や
は
り
人
間
は
 た
ビ
 人
間
で
あ
ろ
う
と
 
鰍
 

 
 

 
 

す
る
の
で
あ
る
。
神
を
憧
 惧
 し
な
が
ら
拒
否
の
姿
勢
を
 と
り
、
勘
物
的
で
あ
る
こ
と
に
引
か
れ
な
が
ら
拒
否
の
姿
 勢
 を
と
り
、
神
と
動
物
 

と
が
不
思
議
に
同
居
し
て
い
る
の
が
人
間
で
あ
り
、
而
も
 人
間
で
あ
る
だ
け
で
は
生
き
る
こ
と
の
出
来
な
い
不
可
 解
 な
人
間
に
の
み
悪
が
 

存
す
る
か
ら
、
 
カ
ソ
ト
 の
い
 う
 如
く
、
人
間
に
お
け
る
 悪
は
根
元
的
で
あ
る
売
色
 

ラ
 ン
ヵ
ル
 

迂
ざ
コ
 @
.
 
ら
 ・
の
・
 
&
.
 
す
 ・
 
せ
，
 w
 
 
の
 田
 
む
り
 
ト
ハ
 

。
 ゆ
 Ⅰ
 
H
 
Ⅰ
・
か
り
・
 

ト
づ
卜
 

せ
 

ト
ベ
 
0
.
 
 

）
・
 

ホ
の
コ
 
*
 
の
す
「
の
 

ぺ
オ
 
の
 ぺ
 o
 コ
 C
a
 

の
の
目
の
 

r
 。
口
口
・
（
・
）
が
 

、
人
間
だ
け
に
悪
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
神
へ
の
原
理
 と
 獣
へ
の
原
理
と
の
 戦
 

の
場
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
（
其
の
点
も
 ヵ
ソ
 ト
の
 述
べ
る
通
り
で
あ
る
。
 
ぎ
乙
 ・
 コ
の
 （
 
む
 n
F
.
 

の
・
 

p
 瀋
こ
 ㎏
㏄
 
び
 ）
。
だ
か
 亡
ワ
 
神
が
い
 



悪 に つ い - こ 

基 

と ま で 

0 間 

  
ら 盾 
あ 的   の 
ら存                         
わ 在 
れ で 
て あ 
来 る 

る こ   
外 に 己 間 は 人 そ 超 の る そ て 己 運 間 
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っ
 の
も
の
（
 
生
 と
死
）
の
反
対
の
要
求
が
戦
わ
ね
ば
な
ら
 

ね
 。
自
愛
に
か
 生
 わ
ら
ず
亡
び
ね
ば
な
ら
ぬ
自
己
は
ま
 

こ
と
に
憎
む
べ
 
き
 も
の
 

で
、
自
愛
は
反
っ
 
て
 自
己
嫌
悪
、
 

セ
 ル
プ
ス
ト
 

@
 ス
己
 、 謙
遜
、
 

ゥ
ム
 
l
@
 

神
へ
の
献
身
へ
の
要
求
に
変
ず
る
の
で
あ
る
 

宙
 ・
の
・
 

ト
 
～
 
3
 。
罪
の
本
 

ず
 、
人
間
の
生
は
亡
び
 へ
 生
き
る
こ
と
が
運
命
で
あ
る
。
 

自
愛
は
必
ず
失
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
自
己
へ
の
愛
で
あ
る
 

か
ら
、
自
愛
の
中
で
二
 



か
ら
附
着
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
、
自
分
以
外
の
誰
か
 ら
も
何
も
の
か
ら
も
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
い
。
こ
の
 意
 味
で
 悪
は
私
の
責
任
で
 

あ
る
。
け
れ
ど
も
、
悪
が
人
間
の
運
命
で
あ
る
点
で
は
 私
の
責
任
で
は
な
い
が
、
自
己
の
行
為
の
結
果
、
私
の
責
 任
 に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
 

て
 来
る
悪
で
は
な
い
が
、
そ
の
悪
は
、
た
ど
「
私
」
だ
 け
 が
 原
因
で
あ
る
点
で
「
私
」
に
責
任
が
あ
る
。
け
れ
ど
 も
、
 悪
は
私
に
原
因
す
 

る
け
れ
ど
も
、
「
私
」
に
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
悪
で
あ
っ
 

て
 、
そ
れ
故
に
 、
 悪
は
根
元
的
で
あ
る
。
 
か
ュ
る
 悪
は
 、
 私
が
「
私
」
で
あ
る
 

限
り
は
克
服
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
 、
 神
へ
高
ま
る
こ
 と
に
 ょ
 ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
飛
躍
的
高
ま
り
は
、
 自
 己
の
生
存
を
賭
け
る
 勇
 

気
の
い
 る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
し
と
げ
ら
れ
る
 の
は
、
 た
ビ
 自
己
の
き
生
心
の
弱
さ
に
よ
る
が
、
や
め
ら
れ
 

な
い
弱
さ
が
自
己
本
来
 

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
善
に
伺
っ
て
 あ
ま
り
に
弱
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
あ
ま
り
に
」
と
 
い
 う
 の
は
、
人
間
で
あ
 

る
こ
と
に
と
っ
て
「
あ
ま
り
に
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
 善
は
 、
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
越
え
な
け
れ
ば
至
り
 得
ぬ
よ
う
な
善
で
あ
 

る
 。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
善
が
人
間
に
悪
を
知
ら
 し
む
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
悪
は
善
の
欠
如
又
は
不
足
 で
は
な
い
。
 
悪
 と
は
 善
 

で
な
い
も
の
、
善
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
、
善
を
崩
 づ
す
 も
の
、
善
を
ひ
き
ず
り
お
ろ
し
て
悪
に
し
て
し
ま
う
も
の
 で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
 

悪
は
善
に
伺
っ
て
 、
き
 ね
だ
っ
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
 る
 。
而
も
そ
の
善
も
ま
た
自
己
の
「
内
な
る
も
の
」
で
あ
 る
 。
内
で
あ
り
な
が
ら
 

局
く
 自
己
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
善
が
な
け
れ
 ば
 、
人
間
は
自
己
を
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
さ
に
、
そ
し
て
 あ
り
た
ぎ
ょ
う
に
 保
 

ち
 、
自
己
で
あ
る
と
も
出
来
ぬ
よ
う
な
善
で
あ
る
。
 従
 っ
て
「
弱
い
」
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
人
間
の
内
な
る
 矛
 盾
の
深
さ
を
い
 う
 の
で
 

あ
る
。
 善
 と
悪
と
が
は
か
り
し
れ
ず
 距
 た
り
あ
っ
て
 
、
か
 」
 る
 矛
盾
は
氏
し
れ
ぬ
深
淵
で
あ
る
。
 

は
る
か
に
 睡
 っ
て
い
な
が
ら
の
 
善
 と
悪
と
の
解
き
難
き
 か
ら
み
合
い
が
、
人
間
の
内
実
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
 こ
 れ
を
分
析
す
る
な
ら
 

ば
 、
自
然
身
体
と
人
間
精
神
と
の
矛
盾
的
対
立
で
あ
る
。
 こ
れ
が
対
立
し
な
が
ら
人
間
生
命
は
本
来
的
に
矛
盾
な
 ぎ
 永
遠
を
希
求
し
 、
そ
 

の
 希
求
の
故
に
矛
盾
対
立
の
具
申
に
あ
り
な
が
ら
人
間
で
 あ
る
こ
と
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
ガ
ル
 デ
ィ
ニ
が
 、
 生
き
た
 人
 

間
の
存
在
が
矛
盾
対
立
す
る
契
機
の
間
に
お
い
て
さ
ま
 よ
う
の
で
あ
っ
て
、
行
動
の
不
可
分
の
点
 
G
o
 か
 
コ
円
 ぎ
日
 丘
の
手
 @
 

を
発
見
す
る
 

プ
ロ
ボ
 
@
 シ
ヨ
ン
 

こ
 之
が
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
 木
 可
分
の
点
が
人
間
の
行
動
の
真
の
均
衡
を
定
め
る
 点
で
あ
り
 
父
 ・
の
・
 
q
 じ
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悪 は つ い て 

に 決 り れ で し 神 で に を い 域 神 な こ よ   
れ 呵 に 間 か ら と （間 出 て ち 独 と そ な 保 

の ト い 神 

v ブ し   つとい 創 間に釆は自らめに のであ りたが ょ 主 ならぬ 少なく てしか を考え ことに 来する ）のめ岸の 域を洞 無限の ことを いるも 

ら 

ば る か   種 て ル 己 の 緊張 神にお飛躍が人間の いえる 人間以 れは キ らば、 身によ 神 る。 入 = ， こ 。 いえる 類の 、そ にっ を超 

  

己 な 間   
103 (3%) 

ツ
 =
 レ
ヒ
 
@
 ヒ
ン
 

結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
 
玲
 ・
の
・
 
べ
じ
 。
そ
の
点
に
 立
っ
て
人
間
は
如
何
に
し
て
回
れ
を
保
っ
て
い
る
か
、
 そ
 れ
は
た
 
ゴ
 
に
神
に
 

そ
の
点
に
立
っ
て
人
間
は
よ
う
や
く
、
人
間
と
し
て
 己
 れ
を
保
っ
の
で
あ
る
か
ら
、
中
間
を
保
つ
と
い
う
概
念
は
 真
の
人
間
性
の
概
念
と
 



よ
っ
て
私
は
生
き
、
 
神
 な
き
こ
と
に
よ
っ
て
 私
は
 亡
ぶ
の
 で
 十
の
る
か
 
氏
ノ
、
 
神
は
善
で
 

め
る
（
戸
戸
 

ヰ
 

P
 
 
㏄
㏄
 
べ
 。
 
@
 ㎏
㏄
㏄
 

レ
 と
い
 わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

-
l
.
-
 

ル
 

神
の
欲
し
 結
う
 も
の
は
 善
 、
神
の
欲
し
 結
 わ
ぬ
も
の
は
 
亜
 ゅ
 と
な
り
 
父
 ・
の
・
 
ぃ
 ）
 N
 。
の
・
 
ご
さ
、
 悪
は
人
間
の
悪
行
で
 
あ
り
就
中
神
へ
の
負
い
 

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
の
み
、
人
間
実
存
の
開
示
 と
 同
時
に
決
意
と
飛
躍
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
こ
と
に
 瞬
間
と
も
突
如
と
も
い
 

え
る
が
如
く
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
瞬
間
に
永
遠
が
ひ
 ら
け
 れ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
突
如
た
る
人
間
の
転
身
で
あ
 る
 。
 己
 れ
に
の
み
ひ
た
 

す
ら
 向
 っ
て
い
た
人
間
は
、
ひ
た
す
ら
神
に
伺
っ
て
 い
 る
の
で
あ
る
。
か
く
て
神
の
子
人
間
は
誕
生
す
る
の
で
あ
 る
 。
ま
さ
に
自
己
自
身
 

の
 存
在
の
す
べ
て
を
か
け
た
 
賭
 
ゥ
 @
 げ
で
あ
る
。
 

ッ
テ
 

飛
躍
の
向
 ぅ
は
 無
で
あ
る
。
無
の
中
か
ら
自
己
が
誕
生
す
る
の
で
 あ
る
。
理
性
的
に
み
れ
 

シ
 =
 レ
ヒ
ド
ヒ
ン
 

ば
 ど
ち
ら
に
も
か
げ
ら
れ
ぬ
そ
の
ど
ち
ら
か
に
賭
け
る
 の
で
あ
る
。
而
も
、
か
げ
ね
ば
な
ら
な
い
 
貧
 ・
の
・
 
w
 ）
 o
1
 注
 e
 。
 
た
ゴ
 
賭
け
 

る
 外
に
 、
己
 れ
で
あ
り
よ
 う
 の
な
い
限
界
状
況
に
お
い
て
 、
己
 れ
を
賭
け
る
の
で
あ
る
。
 

か
く
て
、
人
間
は
神
に
伺
っ
て
（
神
の
子
と
し
て
、
 

父
 を
し
た
 ぅ
 が
如
く
に
神
に
伺
っ
て
）
あ
る
こ
と
よ
り
外
に
 、
本
来
の
入
間
と
し
 

て
あ
り
よ
 う
 が
な
く
、
そ
の
よ
う
な
本
来
の
人
間
と
し
 て
 
「
私
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
来
の
私
が
た
 ビ
 神
に
向
 っ
て
あ
る
こ
と
が
出
来
 

ヒ
 ・
 
ゴ
ツ
 
@
 

る
の
で
あ
る
。
被
造
物
人
間
が
ゲ
シ
 

ヱ
，
プ
 
，
「
自
己
自
身
で
あ
る
」
 
の
は
、
そ
れ
が
「
神
に
よ
っ
て
あ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
 で
あ
る
（
下
ヒ
・
 縛
目
と
 。
 

セ
ル
フ
ス
ド
・
ザ
イ
ソ
 

ま
こ
と
に
神
は
万
物
の
創
造
主
で
あ
る
 
月
 ・
の
・
 
ぃ
 8
 
 が
 、
そ
れ
は
、
神
は
万
物
に
自
己
自
身
を
与
え
る
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
。
そ
の
神
 

の
 
「
与
え
」
の
 肋
 き
は
、
人
間
自
身
の
破
れ
目
の
深
淵
 に
お
け
る
実
存
の
開
示
と
な
っ
て
 枕
 く
の
で
あ
る
。
神
が
 人
間
に
来
る
の
は
本
性
 

に
よ
っ
て
 
ビ
 な
く
恩
寵
に
よ
 

グ
ラ
 
l
 ス
 

っ
て
ど
あ
り
、
ま
た
本
性
に
 

よ
っ
て
 
ビ
 な
く
侮
慢
に
よ
っ
て
ど
あ
る
 
モ
 ・
の
・
 
ご
さ
 。
 人
間
実
存
の
開
示
に
 

お
け
る
神
と
人
間
と
の
出
会
い
に
ょ
り
「
私
」
が
誕
生
 す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 私
が
在
る
と
は
、
自
分
で
自
 分
を
定
立
す
る
こ
と
で
 

 
 

あ
る
か
ら
、
私
が
神
で
あ
る
 
事
 リ
ス
ト
に
お
い
て
）
 
ナ
 
」
と
で
も
あ
る
。
私
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
神
で
あ
っ
て
 こ
そ
、
本
当
に
「
私
で
 

 
 

あ
る
 所
 」
の
私
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
し
、
 

そ
 
れ
で
こ
そ
私
は
「
私
で
あ
る
も
の
で
あ
る
（
 ト
コ
 ・
 碑
 中
か
 
）
。
か
く
の
如
く
神
に
 

  

  

活
力
神
の
た
め
に
削
ら
れ
た
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
ん
な
 に
 神
に
反
抗
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
 
雀
 ・
の
・
 
コ
 と
と
解
き
 難
き
難
問
が
積
み
重
さ
℡
 

用
 
@
@
 
笘
 

な
る
だ
け
で
あ
る
。
難
問
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
 、
迷
 ぃ
は
 更
に
迷
い
 
な
 産
み
、
人
間
は
迷
 い
 
の
中
に
 己
 れ
を
 見
 失
 う
 で
あ
ろ
う
に
、
 
4
 
%
 



ヰ仮 l,@ イ Ⅰ       
け
で
あ
り
、
悪
は
人
間
の
中
に
あ
っ
て
本
質
的
な
も
の
 で
は
な
く
て
、
意
志
の
あ
や
ま
っ
た
姿
勢
な
の
で
あ
る
（
 戸
戸
め
の
さ
。
従
っ
て
 
神
 

が
 唯
一
の
善
で
あ
っ
て
（
ト
コ
の
・
の
 
じ
 、
人
間
の
精
神
は
 神
を
知
ら
ず
に
自
分
だ
け
で
は
悪
に
赴
く
も
の
で
あ
る
 か
ら
、
我
々
は
罪
の
み
 

じ
め
さ
を
知
ら
ず
に
神
を
知
ろ
 う
 と
す
る
こ
と
は
高
慢
 で
あ
っ
て
 
貧
 ・
の
・
 

目
 S
 、
こ
の
身
の
程
知
ら
ぬ
思
い
上
 り
は
悪
で
あ
る
が
、
 然
 

し
戯
 悔
し
て
許
さ
れ
ぬ
罪
は
な
い
 
E
 
の
㏄
 S
 。
 俄
悔
 は
 キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
神
を
知
る
も
の
の
み
に
あ
り
う
る
 こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
罪
か
ら
の
脱
出
は
人
間
に
は
出
来
ぬ
こ
と
で
あ
る
 け
れ
ど
も
神
に
は
可
能
で
あ
る
（
 り
の
 ・
か
お
１
 
%
e
 。
 ま
 こ
と
に
、
母
に
目
っ
て
 

自
分
の
罪
 深
 ぎ
こ
と
を
 拉
 ぎ
 ぅ
 る
も
の
が
ま
こ
と
に
 母
 の
子
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
 
6
.
 

