
宗教思想研究の 方法について 

あ
る
と
言
わ
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
他
面
、
こ
の
 ょ
ぅ
 な
学
問
の
成
立
の
基
礎
に
か
か
わ
る
問
題
に
、
 尚
 定
説
が
 見
出
さ
れ
ぬ
こ
と
は
、
 

宗
教
学
の
研
究
対
象
そ
の
も
の
の
本
質
に
根
ざ
す
の
で
 あ
っ
て
 、
 我
々
は
あ
ら
た
め
て
宗
教
現
象
の
拡
が
り
と
 そ
 の
 深
さ
に
つ
い
て
認
識
 

を
 新
た
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
人
間
の
高
度
の
精
神
的
 き
み
で
あ
る
宗
教
現
象
を
理
解
す
る
為
に
は
、
多
方
面
に
 一
日
一
 

る
 研
究
方
法
を
駆
使
 

し
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
り
、
単
に
一
二
の
方
法
 を
 以
て
し
て
は
、
そ
の
綜
合
的
な
理
解
を
果
す
こ
と
は
で
 ぎ
 ぬ
と
言
 う
 こ
と
も
で
 

き
 る
 。
即
ち
一
見
不
統
一
に
思
わ
れ
混
乱
し
て
い
る
か
 に
 見
え
る
方
法
論
的
多
様
性
が
 、
 実
は
却
っ
て
宗
教
学
の
 学
問
的
性
格
を
最
も
 よ
 
）
 

く
 表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
 う
 は
言
っ
て
 も
 、
一
応
今
日
に
 掩
 い
て
は
、
心
理
学
的
方
法
に
よ
っ
て
 宗
教
現
象
を
把
 え
よ
う
び
 

と
す
る
宗
教
心
理
学
と
、
社
会
学
的
方
法
に
 よ
 る
宗
教
 社
会
学
を
二
つ
の
 軸
 と
し
て
、
更
に
幾
つ
か
の
領
域
を
含
 め
る
科
学
と
し
て
の
 宗
 
Ⅰ
 

向
か
ら
検
討
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
 り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
や
は
り
こ
の
学
問
の
進
展
に
 と
っ
て
不
幸
な
こ
と
で
 

宗
教
学
の
学
問
的
性
格
並
び
に
そ
の
研
究
方
法
を
め
ぐ
 っ
て
、
今
日
向
定
説
と
な
る
べ
き
決
定
的
な
理
論
が
見
出
 さ
れ
ず
、
様
々
な
 方
 

  

""" 
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教
学
が
成
立
し
来
た
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
 ろ
 う
 。
 

言
う
迄
も
な
く
、
西
欧
に
於
け
る
こ
の
 ょ
う
 な
意
味
で
 
の
 宗
教
学
の
学
問
的
自
覚
は
、
神
学
的
偏
見
か
ら
の
脱
却
 か
ら
始
ま
っ
た
。
 
客
 

観
的
 
・
記
述
的
・
実
証
的
な
科
学
と
し
て
の
宗
教
学
は
 、
 近
世
に
於
け
る
理
性
の
自
立
を
背
景
と
し
て
確
立
さ
れ
 た
 宗
教
哲
学
的
立
場
の
 

延
長
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
 宗
 教
学
は
 、
 他
の
人
文
・
社
会
系
諸
科
学
の
進
展
と
連
繋
 し
 て
 、
次
第
に
そ
の
学
問
 

的
 基
礎
を
築
 き
 、
現
在
内
容
の
豊
か
な
学
問
と
し
て
 成
 長
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
進
展
の
方
向
は
 、
宗
教
学
の
育
っ
た
 母
 

胎
 で
あ
る
神
学
や
宗
教
哲
学
に
対
し
て
、
本
来
背
反
の
 可
能
性
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
当
初
神
学
の
 一
 研
究
領
域
と
し
て
発
足
 

し
た
も
の
が
、
次
第
に
神
学
と
疎
隔
 し
、
 遂
に
は
神
学
的
 制
約
か
ら
の
脱
却
と
絶
縁
を
そ
の
学
問
的
要
請
と
す
る
 に
 至
り
、
 
文
 宗
教
哲
学
 

の
 立
場
に
対
し
て
も
、
宗
教
に
対
す
る
本
質
論
的
関
心
の
 放
棄
に
よ
っ
て
、
明
確
な
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
動
ぎ
 

 
 

か
く
し
て
現
在
宗
教
学
は
、
一
応
広
義
の
宗
教
学
と
し
て
 、
規
範
的
・
構
成
 監
 た
神
学
並
び
に
宗
教
哲
学
と
、
 

記
 述
的
 
・
実
証
的
な
宗
教
 

学
 宗
教
史
を
内
容
と
し
て
包
含
し
つ
つ
も
、
事
実
は
後
 者
、
即
ち
狭
義
の
宗
教
学
に
重
点
が
移
行
し
、
而
も
こ
の
 研
究
態
度
を
異
に
す
る
 

二
つ
の
部
門
の
積
極
的
な
接
触
・
交
流
は
必
ず
し
も
 十
 分
 で
は
な
い
と
い
う
状
況
に
在
る
。
こ
の
よ
う
な
趨
勢
が
 果
し
て
宗
教
の
学
問
的
 

研
究
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
 は
 宗
教
学
の
学
問
的
性
格
と
し
て
反
省
す
べ
き
問
題
が
存
 在
す
る
の
で
は
な
い
で
 

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
先
ず
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

宗
教
学
が
今
日
実
証
的
な
科
学
と
し
て
成
長
し
つ
っ
 あ
 る
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
研
究
の
 進
展
の
為
に
本
質
論
 

的
 研
究
の
援
助
を
か
り
ず
に
す
む
も
の
で
は
な
い
。
 

禾
 開
 宗
教
に
せ
よ
、
民
族
宗
教
に
せ
 よ
 、
そ
の
宗
教
の
概
念
 規
定
そ
の
も
の
を
め
ぐ
 

っ
て
、
従
来
の
宗
教
哲
学
的
研
究
を
無
視
し
て
 は
 、
研
究
 0
 発
足
す
ら
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
所
謂
作
業
仮
設
的
 定
 義
を
以
て
出
発
す
る
と
 

し
て
も
、
極
め
て
多
様
な
内
容
を
有
す
る
宗
教
現
象
で
あ
 る
 以
上
、
そ
の
帰
趨
に
迷
 う
 事
態
は
常
に
生
じ
得
る
の
 
で
あ
る
。
そ
の
場
合
 

に
 、
何
等
か
の
限
定
を
示
し
、
研
究
の
方
向
付
け
を
可
能
 に
す
る
の
は
、
本
質
論
的
検
討
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
本
 質
 に
つ
い
て
の
洞
察
が
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宗教思想研究の 方法 
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唯
 こ
の
 
ょ
う
 な
見
地
か
ら
宗
教
哲
学
の
歴
史
を
省
み
る
 時
 、
そ
こ
に
従
来
の
理
解
と
は
 硝
 異
な
っ
た
思
想
的
連
関
 

さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

て
 

 
 つ

 

 
 

一
 

 
 

と
 問
題
の
所
在
が
見
出
 

-
2
 
）
 

相
補
関
係
を
一
層
自
覚
的
に
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
 あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
こ
と
は
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
 き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
 

は
じ
め
て
宗
教
の
客
観
的
理
解
を
可
能
に
し
得
る
の
で
あ
 る
 。
他
面
、
宗
教
哲
学
は
 、
 現
に
あ
る
宗
教
よ
り
も
、
 あ
る
べ
き
宗
教
を
明
ら
 

か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
批
判
的
・
構
成
的
で
 あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
人
間
精
神
の
本
質
的
 

必
然
的
な
領
域
と
し
て
 

宗
教
を
規
定
し
ょ
う
と
し
て
も
、
現
実
に
歴
史
の
中
に
 成
立
し
展
開
し
つ
つ
あ
る
宗
教
に
つ
い
て
の
確
実
な
知
識
 を
 欠
い
て
は
、
単
に
個
 

々
の
研
究
者
の
主
観
的
な
映
像
が
画
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
 。
特
定
の
宗
教
の
真
理
性
の
み
を
主
張
す
る
も
の
で
は
 な
い
と
し
て
も
、
人
間
 

の
 理
性
の
投
影
に
基
づ
く
宗
教
観
は
 、
 一
つ
の
要
請
と
い
 ぅ
 意
味
は
も
ち
得
て
も
、
学
問
的
意
義
は
も
ち
得
な
い
 で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
 避
 

げ
る
為
に
は
、
実
証
的
な
宗
教
学
が
明
ら
か
に
し
得
た
 客
観
的
知
識
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
実
証
 的
 研
究
と
本
貫
論
的
研
 

究
の
間
に
は
明
ら
か
に
循
環
が
存
在
す
る
。
而
も
そ
の
 循
環
は
避
け
る
べ
 き
 も
の
で
は
な
く
、
宗
教
の
学
問
的
研
 究
の
上
で
一
種
の
必
然
 

性
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
実
証
 的
な
宗
教
学
の
立
場
か
ら
は
次
第
に
疎
外
さ
れ
る
傾
向
に
 あ
り
、
 又
 そ
れ
自
身
と
 

し
て
も
閉
鎖
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
宗
教
哲
学
に
と
っ
て
 、
 新
し
い
視
野
を
開
拓
す
る
為
に
は
、
上
に
述
べ
た
如
 き
 実
証
的
な
宗
教
学
と
の
 



し
か
し
こ
の
規
範
的
・
構
成
的
と
い
う
特
色
付
け
が
、
 

め
 
が
 教
の
本
質
の
理
解
に
際
し
て
、
何
等
か
の
意
味
で
外
か
 ら
 宗
教
に
規
範
を
与
え
 

る
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
 

文
 宗
教
の
内
容
を
理
性
に
基
 つ
い
て
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
、
シ
ュ
 ラ
イ
ス
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
 

関
し
て
は
 
当
 ら
ぬ
面
を
残
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
 な
い
 0
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
立
場
が
、
宗
教
哲
学
 史
上
極
め
て
重
要
な
位
 

置
を
占
め
る
の
は
、
彼
が
宗
教
の
理
解
に
際
し
て
一
つ
 0
 基
本
的
な
態
度
を
確
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
 彼
 が
 宗
教
を
形
而
上
学
・
 

道
徳
と
相
並
ぶ
人
間
精
神
の
本
質
的
必
然
的
第
三
者
と
 壬
 
司
ぅ
時
 、
彼
は
あ
く
 迄
 宗
教
の
成
立
す
る
場
に
 於
 い
て
 ゐ
 
示
教
を
把
え
よ
う
と
し
て
 

い
る
。
こ
の
態
度
は
、
宗
教
の
本
質
を
規
範
的
・
構
成
的
 に
 規
定
し
ょ
う
と
す
る
も
の
と
言
 う
 こ
と
は
で
き
な
い
 