の
，
 

目
 S
 
 の
道
理
と
同
 じ
で
あ
る
。
 

人
間
ほ
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
即
ち
神
に
お
い
て
の
み
、
 真
 に
人
間
で
あ
り
得
る
が
故
に
 、
か
 上
る
人
間
た
る
こ
と
 を
 妨
ぐ
る
も
の
が
 悪
 

で
あ
り
、
そ
の
悪
は
同
時
に
神
に
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
人
間
自
身
に
お
い
て
悪
で
あ
る
も
の
が
、
そ
の
 ま
 二
神
に
伺
っ
て
罪
で
 

あ
る
。
然
も
、
人
間
は
そ
の
存
在
の
運
命
的
性
格
が
悪
 な
る
自
己
愛
で
あ
り
、
自
己
愛
を
生
け
る
し
る
し
と
 し
て
存
在
し
て
い
る
。
 

神
に
背
を
向
け
て
い
る
人
間
は
 、
 実
は
神
に
伺
っ
て
も
 己
 れ
に
伺
っ
て
も
罪
を
犯
し
て
い
る
に
 か
ュ
 わ
ら
ず
、
 罪
 と
は
し
ら
ず
に
悪
に
 苦
 

慨
 し
て
い
る
。
自
己
愛
の
故
に
「
私
」
の
「
生
き
る
」
は
 迷
わ
さ
れ
 げ
 が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 罪
 と
は
し
ら
 ず
に
苦
悩
し
な
が
ら
 犯
 

し
て
い
る
罪
ほ
ど
悲
惨
は
な
い
の
で
あ
る
。
悲
惨
の
故
 に
、
 死
と
い
う
限
界
状
況
に
直
面
し
、
実
存
の
め
さ
 め
 に
 よ
っ
て
、
人
間
は
存
在
 

を
 賭
け
た
飛
躍
を
試
み
神
に
向
ぎ
な
お
り
、
新
た
な
 生
 を
 始
め
る
の
で
あ
る
。
神
に
伺
っ
て
姿
勢
を
保
ち
な
が
ら
 悪
に
 苦
悩
す
る
こ
と
は
 

変
り
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
悔
い
改
め
る
べ
き
 罪
 と
し
て
 戯
悔
 す
る
こ
と
に
ょ
り
許
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
 。
罪
が
な
い
の
で
な
く
 

て
 罪
が
許
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
人
間
と
 し
て
生
き
る
意
義
と
喜
び
を
知
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

か
く
て
、
悪
は
 、
 神
に
伺
っ
て
こ
そ
悪
で
あ
る
。
悪
は
人
 間
 に
お
け
る
実
存
開
示
の
契
機
と
し
て
、
人
間
を
限
界
 状
況
に
立
た
し
め
、
 

そ
こ
で
人
間
は
身
を
ひ
る
が
え
し
て
神
へ
 伺
 っ
て
飛
躍
 す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
神
は
罪
に
お
い
て
キ
リ
ス
十
に
 よ
っ
て
人
と
な
り
、
 神
 

、
人
 キ
リ
ス
ト
に
よ
り
悪
は
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
 悪
が
 許
さ
れ
る
こ
と
は
、
悪
が
消
滅
す
る
こ
と
で
は
な
 い
 。
人
間
に
と
っ
て
悪
は
責
 
醸
 

ぴ
任
 あ
る
も
の
で
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
 か
ュ
る
悪
は
 生
命
の
宿
業
で
あ
っ
て
、
人
間
の
自
由
に
由
来
し
て
い
 る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
 
瑚
 



る
 現
実
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
 カ
ソ
ト
 の
倫
理
 説
 の
 命
 題
は
現
実
的
な
解
決
を
与
え
な
い
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
 カ
ソ
ト
 の
倫
理
 説
は
近
 

ア
 ジ
ン
 
ヌ
ノ
ク
 

世
の
倫
理
説
の
頂
点
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
テ
ル
・
 

テ
義
戸
立
耳
Ⅲ
 

グ
 l
 イ
レ
土
山
 

ウ
 
だ
け
が
善
で
あ
り
、
も
っ
と
厳
密
に
い
え
ば
善
き
 
心
 
情
 
の
み
が
善
で
あ
る
。
 

ガ
ル
デ
ィ
ニ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
由
は
本
来
は
神
の
 ュ
 
刑
 で
の
自
由
で
あ
る
 
雀
 ・
の
・
 

め
 ⑧
。
即
ち
 、
 私
は
キ
リ
ス
 ト
の
 内
に
あ
り
、
 キ
 

リ
ス
ト
は
私
の
内
に
あ
る
 
雀
 ・
の
・
 

ぺ
 
e
 
所
の
私
に
こ
そ
 自
由
は
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
啓
示
こ
そ
自
由
の
保
 証
 で
あ
る
 
雀
 ・
の
・
 

ド
 
。
 じ
 

と
い
わ
ぬ
 は
 な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
元
来
、
自
由
と
は
 
他
律
で
は
な
く
て
 ァ
簾
 
。
，
 
律
 ，
で
あ
る
。
キ
リ
ス
卜
者
 神
 の
子
は
た
ど
ひ
た
す
ら
 

@
 テ
ロ
 
ノ
 

に
神
の
命
に
服
従
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
服
従
が
自
由
で
 あ
る
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
 

ア
ウ
グ
ス
 チ
ヌ
ス
 の
生
口
 
白
 す
る
所
に
よ
れ
ば
、
彼
の
生
 涯
は
悪
か
ら
善
へ
の
道
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
 
c
 ざ
 P
 ㏄
 
e
 。
 責
 生
心
の
方
 

向
を
誤
っ
て
自
ら
を
け
が
し
朽
ち
さ
せ
る
悪
が
悪
行
と
 な
っ
て
負
い
目
を
重
ね
る
 
曾
 . の・
 
と
べ
 
。
 
9
%
 さ
 の
だ
が
 、
 実
は
善
と
悪
と
は
か
 

ら
み
合
っ
て
混
迷
し
、
い
よ
 ノ
 
Ⅰ
迷
い
は
彼
の
う
ち
に
 深
く
な
っ
た
の
で
あ
る
 
妄
 E
.
 
ダ
ぃ
乙
 ㍉
 
か
 上
る
深
い
か
 ら
み
合
い
に
埋
れ
て
 ぃ
 

る
の
で
あ
っ
て
 、
 悪
を
な
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
も
の
で
 あ
る
。
な
さ
ず
に
す
ま
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
を
な
す
の
 で
あ
れ
ば
、
悪
は
私
の
 

自
由
の
故
に
責
任
を
持
 づ
 の
で
あ
る
が
、
な
さ
ず
に
い
 ら
れ
ぬ
よ
 う
 に
だ
 け
 運
命
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
 悪
は
 、
苦
悩
で
あ
る
だ
 

げ
で
、
や
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
敢
え
て
自
由
に
行
な
 ぅ
 悪
で
は
な
い
。
し
い
て
い
え
ば
、
な
さ
な
い
こ
と
も
 出
 来
 る
の
に
敢
え
て
最
高
 

意
志
の
命
に
し
た
が
っ
て
な
し
と
げ
て
こ
そ
、
善
に
は
 韮
 白
 
た
る
意
義
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
 う
 よ
り
外
に
し
ょ
う
 の
な
い
 命
ム
下
 
服
従
は
善
 

と
 ほ
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
 善
 と
悪
と
は
共
に
自
由
を
母
 体
 と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
神
に
伺
っ
て
し
か
生
き
 よ
 う
 が
な
く
、
ま
た
 神
 

に
お
い
て
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
生
き
る
 人
 間
 に
は
、
 神
 な
し
に
可
能
な
自
由
は
ま
こ
と
の
意
味
で
あ
 り
 得
な
い
の
で
あ
る
。
 

悪
は
人
間
が
「
生
き
る
」
た
め
の
運
命
と
し
て
宿
業
の
 

如
く
背
負
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
は
 

、
つ
 ね
に
悪
に
 掩
 い
て
 在
 

る 

      

人 
間 
0 ま 

自 

由 
に ヒ 

お 

しマ 

て 

悪 
を 
越 
え 
る 

@4 ㏄ ) 106 



お
ら
れ
ぬ
よ
う
な
自
由
（
下
の
・
の
と
は
、
自
由
に
似
て
 

真
の
自
由
で
は
な
く
、
実
は
人
間
の
亡
び
の
道
で
あ
る
 

人
間
の
亡
び
は
、
 
自
 

 
 

由
 を
も
無
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
に
 ょ
 ら
ぬ
 人
 間
 の
懇
意
に
よ
る
自
由
は
、
人
間
に
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
も
 の
 、
価
値
な
き
も
の
で
 

 
 

っ
 

あ
り
、
 
神
 こ
そ
価
値
あ
る
も
の
で
あ
り
、
善
で
あ
り
 、
道
徳
的
に
正
当
な
る
も
の
で
あ
る
 
妄
 ・
の
・
 
ざ
さ
 。
 
か
く
し
て
自
我
の
絶
対
化
を
 

 
 

4
0
1
 

，
主
題
と
し
て
近
代
哲
学
は
、
宗
教
的
実
存
の
開
明
を
 
経
て
信
仰
に
 よ
 る
批
判
を
 
ぅ
げ
 ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
 る
 。
 

 
 

 
 

&
 
 

神
は
、
人
間
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
 無
 に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
を
真
正
な
あ
る
べ
き
人
間
 と
し
て
存
立
せ
し
め
る
。
そ
 
%
 

 
 

ウ
イ
ル
ク
リ
 

ソ
 ヒ
カ
イ
 
@
 

精
神
的
・
肉
体
的
な
現
実
そ
の
も
の
は
善
で
 も
 悪
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
）
 

善
 、
悪
は
人
間
の
心
情
の
 価
値
的
性
格
を
示
す
に
 

シ
 @
@
 
ム
 

す
ぎ
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
 卜
 u
.
 
卯
 ③
）
が
 、
む
 し
ろ
悪
は
善
よ
り
強
い
と
も
い
え
る
（
下
戸
 紳
 ㎏
⑦
 ）
の
は
、
人
間
の
生
命
 

は
神
へ
高
ま
る
よ
り
は
獣
に
落
ち
る
こ
と
は
安
易
で
あ
 り
、
 神
へ
の
高
ま
り
は
勇
気
あ
る
決
断
に
よ
っ
て
飛
躍
す
 る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
 

あ
る
。
か
く
て
自
由
意
志
と
自
由
の
力
と
は
真
面
目
と
 確
信
に
導
か
れ
た
る
キ
リ
ス
卜
者
の
生
活
に
よ
っ
て
の
み
 展
開
さ
れ
る
の
で
あ
っ
 

て
、
 生
け
る
神
に
関
係
す
る
こ
と
が
、
実
存
に
確
固
た
る
 現
実
の
支
点
を
与
え
る
の
で
あ
る
 
冤
 ・
の
・
 
き
 ）
。
 

元
来
、
矛
盾
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
善
悪
の
二
原
理
 が
 内
に
お
い
て
戦
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
戦
い
を
 真
剣
に
戦
っ
て
遂
に
 

善
 原
理
の
勝
利
を
確
信
す
る
こ
と
は
（
宇
田
，
 

ゆ
 ・
 0
.
 

の
・
 

お
 q
 ニ
は
 ㏄
 9
 
 ゆ
 ・
 ぴ
 ・
の
・
㏄
㏄
 

ぺ
 て
 
Ⅰ
 ㎏
の
 
e
 
 カ
ン
ト
の
 
い
之
ノ
涌
姐
か
ノ
 

で
 あ
る
が
、
善
の
勝
利
は
 

確
信
に
す
ぎ
ず
し
て
、
現
実
に
は
戦
が
あ
る
だ
け
で
あ
 る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
且
つ
勝
利
へ
の
確
信
を
も
た
ら
す
 も
の
、
そ
れ
は
神
で
あ
 

る
が
、
敗
北
は
獣
へ
の
堕
落
で
あ
っ
て
、
勝
利
の
確
信
 の
み
が
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
 、
そ
の
確
信
は
神
が
い
 

ま
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
 神
 は
 悪
を
つ
く
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
 、
 神
の
つ
く
る
も
の
は
 豊
 ロ
 の
み
で
あ
る
と
い
わ
ぬ
 

ば
な
ら
な
い
 

妄
 F
.
 
糾
 ）
 帝
ゅ
 
）
か
ら
、
善
の
善
た
る
所
以
 は
神
に
あ
る
の
で
あ
る
 
宴
 E
.
 

の
・
）
 

め
 ）
㍉
神
が
善
を
な
 す
の
は
、
神
が
自
己
 自
 

身
を
実
証
す
る
た
め
で
あ
っ
て
 、
 神
に
よ
っ
て
勝
利
の
確
 信
 さ
れ
る
と
こ
ろ
の
善
は
、
た
ど
善
の
た
め
の
善
で
あ
 る
 
（
 
戸
 E
.
 

の
・
 

ぺ
 ㏄
）
。
 
い
 Ⅰ
 

か
え
れ
ば
、
人
間
が
神
へ
高
ま
る
と
い
う
真
に
人
間
の
価
 値
を
実
現
す
る
こ
と
が
善
で
あ
っ
て
 、
 神
の
善
は
た
ど
 そ
の
こ
と
の
た
め
に
 善
 

ウ
イ
ル
キ
 

=
 

 
 

あ
る
 

宴
 E
.
 

の
・
 

お
 e
 。
 
窓
 
意
の
行
為
を
悪
い
と
し
 
り
な
が
ら
も
や
ら
ず
に
 



の
た
め
に
神
は
人
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
乱
し
を
 キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
た
て
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
 己
れ
 自
身
に
伺
っ
て
 い
 

た
人
間
は
 
、
 神
に
向
 5
 人
間
と
な
る
た
め
に
飛
躍
す
べ
 き
な
の
で
あ
る
。
飛
躍
と
は
深
淵
、
暗
黒
を
飛
躍
す
る
の
 で
あ
る
。
失
わ
れ
つ
 
ュ
 

行
く
 己
 れ
を
、
而
も
亡
び
の
限
界
に
お
い
て
本
来
の
己
 れ
を
一
挙
に
回
復
す
る
。
飛
躍
は
人
間
の
全
存
在
を
賭
け
 る
 冒
険
な
の
で
あ
る
 

が
 、
こ
の
冒
険
を
敢
え
て
行
え
て
こ
そ
、
人
間
は
ま
じ
 

わ
れ
る
「
神
の
現
わ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
で
絶
 

め
 な
る
決
意
に
お
い
て
「
自
己
を
自
身
に
結
び
つ
け
六
一
 

射
的
価
値
あ
る
も
の
が
善
で
あ
り
、
そ
れ
が
即
ち
神
で
 ・

自
己
を
自
己
白
身
か
ら
 

あ
る
か
ら
、
善
は
神
に
 

た
か
め
」
、
自
己
ょ
り
自
己
自
身
を
超
越
せ
し
め
る
の
で
 
あ
る
 
父
 ・
の
・
の
 

0
 ㍉
こ
の
飛
躍
的
超
越
に
よ
っ
て
 
、
 そ
 う
 よ
り
外
に
あ
り
よ
 う
 の
 

な
い
最
後
的
の
 
、
 
・
こ
れ
よ
り
以
上
に
高
ま
り
よ
 
う
 の
 な
 い
 最
高
の
善
に
 己
 れ
な
の
だ
ね
生
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
 が
 超
越
に
よ
っ
て
 神
か
 

ら
 示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 

か
ュ
る
 超
越
に
よ
っ
 
て
ひ
ら
げ
る
「
生
き
る
」
は
宗
教
的
で
あ
り
、
最
高
の
 、
 単
純
な
、
す
べ
て
を
 基
 

礎
 づ
け
包
括
す
る
神
聖
に
 掩
 い
て
真
に
自
己
自
身
を
最
 も
た
し
か
な
も
の
と
し
て
わ
が
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
 こ
れ
が
信
仰
の
確
立
で
 

あ
る
。
 か
 上
る
信
仰
を
通
じ
て
、
「
神
は
そ
れ
自
身
で
あ
 

る
 」
（
下
戸
の
・
の
ど
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
故
に
神
は
「
私
」
に
と
っ
て
最
高
の
善
で
あ
り
、
 虹
 ぃ
 限
の
善
で
あ
り
、
悪
と
は
実
は
実
質
的
に
あ
る
も
の
で
 は
な
か
っ
た
の
で
あ
 

 
 

る
 。
「
あ
り
も
し
な
い
も
の
」
を
お
そ
れ
て
い
る
こ
と
こ
 
そ
 、
人
間
は
己
れ
を
堕
落
さ
せ
る
悪
で
あ
る
 
二
乏
 ・
 の
 に
じ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
 

な
い
。
あ
り
も
し
な
い
も
の
を
か
り
そ
め
に
あ
ら
し
め
 て
 、
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
を
明
示
す
る
の
が
、
キ
リ
ス
 ト
を
 通
じ
て
人
間
に
現
 

掩
 い
て
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
、
神
と
は
善
で
あ
る
 
父
，
の
 ・
 の
 N
2
 の
 8
 
 と
い
う
こ
と
が
出
来
、
悪
へ
の
可
能
性
を
持
ち
 な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
に
 

善
 で
あ
り
 ぅ
 る
こ
と
は
ま
さ
し
く
自
由
の
定
立
で
あ
る
。
 

か
く
て
神
に
よ
っ
て
 、
 悪
は
は
か
な
い
可
能
性
と
し
て
 の
み
か
り
そ
め
に
人
間
 

に
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
悪
の
故
に
善
へ
の
自
由
が
成
り
 た
て
ば
、
あ
っ
て
も
な
ら
ぬ
 し
 、
あ
り
も
し
な
か
っ
た
も
 の
と
し
て
消
え
亡
び
て
 

行
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
悪
と
は
、
善
の
あ
る
べ
き
 所
 に
 善
が
な
い
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
 
岳
 9
.
 

の
・
 

ド
旬
 
3
 、
悪
は
 実
質
的
に
は
な
い
も
の
 

で
あ
っ
て
、
か
り
そ
め
な
る
悪
は
消
失
す
べ
 き
 も
の
で
 あ
る
。
悪
の
さ
な
か
に
自
ら
を
 現
 わ
す
と
こ
ろ
の
神
が
現
 わ
れ
、
悪
の
さ
な
か
に
 

善
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
 

か
ュ
る
 神
は
創
造
主
で
あ
 り
 生
け
る
秘
密
で
あ
る
 
月
 。
の
・
 
N
 じ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
 
よ
 
申
ん
 
、
。
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而
も
神
と
の
め
ぐ
り
会
い
の
喜
び
に
感
動
 

態
の
み
が
自
己
の
本
質
で
あ
る
こ
と
が
感
 

善
に
転
ず
る
神
の
愛
を
感
じ
と
る
の
で
あ
 

り
得
る
の
で
あ
る
。
 

悪
は
実
質
で
あ
っ
て
無
尽
で
あ
る
が
、
 

か
わ
ら
ず
、
悪
は
つ
ね
に
現
実
と
な
る
 可
 

て
 転
身
の
喜
び
を
 ぎ
わ
 だ
た
せ
、
人
間
に
 

あ
る
と
い
う
逆
説
も
成
り
立
つ
の
で
あ
る
 

で
あ
る
が
、
神
の
民
の
悪
は
も
は
や
地
の
 す

る
の
で
あ
る
。
人
間
は
一
面
で
は
孤
独
に
な
っ
て
 自
 分
 自
身
と
直
面
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
 

じ
 と
ら
れ
、
一
面
で
は
神
に
直
面
し
て
、
い
か
な
る
 悪
 に
も
妨
げ
ら
れ
ぬ
、
い
か
な
る
悪
を
も
 

る
 。
そ
の
悪
か
ら
善
へ
の
化
身
に
お
け
る
弁
証
法
的
 統
 一
に
よ
っ
て
、
「
私
」
が
「
私
」
で
あ
 

而
も
不
断
に
神
の
愛
は
 、
 悪
へ
の
可
能
性
を
善
へ
の
 可
 能
 性
に
転
じ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
も
か
 

能
 性
と
し
て
人
間
の
生
命
に
付
着
し
て
、
内
か
ら
命
を
 お
び
や
か
し
 っ
 、
、
 

1
 
、
そ
の
不
安
は
反
っ
 

「
生
け
る
 
私
 」
を
自
証
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
神
 へ
の
献
身
は
人
間
の
悪
故
に
可
能
で
 

。
地
の
民
の
悪
に
は
転
身
を
許
す
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
 ら
に
堕
落
と
没
落
を
約
束
す
る
ば
か
り
 

民
の
悪
で
は
な
い
。
か
く
て
、
悪
は
哲
学
的
人
間
学
の
 問
題
か
ら
、
神
学
的
人
間
学
の
問
題
と
 

対
 の
 賭
 げ
で
あ
っ
て
 

的
人
間
へ
の
再
生
に
 

こ
の
こ
と
を
示
す
た
 

の
中
間
に
身
を
置
い
 

証
 法
的
に
相
対
立
し
 

開
示
に
お
い
て
、
 ひ
 、

宗
教
的
決
意
と
い
う
の
 外
は
 な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 、
 悪
の
内
実
 は
 、
宗
教
的
実
存
の
開
示
に
よ
っ
て
 、
宗
 教
 

お
が
る
、
そ
の
宗
教
的
な
る
人
間
存
在
の
弁
証
法
的
 
構
 造
 に
よ
っ
て
だ
 け
 理
解
さ
れ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
  
 

の
 に
ガ
ル
デ
ィ
ニ
は
 パ
ソ
セ
二
 一
五
八
、
三
八
六
）
を
 引
用
し
て
い
る
 
父
 ・
の
・
 
づ
の
 
）
。
即
ち
、
人
間
は
天
使
と
 
獣
 と
 

て
 、
自
己
の
内
な
る
天
使
と
獣
は
互
に
か
ら
み
合
っ
て
 融
 合
し
て
人
間
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
而
も
 、
 内
で
 弁
 

て
 人
間
を
内
側
か
ら
ひ
き
さ
い
て
い
る
。
そ
の
ひ
 き
さ
か
 れ
は
、
実
は
人
間
の
実
存
開
示
の
深
淵
で
あ
る
。
実
存
 の
 

き
さ
か
れ
の
危
機
と
同
時
に
実
存
と
神
と
出
会
う
の
で
 あ
る
。
こ
の
出
会
い
で
は
人
間
は
己
が
不
安
に
戦
き
な
が
 ら
 

卜は勿雙 るあ とり 
百冊 不神人 

  
で 聞 さ 
あ の な 
る 間 が 

。 に ち 

人間に これはディ・ 絶 %. 7 

  

よ 

  
に ， か 

  
は こ 究 
絶 と す 

(4011 

的
 体
験
の
成
り
立
ち
を
示
し
て
、
一
つ
の
論
理
的
な
問
 題
を
提
示
し
て
い
る
 
冤
 ・
の
・
 

燵
さ
 。
そ
れ
に
よ
る
と
、
 神
 が
厳
然
と
し
て
神
で
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な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

ト
コ
ー
レ
目
の
目
・
Ⅱ
日
の
下
目
 訂
 ㎝
 ロ
コ
 
㏄
 缶
 ①
「
の
「
 
ム
の
コ
 （
 
由
コ
 
（
 ヌ
 a
p
@
 

（
の
 

-
 ヰ
 0
 コ
 下
口
 沖
口
の
 
（
 
@
 
コ
ロ
 
の
い
の
 オ
 の
 コ
コ
 
（
 
コ
 @
 
の
の
の
 

コ
 ・
）
の
ト
ト
 
木
 む
の
の
 
-
l
 
く
ぼ
下
ぬ
 ぃ
ヰ
 

註
本
文
中
の
引
用
に
つ
い
て
、
 
巾
 ・
 ト
チ
ヱ
 ：
 勾
 ：
 q
 ：
戸
口
 ，
弓
 
：
 し
 ・
の
略
託
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

い
 ず
 ヱ
 の
 
巨
ざ
ゴ
 
g
w
 

い
口
 

す
 c
c
 

の
の
 
@
@
u
n
@
 

メ
 
@
.
 
ぜ
 ・
 
@
@
 
ロ
 @
 
）
 
り
 ～
）
 
由
 み
あ
「
 
付
 0
@
 

壬
 n
D
w
 

一
 
・
）
の
の
 
-
@
 

：
 沐
 び
の
 
@
w
-
l
.
 

く
 ・
の
「
 

-
p
 
㏄
 N
@
 
）
 で
 日
出
 
H
@
@
o
 

～
）
の
 

ヰ
 

戸
戸
ー
 しは
 
し
の
 す
 の
 ア
 「
 由
コ
 
㏄
衞
の
下
目
色
ぎ
の
下
品
品
目
コ
ロ
 

タ
し
 e
 Ⅰ
 -
 
コ
 二
の
 
づ
 の
 ぺ
 0
 Ⅱ
㏄
 
ヰ
目
抽
 -
 
目
 ㏄
 り
 -
 
二
の
口
ロ
 
0
 才
 0
 ロ
 ヰ
 円
目
あ
の
 

0
 
三
 
）
の
㏄
の
・
 

パ
ぴ
お
丁
 

づ
 目
下
内
宮
口
 旨
 り
ず
の
 
コ
 

主
 
ー
ヱ
一
～
 @
@
H
@
@
 

ざ
 （
 宙
 コ
ミ
 の
 @
@
@
 

ニ
 Ⅰ
 @
@
@
 

）
ロ
口
 

n
o
 

ベ
ロ
ベ
ロ
 

@
 
一
四
 

%
@
0
@
@
.
 

）
の
 
の
の
木
の
（
 
臼
 l
 く
 ㏄
 ニ
い
 い
 ド
ヒ
 客
ぢ
 コ
 の
丁
の
 
コ
 

力
 ・
１
 % り
ぎ
 の
（
 ミ
 p
n
@
p
 
由
 二
才
ぬ
の
し
の
 

E
n
 

佳
 二
幅
 ロ
 の
の
し
の
の
 
臼
 コ
 P
 
由
 ぎ
の
（
 コ
 -
 
の
 も
 「
の
（
 

ゅ
目
 
0
 コ
ロ
の
（
 し
田
ヰ
 の
の
の
「
Ⅱ
 

汀
帳
乙
 p
,
 
ト
っ
ト
 

）
 木
 ㏄
の
の
 
-
1
 
セ
 0
%
 レ
帳
 

ざ
塞
出
口
 り
汀
コ
 

円
 ず
の
 
0
-
0
m
 

ず
 0
 ず
 の
 G
 り
汀
目
い
 
）
定
か
・
メ
ト
 

0
 二
の
的
 円
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 井
ヰ
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ヰ
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 り
 す
デ
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の
 
ヰ
オ
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屈
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ミ
 リ
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目
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目
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の
す
の
 

コ
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㌔
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ぃ
隼
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ゴ
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宮
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z
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田
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鱗
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G
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緩
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毛
の
 
ォ
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 オ
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望
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日
 の
口
ロ
 す
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「
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の
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パ
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く か 与 も l て 請 人 を 
の か を っ か ド ゐ 義 人 し 宗 
場 は な て ぅ   る が 0 て 教 

    
業 所 炊 が 本 開 ふ が 二 れ " 一 

て で   
学 理 い パ は 年 は 大 、 つ 学 

。 の 学 意 、 で学 、 す 学 デ い と 
分 、 味 成 典 一 で に ソ で し 

野 社 に 立 上 人 に 宗 マ ョ て 
に 会 お し の 九 一 教 l l 独 
属 学 け て 名 0 入 学 ク ロ 立 
す 及 る 以 閏 年 八 の （ ッ し   
々 化 研 学 る 丼 に が 0 は た 

に よ類のの、 人先史が上 哲 井お 上 かへう 0 オ の は 
っ 学 事 上 こ 次 円 れ 
て な 門 で と 即 下 た   
な 分は 教 の が に 一 = 八年   

  
ン   

Ⅰ 家 れ そ 大 な 宗教学 専門た げ 。 最も ニク る。 英国で これに おかれ、 フラン 

た ど れ き 展 ギ つ ス の 

ち も に な 開 フ づ 或 （ 講 
に 多 も 寄 を ォ い は 一 義 

宗
教
研
究
の
問
題
と
動
向
 

璽
 

石
津
 
照
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姉
崎
博
士
 
は
 一
九
①
 
0
 年
に
「
宗
教
学
概
論
 

L
 （
 
五
セ
二
 
頁
 ）
を
著
し
た
が
、
そ
の
序
文
で
次
の
や
う
に
い
っ
て
 

ぬ
 る
。
宗
教
の
科
学
 

的
 研
究
は
今
や
宗
教
学
と
い
ふ
新
し
い
学
科
へ
と
進
ま
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
宗
教
学
は
従
来
の
比
較
宗
教
 

学
 或
は
宗
教
史
よ
り
 
一
 

歩
を
進
め
る
も
の
で
あ
・
 

毛
 。
内
分
が
こ
の
蓋
で
試
み
よ
 

ぅ
 と
す
る
と
こ
ろ
は
、
諸
宗
教
の
特
殊
歴
史
に
も
あ
ら
ず
 

、
ま
た
こ
れ
が
比
較
に
 

よ
っ
て
そ
の
歴
史
的
関
係
を
瑞
摩
し
ょ
う
と
す
る
比
較
 

山
 
不
教
学
で
も
な
い
。
あ
ま
ね
く
諸
々
の
宗
教
現
象
を
稽
査
 

し
て
、
そ
れ
が
人
心
 

自
 

然
の
要
求
と
発
表
で
あ
り
、
ま
た
社
会
的
人
文
現
象
で
 

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
一
貫
統
一
の
観
察
を
な
す
こ
と
で
あ
 

る
と
。
こ
の
書
は
宗
教
 

学
の
性
格
及
び
そ
の
対
象
を
論
じ
た
緒
論
と
、
宗
教
心
 

理
学
、
宗
教
社
会
学
、
宗
教
病
理
学
（
宗
教
意
識
に
 

於
け
 る
 一
部
の
病
的
現
象
 

及
 

旬
 
び
こ
れ
と
社
会
或
は
自
然
的
環
境
と
の
関
係
を
扱
 

っ
て
ゐ
る
）
の
四
部
に
分
れ
、
二
十
六
章
に
及
ん
で
 

ぬ
 る
 。
な
ほ
著
者
は
第
三
部
の
宗
 

ぬ
 
数
社
会
学
の
中
で
自
然
的
宗
教
、
国
民
的
宗
教
 

及
 び
 世
界
的
宗
教
の
特
質
に
つ
い
て
論
ず
べ
ぎ
だ
が
、
こ
の
 

書
 で
は
割
愛
す
る
と
書
い
て
 

 
 の

 

 
 

 
 

 
 

㏄
 

)
 

 
  

 

 
 

 
  

 

よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

と
こ
ろ
が
、
日
本
に
於
け
る
 宗
 数
学
の
研
究
は
、
そ
の
 初
め
か
ら
 趣
 ぎ
が
異
な
る
。
西
洋
諸
国
に
お
い
 

史
 研
究
や
神
学
研
究
の
部
門
に
依
存
し
て
 ぬ
 た
の
に
 対
 し
て
、
日
本
で
は
斯
学
の
講
座
創
設
の
当
初
か
ら
 

サ
一
 ク
ル
と
を
も
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
治
維
新
以
来
、
 因
襲
を
脱
し
て
自
由
と
開
化
を
求
め
る
文
運
 と
 

肱
 で
あ
っ
た
帝
国
大
 屯
 ，
の
機
構
や
半
風
の
影
 
辞
 に
よ
る
 も
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
情
は
、
そ
の
後
に
 於
げ
 

し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
日
本
に
お
け
る
め
 小
 
教
学
の
専
門
家
た
ち
が
、
他
の
専
門
分
野
に
お
 け
 

て
 、
自
己
の
分
野
で
或
は
心
 刑
 半
的
、
社
会
学
的
及
び
人
 類
 学
的
そ
の
他
の
仕
方
で
研
究
を
進
め
て
来
た
 

あ
る
と
思
は
れ
る
 "
 

て
 、
当
初
、
斯
学
の
研
究
が
歴
 

独
立
の
研
究
領
域
と
研
究
者
の
 

、
す
べ
て
の
宗
教
教
団
か
ら
 独
 

る
 宗
教
の
自
由
な
研
究
を
約
束
 

る
 万
法
と
知
識
と
を
身
に
つ
げ
 

学
界
傾
向
と
も
密
接
な
関
係
が
 



田
 
昨
年
日
本
で
開
催
さ
れ
た
刃
元
 珂
 国
際
 ボ
 敬
ヰ
宗
教
史
会
議
 の
 訳
語
が
問
題
に
な
っ
た
 0
 こ
の
会
議
は
宗
教
史
の
会
議
で
 ゐ
示
 
教
学
と
い
ふ
 べ
 ぎ
で
は
 

な
い
、
宗
教
学
と
い
ふ
呼
び
名
で
は
武
ゐ
竹
井
の
人
々
は
賛
成
 し
か
ね
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
 0
 し
か
し
外
国
で
 由
 @
 
の
 
（
 
o
r
 
せ
 o
 （
 ヵ
 臼
田
 は
ダ
由
 -
 
洛
 0
 。
 

宙
 
o
b
 
力
臼
 @
 
軋
っ
づ
 
の
と
い
ふ
の
は
止
し
く
れ
が
国
で
い
 ふ
 宗
教
 学
 の
こ
と
で
あ
ろ
 
@
 
。
 
学
 定
め
な
い
頃
か
ら
 マ
 ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
 じ
め
、
人
々
に
 よ
 

っ
て
の
の
 
@
0
 
コ
り
の
 
0
 （
 オ
匹
 @
 
雙
 。
 コ
の
 言
葉
も
使
は
れ
て
ゐ
 た
 。
 た
 だ
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
研
究
の
狭
義
の
専
門
家
は
従
来
上
述
 め
 や
 う
 な
理
由
も
 

あ
っ
て
、
古
代
以
来
の
成
立
的
宗
教
の
歴
史
の
領
域
に
た
 づ
さ
 わ
っ
て
ゐ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
む
し
ろ
そ
の
 伝
 統
は
少
 い
が
、
 し
 

か
し
、
の
 

c
@
 

の
 コ
 り
の
 0
 （
 オ
臼
鮎
 @
o
 
口
 と
い
ふ
と
 件
 々
わ
か
ら
な
い
 0
 か
う
 い
 ふ
 芋
川
で
、
宗
教
学
の
こ
と
を
田
の
（
 o
r
 
ぜ
 o
 （
 刃
目
 笘
ミ
 あ
と
い
っ
て
 

ぬ
 る
が
、
そ
れ
を
宗
教
史
と
訳
し
て
日
本
で
い
 ふ
 宗
教
学
と
は
 別
 の
も
の
の
や
 う
 に
考
へ
る
の
は
当
を
得
な
い
 0
 も
っ
と
も
上
記
 の
会
議
七
を
宗
教
 