。
規
範
的
・
構
成
的
な
 

立
場
に
 掩
 い
て
宗
教
の
本
質
を
規
定
し
ょ
う
と
す
る
 場
 合
 、
そ
の
基
準
と
な
る
も
の
は
、
や
は
り
何
等
か
の
意
味
 で
の
理
性
で
あ
る
。
 
そ
 

れ
が
実
践
理
性
で
あ
れ
、
思
弁
的
理
性
で
あ
れ
、
そ
こ
 に
は
人
間
の
認
識
能
力
に
か
か
わ
る
理
性
が
何
等
か
の
 仕
 方
で
関
与
す
る
。
そ
の
 

理
性
に
基
づ
い
て
宗
教
に
規
範
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
 る
 。
然
る
に
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
立
場
に
は
、
 

め
 
ホ
教
の
成
立
す
る
そ
の
場
 

に
 身
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
宗
教
そ
の
も
の
に
語
ら
し
め
よ
 ぅ
 と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。
彼
は
そ
の
固
有
の
場
を
 感
情
の
領
域
に
見
出
し
 

た
の
で
あ
る
。
宗
教
哲
学
の
歴
史
の
中
で
は
、
彼
の
主
張
 は
 所
謂
主
情
主
義
と
し
て
、
主
知
主
義
や
主
意
主
義
 の
 宗
教
理
解
と
対
置
さ
 

ね
 、
 又
 彼
の
 
ロ
マ
ソ
 テ
ィ
ク
の
中
に
於
け
る
位
置
か
ら
 も
 、
そ
の
よ
う
な
見
方
の
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
は
す
る
が
 、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
 

ず
、
 彼
の
立
場
に
は
上
述
の
如
 き
 独
自
性
が
見
ら
れ
る
 の
で
あ
る
 0
 こ
の
こ
と
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
 宗
教
の
理
解
が
、
宗
教
 

そ
の
も
の
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
点
を
把
え
て
い
た
 @
 
」
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
宗
教
に
は
、
単
に
外
か
ら
の
 理
 解
 を
ゆ
る
 さ
 ぬ
と
こ
ろ
 

が
あ
り
、
そ
の
本
質
は
あ
く
 迄
 宗
教
の
成
り
立
つ
場
に
 

に
 宗
教
を
把
 え
ょ
 5
 と
す
る
立
場
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
 

立
っ
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
 

 
 

よ
う
な
方
向
か
ら
更
に
 

進
め
ば
、
専
ら
歴
史
的
事
実
に
依
拠
 し
、
 或
は
宗
教
 規
 象
の
観
察
、
記
述
を
試
み
、
更
に
様
々
の
宗
教
現
象
の
比
 較
を
通
し
て
、
実
証
的
 

一
方
宗
教
哲
学
は
、
上
述
の
如
く
、
規
範
的
・
構
成
的
な
 性
格
を
有
す
る
と
同
時
に
批
判
的
な
性
格
を
も
有
し
て
 い
る
。
即
ち
宗
教
の
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助
 
性
格
に
か
か
わ
る
と
共
に
、
そ
の
研
究
の
方
法
の
確
 

立
 に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
最
も
具
体
的
 

に
 問
題
に
な
る
の
は
、
宗
教
 

 
 

う
 。
我
々
は
次
に
 
梢
 立
入
っ
て
こ
の
問
題
を
論
じ
、
 

そ
 れ
ば
 つ
い
て
の
解
明
と
展
望
）
 

 
 

  

 
 

七
 
%
 本

質
を
追
求
す
る
に
際
し
て
、
常
に
現
に
あ
る
宗
教
 ょ
 り
も
あ
る
べ
き
宗
教
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
 意
 味
 で
現
実
の
宗
教
に
対
 

し
て
批
判
的
な
態
度
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
 と
は
、
必
ず
し
も
事
実
を
ゆ
が
め
る
も
の
で
は
な
く
、
 レ
 ア
か
 な
宗
教
よ
り
 イ
デ
 

ァ
か
 な
宗
教
を
求
め
る
も
の
と
し
て
、
本
来
理
性
の
機
能
 に
 基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
宗
教
哲
学
の
展
開
の
 過
程
の
中
で
、
宗
教
を
 

外
か
ら
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
の
成
立
す
る
 場
 に
 立
ち
、
宗
教
そ
の
も
の
の
内
に
入
っ
て
宗
教
を
理
解
し
 よ
う
 と
す
る
態
度
が
成
 

立
し
 、
 更
に
そ
こ
か
ら
宗
教
を
宗
教
自
身
に
語
ら
し
め
 よ
う
 と
す
る
態
度
が
生
ま
れ
て
く
る
と
、
宗
教
哲
学
の
本
 来
の
批
判
的
な
機
能
が
 

薄
れ
、
事
実
に
追
随
す
る
傾
向
が
強
く
な
ら
ざ
る
を
 得
 な
い
。
そ
こ
に
宗
教
の
理
解
に
と
っ
て
困
難
な
問
題
が
出
 て
く
る
こ
と
に
な
る
。
 

何
故
な
ら
、
単
に
事
実
に
追
随
す
る
の
み
で
は
宗
教
の
 其
の
理
解
は
成
立
し
得
な
い
。
と
い
う
の
は
宗
教
は
そ
の
 本
質
に
於
て
極
め
て
 個
 

性
的
な
面
を
有
し
、
そ
れ
は
理
解
者
の
体
験
的
な
把
握
 を
 要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
体
験
的
な
把
握
が
宗
教
 の
本
質
理
解
の
根
 抵
に
 

お
か
れ
る
時
、
宗
教
哲
学
の
批
判
的
な
機
能
が
保
持
さ
れ
 得
る
。
実
証
的
な
宗
教
研
究
が
、
事
実
そ
の
も
の
に
 圧
 
叩
 ら
せ
よ
う
と
す
る
本
来
 

の
 意
図
に
反
し
て
、
様
々
の
現
象
を
列
挙
す
る
に
と
ど
ま
 り
 、
そ
の
為
に
再
び
宗
教
を
外
か
ら
眺
め
る
態
度
に
陥
 り
 、
そ
れ
 放
 そ
こ
で
は
 

宗
教
的
生
の
真
実
が
抱
え
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
 批
 判
 を
ま
め
が
れ
る
為
に
は
、
こ
の
宗
教
哲
学
に
於
け
る
 体
 験
的
 把
握
の
意
義
を
積
 

て
 
極
的
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
は
解
決
し
て
い
な
い
 。
そ
こ
で
は
や
は
り
そ
の
 件
 

刊
験
的
 把
握
の
客
観
性
が
問
題
で
あ
る
。
即
ち
個
性
的
 な
 宗
教
的
生
を
理
解
す
る
体
験
的
把
握
も
当
然
個
性
的
 で
あ
る
故
に
、
そ
の
個
性
的
 

 
 

得
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
 と
は
、
宗
教
哲
学
の
学
問
的
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そ り、 学 ス 0  個 当 
  

  

題 問 ト   
術 」 
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り 歴 、 か と で に か る の 把 と の 新 



過
去
の
時
代
が
再
構
成
さ
れ
た
り
す
る
資
料
と
し
て
 扱
 わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
文
献
学
は
 、
 理
解
す
る
為
の
丈
 献
の
 

解
釈
と
い
う
本
来
の
学
問
的
意
図
を
失
な
っ
て
し
ま
っ
 て
い
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
も
は
や
理
解
と
い
う
こ
と
が
 十
 分
 問
題
に
な
っ
て
い
な
 

い
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
既
に
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
 が
 洞
察
し
て
い
る
 よ
う
 に
、
本
当
の
理
解
は
解
釈
学
的
 規
則
の
遵
守
の
み
に
よ
 

っ
て
は
得
ら
れ
な
い
。
彼
は
作
品
は
あ
る
人
間
の
生
の
 モ
 メ
ン
ト
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
 こ
 の
よ
う
な
考
え
方
を
承
 

げ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
解
釈
は
文
学
作
品
そ
の
も
の
 の
な
り
た
ち
へ
の
生
け
る
関
係
に
於
け
る
「
造
形
成
」
「
 追
 構
成
」
で
あ
り
、
 理
 

解
は
 「
生
け
る
思
想
連
関
の
本
来
的
な
 追
 生
産
」
で
あ
 る
と
言
 う
 。
こ
の
よ
う
な
「
 追
 生
産
」
は
、
解
釈
者
の
個
 性
 と
作
者
の
個
性
と
が
 

比
較
で
ぎ
 ぬ
 事
実
と
し
て
対
立
し
な
い
で
。
寧
ろ
両
者
 が
 普
遍
的
な
人
間
性
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
 に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
 

と
 見
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
個
人
間
の
相
違
は
、
結
局
 ぽ
 個
人
相
互
の
質
的
な
相
違
で
な
く
、
そ
の
精
神
的
経
歴
 の
 程
度
の
柑
 違
 で
あ
る
 

と
 考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
解
釈
は
個
人
的
 な
 仕
事
で
あ
り
、
そ
の
十
全
な
取
扱
い
は
解
釈
者
の
独
創
 性
 に
依
存
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
そ
れ
は
 又
 著
者
と
の
立
入
っ
た
生
の
共
有
と
、
 不
 断
の
研
究
に
よ
っ
て
た
か
め
ら
れ
た
親
近
性
に
基
づ
い
 て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 

デ
ィ
ル
タ
イ
が
、
著
者
と
解
釈
者
の
親
近
性
を
理
解
の
 可
能
性
の
条
件
と
す
る
時
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
理
解
の
前
提
 を
 明
ら
か
に
し
て
い
る
 

て
 
と
 ブ
ル
ト
マ
 ソ
 は
考
え
る
。
即
ち
、
文
献
に
 掩
 い
て
 直
接
間
接
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
対
す
る
解
釈
者
 の
 生
き
た
関
係
、
そ
れ
が
 理
 

叩
解
の
成
立
す
る
前
提
で
あ
る
。
か
く
し
て
解
釈
は
 
、
 著
者
と
解
釈
者
が
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
対
し
 て
 同
じ
生
の
関
係
を
も
つ
こ
 

沖
 
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
デ
ィ
 ル
タ
イ
は
、
理
解
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
普
遍
的
な
 人
間
性
を
言
 う
が
 、
よ
り
 精
 

妨
 
確
に
言
 う
 な
ら
、
解
釈
者
と
著
者
が
同
じ
歴
史
的
世
 界
 に
生
き
て
い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
解
釈
の
基
本
的
 条
 件
 で
あ
る
と
ブ
ル
ト
マ
ン
は
 

鮒
 ，
 主
張
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

(
4
8
 

 
 

解
は
 、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
に
か
か
わ
る
の
 で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
 彼
 

 
 