学
 宗
教
史
会
議
と
し
た
の
は
、
広
い
恥
Ⅱ
の
々
本
数
研
究
で
、
 
と
 く
に
諸
宗
教
の
歴
史
的
研
究
の
部
門
も
多
い
こ
と
を
内
容
づ
 け
た
 た
め
で
あ
っ
た
。
 

前
世
紀
の
末
か
ら
西
洋
諸
国
に
お
け
る
斯
学
の
研
究
は
 著
し
い
発
展
を
な
し
た
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ま
た
 @
 
」
れ
に
呼
応
し
て
、
 
そ
 

の
 研
究
の
方
法
的
分
野
に
お
い
て
も
対
象
的
領
域
に
お
い
 て
も
著
し
い
展
開
を
示
し
て
 き
 て
ゐ
る
。
一
九
五
五
年
 0
 日
本
宗
教
学
会
第
一
 

五
回
大
会
で
小
口
佳
一
 

は
 日
本
に
於
け
る
宗
教
学
五
十
 年
の
歩
み
に
つ
い
て
 叙
 べ
た
が
、
彼
は
こ
の
期
間
を
三
つ
 に
 分
け
、
第
一
期
は
今
 

世
紀
の
初
め
か
ら
一
九
一
五
年
頃
に
至
る
時
期
、
第
二
 期
 は
そ
の
後
一
九
三
 0
 午
に
至
る
時
期
、
第
三
期
は
一
九
 三
 0
 年
か
ら
そ
の
当
時
 

に
 至
る
ま
で
の
時
期
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 
時
期
の
研
究
傾
向
の
型
や
代
表
者
を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
 そ
の
 見
 と
ほ
し
は
大
体
 

正
し
く
且
つ
興
味
ふ
か
い
。
た
だ
、
現
在
で
は
、
 い
ふ
 と
こ
ろ
の
第
三
期
は
一
九
四
五
年
を
境
と
し
て
二
つ
の
時
 期
 に
分
け
た
方
が
よ
い
 

で
あ
ら
う
。
戦
後
日
本
の
学
界
は
非
常
に
大
き
な
変
化
 を
 受
け
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
学
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
 。
対
象
の
面
で
も
方
法
 

や
 技
術
の
面
で
も
、
従
来
よ
り
も
よ
り
広
汎
な
ひ
ろ
が
 り
を
も
っ
て
 
釆
 、
も
は
や
狭
い
視
野
か
ら
で
は
研
究
が
進
 め
ら
れ
が
た
く
な
っ
て
 

0
 ～
 刃
臼
ョ
牡
 
0
 口
の
と
か
 

0
0
 

日
 つ
 a
r
a
 

（
か
せ
の
の
（
 

岸
倖
ゼ
ゑ
 再
の
 
）
 
サ
 
ぬ
か
 
0
 コ
 の
と
い
ふ
名
で
よ
ば
れ
る
研
究
内
容
を
ふ
く
 
め
て
一
般
的
に
宗
教
学
 

 
 

 
 

を
き
 づ
い
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
因
み
に
わ
れ
わ
れ
 は
 仏
教
、
神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
、
回
教
等
を
は
じ
め
、
 諸
 宗
教
の
歴
史
的
及
び
Ⅲ
 

比
較
的
研
究
と
宗
教
現
象
の
諸
々
の
社
会
科
学
や
哲
学
 の
方
法
に
 よ
 る
研
究
を
合
せ
て
宗
教
学
の
研
究
分
野
と
考
 八
 
@
 
て
な
り
、
下
中
の
（
 
0
 宙
峨
 
(
 

  



宗教研究の問題と 動向 

社
会
科
学
や
何
学
を
は
じ
め
神
学
の
主
流
的
傾
向
に
ま
 で
も
、
人
間
を
中
心
に
し
て
、
そ
れ
を
統
合
的
な
仕
方
で
 い
ろ
い
ろ
な
分
野
 か
 

ら
 研
究
し
ょ
う
と
す
る
動
ぎ
が
あ
る
。
社
会
科
学
の
領
 域
 で
は
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
，
ニ
コ
ロ
ジ
ー
と
か
ヒ
ュ
ー
マ
ソ
・
 リ
レ
ー
シ
ョ
 ソ
ズ
 な
ど
 

と
い
ふ
。
そ
れ
は
生
の
営
み
の
全
体
的
な
連
関
か
ら
 人
 間
 を
と
ら
へ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ
で
目
立
つ
 や
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
 

は
 唯
物
論
や
実
証
主
義
の
や
 う
 に
、
人
間
を
そ
の
外
側
 か
ら
規
定
し
て
ゐ
る
要
素
や
条
件
に
還
元
し
た
り
或
は
託
 し
て
の
み
考
へ
る
の
で
 

は
な
い
。
環
境
や
制
度
な
い
し
い
わ
ゆ
・
 
る
 文
化
に
よ
っ
て
 制
約
せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
な
り
に
限
定
せ
ら
れ
た
上
で
、
 人
間
が
自
己
の
「
 欲
 

求
 」
を
充
足
す
る
た
め
に
適
応
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
 関
 係
の
場
面
を
分
析
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
 。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
 

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
主
体
は
個
体
で
あ
る
こ
と
が
 特
 ・
徴
で
 
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
個
体
は
お
か
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
 文
化
や
制
度
な
り
に
 セ
 

ッ
ト
 さ
れ
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
枠
外
に
出
る
こ
と
 は
 一
往
出
来
な
い
。
 

か
う
 い
 ふ
枠
づ
 げ
の
上
で
の
、
個
体
の
欲
求
充
足
の
 ビ
 ヘ
ヴ
 。
 ア
を
 環
境
と
の
関
係
や
、
こ
と
に
対
人
の
関
係
に
 お
い
て
み
る
の
が
 ァ
 

メ
リ
カ
の
社
会
科
学
の
基
調
と
も
い
 ふ
 べ
く
、
文
化
人
類
 学
や
心
理
学
及
び
精
神
医
学
の
諸
分
野
に
通
じ
る
。
 な
 

ブ
 ラ
 ソ
そ
 仕
合
字
 

主
義
や
英
国
人
類
学
の
歴
史
主
義
や
機
能
主
義
の
背
景
 も
あ
る
が
、
か
か
る
基
調
に
対
す
る
 G
.
H
.
 

ミ
ー
ド
の
 

影
響
を
わ
す
れ
て
は
な
 

ら
な
い
。
こ
と
に
こ
れ
ら
の
諸
分
野
を
通
じ
て
全
体
の
 根
抵
 を
な
す
も
の
は
心
理
学
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
一
 つ
 に
は
実
験
的
な
立
場
が
 

あ
り
、
他
に
は
 新
 フ
ロ
イ
ド
主
義
が
あ
る
。
前
者
で
は
 や
は
り
ネ
オ
 ，
ビ
ヘ
 ヴ
ィ
オ
リ
ズ
ム
が
主
流
と
み
ら
れ
、
 そ
れ
に
場
の
理
論
を
加
 

え
て
機
能
的
全
体
の
場
面
を
問
題
に
す
る
。
 

他
方
ア
メ
リ
カ
で
は
サ
イ
コ
ロ
ジ
ー
 と
い
へ
ば
サ
イ
カ
 イ
 ア
ト
リ
ー
 か
 サ
イ
コ
ア
ナ
リ
シ
ス
か
と
亜
目
 
涌
胆
 
に
い
は
も
 
仙
 る
ほ
ど
、
精
神
分
析
 

115 (4 の ) 
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き
 て
ゐ
る
。
こ
と
に
研
究
上
の
分
野
が
益
々
ひ
ろ
が
り
、
 人
文
科
学
、
社
会
科
学
の
多
く
の
分
科
及
び
自
然
科
学
 の
 一
部
と
も
密
接
な
関
 

係
 が
出
来
て
 き
 て
ゐ
る
。
そ
れ
で
、
諸
分
科
及
び
分
科
 間
 に
お
け
る
問
題
性
を
ま
 づ
鳥
撤
 し
て
お
く
こ
と
が
必
要
 で
あ
ら
う
。
 



学
 こ
と
に
 フ
 p
 イ
ド
が
盛
ん
で
、
分
派
も
数
多
い
が
、
 

な
 か
ん
づ
く
、
そ
の
左
派
と
い
は
れ
る
 新
 フ
ロ
イ
ド
主
義
 は
 社
会
科
学
に
大
き
な
 

影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
で
目
立
つ
の
は
ニ
ュ
ー
 ヨ
ー
ク
の
ホ
ワ
イ
ト
研
究
所
を
中
心
と
す
る
一
派
で
、
 

H
 ・
 
s
.
 サ
り
バ
ソ
 
の
流
れ
 

さ
 く
み
、
人
間
の
概
念
を
か
へ
た
と
い
は
れ
る
彼
の
 ィ
 ソ
 タ
ー
パ
ー
ス
ナ
ル
・
リ
レ
ー
シ
ョ
 ソ
 シ
ッ
プ
定
説
を
奉
 じ
る
。
そ
れ
は
い
は
 ば
 

フ
ロ
イ
ド
の
父
主
義
に
対
し
て
局
主
義
の
考
へ
方
で
、
 

人
 問
の
基
本
的
な
形
成
を
幼
時
の
母
子
関
係
に
見
、
母
の
 是
認
 非
認
 、
賞
罰
等
に
 

応
じ
て
形
成
さ
れ
る
為
人
は
母
の
荷
 ふ
パ
 タ
ン
の
と
ほ
 
り
に
な
っ
て
 釆
 て
ゐ
る
と
み
る
。
そ
れ
が
 更
 ら
に
家
族
 関
 係
 、
学
童
関
係
、
前
 思
 

春
期
の
対
人
関
係
等
に
よ
っ
て
逐
次
韻
 容
 さ
れ
規
定
さ
 れ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
一
々
こ
こ
に
あ
げ
な
い
が
、
 ホ
 ｜
 ニ
ー
、
 フ
 p
 ム
 ・
 ラ
 

イ
ヒ
 マ
ン
、
 

E
.
 

フ
ロ
ム
、
 

M
.
 

ミ
ー
ド
な
ど
の
名
は
 日
本
で
も
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
系
統
が
少
し
ろ
が
 ふ
 が
 、
 A
 ・
カ
 I
 デ
ィ
ナ
 l
 な
ど
 

も
 興
味
ふ
か
い
。
彼
は
フ
ロ
イ
ド
に
於
け
る
個
体
発
生
 の
 公
式
を
種
属
発
生
の
そ
れ
に
転
用
し
た
越
権
や
社
会
心
 理
学
の
貧
困
を
あ
げ
、
 

個
体
発
生
の
現
在
学
が
「
制
度
」
に
於
て
決
定
さ
れ
て
 ぬ
 る
こ
と
を
見
、
こ
れ
を
未
開
社
会
の
実
態
に
お
い
て
 検
 徴
し
ょ
う
と
す
る
。
 
な
 

ほ
 以
上
の
実
験
的
立
場
と
新
フ
ロ
イ
ド
主
義
の
立
場
と
 は
 今
日
境
を
接
し
て
 来
 つ
つ
あ
る
。
イ
リ
ノ
イ
の
 モ
ウ
ラ
 １
 0
 批
判
 や
 エ
ー
ル
の
 

キ
ャ
メ
 
ロ
ソ
 の
転
回
を
興
味
ふ
か
く
み
る
こ
と
が
出
来
 よ
 う
 。
 

か
う
 い
 う
 傾
向
の
中
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
諸
科
学
の
 協
同
に
よ
る
イ
ソ
 テ
グ
 ラ
テ
ィ
ブ
な
寄
与
と
い
ふ
こ
と
で
 あ
る
。
さ
し
あ
た
り
 

力
 ル
チ
ュ
ワ
・
 
エ
ソ
ド
 
・
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
 
ィ
 ・
ム
ー
ブ
 メ
ン
ト
と
い
わ
れ
る
も
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
 動
 き
は
人
類
学
が
主
導
し
 

た
も
の
で
、
サ
ピ
ア
、
ル
ー
ス
・
 べ
不
 デ
ィ
ク
ト
、
 
M
.
 ミ
ー
ド
、
リ
ン
ト
ソ
、
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ン
或
は
 デ
ュ
ボ
 ア
、
八
 
ロ
ウ
ェ
ル
 な
ゾ
乙
、
 

多
く
の
人
々
が
め
ろ
。
 

未
開
 人
 と
文
明
人
と
の
間
に
は
文
化
の
上
で
異
質
的
な
 断
層
が
あ
る
と
い
ふ
の
が
今
世
紀
の
第
一
四
半
世
紀
に
お
 げ
る
研
究
者
の
黙
契
 

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
破
っ
た
の
は
マ
リ
ノ
ウ
ス
キ
ー
な
 ど
で
あ
っ
た
が
、
「
生
活
体
」
と
し
て
の
人
間
は
、
衣
食
 
住
 そ
の
他
の
欲
求
や
適
 

応
 に
お
い
て
、
現
在
の
未
開
 人
 と
文
明
人
と
の
間
に
 賀
 的
 相
違
を
も
っ
て
は
ゐ
な
い
と
み
ら
れ
、
文
字
の
有
無
も
 文
化
の
質
的
相
違
を
構
 

成
し
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
そ
う
に
な
っ
て
、
現
在
で
は
 方
法
論
的
に
も
対
象
的
に
も
、
社
会
学
や
心
理
学
と
文
化
 人
類
学
と
は
歩
み
よ
 っ
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
戦
後
フ
ラ
 ソ
ス
 で
精
神
分
析
 学
が
 ア
メ
リ
カ
と
は
別
に
再
興
さ
れ
て
 来
 て
ゐ
る
。
 ド
 イ
 ソ
 で
は
 べ
 ル
リ
ン
 

学
派
す
で
に
な
く
、
昔
日
の
お
も
か
げ
は
な
い
が
、
ハ
 イ
 デ
ル
ベ
ル
グ
の
ミ
ッ
チ
ェ
ル
 り
ッ
ヒ
 を
十
二
心
と
す
る
 
ア
 メ
リ
カ
輸
入
の
フ
ロ
イ
 

向
ド
 主
義
研
究
が
あ
る
 "
 医
学
の
領
域
よ
り
も
む
し
 ろ
 社
会
科
学
関
係
に
人
気
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
出
し
て
 ゐ
 る
 国
際
的
な
編
集
 層
 を
も
っ
 

動
 

ぬ
 
機
関
誌
「
 プ
 シ
ュ
ケ
し
は
興
味
あ
る
主
題
を
の
せ
 て
 み
 る
 。
 

囲
 

深
層
心
理
学
は
ス
イ
ス
に
お
い
て
、
多
く
の
 問
 題
性
 を
も
っ
て
ゐ
る
。
ボ
ス
や
バ
リ
ー
な
ど
は
フ
ロ
イ
ド
 か
ら
実
存
哲
学
に
転
じ
た
 精
 

ロ
ッ
パ
の
動
き
で
 注
 目
 す
べ
 き
 も
の
は
、
哲
学
自
体
の
そ
れ
も
あ
る
け
れ
ど
も
 、
こ
と
に
実
存
哲
学
や
人
間
 

雑
学
と
精
神
医
学
や
心
理
学
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
 

。
最
近
バ
ロ
セ
ロ
ナ
で
開
か
れ
た
第
四
回
国
際
精
神
治
療
 学
会
議
で
は
「
実
存
分
析
」
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一   一 

て
 み
 る
 。
ア
メ
 り
ヵ
 の
学
界
で
は
少
し
こ
の
傾
向
が
過
 剰
 で
あ
る
と
も
い
は
れ
る
が
、
ク
ラ
ッ
ク
 ホ
一
ソ
は
 

で
あ
り
す
ぎ
る
と
い
ふ
批
評
が
あ
り
、
そ
れ
は
当
っ
て
 ぬ
 る
と
い
っ
て
 ぬ
 た
。
 

精
神
異
常
者
と
子
供
と
未
開
人
は
そ
の
心
性
に
お
い
て
 通
有
性
を
も
ち
、
か
っ
正
常
の
成
人
と
接
続
す
る
 

常
の
文
明
人
の
心
性
の
特
殊
化
さ
れ
た
特
性
と
も
み
ら
 れ
る
べ
く
、
そ
の
索
引
と
も
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
 

右
に
い
っ
た
こ
と
は
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ら
う
。
 

実
験
的
立
場
の
心
理
学
も
今
日
ア
メ
リ
カ
で
は
人
類
学
 と
 提
携
し
て
ゐ
る
面
が
あ
る
が
、
フ
ロ
イ
ド
 と
く
 

は
大
 ぎ
く
、
か
つ
多
く
の
業
績
が
あ
る
。
ま
た
、
社
会
 心
理
学
や
臨
床
心
理
学
に
対
す
る
精
神
医
学
の
交
流
 

札
 に
し
て
考
へ
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。
も
っ
と
 も
あ
ま
り
接
触
し
す
ぎ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
 州
 