凸
不
 の

場
合
、
先
述
の
如
く
、
新
約
聖
書
の
解
釈
と
い
う
問
題
 背
景
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
寧
ろ
宗
教
思
想
 一
般
の
理
解
の
方
法
の
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先 て は る し も 障 め で 表 こ に た 
と よ の 害 ら あ 現 と 於 如 シ   

理 ル 柄 験 ら も 対 え が ら の ぎ は 値 イ 

解 ト に 」 "  " 的 る " " 下 る " 性 ェ 
は っ 対 と 我 や な の 家 表 運 と 学 的 ル 
よ ン す し 々 は も に 教 規 続 者 に な っ ッへ ま、もって る若 て 明 そ は そ り のに 助け に松 を通 性で えり 外 か もの 

導 こ 者 ら れ の 触 と か じ あ れ ら を ル 
四 

か の と か を 限 れ た て て る た の 個 や 
れ 著 解 に 無 抵 る る は 体 と の 観 性 デ 

的 ィ   し で で に 

を と き た は て ら 自 駄 文 例 か は 把 於       
  

そ 底 ら の て て 験 教 て 小 の   
埋 る で に デ す 表 で 場 は 関 げ め 芸 先 にも 解 な事柄 あろ 表現 ィレ もの 現 が 超越 合 、 容易 は直 体 る 把 て 術の 

し へ う さ タ で 展 的 そ に 線 験 え 領 述 
ほ の 。 れ 々 あ 開 な の 深 的 と る 域 べ 

問
題
と
し
て
考
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 



は
 、
そ
の
文
献
へ
の
問
い
か
け
も
理
解
も
不
可
能
で
あ
る
 。
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
解
釈
は
、
必
然
的
に
当
の
問
題
に
 な
っ
て
い
る
事
柄
の
先
 

行
 理
解
に
よ
っ
て
荷
わ
れ
て
い
る
と
高
 9
 の
で
あ
る
。
 そ
 し
て
こ
の
よ
う
な
先
行
理
解
 や
 、
そ
れ
に
導
か
れ
た
 間
 が
な
け
れ
ば
、
文
献
は
 

沈
黙
し
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
し
て
ブ
ル
ト
 マ
ン
に
 掩
 い
て
は
、
文
献
に
表
現
さ
れ
た
事
柄
に
対
す
る
 著
者
と
解
釈
者
と
の
 生
 

き
た
関
係
と
、
そ
の
事
柄
に
対
す
る
解
釈
者
の
先
行
 埋
 解
 と
が
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
成
立
の
根
本
的
な
前
提
な
の
で
 あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
見
解
に
基
づ
い
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
 聖
 書
 解
釈
の
問
題
に
言
及
す
る
。
即
ち
聖
書
の
解
釈
に
際
し
 て
も
、
勿
論
 他
 の
 文
 

献
 と
違
っ
た
条
件
の
下
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
ず
 解
釈
学
的
規
則
が
そ
れ
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
。
次
に
や
は
 り
 こ
こ
で
も
理
解
の
成
 

て
 
現
象
と
は
区
別
し
て
、
一
般
に
何
を
神
の
わ
ざ
と
手
一
 

事
柄
は
神
の
わ
ざ
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
行
理
 

立
 す
る
前
提
は
、
文
献
と
解
釈
者
と
の
結
び
っ
ぎ
で
あ
 

た
 ぬ
か
ら
で
あ
る
。
神
に
つ
い
て
は
、
神
の
啓
示
に
 ょ
 

と
 、
そ
れ
へ
の
先
行
的
理
解
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
 し
 

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ル
ト
マ
ン
は
 、
神
 

ロ
い
 
得
る
か
と
い
う
こ
と
の
先
行
理
解
を
前
提
し
て
い
る
 

解
は
存
在
し
得
な
い
。
と
い
ら
の
は
、
自
然
的
人
間
は
神
 

り
 、
そ
れ
は
文
献
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
る
事
柄
に
対
す
る
 

っ
て
の
み
、
即
ち
神
の
わ
ざ
に
よ
っ
て
の
み
知
る
こ
と
が
 

か
し
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
当
然
反
論
が
出
さ
れ
 

の
わ
ざ
と
し
て
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
報
告
の
理
解
は
 

と
 言
 う
 。
も
し
人
間
が
 、
神
 

、
人
間
の
行
為
や
自
然
 

る
 。
即
ち
聖
書
の
語
る
 

解
釈
者
の
生
き
た
関
係
 

に
 先
行
的
な
関
係
を
も
 

で
き
る
と
主
張
さ
れ
る
 

刊
の
啓
示
の
前
に
は
、
神
が
誰
で
あ
る
か
、
従
っ
て
 
神
 の
わ
ざ
と
は
何
を
言
 う
 の
か
を
知
り
得
な
い
と
言
わ
れ
 る
な
ら
、
人
間
は
神
を
問
 う
 

 
 

法
こ
と
に
 

@
 

於
 い
て
、
ど
う
し
て
神
を
神
と
し
て
知
り
得
 る
の
か
が
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
神
へ
の
 間
 に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
な
か
 

方
 

ね
っ
た
と
し
た
ら
、
人
間
は
神
の
啓
示
に
 
於
 い
て
も
 神
 を
神
と
し
て
認
識
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
 で
 先
行
理
解
と
い
う
こ
と
が
 

蜥
 ，
 前
提
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
新
約
聖
書
の
理
 解
 に
際
し
て
も
、
先
行
理
解
と
そ
れ
か
ら
出
て
く
る
 諸
 概
念
を
前
提
と
し
て
考
え
な
 

ぬ
 
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
 う
 の
で
あ
る
。
こ
の
 2
5
 な
聖
 書
 解
釈
の
根
本
的
態
度
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
一
方
で
は
 文
献
学
者
と
し
て
の
実
証
的
 

右
下
 な

 態
度
を
ど
こ
迄
も
と
り
つ
つ
、
而
も
他
方
で
は
宗
教
 的
 生
の
独
自
性
を
そ
の
宗
教
的
生
そ
の
も
の
に
即
し
て
 見
 出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
 
9  ('@9) 



か
ら
成
立
し
て
い
る
と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
 吹
 に
 、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
解
釈
が
、
如
何
に
し
て
 客
 観
 性
と
普
遍
性
を
も
ち
 

得
る
か
と
い
う
問
題
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

釈
 学
は
歴
史
現
象
一
般
の
理
解
に
関
与
す
る
学
と
す
る
 

フ
ル
ト
マ
ン
は
解
釈
の
客
観
性
の
問
題
を
歴
史
的
現
象
 

彼
の
見
解
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
こ
で
は
そ
 

の
 客
観
的
認
識
の
問
題
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
 

の
 当
否
 忙
 問
わ
ず
、
 
一
 

は
 先
述
の
如
く
 、
解
 

@
5
-
 

応
 ブ
ル
ト
マ
ン
の
所
説
を
聞
こ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
 「
歴
史
と
終
末
論
 ヒ
 に
明
確
な
論
議
が
展
開
さ
れ
て
い
 る
 。
 

先
ず
時
間
・
空
間
的
限
定
の
下
に
起
っ
た
個
々
の
事
件
 ほ
 つ
い
て
客
観
的
認
識
は
も
と
よ
り
可
能
で
あ
る
。
し
か
 し
 歴
史
は
そ
の
 
ょ
ぅ
 

な
 事
件
そ
の
も
の
に
の
み
 関
 わ
る
の
で
は
な
い
 
0
 歴
史
 的
な
事
件
や
行
為
は
 、
 常
に
そ
の
意
味
乃
至
は
重
要
性
が
 問
わ
れ
る
。
そ
の
重
要
 

性
の
判
定
は
、
歴
史
家
の
主
観
的
な
見
方
に
依
存
し
て
 い
ろ
。
そ
 う
 す
れ
ば
、
客
観
的
な
歴
史
の
認
識
と
い
う
も
 の
は
不
可
能
と
な
る
の
 

で
は
な
い
か
。
し
か
し
ブ
ル
ト
マ
ン
は
歴
史
学
に
於
け
る
 客
観
性
は
自
然
科
学
に
於
け
る
客
観
性
と
は
異
な
る
と
 考
え
る
。
何
故
な
ら
、
 

歴
史
現
象
は
多
く
の
観
点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
 そ
の
各
々
の
観
点
か
ら
客
観
的
に
真
な
る
も
の
が
 現
わ
 れ
 得
る
か
ら
で
あ
る
。
 

従
っ
て
歴
史
家
の
主
観
性
と
は
、
彼
が
一
つ
の
観
点
を
 選
択
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
主
観
性
は
 客
観
的
な
歴
史
認
識
の
 

必
然
的
な
要
因
で
あ
る
。
 

又
 他
方
で
は
歴
史
家
自
身
が
歴
 史
の
中
に
立
ち
、
歴
史
の
中
に
役
割
を
も
つ
時
に
の
み
 意
味
を
も
っ
て
く
る
。
 

即
ち
歴
史
へ
の
参
与
に
よ
っ
て
ゆ
り
動
か
さ
れ
る
歴
史
 家
に
よ
っ
て
の
み
歴
史
は
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
 意
味
で
、
こ
こ
で
は
 最
 

も
主
観
的
な
歴
史
解
釈
が
同
時
に
最
も
客
観
的
で
あ
る
 

ブ
ル
ト
マ
 
ソ
 が
こ
の
よ
う
に
解
釈
の
客
観
性
の
問
題
を
 、
 

と
目
 
=
 
戸
 わ
れ
る
。
 

歴
史
認
識
の
客
観
性
の
問
題
と
し
て
 肥
 え
る
の
は
、
 
デ
ィ
ル
タ
イ
に
従
っ
 

て
 、
歴
史
を
人
間
の
生
命
力
が
文
化
の
諸
作
品
や
社
会
的
 ぬ
治
 的
 秩
序
や
哲
学
・
宗
教
・
世
界
観
と
な
っ
て
 現
わ
 れ
る
場
と
し
て
考
え
、
 

歴
史
学
は
こ
の
よ
う
な
作
品
の
解
釈
に
与
か
る
と
見
る
 @
 」
と
に
 ょ
 る
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
こ
で
は
こ
の
 よ
う
な
見
解
を
、
文
献
 

の
 解
釈
の
問
題
 仁
 あ
て
は
め
て
考
え
て
み
 ほ
 げ
れ
ば
な
ら
 な
い
。
そ
の
場
合
次
の
よ
う
に
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
で
 
あ
ろ
う
。
即
ち
我
々
に
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宗教思想研究の 方法 @c ついて 

我
々
は
以
上
の
論
述
に
 拾
 い
て
、
解
釈
と
理
解
の
問
題
 を
め
ぐ
る
ブ
ル
ト
マ
ン
の
所
説
を
立
入
っ
て
見
て
ぎ
た
が
 、
そ
れ
は
こ
の
問
題
 

に
 新
た
な
一
つ
の
展
望
を
開
ぎ
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
 る
 。
我
々
は
こ
こ
で
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 の
提
起
し
た
問
題
を
 更
に
進
め
て
、
彼
の
言
 

ぅ
 実
存
論
的
解
釈
学
の
方
法
論
に
検
討
す
べ
 き
 点
は
な
 い
か
、
即
ち
彼
が
理
解
成
立
の
前
提
と
す
る
文
献
に
表
現
 さ
れ
て
い
る
事
柄
に
対
 

す
る
著
者
と
解
釈
者
と
の
生
き
た
関
係
 ｜
 親
近
関
係
と
 い
 う
 も
の
が
、
今
日
果
し
て
無
条
件
に
考
え
得
る
か
、
 又
 文
献
に
 拾
 い
て
問
題
に
 

な
っ
て
い
る
事
柄
に
対
す
る
先
行
理
解
と
い
う
も
の
が
、
 そ
の
事
柄
に
即
し
た
意
味
で
存
在
し
得
る
か
と
い
う
 @
 
」
と
を
あ
ら
た
め
て
問
い
 

た
い
と
思
う
。
 

先
ず
著
者
と
解
釈
者
と
の
事
柄
に
対
す
る
生
き
た
関
係
 と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
 、
先
 述
の
如
く
、
理
解
の
 

成
立
す
る
根
拠
を
普
遍
的
な
人
間
性
に
見
出
し
た
が
、
 プ
 ル
ト
マ
ン
は
、
そ
れ
を
同
じ
歴
史
的
世
界
に
生
き
て
い
 る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
）
  

 
 
 

て
い
る
。
こ
の
見
解
は
デ
ィ
ル
タ
イ
 肛
 於
け
る
よ
り
一
層
 具
体
的
で
あ
る
と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
 場
合
、
同
じ
歴
史
的
世
㏄
 

 
 
 
 

界
 と
い
う
こ
と
は
如
何
な
る
意
味
に
 拾
 い
て
言
わ
れ
る
 
の
か
。
例
え
ば
我
々
が
日
本
浄
土
教
、
特
に
法
然
や
親
鸞
 の
 思
想
に
接
す
る
時
、
 

五 

と
っ
て
個
々
の
文
献
の
内
容
の
客
観
的
な
認
識
は
一
応
 可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
の
意
味
並
び
に
 重
 ・
 
要
性
 の
判
定
は
や
は
り
解
釈
 

者
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
解
釈
者
の
評
価
は
 、
常
 に
そ
の
文
献
の
扱
 う
 事
柄
に
対
す
る
先
行
理
解
に
導
か
 れ
て
成
立
す
る
。
従
っ
 

て
そ
の
先
行
理
解
は
主
観
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
献
 解
釈
の
客
観
性
の
必
然
的
要
因
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 そ
 し
て
そ
の
文
献
は
 、
解
 

釈
 者
が
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
自
ら
参
与
 す
る
時
、
は
じ
め
て
真
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ブ
ル
ト
マ
 ソ
 の
文
献
解
釈
を
め
ぐ
る
所
説
を
以
上
の
如
 く
 要
約
し
て
大
過
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
ど
の
 ょ
 う
 な
問
題
が
見
出
さ
 

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
が
次
に
明
ら
か
に
さ
れ
ね
 ば
な
ら
な
い
。
 



も
と
よ
り
時
と
処
を
異
に
し
て
い
て
も
、
そ
の
思
想
的
 伝
統
に
 掩
 い
て
共
通
す
る
も
の
は
多
く
あ
る
。
し
か
し
 法
 然
や
親
鸞
が
、
浄
土
教
 

を
 理
解
し
ょ
う
と
し
た
そ
の
精
神
的
背
景
と
、
我
々
が
 法
 然
や
親
鸞
の
思
想
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
精
神
的
背
景
 と
は
そ
の
様
相
を
異
に
 

す
る
。
現
今
の
研
究
に
 ょ
 れ
ば
、
浄
土
教
は
既
に
平
安
 朝
 以
来
大
き
な
影
響
を
貴
族
階
級
や
庶
民
 層
 に
与
え
来
た
 
り
 、
そ
れ
に
加
う
る
に
 

当
時
の
社
会
的
諸
条
件
が
要
因
と
な
り
、
そ
れ
を
基
盤
 と
し
て
法
然
や
親
俺
の
独
目
な
帝
土
 我
 が
成
立
し
た
の
で
 あ
る
。
そ
こ
に
日
本
に
 

於
け
る
浄
土
教
理
解
の
展
開
が
あ
り
、
 

又
 そ
れ
が
独
自
 性
を
確
立
し
得
た
必
然
性
が
あ
る
。
然
る
に
今
日
の
我
々
 は
 当
時
と
は
全
く
異
な
 

っ
た
 精
神
的
状
況
に
あ
る
。
我
々
が
仮
に
当
時
の
歴
史
的
 ・
社
会
的
条
件
を
完
全
に
知
り
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
 が
 同
じ
歴
史
的
世
界
に
 

住
む
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
は
言
 う
 迄
も
な
い
。
当
時
 0
 人
々
が
何
を
望
み
何
を
知
ろ
ら
と
し
た
か
、
何
を
頼
り
 何
を
信
じ
よ
う
と
し
た
 

か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
更
に
そ
れ
を
我
々
自
身
の
も
 の
と
し
て
は
じ
め
て
当
時
の
精
神
的
背
景
に
接
近
す
る
 こ
と
が
で
き
る
。
し
か
 

（
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し
そ
れ
は
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
殆
ど
不
可
能
な
こ
と
で
 は
あ
る
ま
い
か
。
厳
密
な
意
味
で
同
じ
精
神
的
状
況
に
 住
む
こ
と
は
で
 き
ぬ
と
 

す
れ
ば
、
文
献
に
表
現
さ
れ
た
事
柄
に
対
す
る
著
者
と
 の
 生
き
た
関
係
と
い
う
も
の
も
成
立
し
難
い
の
で
は
な
い
 か
 。
た
と
え
そ
こ
で
 休
 

鹸
的
 認
識
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
 体
験
を
条
件
づ
け
る
諸
契
機
が
異
な
る
場
合
、
体
験
の
共
 通
性
が
何
に
依
っ
て
 主
 

張
 さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
に
 於
 い
て
は
、
絶
対
 な
る
も
の
に
接
す
る
そ
の
接
点
に
 掩
 い
て
共
通
な
る
も
の
 
が
 有
り
得
る
と
さ
れ
て
 

も
 、
そ
れ
に
つ
い
て
の
表
現
が
歴
史
的
限
定
を
受
け
る
 は
 上
、
そ
の
接
点
に
於
け
る
共
通
性
を
証
す
る
こ
と
は
 不
 可
能
で
あ
ろ
う
。
従
っ
 

て
そ
の
場
合
も
、
表
現
の
根
 抵
 に
あ
る
体
験
と
、
解
釈
 者
の
体
験
と
が
相
応
ず
る
こ
と
を
独
断
的
に
主
張
す
る
こ
 と
に
終
っ
て
し
ま
う
。
 

宗
教
の
成
立
す
る
場
が
個
性
的
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
 個
 性
的
な
も
の
が
個
性
的
に
主
張
さ
れ
る
限
り
普
遍
性
 へ
 の
道
は
見
失
な
わ
れ
て
 

し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
脱
す
る
為
に
は
、
個
性
的
な
 も
の
が
同
時
に
個
性
的
な
場
を
脱
却
す
る
面
を
ひ
ら
 き
 得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
体
験
的
認
識
そ
の
も
の
が
 腕
白
的
な
場
に
 掩
 い
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
得
る
こ
 と
が
問
題
に
な
ら
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
例
え
ば
法
然
や
親
鸞
の
思
想
を
、
浄
土
教
 と
し
て
の
そ
の
独
自
な
限
定
の
中
に
 於
 い
て
 担
 え
っ
 っ
而
 も
 同
時
に
そ
の
限
定
を
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て
も
そ
の
方
向
付
け
も
導
か
れ
得
る
し
、
 
又
 そ
の
問
い
 か
げ
を
可
能
に
す
る
 範
 碍
も
生
じ
得
る
と
い
う
が
、
今
 我
々
が
こ
の
記
事
に
対
し
て
 

か
も
つ
関
心
、
或
は
ナ
イ
ー
ブ
な
理
解
が
 
、
 果
し
て
そ
 こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
適
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
 か
 。
も
し
今
日
我
々
が
浄
土
 

 
 

湘
 
に
つ
い
て
の
表
象
を
も
っ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
現
代
 0
 科
学
的
世
界
観
・
宇
宙
観
と
は
無
縁
で
は
あ
り
得
な
 

  

け
て
、
或
は
そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
な
意
味
で
の
 
浄
 止

観
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
 又
 そ
の
浄
土
の
観
念
の
理
解
 は
 、
お
そ
ら
く
今
日
明
ら
か
 

究
 

鮒
 
に
さ
れ
て
い
る
他
の
諸
宗
教
の
も
つ
他
界
観
念
の
理
 解
 と
全
く
異
質
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
 も
し
そ
う
な
ら
、
浄
土
を
問
 

ぬ
 
題
に
し
て
い
る
文
献
に
対
す
る
我
々
の
先
行
理
解
と
 、
そ
の
文
献
の
成
立
し
た
時
点
に
於
け
る
浄
土
の
把
 え
 方
 と
の
間
に
は
深
い
亀
裂
が
 

吉
本
 生

じ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
先
行
理
解
 が
、
 実
は
解
釈
者
の
自
ら
の
実
存
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
 る
と
し
て
も
、
 又
 そ
の
 

13 (*93) 

超
え
て
税
目
的
な
場
 

定
の
下
に
 
於
 い
て
は
 

又
次
に
、
文
献
に
 

に
即
し
た
方
向
に
 
於
 

そ
れ
に
対
し
て
持
ち
 

達
は
、
浄
土
の
存
在
 

が
 、
 狩
に
出
て
帰
途
 

い
お
い
」
と
叫
び
つ
 

と
い
う
説
話
が
記
載
 

も
な
い
。
こ
の
よ
う
 

あ
ま
り
に
も
 踊
 り
が
 に

掩
 い
て
 担
 え
得
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
じ
め
て
 そ
の
理
解
の
可
能
性
も
ひ
ら
か
れ
得
る
。
単
に
特
殊
な
 限
 

却
っ
て
そ
の
真
実
を
把
 え
 得
な
い
面
を
残
す
の
で
あ
る
。
 

拾
 い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
対
す
る
先
行
理
解
 と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
果
し
て
今
日
そ
れ
が
そ
の
事
 柄
 

い
 て
行
な
わ
れ
得
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
 

例
 え
ば
浄
土
と
い
う
表
象
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
我
々
 が
、
 