め
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
 か
う
 い
 ふ
 傾
向
 に
は
難
点
も
あ
り
、
批
判
も
あ
る
が
、
し
か
し
一
つ
 

し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 

自
分
に
対
し
て
は
心
理
学
的
 

。
 い
 な
、
彼
等
の
心
性
は
正
 

い
ふ
テ
ー
ゼ
を
考
へ
れ
ば
、
 

に
 新
 フ
ロ
イ
ド
主
義
の
提
携
 

や
疏
通
も
右
の
テ
ー
ゼ
を
切
 

の
法
律
問
題
に
ま
で
な
っ
て
 

の
大
き
な
動
ぎ
と
し
て
注
目
 



を
 
会
議
の
中
心
テ
ー
マ
と
し
た
。
 

主
体
的
な
人
間
の
在
り
方
を
み
る
に
は
ア
ウ
ト
パ
テ
 

土
 
ア
ッ
シ
な
方
向
と
 

ジ
ソ
 

パ
テ
ー
テ
ッ
 

シ
 
な
方
向
と
が
あ
る
 

。
前
者
は
自
己
を
そ
 

 
 

 
 

 
 

0
 
名
を
あ
げ
よ
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
精
神
病
理
学
の
中
 

で
は
す
で
に
哲
学
の
こ
と
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
を
 

り
 
、
そ
の
 

後
 
彼
に
は
哲
学
の
大
著
 

が
 
、
こ
の
点
に
関
し
て
学
派
的
な
継
承
は
な
い
。
 

ビ
ソ
 

も
あ
る
が
、
し
か
し
精
神
医
学
と
哲
学
と
の
連
な
り
の
 

ス
ヮ
ソ
ガ
 

ー
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
か
ら
精
神
医
学
の
 

問
題
は
充
 

全
 
に
展
開
さ
れ
て
み
な
い
。
今
か
ら
の
問
題
 

基
礎
を
得
、
グ
ン
 

ッ
 
は
 

で
あ
る
と
い
っ
て
 

ぬ
 
た
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
に
於
け
る
実
存
的
な
問
題
性
を
 

と
り
だ
し
て
心
理
学
を
た
て
る
。
な
ほ
か
か
る
傾
向
は
 

フ
ア
ン
・
デ
ル
・
ホ
ル
 

ス
ト
な
ど
 

オ
ラ
ソ
ダ
 

の
精
神
医
学
に
も
波
及
し
て
ゐ
る
 

が
 
、
ア
メ
 

ソ
カ
 

で
も
か
か
る
線
が
出
て
 

釆
 
つ
つ
あ
る
。
 

東
 
部
 
で
は
パ
ウ
ル
，
 

テ
 

リ
ッ
ヒ
の
影
響
が
つ
よ
く
、
キ
 

ェ
 
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
英
訳
 

も
こ
の
線
を
助
長
し
た
と
い
は
れ
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
 

ブ
 ハ
 
ー
の
影
響
も
み
ら
れ
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宗教研究の問題と 動向 

へ に 性 て 的 理 く ナ 
ば お が は プ 学   ， か 

形 い 中   口 友 人 ッ ラ 

態 て 応 制 ジ び 間 ク い 

酌 も に 度 ． ェ 機 生 な ふ 
綴 暦 な や ク 能 活 生 織 
龍 史 っ 社 シ 的 の 態 勢 
と 主 て 会 ， 立 全 学 に 
通 義 ゐ 等 ソ 場 体 的 連 
広 め る 客 の に 的 研 鎖 
機 地 。 親 閲 あ 連 究 し 

能 健 一 酌 題 る 関 の て 

と の上 のはなと精に デ もし 神お 一 面近 最 
双 に ュ の て 匿 げ を の 

方 こ か か 、 学 る 加 宗 
か れ ケ ら 宗 等 特 へ 教 
し ら ん み 教 に 殊 た 研 
手 の や る 的 お な 。 究   
ろ は ド て ヴ 相 或 に の   
前くフ 者、 ，は 或の繋 機のと 能 のに 縫 お 
は か ブ 主 制 傾 し 験 い 
お つ う 体 を 向 て や て 
い 新 ウ の 研 と 捉 現 も 
て フ ソ 適 完 結 へ 象対   
た ド 線 点 傾 、 と れ に 
と 主 、 か 向 宗 す だ お 

へ 義 也 ら と 教 る げ い 
ば の は み な 的 。 と て 
文 話 て る っ 適 こ し も 
化 傾 り に て 応 の て 変 
の 向 / し る の こ 抜 化 
概 と ゥ て る 状 と き を 

。 況 は 型 み も 倉なも文 スキ 、 と 的 上 に   
ど 会 l い く 及 記 し従 
に し 等 づ に び の て 釆   
て る で そ ら 的 な す 向     
力 い 力 能 い 格 心 な イ 

ら
 統
合
的
に
究
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
 

四
 

と
い
ふ
線
か
ら
考
へ
れ
ば
、
明
ら
か
な
解
釈
と
セ
ラ
ピ
ー
 の
 答
が
出
て
来
る
は
ず
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
や
 う
 に
人
間
の
研
究
が
 、
 

横
 に
相
手
と
の
関
係
な
い
し
人
間
相
互
の
関
係
に
お
い
 て
 、
ま
た
縦
に
自
己
の
過
去
や
将
来
と
の
関
係
に
お
い
て
 

 
 

る
 。
 E
.
 フ
 イ
ガ
ー
ト
は
早
く
か
ら
実
存
哲
学
と
精
神
 医
学
こ
と
に
精
神
分
析
 学
 と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
 ぬ
 た
 が
 、
最
近
で
は
 R
.
 メ
 

ィ
 そ
の
他
と
と
も
に
研
究
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
た
。
 

人
間
の
心
の
機
制
を
人
間
存
在
の
存
在
論
的
構
造
に
つ
 げ
て
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
は
実
存
哲
学
の
業
績
で
あ
っ
た
 。
心
理
学
や
精
神
 医
 

学
が
 
，
入
間
の
人
と
な
り
や
人
が
ら
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
 り
 、
そ
れ
ら
に
は
全
体
的
な
人
格
的
主
体
性
が
あ
る
の
で
 そ
こ
に
哲
学
的
な
問
題
 

性
 が
出
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
精
神
医
学
の
領
域
 に
お
い
て
も
、
人
が
そ
の
本
来
的
な
在
り
方
に
つ
く
と
い
 ふ
 課
題
性
か
ら
の
逸
脱
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東
部
の
学
界
 仁
 み
ら
れ
る
そ
う
に
、
心
理
的
 或
 は
 価
値
的
な
も
の
に
ま
で
迫
っ
て
を
 り
 、
後
者
に
お
い
て
 は
 深
層
心
理
学
の
領
域
に
ふ
れ
㎝
 

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
ま
た
出
来
る
だ
け
社
会
的
、
関
係
 的
な
も
の
に
ま
で
分
析
さ
れ
て
来
て
ゐ
る
。
そ
し
て
最
近
 の
 傾
向
で
は
双
方
と
も
④
 

 
 
 
 

に
 
「
変
化
」
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
が
、
 

か
う
 い
 ふ
 問
題
 の
場
面
で
、
宗
教
の
問
題
は
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
 ソ
 や
店
 機
 と
い
ふ
場
面
構
成
の
 

も
と
で
扱
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
し
た
い
。
 

か
う
 い
ふ
そ
う
に
宗
教
の
研
究
が
全
体
的
連
関
に
お
い
 て
 考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
点
か
ら
も
直
ち
に
気
づ
か
れ
る
や
 ぅ
 に
 、
そ
の
研
究
対
象
 

も
 既
成
的
或
は
成
立
的
な
形
態
を
も
っ
 い
 は
ゆ
る
宗
教
 の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
日
常
的
な
セ
キ
ュ
ラ
ー
な
生
活
の
 特
殊
場
面
に
お
い
て
 宗
 

教
 的
な
機
能
を
さ
ぐ
る
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
を
 る
 。
 ，
 
」
の
こ
と
は
新
し
い
問
題
の
場
面
と
し
て
か
へ
っ
て
他
の
 分
野
か
ら
注
目
さ
れ
て
 

来
た
。
 

最
近
日
本
に
お
け
る
研
究
も
か
か
る
傾
向
と
問
題
性
 と
 に
 連
な
る
。
戦
後
と
く
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
研
究
や
実
態
 調
査
或
は
実
験
に
新
 

生
面
が
ひ
ら
か
れ
、
諸
分
科
の
協
同
が
著
し
い
。
そ
の
 著
し
い
も
の
に
一
九
四
七
年
に
出
来
た
現
在
の
九
学
会
連
 合
 が
あ
り
、
そ
の
趣
旨
 

や
 事
業
に
こ
の
傾
向
が
 よ
 く
あ
ら
わ
れ
て
ゐ
る
。
 

い
は
 ゆ
る
地
域
研
究
の
方
法
で
多
く
の
雛
鳥
調
査
が
な
さ
れ
、
 ま
た
 稲
 、
火
、
最
近
で
 

は
 死
や
生
長
の
主
題
に
つ
い
て
各
分
野
か
ら
の
協
同
研
 究
 が
な
さ
れ
た
。
 
か
う
 い
 ふ
 構
成
で
は
な
い
が
、
三
笠
宮
 の
 オ
リ
エ
ン
ト
 
里
余
 な
 

ど
は
や
は
り
そ
の
性
格
上
統
合
的
或
は
地
域
的
研
究
の
 傾
向
を
具
へ
て
 き
 て
ゐ
る
。
ま
た
文
部
省
の
科
学
研
究
費
 に
よ
 る
綜
合
研
究
に
も
 

こ
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
継
続
中
の
ア
ジ
ア
地
域
研
究
を
 は
じ
め
、
東
北
大
、
九
州
大
を
中
心
と
す
る
東
北
農
村
文
 

  

の
 諸
局
地
研
究
な
ど
、
多
数
の
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
 ら
の
い
づ
れ
に
も
宗
教
の
分
野
か
ら
 大
 ぎ
く
 参
 劃
し
て
 ゐ
 る
 。
戦
時
中
に
も
す
で
 

に
行
 ば
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
戦
後
日
本
の
 学
界
が
外
地
の
調
査
研
究
に
著
し
い
進
出
を
み
せ
た
こ
と
 は
 注
意
す
べ
き
で
、
 
中
 

東
 、
ア
ジ
ア
の
中
央
高
原
地
域
、
東
南
ア
ジ
ア
、
東
南
天
 

平
澤
、
南
米
等
に
お
も
む
い
た
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
宗
教
 の
 専
門
家
が
参
加
し
た
 

場
合
も
あ
り
、
 
さ
ぅ
 で
な
い
場
合
も
き
ま
っ
て
宗
教
習
 俗
が
 問
題
に
な
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
逆
に
宗
教
の
こ
と
を
 主
 軸
 と
し
た
調
査
研
究
で
 

総
合
的
な
も
の
に
は
東
北
大
の
「
東
北
地
方
に
お
け
る
 々
 
示
教
 と
 呪
術
の
機
能
と
形
態
」
、
九
大
の
「
九
州
に
お
け
る
 
宗
教
形
態
の
分
析
」
な
ど
 



宗教研究の問題と 動向 

全 会 す の も い 繊 そ 実 あ 大 の 及 は 「 が 
議 議 す 企 こ 最 ふ よ の 宗 託 っ に 第 こ び れ 基 あ り 、 が日本を前に 都 方に め てが 意 の関心 近では ことが 資 りも 後の時 教 研究 柑 との た 。こ ともな 九回大 の間、 社会史 た。ま 磁的な 

し で 関 義 が ヮ 、 料 期 に 応 と ふ 会 日 的 た 宗 弘 
て 開 す あ あ ッ 上 と で お 性 に 研 で 本 連戦散大 

も 大 を 
こ を 3 重 
の 中 じ   や 心 て 
う と 見 
な し た 
意、 た 日   図 練 木 

お っ 四 大 の や 要 ゐ ぺ の な る る 怯 が 合 文 
み 所 化 で げ 「 るても 来なや万 二十 E. 木 し 大力 こ 三 ッツ 最初 関係 反省 シソ ら 究 の 

な と ポ 宗     
研 の あ 多 前 ジ て か ォ 期 ら 理 ウ 学 こ 」 流 あり、 
先 学 た 岐 後 ヱ ゐ し 二 に か と ム の と " な 

に な を 問 
、 の史 回にもな方ム。 かにに l た 似ハ " や 出 " 

し 、 全開題 図 い 」 顧 と 一 る 法 ス 前 4 さ 
と っ 九 に 論 或 

  
か う ら 更 し ・ た に 

将 て 五 つ の は ら @  P=   
に 全 い す   二十年 釆への る特 も記念 八年夏 れて、 問題が 積極的 すでに なども サ いま 体的 づれ 科か 教護 示教」 

そ 六代 ば な も 集 

を き 第 で さ な ぞ ほ び らの参 座 等は の綜ハ 

ふ で 国 題 が メ 資 に 年   
こ あ 際 の       料 は代 た よ る ら 
と っ 家 所 最 シ に 末 に   ど う 研 ヤこ 

に た 教 在 近 ソ と だ も つ と 究 理 
て し 領 年 - り 理 世 

  
  グ がな な 学 み 不 や研 では く 論 た 理 た 成 同 ，ら ， 巴 、 

む 的 が 論 の の 学 
史 

て こ 教 究 上 ど 理 - に し 

、 の 史 の 記 に と 組   と で 払 金 的 行 に 
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知
者
の
制
約
 や
 、
一
応
中
心
テ
ー
マ
を
東
洋
の
宗
教
に
 し
た
の
で
、
会
議
で
あ
ら
は
れ
た
傾
向
を
直
ち
に
世
界
の
 学
界
の
傾
向
と
い
ふ
 こ
 

と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
の
中
に
深
く
 動
く
動
向
を
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
一
 つ
は
宗
 教
学
の
使
命
感
と
も
い
 

ふ
 べ
 き
 も
の
で
あ
っ
て
、
会
議
で
は
宗
教
に
於
け
る
 寛
 容
性
 の
問
題
が
中
心
的
な
雰
囲
気
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
 諸
 宗
教
の
単
な
る
習
合
の
 

詣
 で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
理
解
し
あ
 ひ
 相
互
 に
 研
究
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
が
も
っ
宗
教
の
根
 抵
 な
 い
し
究
極
性
を
認
め
あ
 

ふ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
セ
ム
 系
の
宗
教
即
ち
予
言
者
的
啓
示
宗
教
は
非
寛
容
で
あ
り
 、
東
洋
の
神
秘
的
救
済
 

宗
教
は
包
容
的
な
寛
容
さ
を
も
っ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
 に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
 柑
違
 が
あ
る
が
、
宗
教
学
は
こ
の
間
に
 お
い
て
宗
教
の
究
極
に
 

口
 十
五
人
の
代
表
的
な
人
々
に
よ
り
、
十
五
分
野
に
わ
 

た
る
「
宗
教
研
究
の
問
題
と
万
法
」
に
関
す
る
綜
合
研
究
 

が
な
さ
れ
た
。
そ
の
 
成
 

果
 の
一
部
は
勾
 匹
 ～
 
磐
 0
 目
臼
 片
色
 
い
 
の
の
ぎ
首
甲
コ
と
 し
 て
 上
梓
さ
れ
海
外
に
送
ら
れ
た
。
宗
教
研
究
の
全
分
野
を
 

網
羅
し
て
は
ゐ
な
い
ま
 

で
も
斯
学
関
係
で
は
ま
 
づ
 今
日
手
に
し
 ぅ
る
 最
も
包
括
 的
な
範
囲
に
わ
た
る
論
集
で
あ
る
。
 

つ
い
で
全
般
的
な
問
題
と
し
て
は
右
の
国
際
会
議
に
ふ
れ
 

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
会
議
は
一
九
 

0
0
 午
に
創
立
 せ
 ら
れ
た
が
、
爾
来
 
ョ
 

｜
 ロ
ッ
パ
で
の
み
開
催
さ
れ
他
の
地
域
で
開
か
れ
た
の
 

は
 今
回
が
最
初
で
あ
っ
た
。
正
式
会
員
四
七
七
名
中
外
国
 

人
 が
一
二
三
名
、
国
籍
 

別
に
す
れ
ば
 三
 0
 ケ
国
 、
代
表
さ
れ
た
国
は
二
六
 
ケ
国
 及
び
一
国
際
機
関
で
あ
っ
た
。
従
来
の
会
議
で
は
ア
ジ
ア
 

や
 ア
メ
リ
 ヵ
 か
ら
の
 参
 

加
 が
非
常
に
少
な
か
っ
た
が
、
今
回
は
ア
ジ
ア
・
ア
ラ
 

フ
 地
域
一
四
 ケ
 国
か
ら
の
代
表
者
三
二
名
、
ア
メ
リ
カ
 

か
 ら
は
三
九
名
の
学
者
が
 

参
加
し
た
。
会
議
は
コ
ソ
 
グ
 レ
ス
と
し
て
の
規
模
を
も
 
ち
更
 ら
に
ユ
千
ス
コ
の
メ
ー
ジ
ャ
ー
・
プ
ロ
シ
ス
ク
 

ツ
 の
 一
環
を
に
な
っ
て
 
、
東
 

西
の
宗
教
と
思
想
に
関
す
る
過
去
 
一
 00
 年
間
の
交
流
 に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
な
っ
た
。
コ
ン
グ
レ
ス
の
 