得
る
先
行
理
解
と
、
文
献
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
が
 本
当
の
意
味
で
相
応
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
の
浄
七
教
 徒
 

を
 空
間
的
に
リ
ア
ル
に
 肥
 え
て
い
る
。
「
今
昔
物
語
集
 ヒ
 巻
 第
十
九
に
、
讃
岐
国
の
源
太
夫
と
い
う
殺
生
無
潮
 の
 男
 

に
 講
に
あ
い
、
講
師
に
仏
法
を
聞
い
て
忽
ち
髪
を
切
り
、
 弓
矢
を
捨
て
、
金
鼓
を
取
っ
て
「
阿
弥
陀
仏
よ
や
 
、
 お
 

つ
西
 へ
進
み
、
遂
に
海
の
見
え
る
峯
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
 海
中
か
ら
微
妙
の
声
を
聞
き
、
樹
上
に
 拾
 い
て
絶
命
 し
 六
 
-
 
@
 

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
も
、
当
時
の
人
々
の
一
般
的
 な
 浄
土
表
象
を
背
景
に
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
言
 う
 迄
 

な
 過
去
に
於
け
る
表
象
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
、
今
日
 の
 我
々
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
と
い
う
も
の
と
は
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あ
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ト
マ
ン
 ほ
 、
こ
の
先
行
理
解
に
よ
っ
て
、
事
柄
に
対
す
る
問
い
か
 げ
 



表
象
の
中
に
現
わ
れ
て
い
る
実
存
理
解
と
、
今
日
の
我
 々
の
実
存
理
解
と
が
果
し
て
共
通
の
平
面
で
語
ら
れ
得
る
 の
で
あ
ろ
う
か
 
0
 こ
こ
 

で
の
問
題
と
し
て
言
え
ば
、
文
献
に
表
現
さ
れ
て
い
る
 表
 象
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
実
存
理
解
と
、
現
在
の
我
 々

の
先
行
理
解
を
成
り
 

立
た
し
め
る
実
存
理
解
と
の
間
の
共
通
性
は
何
に
よ
っ
て
 主
張
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
 、
 先
の
体
 験
の
共
通
性
の
問
題
と
 

本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。
 

関
 わ
る
と
こ
ろ
が
個
性
的
な
 場
 で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
個
性
的
な
面
か
ら
の
み
 担
 え
 ょ
 ぅ
 と
す
る
と
困
難
な
間
 

題
 が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
脱
す
る
為
に
は
、
 

我
 々

の
実
存
理
解
そ
の
も
の
が
脇
目
的
な
場
を
ひ
ら
く
も
の
 で
あ
る
外
は
な
い
の
で
 

は
あ
る
ま
い
か
。
 

以
上
我
々
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
が
理
解
成
立
の
前
提
と
す
 る
 二
つ
の
点
、
即
ち
文
献
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
対
 す
る
著
者
と
解
釈
者
 

の
 生
き
た
関
係
と
、
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
の
先
行
理
解
と
 い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
浄
土
教
思
想
を
具
体
的
な
背
 景
 と
し
て
考
え
つ
つ
、
 

疑
問
と
す
る
所
を
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
次
に
解
釈
 と
理
 解
 の
問
題
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
か
。
 

T
 

以
上
考
え
よ
う
と
し
て
ぎ
た
問
題
の
主
眼
は
、
今
日
 宗
 教
約
 文
献
の
理
解
が
成
立
す
る
為
に
は
、
解
釈
者
の
立
場
 が
、
 単
に
そ
の
宗
教
 

約
文
献
の
ひ
ら
く
宗
教
的
真
理
の
独
自
性
の
み
な
ら
ず
、
 そ
の
特
殊
な
真
理
の
根
 抵
 に
松
い
て
普
遍
的
な
場
を
ひ
 ら
く
側
面
を
見
出
，
 し
得
 

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
 と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
が
根
本
的
に
は
個
性
的
な
 場
に
拾
 い
て
問
題
に
な
 

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
個
性
的
な
場
の
把
握
が
 何
等
か
の
意
味
で
普
遍
性
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
学
問
的
 認
識
に
な
り
得
ぬ
こ
と
 

世 は 実 
罪 で 存 
内 ぎ 理 
に な 解 
於 い に 

げ の 基 
る で づ 
自 は い 

己 あ て 
埋 る 先 
解 ま 行 
な い 理 

表 現 か解 。 が 
し ブ 成 
て ル 立 
い ト す 
る て る 
と ン と   
て 、 て 

、そ も 巨ヲ 「 、 
の 神 そ 
神 話 の 

先行 話を 化」 

実 の 理 
存 問 解 
論 題 目 

的 を 身 
に め 現 
解 ぐ 代 
択 っ の 
す て 精 
る の 神 
こ 論 的 
と 避 状 
な に 況 
生 船 に 
振 い よ 

し て る 
て 、 制   
まぬ るが、 を 詩的 表 
そ 象 が   
神 人 る 

詰 問 こ 

的 の と 
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と
な
っ
て
い
る
 

よ
う
 
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
親
鸞
の
教
 

が
 日
本
浄
土
教
の
発
展
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
 

阿
 弥
陀
仏
の
救
済
意
志
に
 

乗
 托
し
 
信
傾
 
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
教
の
本
旨
が
あ
る
こ
 

と
は
言
 
う
 迄
も
な
い
が
、
そ
の
情
願
と
い
う
こ
と
が
成
立
 

す
る
 
根
抵
 
に
そ
の
 
信
順
 

と
ぃ
 
5
 在
り
方
を
も
超
え
得
る
よ
う
な
場
が
本
来
存
在
 

す
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
か
ら
 

信
頓
 
と
い
う
こ
と
も
 

成
 立
 す
る
よ
う
な
根
源
的
 

な
 宗
教
的
 
生
 が
存
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
 

そ
 れ
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
教
を
 

普
遍
的
な
宗
教
的
 

生
の
 

て
 中
に
位
置
づ
げ
て
理
解
す
る
場
も
開
か
れ
得
る
の
で
 

あ
る
。
而
も
そ
れ
が
今
日
の
浄
土
教
の
解
明
に
と
っ
て
 

必
然
性
を
も
っ
て
き
て
い
る
 

 
 

別
 と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
立
場
を
ひ
ら
 

 
 

ぎ
 得
て
、
は
じ
め
て
宗
教
哲
学
は
実
証
的
な
宗
教
学
と
 

相
補
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
 

 
 

 
 

難
み
つ
り
、
文
献
の
解
釈
と
理
解
の
問
題
を
中
心
に
若
 

干
の
考
察
を
試
み
よ
う
と
し
た
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
 

、
勿
論
そ
の
研
究
の
中
心
は
 

七
 
%
 新

約
聖
書
の
解
釈
学
で
あ
り
、
 

又
 そ
の
立
場
も
キ
リ
ス
 

ト
教
的
 
信
仰
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
方
法
に
つ
い
て
の
 

議
 論
 を
一
般
化
す
る
こ
と
 

15  d95) 

ほ
 デ
ィ
ル
タ
イ
以
来
十
分
考
え
ら
れ
て
ぎ
 

り
、
却
っ
て
そ
れ
は
自
ら
の
相
対
性
を
語
 

理
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
や
 

な
い
。
宗
教
の
宗
教
た
る
所
以
を
形
成
す
 

は
、
そ
の
偶
有
の
場
か
ら
 個
 有
性
を
脱
す
 

こ
と
が
、
以
前
の
よ
う
に
単
純
に
考
え
 ろ
 

こ
と
が
認
識
さ
れ
て
来
て
い
る
以
上
、
 寧
 た

こ
と
で
あ
る
。
個
々
の
宗
教
的
真
理
が
各
々
の
立
場
に
 掩
 い
て
そ
の
真
理
性
を
主
張
す
る
 限
 

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
而
も
普
遍
的
な
宗
教
性
一
般
の
 個
々
の
限
定
と
し
て
特
殊
宗
教
の
真
 

は
り
宗
教
は
外
か
ら
観
察
さ
れ
た
宗
教
で
あ
る
外
な
く
そ
 の
 内
実
の
生
き
た
本
質
は
把
え
ら
れ
 

る
 独
自
な
場
へ
入
り
、
而
も
そ
の
特
殊
な
限
定
を
超
え
て
 宗
教
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
 

る
 外
に
道
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
上
今
日
 で
は
、
そ
の
偶
有
の
場
に
入
る
と
い
う
 

れ
な
く
な
り
、
過
去
の
体
験
成
立
の
条
件
と
現
在
の
条
 件
 と
の
間
に
大
き
な
距
離
が
存
在
す
る
 

ろ
そ
の
 個
 宥
の
場
を
超
え
る
面
を
ひ
ら
く
こ
と
が
そ
れ
 自
 身
に
と
っ
て
一
つ
の
積
極
的
な
要
請
 



（
 
1
 ）
小
口
優
一
昔
㍉
宗
教
社
会
学
 L
 二
 二
頁
以
下
参
照
。
 

（
 
2
 ）
石
津
 照
 重
書
「
宗
教
哲
学
の
問
題
と
方
向
 L
 三
頁
以
下
 参
照
。
 

（
 3
 ）
 
オ
申
母
 
0
 目
 ㏄
 三
 （
 
ヨ
ぃ
コ
コ
 
一
の
 団
仁
ヴ
 
0
%
 

ヒ
コ
 

年
ゼ
の
 （
の
（
の
 

ゴ
 の
 コ
 ・
 い
 宙
 ・
Ⅰ
の
・
 め
ト
ト
 
@
 く
 

（
 4
 ）
波
多
野
精
一
全
集
第
三
巻
「
宗
教
哲
学
序
論
」
一
五
五
 
頁
 参
照
。
 

（
 5
 ）
 
力
 ・
 
い
三
 （
 
ヨ
い
コ
 
コ
一
の
 e
 の
。
三
り
 

プ
ド
 
の
 仁
 コ
印
Ⅱ
の
り
 

プ
ぃ
 
再
三
。
 
幅
ざ
 ・
 の
 二
の
 ｜
 
同
中
川
秀
本
訴
㍉
歴
史
と
終
末
論
し
一
四
九
頁
以
下
 参
照
。
 

（
 6
 ）
こ
の
点
が
実
存
論
的
解
釈
 
字
 の
問
題
の
中
七
で
あ
る
こ
 と
は
言
 う
 迄
も
な
い
。
例
え
ば
石
津
博
士
は
、
文
献
を
介
し
て
 著
者
の
経
験
を
了
解
 

す
る
に
は
、
著
者
と
の
間
に
共
通
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
 が
 、
そ
れ
を
デ
ィ
ル
タ
イ
の
舌
ロ
 
う
 生
の
連
関
よ
り
一
層
基
礎
的
 な
 華
氏
 に
放
 い
 

て
 考
え
て
い
る
の
が
今
日
の
解
釈
字
の
人
間
に
お
け
る
実
存
の
 存
在
論
的
構
造
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
 

雀
 宗
教
研
究
 L
 第
一
八
 九
号
石
津
想
望
 

「
宗
教
研
究
の
立
場
と
宗
教
的
実
存
の
問
題
点
」
 

セ
頁
 参
照
）
 
し
 か
し
我
々
は
、
そ
の
人
間
存
在
の
基
礎
的
な
在
り
方
と
い
う
 も
の
が
、
宗
教
 

経
験
が
そ
れ
を
規
定
す
る
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
か
ら
解
 き
去
 ら
れ
て
ゆ
く
方
向
に
放
い
て
考
え
得
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
 こ
と
を
問
い
た
 

い
の
で
あ
る
。
即
ち
我
々
が
過
去
の
宗
教
的
経
験
の
表
現
に
接
 す
る
時
、
そ
れ
は
常
に
歴
史
的
・
社
会
的
条
件
の
下
に
あ
る
。
 そ
れ
 放
 そ
れ
を
 

現
在
に
放
い
て
理
解
す
る
為
に
は
、
そ
の
条
件
を
除
い
て
実
存
 的
に
解
釈
を
試
み
な
け
れ
 ば
 な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
 

そ
 の
 解
釈
を
成
立
 

さ
せ
る
基
底
が
プ
ル
ト
マ
ン
の
手
 
子
 つ
よ
 う
 に
人
間
の
実
存
の
存
 在
 論
的
構
造
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
個
々
の
宗
教
 経
験
そ
の
も
の
 

の
 底
を
破
っ
て
成
立
し
得
る
普
遍
的
な
立
場
で
は
な
い
か
と
 我
 々
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

（
 7
 ）
プ
ル
ト
マ
ン
の
「
非
神
話
化
」
の
問
題
は
、
ま
さ
に
こ
 
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
神
話
的
表
象
が
彼
岸
的
 な
も
の
の
此
岸
化
に
 

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
こ
に
実
存
論
的
解
釈
を
試
 み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ
の
実
存
論
的
解
釈
の
 成
立
す
る
根
拠
 

を
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

か ら に 
は れ は 
太 る 当 
方 の 然 
の で 多 
ま比 "  く 

判 教 の 
に て 問 
挨 取 題 
つ 上 が ; 

外げ は 、 含 ま 

な 而 れ   
  具   

@ 本 し 

的 か 
に し 

は そ 
日 - し 

本 で 
浄 考 
士 え 
散 ら 

な れ 
め て   
っ る 

て 問 
孝 頴 

  
進 や 
め は 
た り   
  
れ 的 
が ;  生 
果 一 
し 般 
て の 

正 理 
鵠 解 
な に 
得 か 
て か 

い わ 
る る 

か と 

ど 考 
う え 
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ゆ
 
こ
の
学
会
に
所
属
す
る
会
員
数
は
急
速
に
増
大
し
 、
 研
究
の
分
野
と
業
績
も
ま
た
、
恐
ら
く
隔
世
の
感
が
あ
 る

と
い
っ
て
よ
い
程
に
 、
 進
の
 

 
 

獅
属
 し
て
来
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
 再
び
一
時
期
を
画
し
て
、
そ
の
過
去
を
反
省
し
、
将
来
 を
 策
定
す
る
企
て
を
も
つ
こ
 

 
 

白
下
 と

は
、
充
分
意
味
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
 よ
い
だ
 ろ
 う
 。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
特
集
号
が
、
「
宗
教
学
の
 方
法
」
で
は
な
く
、
 単
 
1
 

方法 

極 学 頃 の 

  
と 績 い か ろ 九     
る 回 下 里 号 数 年間 とは 額さ 欄 に の形 に 、いう 及 ね 学問 「 む ナ で 復 
も 万 的 理 刊 ぷ 
の 法 な 論 さ 休 
の 論 宗 宗 れ 刑 

、 へ 散 散 て を 
そ の 研 学 ぃ 已 
の 真 究 め る む   
の 炭 田 論 の さ 
重 省 発 的 時 れ 
大 と が 反 に て 
さ 新 訂 省 寄 い 
な ら ら 」 せ た 
志 し れ と ら 日 

ね い た 顕 れ 本 
て 角 の す た 宗 
は 度 だ る 第 教 

たかが小一学 らら 、 口論 会 0 機関 ない よ の試み その機 一散 偉 支 は、 
う と 余接故紙 宗 に思 「 が行 の論 岸本 

わ わ ま 者 英 数 

研究」 れる。 れたこ ず 過去 が掲載 教授 夫 
そ と 入 さ に が 

  、「 れら 現 或 は、 十年に れてぃ る「 よ 代案 二十 る憲 及ぶ る 。 宗教 

学 教 
年三 、 @  羽 での @ ミこ の 学 

宗
教
研
究
の
万
法
 

１
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
の
歴
史
と
課
題
 
 
 

上
田
 
賢
治
 



（
 
上
 ）
小
口
教
授
は
、
こ
の
論
文
の
中
で
、
日
本
に
お
け
る
 
@
 
一
ガ
 

 
 

に
 従
え
ば
、
発
達
の
 

第
一
期
は
、
姉
崎
正
治
・
加
藤
衣
 卍
 ・
波
多
野
精
一
ら
の
学
者
 に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
時
期
で
あ
る
 0
 こ
れ
ら
の
手
者
は
、
 そ
 れ
ぞ
れ
自
己
の
 

専
攻
す
る
特
殊
部
門
を
方
法
論
的
な
意
味
か
ら
選
択
す
る
の
で
 は
な
く
、
む
し
ろ
研
究
対
地
に
よ
っ
て
決
定
す
る
方
向
へ
と
 進
 ん
だ
。
つ
ま
り
 

彼
ら
は
、
宗
教
 し
埋
 字
音
と
か
、
宗
教
社
会
手
者
に
な
る
の
で
 は
な
く
、
仏
教
学
者
と
か
、
神
道
学
者
と
し
て
立
っ
た
の
で
あ
 る
 。
こ
れ
に
 続
 

え
ら
れ
た
課
題
に
取
り
組
み
、
問
題
の
所
在
を
い
く
ら
 か
で
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
の
責
め
の
 一
端
を
果
し
 ぅ
 る
の
で
 

（
 
2
 ）
 

ほ
 な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
よ
う
な
意
図
 に
 基
づ
く
、
さ
さ
や
か
な
試
み
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
 

肛
 、
同
教
授
が
次
の
よ
う
な
嘆
息
と
も
取
れ
る
 

回
顧
し
て
、
思
い
い
た
る
の
は
、
こ
の
五
十
年
 

な
い
こ
と
で
あ
る
」
（
一
五
頁
）
と
。
恐
ら
く
は
 

中
心
に
位
置
す
る
人
々
の
間
に
、
生
き
つ
づ
げ
 

は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 

筆
者
は
も
ち
ろ
ん
、
小
口
教
授
が
漏
ら
さ
れ
 

あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
宗
教
 

ず
、
 而
も
そ
こ
に
は
、
極
め
て
興
味
あ
る
議
論
 心

境
を
述
懐
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
 、
 「
 
日
本
に
お
け
る
宗
教
学
の
歴
史
を
 

の
間
に
、
学
問
的
性
格
は
明
か
に
な
っ
た
が
、
同
じ
意
 味
 内
容
を
も
っ
て
発
言
す
る
場
の
 

こ
の
嘆
息
が
、
宗
教
学
会
の
そ
の
後
の
発
展
に
も
か
か
わ
 ら
ず
、
今
日
な
お
、
宗
教
学
の
 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
こ
の
た
び
の
よ
う
な
 企
画
を
生
む
原
因
と
な
っ
た
の
で
 

る
よ
う
な
嘆
息
の
 、
 由
っ
て
来
る
根
本
的
な
問
題
に
 、
明
 確
 な
解
答
を
与
え
う
る
資
格
が
 

研
究
」
に
掲
載
さ
れ
た
万
法
論
に
関
す
る
論
文
は
 、
そ
 の
後
も
決
し
て
一
・
二
に
留
ま
ら
 

の
 展
開
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
 論
文
を
素
材
と
し
て
、
い
ま
 与
 

そ
こ
で
、
東
京
大
学
に
お
け
る
宗
教
学
の
講
座
開
設
 五
 十
周
年
を
記
念
し
て
本
誌
第
一
四
 セ
 号
に
掲
載
さ
れ
た
 小

口
教
授
の
論
文
、
恥
  

 

「
宗
教
学
五
十
年
の
歩
み
」
を
 
繕
 い
て
み
る
と
、
そ
こ
で
 は
矢
 張
り
、
前
掲
「
展
望
」
の
論
考
と
同
様
、
方
法
論
 0
 間
題
を
中
心
に
 、
こ
 

（
 
l
,
 
）
 

の
 学
問
の
歴
史
が
回
顧
さ
れ
、
現
状
へ
の
反
省
と
課
題
 の
 提
起
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
特
に
興
味
深
 
い
の
は
、
そ
の
最
後
 

に
 「
宗
教
研
究
の
方
法
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
 

あ
 る
 種
の
戸
惑
い
と
疑
惑
と
を
も
っ
て
い
る
。
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が
 

具
体
的
に
い
え
ば
、
宗
教
学
は
、
宗
教
現
象
を
研
究
 す
る
科
学
で
あ
り
、
そ
の
研
究
は
 、
 常
に
客
観
的
な
立
 場
 で
、
実
証
的
で
あ
る
こ
と
 

 
 
 
 

獅
を
 旨
と
し
、
か
つ
組
織
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
 今
日
と
い
え
ど
も
、
博
士
の
 
(
 

 
 

 
 

七
 
%
 

主
張
に
決
定
的
な
異
論
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
 し
 
か
し
、
そ
こ
に
問
題
が
残
さ
れ
て
い
な
い
わ
げ
で
は
な
 い
 。
そ
の
第
一
は
 、
こ
 

く
 第
二
期
は
。
第
一
期
の
学
者
か
ら
学
ん
だ
矢
吹
・
鈴
木
・
 

石
 橋
 ・
宇
野
・
赤
松
・
佐
野
と
い
う
人
々
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
 

る
 。
そ
こ
に
 

見
 

出
さ
れ
る
共
通
の
特
色
は
、
手
者
が
白
か
わ
信
仰
 

と
 字
間
と
の
 

葛
藤
を
経
験
し
、
宗
教
体
験
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
正
し
い
 