研
究
発
表
は
九
六
（
 
5
 

ち
 日
本
人
四
三
）
。
四
つ
の
部
門
に
分
け
た
が
、
分
野
的
 

に
 分
け
て
み
る
と
、
歴
史
的
研
究
三
九
（
日
本
一
七
 

て
 
哲
学
的
研
究
二
六
（
 
日
 

本
 八
二
神
学
或
は
宗
学
的
研
究
一
七
（
日
本
一
三
）
 

、
人
 類
 学
的
研
究
 五
 （
日
本
三
Ⅰ
心
理
学
的
研
究
 
五
 （
 
日
 永
一
Ⅰ
社
会
学
的
研
究
 

四
 （
日
本
、
二
）
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
会
議
に
ほ
外
国
か
ら
国
際
学
会
の
各
役
員
を
は
じ
 

め
 、
お
も
立
っ
た
人
々
が
多
く
参
加
し
た
が
、
専
門
の
興
 

味
 や
そ
の
他
外
人
参
 (416) 122 
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次
に
個
々
の
分
野
ば
 お
 げ
る
問
題
性
や
研
究
動
向
を
あ
 げ
る
と
、
 
ま
づ
 人
類
学
だ
が
、
以
前
か
ら
デ
ュ
ル
ケ
ム
 や
 英
国
の
機
能
主
義
等
 

及
び
 ウ
 ィ
 ン
 学
派
の
所
論
が
わ
れ
わ
れ
の
学
界
に
強
く
 入
り
、
学
説
上
の
研
究
が
多
く
為
さ
れ
て
ゐ
 た
 。
そ
の
 占
 心
 
で
は
最
近
も
棚
 瀬
 、
阿
 

部
 寅
夫
等
の
業
績
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
戦
後
と
く
に
 ァ
 メ
リ
ヵ
 の
学
風
が
入
り
、
学
説
的
に
も
研
究
さ
れ
る
が
 と
 く
に
実
態
調
査
や
社
会
 

調
査
 仁
 活
用
さ
れ
て
来
た
。
さ
き
に
も
ふ
れ
た
が
人
類
 学
の
領
域
が
文
明
社
会
や
文
胡
人
の
範
囲
に
ま
で
拡
げ
ら
 れ
た
の
は
主
と
し
て
 米
 

国
人
類
学
の
先
 鞭
 に
よ
る
も
の
で
、
戦
後
こ
と
に
現
地
 か
ら
閉
め
出
さ
れ
た
日
本
の
人
類
学
に
は
こ
の
こ
と
が
 幸
 ひ
し
て
日
本
の
農
漁
村
 

そ
の
他
に
人
類
学
的
調
査
研
究
が
行
は
れ
、
上
述
の
や
 う
 な
機
能
的
な
問
題
の
場
面
で
文
化
変
容
の
こ
と
な
ど
が
 と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
 
東
 

此
 等
で
は
戦
後
の
迷
信
や
タ
ブ
ー
の
変
化
が
し
ら
べ
 ろ
 れ
た
。
古
野
に
は
前
か
ら
台
湾
現
地
性
関
す
る
も
の
、
 そ
 の
他
、
棚
 瀬
 に
は
他
界
 

観
念
に
関
す
る
も
の
、
そ
の
他
、
 

い
 づ
れ
も
多
く
の
 
研
 究
 が
あ
り
、
ま
た
、
竹
中
信
 常
 、
中
村
康
隆
、
岡
田
竜
靖
 な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
の
 業
 

績
 が
あ
る
。
社
会
学
的
研
究
も
こ
れ
ら
の
こ
と
に
関
係
 す
る
が
、
従
来
 は
 デ
ュ
ル
ケ
ム
学
派
や
 ウ
エ
 バ
目
ジ
ム
 メ
ル
等
の
所
論
が
古
野
 

や
 小
口
新
宗
教
教
団
の
社
会
学
的
分
析
が
彼
に
 ょ
 っ
て
着
手
さ
れ
た
 
1
 。
 老
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
研
究
さ
 れ
て
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
 

近
来
や
は
り
 ァ
メ
リ
ヵ
 
の
社
会
学
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
 

柳
川
啓
一
な
ど
が
理
論
的
に
も
広
く
深
く
や
っ
て
ゐ
る
。
 社
会
学
的
な
調
査
は
上
 

述
 の
や
 う
 に
人
類
学
的
な
や
り
方
と
境
を
接
し
、
民
俗
 学
の
領
域
も
亦
そ
の
範
囲
に
も
入
っ
て
ゐ
る
 趣
 ぎ
を
呈
し
 て
ゐ
る
。
宗
教
に
関
す
 

る
 現
地
調
査
は
 、
 早
く
す
で
に
宇
野
、
原
田
等
に
よ
っ
て
 着
手
さ
れ
て
来
た
が
 @
@
 原
田
は
最
近
宗
教
的
集
団
の
 形
成
過
程
を
調
査
し
、
 

ま
た
「
社
会
と
伝
承
」
誌
を
主
宰
し
て
ゐ
る
 

、
池
 上
底
正
は
社
会
学
的
立
場
に
お
け
る
専
門
家
で
多
く
の
 離
 高
調
査
や
最
近
で
は
 山
 

の
 宗
教
に
関
す
る
調
査
二
業
績
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
 な
ほ
 ぬ
の
 調
査
に
は
岸
本
を
中
心
に
東
大
の
若
い
諸
氏
が
関
係
 し
て
ゐ
る
。
次
に
民
俗
 

学
の
分
野
で
は
 堀
 
一
郎
が
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
 を
は
じ
め
多
く
の
業
績
を
あ
げ
、
最
近
で
は
右
の
そ
う
な
 分
野
へ
の
関
与
を
も
 示
 

 
 

 
 

 
  

 

五
 

力
 部
会
会
議
を
設
立
す
る
こ
と
が
決
議
、
勧
告
さ
れ
、
 日
 本
の
委
員
会
が
そ
の
設
立
準
備
の
世
話
に
あ
た
っ
て
 ゐ
 る
こ
と
で
あ
る
。
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な
 問
題
の
と
り
方
が
宗
教
哲
学
の
正
道
で
あ
る
か
ど
う
 か
は
問
題
で
あ
ら
う
が
、
 

更
 ら
に
今
日
で
は
上
に
あ
げ
た
 シ
ン
パ
テ
テ
ィ
ッ
 
シ
 な
 

方
向
に
も
興
味
あ
る
展
開
が
み
ら
れ
る
。
な
ほ
今
日
で
 は
 或
る
哲
学
の
体
系
の
中
で
宗
教
を
位
置
づ
け
る
と
い
ふ
 仕
方
は
少
 く
、
 却
っ
て
 

或
る
成
立
的
な
宗
教
の
資
料
や
ド
ク
ト
リ
 ソ
 を
解
釈
学
 的
に
実
存
の
在
り
方
を
仲
介
と
し
て
理
解
す
る
方
法
が
と
 ら
れ
て
ゐ
る
が
、
住
戸
 

田
な
ど
は
こ
の
万
法
を
と
っ
て
を
 る
や
ぅ
 で
あ
り
、
 武
 内
義
範
が
原
始
仏
教
に
つ
い
て
強
靭
な
究
明
を
続
け
て
 業
 績
を
出
し
て
 ぬ
 る
の
に
 

も
か
か
る
背
景
が
あ
る
。
西
谷
が
最
近
神
話
の
問
題
を
 解
明
し
て
 ぬ
 る
の
も
や
は
り
実
存
の
在
り
方
を
下
敷
き
と
 し
て
ゐ
る
。
楠
な
ど
も
 

近
世
初
期
以
来
の
宗
教
哲
学
を
や
は
り
同
じ
よ
う
な
硯
石
 ハ
 
か
ら
整
理
し
よ
う
と
す
る
。
所
詮
こ
れ
ら
は
神
学
的
な
 も
の
や
成
立
的
資
料
 或
 

は
 文
献
の
実
存
論
的
解
釈
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
 藤
 田
や
館
の
研
究
な
ど
も
そ
の
構
造
論
的
背
景
に
お
い
て
は
 や
は
り
実
存
の
問
題
を
 

ふ
ま
 へ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ら
う
。
 

な
ほ
 キ
リ
ス
ト
教
 神
 学
の
立
場
が
哲
学
の
立
場
と
ま
じ
わ
っ
て
 ぬ
 る
の
で
、
 
そ
の
方
面
の
人
々
の
 こ
 

と
を
あ
げ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
移
し
い
こ
と
に
な
る
の
 で
 別
の
機
会
に
ゆ
づ
る
。
 
更
 ら
に
他
の
線
は
、
最
初
に
あ
 げ
た
傾
向
に
連
鎖
す
る
 

も
の
で
あ
る
が
、
宗
教
の
科
学
的
研
究
の
成
果
を
哲
学
 と
く
に
実
存
の
哲
学
と
つ
き
あ
は
せ
て
統
合
的
に
み
よ
う
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

上
銀
の
そ
う
な
苦
学
体
系
の
中
に
は
宗
教
の
こ
と
が
 却
 っ
て
貧
し
く
、
仝
日
の
科
学
は
宗
教
の
機
能
や
機
制
を
曲
 且
 
か
に
収
穫
し
て
 
ぬ
 る
の
 

で
、
そ
れ
を
哲
学
的
に
反
照
 し
 、
宗
教
の
究
極
的
意
味
 を
 み
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
宗
教
の
本
官
的
な
も
の
や
 底
 を
 人
間
存
在
や
社
会
の
 

底
 に
お
い
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
 人
 類
学
 等
に
お
け
る
聖
や
超
自
然
の
学
説
の
展
開
は
哲
学
 内
考
察
に
 
よ
 る
根
拠
 づ
 

け
に
も
興
味
あ
る
連
な
り
を
も
っ
て
来
て
ゐ
る
。
 な
ほ
、
 
こ
の
線
に
お
い
て
は
他
方
た
と
 へ
ば
 前
述
の
精
神
医
学
 な
ど
に
お
け
る
が
ご
と
 

く
 、
諸
科
学
の
業
績
が
す
で
に
哲
学
の
分
野
に
入
っ
て
 来
 っ
っ
あ
る
こ
と
も
看
過
出
来
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
 わ
 れ
わ
れ
も
こ
れ
ら
の
点
 

に
 興
味
を
も
つ
。
 

次
に
神
道
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
等
に
関
す
る
神
学
的
 分
野
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
 
お
い
て
も
、
組
織
的
 

な
も
の
や
新
旧
約
の
歴
史
神
学
的
な
も
の
に
お
い
て
、
 哲
 学
や
史
的
研
究
が
相
接
し
、
或
は
双
方
が
交
会
し
て
 ゐ
 る
 。
た
と
 
へ
ば
 キ
リ
ス
 

ト
の
 出
来
事
の
解
釈
が
実
存
解
釈
を
背
 崇
 と
す
る
哲
学
 的
 究
明
と
キ
リ
ス
ト
教
成
立
 史
 以
前
の
歴
史
的
及
び
思
想
 史
的
追
究
と
が
交
会
し
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日
本
の
宗
教
史
に
関
す
る
研
究
も
そ
の
方
法
論
的
分
野
 は
か
な
り
多
岐
に
わ
た
っ
て
ゐ
る
。
就
中
、
戦
後
の
著
し
 い
 特
色
は
宗
教
史
の
 

社
会
的
側
面
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
乃
至
社
会
半
的
 研
 究
 で
あ
る
。
全
般
的
な
も
の
と
し
て
は
三
一
書
房
の
日
本
 宗
教
史
講
座
は
か
な
り
 

鋭
い
視
角
か
ら
編
集
さ
れ
て
を
 り
、
 且
 つ
 そ
れ
ぞ
れ
の
 
題
目
が
か
な
り
の
紙
幅
を
と
っ
て
 叙
 べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 
角
 川
の
仏
教
講
座
、
新
潮
 

社
の
日
本
文
化
講
座
に
宗
教
関
係
の
も
の
が
数
々
 見
ら
 ね
 、
ま
た
東
大
の
宗
教
学
研
究
室
で
編
集
さ
れ
た
明
治
文
 北
史
申
の
宗
教
篇
も
研
 

究
 者
に
便
宜
が
あ
り
、
平
凡
社
の
日
本
民
俗
学
大
系
 そ
 の
 他
宗
教
関
係
の
多
い
事
典
類
も
出
さ
れ
た
。
 

個
々
の
も
の
と
し
て
、
思
想
史
的
な
も
の
に
 家
 永
の
労
 作
や
性
格
の
強
い
も
の
と
し
て
渡
辺
 照
 宏
の
日
本
仏
教
や
 死
後
の
世
界
等
、
赤
 

松
の
鎌
倉
仏
教
の
研
究
、
 

吏
 ら
に
竹
園
の
神
仏
習
合
や
 本
地
 垂
 迩
の
研
究
等
が
記
憶
に
あ
り
、
教
団
史
的
な
研
究
 に
は
時
宗
阿
弥
教
団
の
 

研
究
、
笠
原
の
中
世
に
お
け
る
円
宗
教
団
の
形
成
、
 そ
 の
他
、
特
異
な
も
の
と
し
て
高
田
修
を
中
心
と
す
る
仏
教
 美術
の
研
究
が
あ
り
、
 
更
 

ら
に
井
上
光
貞
の
日
本
浄
土
教
史
の
研
究
等
が
傾
向
的
 に
 目
立
つ
。
ま
た
、
上
記
社
会
学
的
な
研
究
と
し
て
は
と
 く
に
小
冊
な
が
ら
古
野
 

の
か
く
れ
切
立
丹
の
研
究
は
特
殊
社
会
の
様
 柑
を
扶
て
 き
し
、
 
田
 北
は
同
じ
く
九
州
の
キ
リ
シ
タ
 ソ
 集
落
に
つ
い
 て
そ
の
文
化
変
容
の
形
 

態
を
長
年
の
研
究
に
よ
っ
て
出
版
し
た
。
 吏
 ら
に
苗
木
 安
夫
の
岩
波
そ
の
他
か
ら
出
し
た
新
興
宗
教
に
関
す
る
も
 の
も
確
か
な
社
会
学
的
 

背
景
を
も
ち
、
小
口
、
佐
 木
 そ
の
他
の
労
作
し
た
新
京
 教
 に
関
す
る
も
の
も
そ
の
見
識
に
強
 味
 を
み
せ
る
。
そ
の
 他
社
会
史
的
定
限
を
も
 

っ
て
書
か
れ
た
村
上
富
良
の
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
も
 鋭
い
 0
 こ
の
ほ
か
、
高
橋
 梵
 仙
の
秘
事
法
門
、
森
岡
の
 農
村
宗
教
、
竹
田
や
西
 

山
の
民
俗
学
的
研
究
な
ど
が
思
ひ
 ぅ
 か
ぶ
。
な
ほ
 
純
埜
 史
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
柳
田
の
民
俗
学
的
集
積
か
ら
 出
て
来
る
諸
論
や
桜
井
 

徳
太
郎
の
日
本
民
間
信
仰
論
、
更
ら
に
大
成
さ
れ
た
 松
 村
の
日
本
神
話
の
研
究
等
は
こ
こ
に
そ
の
名
を
あ
げ
る
に
 と
ど
め
て
筆
を
お
く
。
 

追
記
 
-
 一
の
稿
は
昨
年
キ
巾
 
九
 学
会
連
合
の
年
秋
大
会
で
課
せ
 ら
れ
た
宗
教
学
の
研
究
動
向
の
発
表
に
手
を
加
へ
た
も
の
で
あ
 る
 0
 筆
者
の
不
用
意
と
不
 

注
意
か
ら
締
切
 期
 Ⅱ
を
Ⅲ
 誌
 し
て
 ぬ
 た
た
め
コ
人
類
科
学
 L
 の
 出
 仮
 に
問
に
合
は
な
か
っ
た
の
で
、
了
解
を
え
て
本
誌
に
の
せ
て
 も
ら
っ
た
 0
 内
 

容
 に
つ
い
て
も
 妄
 ・
Ⅱ
な
訓
 
し
 、
叱
正
を
ね
が
 ふ
 も
の
で
あ
る
。
 

 
  

 

窪
の
庚
申
信
仰
の
研
究
は
道
教
研
究
の
造
詣
に
併
せ
て
 日
本
の
民
間
信
仰
の
混
合
形
態
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
  
 

 
 

や
 、
秋
葉
の
朝
鮮
 巫
 俗
の
研
究
な
ど
が
あ
り
、
異
色
の
 あ
る
も
の
と
し
て
、
長
尾
を
中
心
と
す
る
京
大
の
居
 傭
関
 の
 研
究
が
あ
り
、
ま
た
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ら精 ど 栢 そ あ に力 持 悲   
開 は 松 い い 織 文 時雨 ま れず た 
か 時 着 た た さ 科 に 障 り 、 し る 
れ に や 。 め れ大 期 年 痛 して 赤 
た 親 私 当 " て 学 し 間 磨 か " 松 
印 し ら 時便 、 が く は に も 遂智 