理
 解
 は
あ
り
え
な
 

い
と
論
じ
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
 

0
 そ
う
し
て
、
最
後
の
第
一
 

二
期
は
、
一
九
三
 

0
 年
 、
日
 
ホ
 宗
教
学
会
が
創
立
さ
れ
た
時
以
 

降
 、
今
日
に
至
 

る
ま
で
の
時
期
で
あ
り
、
現
在
第
一
線
に
立
っ
て
い
る
学
者
も
 

、
な
お
こ
の
時
期
の
当
初
か
ら
大
し
た
変
化
を
兄
せ
て
は
い
な
 

い
と
さ
れ
る
の
 

で
あ
る
 
0
 小
口
教
授
は
こ
の
第
三
期
に
、
宗
教
字
の
実
証
性
が
 

著
し
く
強
め
ら
れ
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
学
的
性
格
が
確
立
し
 

た
の
だ
と
述
べ
 

て
お
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
小
口
佳
一
の
 

見
 と
お
し
は
大
体
 

正
 し
く
 
五
 つ
興
味
深
い
。
た
だ
、
現
在
で
は
、
い
 

う
 と
こ
ろ
の
第
一
 

二
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
な
る
 

ぅ
 」
 （
一
一
四
頁
）
と
い
う
石
津
博
士
の
評
舌
口
（
 

註
 2
 の
 
8
 ）
を
 
尊
 重
 す
れ
ば
、
 

方
 

法
論
に
つ
い
て
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
に
も
、
現
在
で
は
、
 

や
は
り
戦
後
の
論
考
を
素
材
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
 

よ
う
。
 

（
 
2
 ）
関
係
す
る
論
文
は
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
り
、
以
後
は
記
 

号
 に
よ
っ
て
 

表
 記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

-
 

（
 
1
 ）
岸
本
英
夫
「
宗
教
学
の
領
域
」
（
一
二
一
号
）
 

，
 
（
 
2
 ）
 小
 口
 佳
一
「
 
埋
め
理
 

不
教
学
の
方
法
論
的
反
省
」
 

口
 
一
二
一
号
）
・
 

3
 ピ
 
戸
田
主
我
 

雄
 

「
黎
明
期
に
於
け
る
宗
教
学
の
問
題
」
（
 

一
 
三
二
号
）
・
（
 

4
 ）
 
柵
 瀬
襄
爾
 
「
宗
教
民
族
学
の
対
曲
、
目
的
及
び
方
法
」
（
一
四
五
 

号
 ）
・
（
 

5
 ）
 
小
 

口
俸
 
一
 「
 
宗
 放
学
五
十
年
の
歩
み
」
（
一
四
七
号
）
・
（
 

6
 ）
北
川
一
 

二
天
「
米
国
宗
教
学
の
展
望
」
（
一
五
八
・
一
五
九
号
）
・
（
 

7
 ）
 
柳
川
啓
一
「
 

宗
 

数
 社
会
学
に
わ
け
る
性
能
立
 

異
 理
論
」
（
一
六
一
・
一
六
 

セ
号
 
）
 （
 
8
 ）
石
津
無
要
「
宗
教
研
究
の
問
題
と
動
向
」
（
 

一
 
-
 
八
三
号
）
 

（
 
9
 ）
四
九
徳
 

 
 

最
も
重
要
な
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
ま
求
せ
ら
れ
る
社
会
科
学
的
な
「
科
学
性
」
を
も
（
 

一
 
-
 
八
八
号
）
 

，
而
 
）
石
津
 

照
 重
一
条
 
教
 研
究
の
立
場
 

 
 



  

の を え い の か 究 え し 独 の 学問の もたれ考察を られて うにあ をもっ そ し、 方法を 得てい ていう 白の方 成立 進めてること 期 いたよナ っ こ 0 ていた こでの 確立す るのだ ところ 法 をも 

み が ぅ 博 と 給 る る の つ 以 

た 。 そ     
れ は な し 科 務 あ え 間 た るつ o い 学で であ る 0 てう い て 「 学 
こ て 完 熟 あ る 第 る も の 
の は 教 で ろ と 一 の よ 独 吹 独自、それような 五性」 単 あり、 うとす 考えろ の問い かどう い 。   

    
小 本   

こ ど か え 別 て 完 本 積 学 
と 決 な ら 的 お 教 来 に と 

か 定 い れ に ら 学 の お し 

、そ 、以 て とすら的な疑ら 力し ょ 、、 共通な れる。 独自の 目的に いて、 
下 ぃ 考 と も し 研 答 呆 れ 

す 切 を 象 る ま り 比 達 幸 
ず 必 雑 駁 沢 本 
第 要 さ 検 の 博 
一 か れ 討 傑 士 作で 段 ま 0 ら、 、 た形 し 、 小 

Ⅱ 皆 こ で 現 こセト 宗     と とは 法 き、 れた 対象 

何 そ そ 共 を し 
か れ の 通 資 て 
」 ぞ 方 の 料   
が れ 扶 持 の 更 
明 の と 質 形 に 
5 段 し や に 具 
か 階 て 、 お 体 
に を の 浅 き 的 こま 意味切り則をされ 力 え ， 、 vv 
な 離 を 見 て   
け し 半 田 整 三 段 の ね ば て 、 減す す た 傭 す   が必 力し よ、 とにして 操作 作 、 

。 み な で そ 要 
も る る お う だ 
し こ だ る し と 

そ と ろ 。 て 説 

ら   
的 
ヤ @ -     
不乱 似 

題 操 通 そ 
点 作 し の 

と 

呼 第一 を 明ヰ人、 … めナ小 て 
力ま 

ね 、   
に に 象 対 



ゆ
 

味
を
も
っ
も
の
だ
と
 い
 え
そ
う
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

獅
 

確
か
に
、
岸
本
博
士
は
 、
 時
に
目
ま
ぐ
る
し
い
と
 思

わ
れ
る
ほ
ど
、
自
か
ら
作
業
仮
設
的
な
定
義
を
修
正
 し
て
ゆ
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
（
  

 

古
本
 

第
一
段
に
お
け
る
操
作
的
な
方
法
の
意
味
を
、
忠
実
に
 実
現
し
ょ
う
と
す
る
努
力
の
現
わ
れ
だ
っ
た
と
理
解
さ
れ
 よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
 
2
 

そ
 う
見
徴
 さ
れ
て
い
る
現
象
を
拾
い
出
す
こ
と
で
あ
る
 の
な
ら
、
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
仕
事
で
あ
る
と
は
い
 え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
し
 

か
し
、
も
し
こ
の
段
階
で
、
宗
教
と
は
全
く
異
質
な
 、
何
 か
の
要
素
が
い
っ
た
ん
混
入
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
 こ
の
後
の
科
学
的
な
 操
 

作
 が
も
つ
当
然
の
制
約
か
ら
、
恐
ら
く
は
最
後
ま
で
、
 

容
 易
に
 除
き
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 そ
 う
 考
え
れ
ば
、
一
つ
 

0
 社
会
科
学
が
成
立
す
る
た
め
に
、
対
象
を
選
択
す
る
と
 い
 う
 操
作
が
 、
 決
し
て
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
も
の
で
は
な
 い
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
 

よ
 う
 。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
社
会
学
の
独
立
を
説
く
た
め
に
、
 
「
社
会
学
的
方
法
の
基
準
」
で
、
第
一
の
課
題
と
し
、
 

か
 つ
 そ
の
大
部
分
を
費
 

し
て
論
述
し
た
の
も
、
実
は
こ
の
、
研
究
さ
れ
る
べ
 き
社
 会
 現
象
が
 、
 果
し
て
固
有
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
 る
の
か
ど
う
か
、
そ
 う
 

し
て
、
若
し
存
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
 ょ
 う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
 た
 事
実
、
そ
れ
を
想
起
 

し
て
み
れ
ば
よ
い
。
岸
本
博
士
自
身
、
見
方
に
 ょ
 れ
ば
、
 そ
の
学
問
的
な
後
半
生
を
 、
殆
 ん
ど
こ
の
問
題
に
傾
倒
 し
つ
く
さ
れ
た
の
で
も
 

あ
る
。
 

い
 う
 ま
で
も
な
く
、
こ
の
第
一
段
の
操
作
の
た
め
に
、
 

博
 仝
が
提
示
せ
ら
れ
た
宗
教
の
定
義
は
、
科
学
的
な
操
作
 に
よ
っ
て
修
正
す
る
 

こ
と
の
可
能
な
、
作
業
仮
設
と
し
て
の
定
義
で
あ
っ
た
。
 方
法
が
科
学
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
確
か
に
そ
れ
自
身
 が
 、
究
極
性
を
主
張
す
 

る
も
の
、
つ
ま
り
、
先
験
的
に
真
理
と
し
て
受
容
さ
れ
 る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
 。
作
業
仮
設
は
、
そ
の
 

目
的
に
奉
仕
す
る
た
め
に
、
あ
く
ま
で
も
操
作
的
な
意
 味
 で
の
、
開
放
性
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
 の
 故
に
こ
そ
、
科
学
が
 

要
求
す
る
客
観
性
・
実
証
性
・
普
遍
性
を
保
つ
こ
と
が
 可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
社
会
科
学
 と
し
て
の
宗
教
学
が
 、
 

卸
 

「
研
究
の
出
発
点
に
お
い
て
、
宗
教
哲
学
の
援
用
を
 拒
否
す
る
」
（
 3
 一
 
-
 
元
 頁
 ）
の
は
、
方
法
論
の
立
場
か
ら
 み
て
、
決
定
的
に
重
要
な
意
 



作
業
仮
設
 は
 、
単
純
 

て
い
た
け
れ
ば
な
ら
な
 

哲
学
と
い
え
ば
主
観
的
 

盲
 で
あ
る
。
岸
本
博
士
 に

 研
究
者
自
身
の
任
意
、
或
は
そ
の
専
意
に
任
せ
ら
れ
て
 よ
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
客
観
性
を
も
っ
 

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
哲
学
と
無
縁
で
 あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
 

で
あ
り
、
 広
 々

事
実
を
無
視
し
 
、
 或
は
こ
れ
を
超
越
す
る
 も
の
だ
と
考
え
る
の
は
、
科
学
主
義
の
陥
入
り
易
い
 迷
 

の
 作
業
仮
設
的
定
義
が
 、
 極
め
て
個
性
的
な
博
士
の
宗
教
 理
解
を
そ
の
ま
ま
に
映
し
出
し
て
い
る
事
実
を
見
 
て
 

の
 可
能
性
を
認
め
て
い
る
と
は
い
 
う
 も
の
の
、
実
は
作
 
業
 仮
設
的
定
義
の
提
示
さ
れ
た
と
 
き
 、
そ
れ
に
よ
る
研
究
 
の
 成
果
は
、
す
で
に
 
確
 

足
 さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
（
 

4
 ）
 

2
3
 に
修
正
さ
れ
る
こ
と
を
予
想
し
た
作
業
仮
設
的
定
義
 そ
れ
自
身
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
設
定
さ
れ
た
の
 で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
 