芋 基夫実里 粟裂纏禽装笈主警 
案 文 に 京 そ 各 さ し を さ に ろ は 
教 と 黄 教 の 別 れ て 期 れ よ 三 終 
学 な香料 翌 に て い待て っ月 戦 から 会の り、 大学 卒業 年九 毎月 転 セ ; 養三径 
席 他 の の 局 所 三 と 安時 星 目 も 

上 か 前 芋台先 年 し 神は徳 不 な 
で ら 身 節 同 発 を て し 絶 出 席 く 

あ 三 た 円 し 表経 衰 て 聖 帝 の 大 
っ 羽 る 空 て 会 て む い 的 に客 思 
た 烏 仏 者 " を " 哀 た 童 お と に 
と と 教が 印 開 明 悼 の 態 げ な 罹 られ 呼ば大学記憶 り、 郷里 度 ， いて 治四 ・ の 清 であ に陥 る住 引観 れたする や、 京都 宗教 した 十一 に 堪 るが られ 寺が た 
が ほ 花 へ 学 の 年 え 、 た 全実 い   
か 交 前 大   、 度 一ト   

し " 跡 幸 い     
き 後 に 続 た   歎 よ 一 で の 

美 田 ぃ 導 そ れ 
績 講 て の の   
を し 研 下 研 次 
発   
表 い に 殆 上 で で 万苦 戦   
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を
悼
む
 

  



す
る
機
関
誌
を
出
仮
し
ょ
う
で
は
な
い
か
と
提
案
さ
れ
 た
と
こ
ろ
、
会
員
こ
ぞ
っ
て
賛
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
 な
 お
 そ
の
具
体
案
に
っ
 い
 
㎝
 

て
 検
討
す
る
こ
と
を
赤
松
・
宇
野
面
 君
 と
私
と
の
三
人
 に
 委
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
後
三
人
が
 屡
 々
会
合
し
て
協
議
を
重
昭
 

ね
て
い
る
間
に
 、
 私
は
京
大
側
の
み
で
機
関
誌
を
発
行
 す
る
よ
り
も
東
大
側
と
提
携
し
た
方
が
む
し
ろ
よ
り
多
く
 意
義
が
あ
り
権
威
が
あ
 

る
と
思
い
つ
い
た
の
で
、
こ
の
意
見
を
開
陳
す
る
と
、
 両
 君
と
も
心
か
ら
賛
同
し
、
宇
野
君
か
ら
は
矢
吹
慶
輝
 氏
 へ
、
私
か
ら
は
木
村
 泰
 

貧
民
 へ
 連
絡
を
取
っ
て
交
渉
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
 早
 速
 交
渉
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
木
村
氏
も
矢
吹
氏
も
折
り
返
 え
し
て
共
に
賛
意
を
表
 

し
て
こ
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
後
数
度
の
書
簡
の
往
復
に
 よ
 る
協
議
の
結
果
、
会
名
は
「
宗
教
研
究
会
」
と
し
、
 誌
 名
は
「
宗
教
研
究
」
と
 

し
て
月
刊
と
す
る
こ
と
、
東
大
の
妨
時
正
治
・
高
楠
順
次
 郎
両
 教
授
と
京
大
の
松
本
文
三
郎
・
 榊
亮
 三
郎
 両
 教
授
 と
を
会
の
顧
問
と
し
て
 

推
戴
す
る
こ
と
、
な
お
出
版
所
の
物
色
は
東
京
側
で
引
 ぎ
 受
け
る
こ
と
に
ま
と
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
出
版
 所
を
見
出
す
こ
と
は
 何
 

分
 経
済
問
題
を
伴
 う
た
 慕
容
易
で
な
か
っ
た
ら
し
い
。
 し
 か
し
、
晩
秋
に
及
ん
で
東
京
側
の
努
力
が
効
を
奏
し
 
て
 、
い
よ
い
よ
太
監
 館
 

と
の
出
版
契
約
が
成
立
す
る
運
び
と
な
り
、
最
後
の
打
ち
 合
せ
会
を
上
野
公
園
の
某
料
亭
で
開
催
す
る
か
ら
、
 京
 都
側
の
代
表
者
も
列
席
 

し
て
も
ら
い
た
い
と
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
、
私
が
選
 ば
れ
て
東
上
出
席
し
た
の
で
あ
る
。
京
都
側
は
私
一
人
の
 出
席
で
あ
っ
た
が
、
 東
 

東
側
は
妨
 崎
 ・
高
楠
 両
 教
授
を
始
め
と
し
て
、
木
村
 泰
 賢
 ・
矢
吹
慶
輝
，
長
井
真
琴
・
石
橋
 智
信
 ・
干
潟
 龍
祥
 ・
 濱
田
本
腰
・
赤
松
秀
 景
 

の
 諸
氏
及
び
 六
盟
 館
代
表
者
と
し
て
高
橋
幸
吉
 氏
 ら
が
 列
 席
 さ
れ
と
記
憶
す
る
。
こ
の
席
上
で
 木
 会
の
規
約
が
制
 定
 さ
れ
、
来
春
四
月
 そ
 

の
 機
関
誌
「
宗
教
研
究
」
の
創
刊
号
を
発
行
す
る
こ
と
、
 そ
し
て
赤
松
秀
暴
民
が
そ
の
編
輯
の
任
に
当
る
こ
と
 
を
 取
り
決
め
た
の
で
あ
 

る
 。
か
く
て
予
定
通
り
、
大
正
五
年
四
月
八
日
仁
一
 景
 近
の
宗
教
心
理
学
と
宗
教
社
会
学
」
と
題
す
る
赤
松
 智
城
 君
の
論
文
を
巻
頭
に
掲
 

げ
た
創
刊
号
が
発
行
さ
れ
て
、
爾
来
今
日
に
至
る
ま
で
 一
回
の
欠
 刊
 も
な
く
継
続
さ
れ
た
こ
と
は
、
学
界
の
為
に
 も
木
 会
の
為
に
も
慶
賀
 

す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
創
立
者
の
一
人
と
し
て
私
も
こ
 の
上
も
な
い
満
足
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
当
初
か
ら
木
会
 創
 設
の
為
に
計
慮
し
尽
力
 

し
た
五
人
の
中
、
矢
吹
・
木
村
両
氏
は
夙
に
世
を
去
り
、
 次
い
で
宇
野
君
が
逝
き
、
今
ま
た
赤
松
君
も
他
界
さ
れ
 て
、
唯
た
 私
一
人
が
生
 

ぎ
 残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
量
の
感
慨
に
 拘
れ
 た
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
 



赤松 智城 博士を悼む 

実
は
本
会
の
編
集
部
か
ら
こ
の
際
赤
松
博
士
と
本
誌
 

と
 
の
 
関
係
を
委
し
く
発
表
せ
よ
と
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
。
 

以
上
の
よ
う
な
本
会
 

 
 

 
 

学
 
れ
 
著
 

あ
 
を
 
れ
 

わ
 

的
 
才
能
に
長
じ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
青
壮
年
時
代
の
学
 

的
 
業
績
は
本
誌
創
刊
号
の
巻
頭
論
文
「
最
近
の
宗
教
心
理
 

学
 
と
宗
教
社
会
学
」
を
 

始
め
と
し
て
、
「
 

勤
近
 
宗
教
学
説
の
研
究
」
（
海
野
文
庫
）
 

と
か
「
現
代
の
宗
教
哲
学
」
と
か
「
現
代
哲
学
に
 

於
げ
 
6
 
科
学
と
宗
教
」
 

ラ
 

｜
 
ト
ル
著
、
宇
野
君
と
共
訳
）
と
か
「
二
種
の
神
聖
観
念
 

」
（
 

龍
 
大
論
叢
二
五
七
号
所
載
）
と
か
い
う
よ
う
な
 

当
 
時
 
西
洋
に
お
け
る
新
し
 

い
 
宗
教
学
説
の
紹
介
論
評
に
 

集
 
申
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
 

他
 「
宗
教
史
方
法
論
」
（
現
代
史
学
大
系
第
五
巻
）
及
び
 

「
 
薦
 
新
 
實
 
神
の
行
事
」
 

（
朝
永
博
士
還
暦
記
念
哲
学
論
文
集
所
収
）
な
ど
の
 

卓
れ
 
た
 
著
述
も
遺
さ
れ
た
が
、
同
君
の
生
涯
を
通
じ
て
宗
教
 

学
界
に
寄
与
し
た
最
も
 

偉
大
な
不
朽
の
業
績
は
そ
の
京
城
帝
大
教
授
時
代
に
秋
 

葉
隆
 
教
授
と
協
力
し
て
完
成
さ
れ
た
大
著
「
朝
鮮
坐
浴
 

の
 
研
究
」
及
び
「
満
蒙
の
 

民
族
と
宗
教
」
で
あ
ろ
う
。
 

赤
松
君
は
周
知
の
通
り
明
治
仏
教
界
の
名
僧
赤
松
連
城
 

師
の
令
孫
で
あ
ら
れ
る
。
そ
の
母
堂
は
連
城
師
の
令
嬢
で
 

、
真
言
宗
御
室
派
の
 

管
長
で
あ
っ
た
和
田
大
円
師
や
有
名
な
詩
人
与
謝
野
銭
 

幹
氏
と
 

兄
弟
の
間
柄
で
あ
っ
た
 

照
瞳
 
師
を
迎
え
て
結
婚
し
 

 
 

市
 
で
女
子
教
育
に
生
涯
の
努
力
を
捧
げ
そ
の
徳
風
は
現
 

に
な
お
景
仰
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 

現
 
参
議
院
議
員
赤
松
 

常
 
子
女
史
は
そ
の
令
妹
㎝
 



  

悟
に
 堪
え
な
い
。
深
い
哀
悼
の
意
を
表
し
て
、
こ
の
 稿
 を
 結
ぶ
。
 

で
あ
り
、
か
っ
て
社
会
運
動
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
 赤
 松
 亮
磨
 氏
 は
そ
の
令
弟
で
あ
る
。
従
っ
て
、
同
君
が
頭
脳
 明
蜥
で
 学
才
卓
抜
で
あ
 

っ
 た
こ
と
ほ
 、
 主
と
し
て
こ
 う
 い
 う
 よ
い
血
統
を
引
い
た
 遺
伝
の
然
ら
し
め
た
と
こ
ろ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 唯
 だ
 今
で
も
遺
憾
に
思
 う
 

こ
と
は
赤
松
君
が
非
常
に
酒
を
嗜
み
、
酒
豪
と
い
っ
て
よ
 い
ほ
ど
ア
ル
コ
ー
ル
に
強
く
、
し
か
も
直
情
径
行
で
あ
 っ
た
為
 、
往
々
 他
と
衝
 

笑
 も
し
脱
線
を
演
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
面
の
 思
い
出
は
多
々
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
は
こ
れ
に
触
れ
る
こ
 と
を
避
け
よ
う
。
若
し
 

岡
君
が
健
康
で
長
寿
を
保
た
れ
た
な
ら
ば
、
学
界
に
貢
 敵
 す
る
と
こ
ろ
 鮮
 く
な
い
に
違
い
な
い
こ
と
を
 思
，
 
え
ば
、
 岡
君
の
逝
去
は
衷
心
痛
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理
 再
会
報
告
（
一
月
十
九
日
（
火
）
午
後
一
二
時
三
 

0
 分
｜
 二
時
）
 

於
 東
大
宗
教
学
研
究
室
 

一
 、
前
回
理
事
会
報
告
 

Ⅰ
議
事
 

い
 

第
十
回
国
際
宗
教
学
、
宗
教
史
会
議
出
席
者
報
告
 

I
A
H
R
.
A
A
 
グ
ル
ー
プ
日
本
委
員
会
か
ら
日
本
宗
教
学
会
に
 提
 

出
さ
れ
た
報
告
書
を
発
表
 

㈲
国
際
宗
教
学
会
本
部
役
員
推
薦
の
件
 

l
A
H
R
.
A
A
 
グ
ル
ー
プ
日
本
委
員
会
か
ら
日
本
宗
教
学
会
に
 提
 

出
さ
れ
た
審
議
経
過
報
告
書
を
発
表
。
協
議
の
結
果
、
菅
・
宮
本
 両
 

役
員
の
辞
意
を
い
れ
る
こ
と
と
な
り
、
新
役
員
の
人
選
に
つ
い
 
 
 

は
、
 吹
の
理
事
会
で
は
か
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 

理
事
会
報
告
 
絨
 五
十
五
日
（
火
）
午
後
四
時
 ｜
 六
時
）
 

於
 東
大
宗
教
学
研
究
室
 

Ⅰ
議
事
 

Ⅱ
 
吹
 回
大
会
開
催
 稜
 の
 件
 

青
山
学
院
大
学
の
内
諾
を
得
て
、
十
一
月
十
八
、
十
九
、
二
 4.
 
日
 に
 

開
催
を
予
定
す
る
こ
と
を
諒
承
 

は
 

「
宗
教
研
究
の
自
由
を
守
る
た
め
の
決
議
案
（
会
員
提
案
）
」
 

に
と
 

も
た
う
問
題
の
処
置
の
件
 

前
回
総
会
に
於
て
標
記
の
決
議
案
は
審
議
未
了
と
な
っ
た
・
が
 

、
総
 会
 

ム Ⅰ・ 

報 

に
 於
て
、
神
宮
国
有
化
の
問
題
と
宗
教
研
究
の
自
由
に
関
す
る
 問
 題
 

に
 つ
ぎ
、
会
員
の
意
見
を
ぎ
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
そ
の
 
処
 

理
方
法
を
検
討
中
で
あ
り
、
な
お
、
次
回
理
事
会
に
小
野
相
 教
 、
 佐
 

木
 秋
夫
両
氏
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
ぎ
 き
 、
さ
ら
に
そ
の
処
置
 を
 

検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

㈲
国
際
宗
教
学
会
日
本
代
表
役
員
の
件
 

石
津
 照
璽
 、
岸
本
英
夫
両
氏
を
国
際
宗
教
学
会
評
議
員
に
選
出
、
 

岸
 

本
 英
夫
氏
を
同
理
事
に
お
く
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

㈲
日
本
学
術
会
議
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
の
件
 

日
本
美
学
会
と
協
議
の
上
、
日
本
宗
教
学
会
か
ら
、
 

諸
 同
素
細
民
 
を
 

委
員
に
推
薦
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

ハ
円
 、
 
オ
色
 黄
 @
o
 
氏
臼
億
圧
 の
の
 ぎ
 
Ⅰ
 り
 ㌧
 ド
コ
 
。
の
 件
 

司
書
完
成
の
旨
報
告
が
あ
っ
た
。
 

I
A
 Ⅱ
 R
.
A
A
 
グ
ル
ー
プ
日
本
委
員
会
第
五
回
会
議
記
録
 

（
一
月
九
日
午
後
五
時
）
 

一
 、
委
員
長
報
告
 

前
回
の
委
員
会
で
、
委
員
長
と
石
津
日
本
宗
教
学
会
会
長
に
一
任
 さ
 

れ
た
小
委
員
会
委
員
を
人
選
の
結
果
、
岸
本
（
委
員
長
）
、
石
津
 

、
 菅
 、
 

増
谷
 、
中
村
（
各
幹
事
）
長
尾
、
面
角
井
、
住
戸
田
（
各
委
員
）
 

人
民
 

に
 委
嘱
し
た
。
こ
の
小
委
員
会
を
、
昨
年
十
二
月
十
九
日
と
、
 

本
 年
一
 

月
 九
日
の
二
回
に
わ
た
り
開
催
し
、
本
委
員
会
に
お
け
る
原
案
を
 作
成
 

し
た
。
 

二
 、
経
過
報
告
（
事
務
局
）
 

㈲
国
外
関
係
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①
 
I
A
H
R
 会
長
ぺ
・
 
%
 タ
ッ
ォ
 一
ニ
一
尾
 は
 、
昨
年
十
二
月
 八
日
 

ロ
ー
マ
に
お
い
て
逝
去
の
旨
、
ブ
レ
ー
カ
ー
氏
か
ら
通
知
が
あ
っ
 

た
 。
ペ
ッ
 タ
 ツ
ォ
ー
ニ
ー
夫
人
あ
て
、
委
員
長
名
で
哀
悼
の
意
 を
 

表
し
た
。
 

②
・
昨
年
十
一
月
二
十
 セ
 日
付
の
ブ
レ
ー
カ
ー
氏
か
ら
の
問
合
せ
 事
 

項
 に
関
し
て
返
信
し
た
。
そ
の
要
点
は
 、
 

㈲
本
年
九
月
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
会
に
、
日
本
か
ら
十
二
名
 
 
 

上
の
学
者
が
参
加
で
き
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
 

㈲
日
本
か
ら
一
人
、
東
洋
の
代
表
と
し
て
特
別
講
演
を
行
 
う
 か
 

ど
う
か
の
問
合
せ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
応
じ
た
か
が
、
た
だ
 

し
 、
そ
の
確
定
的
な
氏
名
と
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
あ
と
で
 知
 

ら
せ
る
こ
と
。
 

⑧
韓
国
の
 
シ
ソ
 氏
か
ら
同
国
に
お
け
る
宗
教
学
宗
教
史
の
学
会
 結
 

皮
を
報
じ
て
ぎ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
祝
意
を
表
し
た
。
 

④
 
A
A
 グ
ル
ー
プ
特
別
委
員
会
構
成
国
の
う
ち
、
す
で
に
日
本
  
 

ィ
，
ソ
ド
 
、
韓
国
に
は
 I
A
H
R
 
の
国
内
グ
ル
ー
プ
が
で
き
た
が
、
 

ア
ラ
フ
連
合
共
和
回
、
ビ
ル
マ
、
パ
キ
ス
タ
 ソ
 で
は
、
ま
だ
 国
 単
 

位
の
支
部
が
結
成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
目
下
重
点
的
に
 、
こ
 れ
 

ら
 諸
国
の
学
会
結
成
を
 ょ
 び
か
け
て
い
る
。
 

㈲
国
内
関
係
 

①
第
十
回
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
会
参
加
に
関
し
て
 

㈹
参
加
希
望
者
に
対
し
て
参
加
費
用
の
具
体
化
に
つ
い
て
の
 
堤
 
昂
 

合
せ
 0
 

㈲
研
究
発
表
の
有
無
、
な
ら
ぴ
に
研
究
題
目
の
問
合
せ
。
 

㈹
口
木
宗
教
学
会
評
議
員
に
対
す
る
参
加
希
望
の
有
無
の
間
 
合
 

せ
 。
 

以
上
、
三
点
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
問
合
せ
の
手
紙
を
 
出
 

し
 、
そ
の
回
答
を
集
計
し
て
、
「
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
会
参
加
に
 

関
す
る
回
答
集
計
（
そ
の
 二
 こ
を
作
成
し
た
。
 

三
 、
議
事
 

出
国
際
宗
教
学
会
日
本
代
表
本
部
役
員
の
件
 

前
回
の
委
員
会
の
話
合
い
に
従
い
、
現
在
本
部
役
員
で
あ
る
 宮
 木
 

膏
雨
委
員
出
席
の
上
で
、
こ
の
問
題
を
審
議
し
た
。
ま
ず
宮
本
、
 

菅
 

（
家
庭
の
事
情
で
書
簡
を
托
さ
れ
て
欠
席
）
 

両
 委
員
の
発
言
が
あ
 @
 

そ
れ
を
中
心
に
し
て
討
議
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
審
議
 経 過
 

を
そ
の
ま
ま
と
り
ま
と
め
て
、
 

I
A
H
R
 

の
加
盟
団
体
で
あ
る
日
 

木
 

宗
教
学
会
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

は
 

日
本
学
術
会
議
宗
教
史
研
究
連
絡
委
員
会
へ
の
提
出
原
案
の
 
 
 

二
回
に
わ
た
る
小
委
員
会
の
慎
重
な
審
議
の
も
と
に
作
成
さ
れ
た
 
原
 

案
に
つ
い
て
検
討
の
結
果
 

国
費
に
よ
る
日
本
代
表
の
選
出
に
つ
ぎ
 

石
津
 照
圭
 、
岸
本
英
夫
、
増
合
文
雄
、
増
永
 霊
鳳
 、
 

住
戸
田
六
三
郎
、
武
内
義
範
 

の
六
 氏
を
、
こ
の
順
位
を
も
っ
て
推
薦
す
る
こ
と
に
な
り
本
妻
 員
 

金
原
案
を
、
日
本
宗
教
学
会
に
文
書
で
報
告
す
る
こ
と
に
決
定
  
 

㈲
参
加
者
に
対
す
る
 ゑ
体
 的
な
援
助
は
、
す
で
に
事
務
面
の
間
 題
と
 

な
っ
て
い
る
 
0
 そ
の
う
ち
、
 

①
費
用
の
斡
旋
は
。
で
き
る
だ
け
努
力
す
る
（
余
り
期
待
さ
れ
 る
ほ
ど
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Ⅰ
報
告
 

㈲
国
外
関
係
事
務
報
告
 

イ
ソ
 ド
 の
有
力
な
学
者
数
名
に
対
し
、
マ
ー
ル
プ
ル
ヱ
木
会
へ
 の
 

参
加
と
、
 イ
 ソ
 ド
 大
会
開
催
に
関
す
る
努
力
を
呼
び
か
け
た
。
 

㈲
日
本
宗
教
学
会
に
対
す
る
報
告
書
の
件
 

①
 
l
A
H
R
 
日
本
代
表
本
部
役
員
選
定
の
件
 

れ
に
関
し
て
石
津
日
本
宗
教
学
会
会
長
か
ら
、
一
月
十
九
日
の
 日
 

本
 委
員
会
か
ら
日
本
宗
教
学
会
に
あ
て
た
報
告
書
を
朗
読
。
 そ
 

木
 宗
教
学
会
理
事
会
で
 菅
 、
宮
本
両
氏
の
 I
A
H
R
 
本
部
役
員
 辞
 

退
を
諒
承
 し
 、
新
役
員
の
人
選
は
吹
回
理
事
会
で
は
か
ら
れ
る
 -
 
 
 

と
に
決
定
し
た
官
報
告
が
あ
っ
た
。
 

な
お
一
月
十
九
日
に
引
ぎ
つ
づ
 き
 開
か
れ
た
宗
教
史
研
究
連
絡
 

委
員
会
で
は
、
 菅
 、
宮
本
両
氏
の
本
部
役
員
辞
退
を
諒
承
・
 新
 役
 

員
の
選
出
に
関
し
て
は
、
日
本
宗
教
学
会
理
事
会
の
決
定
を
ま
 つ
 

こ
と
但
し
た
貴
報
告
が
あ
っ
た
 0
 

  
A 
Ⅱ 
R 

A
A
 グ
ル
ー
プ
口
ホ
 
委
 貝
金
第
六
回
会
議
記
録
 

三
月
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時
七
八
時
）
 

の
こ
と
は
で
き
な
い
が
㌧
 

②
要
望
が
あ
れ
ば
、
所
属
機
関
長
、
そ
の
他
 
死
 に
手
紙
を
出
す
。
  
 

③
細
か
い
問
題
に
つ
 
ぴ
 て
は
個
別
的
に
検
討
す
る
。
 

①
参
加
希
望
者
 死
 に
、
 本
 委
員
会
と
し
て
推
薦
状
を
出
す
 -
 モ
 ｜
ラ
 

ル
 サ
ポ
ー
ト
の
意
味
で
て
 

の
 四
点
に
つ
ぎ
、
逐
次
事
務
処
理
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
 

②
第
十
回
マ
 l
 ル
ブ
ル
ク
大
会
に
関
し
て
 

国
費
に
 よ
 る
日
本
代
表
の
選
出
な
ら
び
に
国
費
に
 ょ
 ら
な
い
日
 

末
代
表
の
大
会
参
加
に
要
す
る
諸
費
用
を
円
貨
か
ら
外
貨
に
切
 替
 

え
る
 件
 。
 

本
委
員
会
か
，
 
0
 日
本
宗
教
学
会
に
あ
て
た
報
告
書
を
朗
読
。
 そ
 

れ
に
関
し
て
、
石
津
日
本
宗
教
学
 ム
 工
会
長
 ょ
 9
 日
本
宗
教
学
会
 理
 

事
 
会
な
ら
ぴ
に
宗
教
史
研
究
連
絡
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
の
 報
 告
 

書
 が
採
択
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
日
本
学
術
会
議
へ
の
上
 巾
 

が
な
さ
れ
た
官
報
告
が
あ
っ
た
。
な
お
、
今
年
度
は
、
国
際
会
 議
 

が
 多
く
、
約
十
九
も
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
参
加
申
込
者
が
甘
 
 
 

十
六
名
も
あ
る
た
め
、
国
費
に
 よ
 る
代
表
派
遣
の
枠
が
極
度
に
 限
 

足
 さ
れ
て
ぎ
て
い
る
 旨
 中
間
報
告
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
私
費
 外
 貨
 

枠
に
関
し
て
は
、
か
な
り
事
情
が
好
転
し
て
い
る
 旨
 あ
わ
せ
て
 報
 

吾
 が
あ
っ
た
。
 

㈲
参
加
申
込
者
の
現
況
報
告
 

国
内
か
ら
の
参
加
者
で
、
 ほ
丈
 確
実
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
土
山
 
 
 

名
 、
そ
の
見
込
み
の
あ
る
も
の
は
四
名
。
既
に
在
外
で
、
参
加
 確
 実
 

と
 思
わ
れ
る
も
の
は
四
名
 0
 そ
の
見
込
み
の
あ
る
も
の
は
一
名
と
  
 

ぅ
 中
間
報
告
が
あ
っ
た
。
 

モ
 
議
事
 

Ⅱ
一
九
六
三
年
イ
ソ
 
ド
 に
お
け
る
大
会
開
催
の
件
 

一
九
六
 
0
 羊
一
月
二
十
一
日
付
げ
の
ブ
レ
ー
カ
ー
氏
か
ら
の
イ
ソ
 

ド
 に
お
け
る
大
会
計
画
の
問
合
せ
に
関
し
て
協
議
の
結
果
、
実
際
 の
 

企
画
と
運
営
は
、
主
催
国
と
し
て
の
イ
ソ
 ド
 に
当
っ
て
も
ら
い
、
 木
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㈲
 
I
A
H
R
.
A
A
 

ク
ル
ー
プ
日
本
委
員
会
規
約
の
件
 

前
項
に
関
連
し
て
、
 
本
 委
員
会
の
規
約
作
製
が
議
題
と
さ
れ
、
 

そ
 

の
 結
果
内
規
が
つ
く
ら
れ
た
。
 

コ
し
 

-
 
一
 
-
-
 

Ⅰ
 

ネ
牽
 

0
 
 
名
誉
会
員
赤
松
 智
 敏
博
士
が
去
る
三
月
十
二
日
逝
去
さ
 

れ
ま
し
 

た
 。
追
悼
の
辞
を
羽
 渓
了
諦
 博
士
に
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
と
 @
 」
 
ろ
 

早
速
 お
 寄
せ
い
た
 
ビ
 ぎ
ま
し
た
の
で
、
本
号
に
掲
載
し
ま
し
た
。
 

0
 
 
会
報
（
理
事
会
報
告
）
記
載
「
宗
教
研
究
の
自
由
に
関
す
る
 」
問
題
 

に
つ
い
て
は
、
資
料
を
付
し
、
会
員
各
位
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
 
願
  
 

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
を
別
刷
と
し
て
返
送
用
 封
 筒
 

と
 共
に
本
誌
に
挿
入
 ご
 送
付
し
ま
す
。
期
日
ま
で
に
ご
返
答
下
さ
  
 

よ
 う
 お
願
い
い
た
し
ま
す
。
 

0
 
 
会
費
の
納
入
率
が
わ
る
い
た
め
会
務
に
支
障
を
来
す
 向
 ぎ
も
 あ
り
さ
 

す
の
で
、
未
納
の
各
位
は
是
非
完
納
下
さ
る
 55
 
お
願
い
し
ま
す
  
 

委
員
会
と
し
て
は
、
・
後
援
の
形
で
必
要
な
援
助
を
す
る
線
が
決
定
 

さ
 

れ
た
。
 

執
筆
 堵
 

紹
介
 

G
.
 

メ
ソ
 

シ
ソ
グ
ボ
ソ
 
大
学
教
授
 

玉
城
 
康
 
四
郎
東
京
大
学
助
教
授
 

塚
本
啓
梯
立
正
大
学
講
師
 

高
木
き
よ
子
国
際
宗
教
研
究
所
所
員
 

無
道
富
山
大
学
教
授
 

館
 石

津
 
照
璽
 
東
北
大
学
教
授
 

本
学
会
名
誉
会
員
 

羽
渓
了
諦
 
元
京
都
大
学
教
授
 

龍
各
 大
学
名
誉
教
授
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'Tolerance' and 'Truth' in Religion 

Gustav MENSCHING 

The Thought of Tathagatearbha and 
the Philosophy of Schelling 

Koshiro TAMAKI 

The Tathsgatagarbha is considered to be a unity of its characteristics, 

for instances, the belief (adhimukti), wisdom (prajcii), meditation (sa- 

miidhi) and compassion (karuqg), but not the unified substance of them, 

only that these characteristics are internally related with one another. 

And so the connection between the Tathiigatagarbha and its character- 

istics is not the one between the substantia et attributa, but the belief, 

wisdom, meditation and compassion is respectively the whole of Tathii- 

gatagarbha. These characteristics in Tathiigatagarbha are contrasted 

with those of the sbsolute in Schellingphilosophy. The  Absolute empha- 

sizes to be oneself the reason (Vernunft) or the function of recognition, 

and at  the same time to be oneself the compassion. About the com- 

passion Schelling says 'die allgemeine, gegen alles gleiche und doch 

von nichts ergriffene Einheit,' namely, 'die Liebe, die Alles in Allem 

aj. ist.' This thought is much similar to the compassion is Tathsgatagarbha 

that means 'paraaa-snigdha-bhiivaika-rasa-lakm (the mildst character 
T- of unification) against all the creature. The Absolute and Tathagatagar- 

prbha, however, differ one another as regards that the former emphasizes 

its unity, being, substance and so on, the latter insists upon its em- 

ptiness (h inya t~) .  - . . . 



Radical Empiricism and the Religious 
Thought of William James 

Kiyoko TAKAGI 

William James advanced a very untraditional view in the nineteenth 

century. His theory of radical empiricism and his method of pragmatism 

brought a new way of thinking to traditional Western philosophy. 
I 

On the basis of his idea of radical empiricism, he tried to explain 

religion a s  a fact of human experience, rather than as a theoretical 

problem. Thus,  the three characteristics of his religious thought, 

that  is his  idea of God, his ("helthy-mindedness" and "sick-soul") 

interpretation of religious attitudes, and his concept of the ego are 

pragmatic-pluralistic-empirical. James treated religion in a very large 

framework. T o  him, religion was a way of life, He emphasized this 

point of view throughout his career. He wished to make philosophy 

more concrete. However, his religious thought, on the whole is theistic. 

In spite of his empiricism, James was forced to introduce certain su- 

pernatural elements into his religion. He interpreted religion with 

reference to the idea of pure experience which is a basic concept of 

radical empiricism, but he  could not treat religion exhaustively in terms 

of pure experience. This, I think, is a very important and interesting 

element in the religious thought of William James, because it seems to 

clarify the heterogeneity of the Western way of thinking a s  well a s  the 

homogeneity of the Eastern way of thinking, especially in regard to 

religious thought. 



- 

Materials for the Date of Buddha's Nirvana 

Keisho TSUKAMOTO 

The calculation of the date of Buddha's nirvii~>a is finally given under 

two conditions. The one is an event as  starting point from which the 

date is calculated, the other is a nunlber of years that had passed 



since the Buddha's nirvana. Th i s  paper deals with the latter. 

T h e  chronicles or traditions which tell us the number of years after 

the  nirvana may be classified thus:  1) traditions of the Vinayapitaka, 

2) chronicles in KaQmir, 3)chronicles in Ceylon, 4)chronicles in China, 

5) chronicles in Tibet and 6) traditions ol the Jaina Scriptures. 

T h e  critical studies of the above mentioned materials set us Five 

classes of problem. 

a )  Lists of the Magadhan kings and length of their reign. 

b) Lists of the Bcaryaparamparsi and traditions of Buddhist council. 

c) Inscriptions of ABoka. 

d)  VaiQali Council and the first schism of Buddhist schools. 

e )  Historical background of the  compilation of the Pursnas. 



On the Evil-Around the Theory of Guardini 

Kido TACHI 

@) Man is f i l led with contradictions. T h e  man, who lives for the death, 

one side longs the god, other side yearns the beast, the dialectic unity 

of this contradiction opens the human religious existence. 

@ Man is only hr the God man. And this unity of contradiction is com- 

pleted by the leap for the God. T h e  evil is the moment of this  leap. 

@ Man is superior in the liberty to the evil. T h e  liberty, in the contradic- 

tionary man, cannot be accomplished, so the human liberty is only in 

the God accomplished. And the evil is conquered through the liberty, 

therefore the evil is not the problem of the philosophical anthropology, 

but of the theological. 



Recent Trends and Problems in the 
Science of Religion 

Teruji ISHIZU 

I T h e  scientific study oi religions was actually developed irom the 

seventh decade of the 19th century in Europe. In Japan, the science 

of religion had  been studied a s  early as  in there, strictly speaking, in 

the eighth or ninth decade of the last century. T h e  course in the 

science of religion was established i n  Tokyo Imperial University an2  

other Universities in 1905 or later. Thus,  the scientific study of 

religion in Japan h a s  the right to claim an unique and important 

position in the history of the discipline. 

T h e  characteristics of the science of religion in  Japan is, differing a 

little from the european and american trends, the fact that, specialists- 

proper in the field of the science of religion have been studying freely 

the achievements and methods of studies in other relating fields, such 

a s  psychology, sociology, philosophy and so on, and they have  been 

utilizing and developing them in their own field. 

Therefore, it is very important for us, to classify and systematize 

the various trends and methods of the studies. 

T h e  author made effort to clarify the poblem of integrating and 

systematizing various problems in the field of science of religion in 

home and foreign, which can be classified in these three fields : his- 

torical study of religion, social scientific study of religion and philoso- 

~ ~ h i c a l  study of religion. 

T h e  author gave his  special attention to the modern trend which 

has  a n  intention to study the basic structure, meaning and function of 

the religious experience from the human ecological view-point. 