ほ
 、
科
学
的
と
呼
ぶ
に
値
す
る
、
即
ち
客
観
的
に
追
試
 可
 能
な
 、
何
等
か
の
操
作
手
順
が
示
さ
れ
て
い
た
で
あ
 
ろ
 う
か
 。
事
実
は
ど
 う
 

も
 、
そ
の
定
義
に
用
い
ら
れ
た
用
語
に
つ
い
て
の
解
説
 が
あ
っ
た
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
 な
 理
解
が
当
っ
て
い
る
 

と
す
れ
ば
、
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
凡
そ
 操
 作
の
枠
組
が
設
定
さ
れ
た
後
の
段
階
に
お
い
て
の
み
い
い
 う
る
こ
と
で
あ
り
、
 枠
 

組
を
設
定
す
る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
身
に
は
、
適
用
さ
 れ
る
こ
と
の
な
 い
 性
質
の
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 そ
れ
が
、
こ
こ
で
の
 眼
 

本
 的
な
疑
問
の
一
つ
で
あ
る
。
 

通
常
、
神
学
は
信
仰
の
立
場
に
立
ち
、
宗
教
哲
学
 は
事
 実
を
超
え
た
本
質
を
問
 う
 も
の
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
 い
る
。
従
っ
て
 、
こ
 

れ
ら
二
つ
の
立
場
か
ら
す
る
宗
教
研
究
は
 、
 共
に
あ
る
べ
 ぎ
 姿
の
宗
教
を
求
め
て
い
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
 え
よ
う
 。
こ
れ
に
対
し
て
、
 科
 

学
 で
あ
る
宗
教
学
は
、
事
実
に
の
み
か
か
わ
り
、
そ
こ
 に
 見
出
さ
れ
る
法
則
性
を
関
心
の
主
題
と
し
て
い
る
も
の
 ネ
 
Ⅰ
あ
る
。
従
っ
十
し
、
古
木
 

教
学
が
前
二
者
と
根
本
的
に
異
な
る
学
問
で
あ
る
こ
と
 ほ
 、
常
識
的
に
何
等
疑
 う
 余
地
が
な
い
、
と
い
え
る
の
 か
も
知
れ
な
い
。
し
か
 

し
 、
作
業
仮
設
と
し
て
最
初
に
立
て
ら
れ
る
定
義
も
 、
そ
 し
て
ま
た
、
そ
の
定
義
を
科
学
的
に
検
証
し
て
ゆ
く
た
 め
に
採
用
さ
れ
る
資
料
 

と
し
て
の
宗
教
的
事
実
も
 、
 実
の
と
こ
ろ
、
共
に
前
科
 学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
し
か
定
め
え
な
い
の
が
事
実
で
は
 な
 い
 だ
ろ
う
か
。
修
正
 

(502)  22 



宗教研究の方法 

岸 
本 
博 
士   
の   
説   
か   
れ 

  

甘， @  一 一     
      
段   
階   
の     
操 
作   
申、   

  
恐   
ら   
    
最 氏 
    
科 

ム間 

学 考 

的   
な 
，性 

極 
  

格   
不 

を備 唆 
え   
ナ， @ め阜 

形 
  
  

で ・   
成   
長 
展 
開 
し 

  
本仏 袈 
学 
を 
し 
て 

自 
か 

ら 

社 

23  (503) 

も
 、
こ
の
間
の
事
情
は
推
察
す
る
に
難
く
な
い
。
従
っ
 て
 筆
者
は
、
宗
教
学
的
研
究
の
出
発
に
際
し
て
、
宗
教
 哲
 学
 に
よ
る
宗
教
の
究
極
 

的
な
意
味
や
構
造
、
規
制
に
関
す
る
提
言
を
参
酌
す
る
，
 
」
と
が
、
極
め
て
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
す
る
石
津
博
士
 
（
 皿
 ）
の
立
場
に
、
宗
教
 

学
 に
と
っ
て
の
重
大
な
暗
示
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
 を
 、
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
換
言
目
す
れ
ば
、
 

ぬ
 不
教
学
が
理
論
的
で
あ
り
 

ぅ
 る
た
め
に
、
い
 
う
 と
こ
ろ
の
客
観
性
、
実
証
性
が
 、
果
 し
て
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
反
省
 を
、
 
強
く
求
め
る
必
要
 

（
 
5
 ）
 

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 3
 ）
第
一
の
操
作
は
、
神
学
や
宗
教
哲
学
の
場
合
に
お
け
る
 
よ
う
な
、
宗
教
の
本
質
的
概
念
規
定
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
 く
、
 常
に
修
正
さ
れ
 

る
こ
と
を
予
想
し
た
、
作
業
仮
設
と
い
う
意
味
で
の
定
義
を
要
 求
 す
る
一
つ
の
方
法
に
体
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
文
字
通
り
、
 研
 究
の
出
発
点
で
 

設
定
さ
れ
る
作
業
の
枠
組
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
第
二
 
第
三
の
操
作
を
規
制
す
る
役
割
り
を
果
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
 同
時
に
、
第
三
 

段
階
の
作
業
結
果
に
従
っ
て
 、
 常
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 ぬ
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
か
わ
第
三
段
へ
の
操
作
 は
 、
不
可
分
に
 

結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
反
復
 

順
現
 に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
 
め
て
方
法
と
し
て
の
意
味
を
完
全
に
成
就
す
る
こ
と
が
出
来
る
 か
ら
で
あ
る
。
 

（
 4
 ）
四
九
徳
 善
氏
 
（
 9
 ）
は
 、
 
「
わ
れ
わ
れ
が
 科
 手
酌
事
実
 と
 呼
ぶ
も
の
は
つ
ね
に
、
わ
れ
わ
れ
が
前
も
っ
て
出
し
た
 杵
苧
 内
た
問
い
へ
の
答
え
 

に
 体
な
ら
な
い
」
と
い
う
カ
ッ
シ
ー
う
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
 ら
、
 
「
こ
の
よ
う
に
、
宗
和
学
は
宗
教
の
事
実
の
客
観
的
な
研
 宛
 で
あ
る
と
い
 

う
こ
と
を
み
と
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
、
じ
つ
は
 宗
 教
が
 何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
暗
黙
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
 は
じ
め
て
可
能
 

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
（
九
頁
）
と
述
べ
、
こ
の
問
題
に
つ
 い
て
の
論
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
問
題
の
自
 寛
 が
、
宗
教
学
 

の
 目
的
と
、
そ
の
性
格
の
変
化
に
も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
 考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
ら
れ
る
は
 ず
で
あ
る
。
 

（
 5
 ）
そ
れ
が
神
学
的
、
或
は
体
験
的
な
宗
教
理
解
の
問
題
と
 
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
そ
れ
に
は
恐
ら
く
、
多
く
の
議
論
が
あ
 り
う
る
だ
ろ
う
。
 
こ
 



全
科
学
の
一
翼
を
担
 う
 も
の
で
あ
る
と
い
う
自
負
を
持
 た
せ
る
の
に
貢
献
し
た
の
は
、
第
二
段
の
意
味
で
の
方
法
 で
あ
る
だ
ろ
う
。
筆
者
 

も
ま
た
、
そ
の
成
長
を
認
め
る
の
に
吝
で
は
な
い
し
、
 そ
 れ
が
宗
教
研
究
全
般
の
評
価
に
与
え
た
影
響
と
、
も
た
 ら
し
た
貢
献
と
を
、
 決
 

し
て
過
少
評
価
す
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
 た
び
、
新
し
い
個
別
科
学
と
し
て
成
長
し
て
来
た
 、
 例
え
 ば
 宗
教
心
理
学
が
 、
そ
 

の
方
法
と
し
て
使
用
し
て
い
る
質
問
紙
法
、
或
は
ま
た
 伝
 記
 的
方
法
、
 T
.
A
.
T
 
、
面
接
、
実
験
 法
 な
り
が
、
 資
料
蒐
集
の
方
法
と
し
 

て
 以
外
に
、
宗
教
学
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
 寄
与
を
な
し
え
た
か
、
そ
れ
を
問
 う
 て
み
る
と
き
、
 深
 刻
 な
疑
問
を
も
た
ず
に
 

は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
小
口
教
授
（
 
2
 ）
は
、
か
つ
て
 ジ
ン
メ
ル
が
社
会
学
に
対
し
て
与
え
た
批
判
を
想
起
し
て
 、
社
会
学
の
場
合
と
は
 

逆
に
、
「
宗
教
学
は
、
宗
教
現
象
と
い
う
特
定
の
対
象
 領
 域
 の
み
を
有
す
る
折
衷
的
学
問
で
あ
り
、
従
っ
て
理
論
 科
学
と
し
て
で
は
な
く
、
 

単
に
資
料
科
学
と
し
て
の
宗
教
 誌
 ほ
と
ど
ま
る
」
（
 一
 
0
 三
頁
）
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
 、
第
二
段
に
お
け
る
 方
 

法
の
発
達
と
、
宗
教
学
そ
れ
自
身
の
成
長
と
が
、
ど
の
 よ
う
な
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
 を
、
 最
も
端
的
に
物
語
 

る
 反
省
と
し
て
、
貴
重
な
発
言
だ
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
 宗
教
学
は
 、
 学
の
独
立
性
の
た
め
に
、
更
に
徹
底
し
た
 反
省
を
求
め
ら
れ
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
 

一
般
に
ま
だ
神
学
へ
の
依
存
度
が
強
い
欧
米
で
の
宗
教
研
 充
 と
比
較
し
て
、
日
本
の
宗
教
学
が
有
利
な
環
境
 か
 ら
 出
発
し
、
そ
の
 故
 

に
、
よ
 り
高
度
な
科
学
性
を
保
ち
え
て
い
る
こ
と
を
強
調
 す
る
場
合
に
は
、
過
去
に
お
け
る
宗
教
研
究
の
業
績
が
 、
宗
教
学
の
専
門
家
に
 

よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
よ
り
も
、
か
え
っ
て
心
理
学
や
社
 全
 学
の
専
門
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
の
中
に
 、
よ
 り
奔
 れ
た
も
の
を
見
出
 

す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
事
実
を
、
宗
教
学
者
が
 、
ま
 だ
 神
学
や
宗
教
哲
学
の
影
響
か
ら
、
完
全
に
脱
却
し
え
て
 は
い
な
い
証
拠
と
し
 

て
受
 げ
と
る
傾
向
も
見
さ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
 見
 方
は
、
 或
は
、
事
実
を
正
確
に
い
い
当
て
て
い
る
の
 

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
 

し
 、
筆
者
が
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
 例
 ，
 
ぇ
ば
 、
宗
教
心
理
学
に
関
す
る
研
究
業
績
が
、
心
理
学
専
 門
の
学
者
に
よ
っ
て
 行
 

わ
れ
た
場
合
に
も
、
そ
し
て
ま
た
宗
教
学
専
門
の
学
者
 に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
場
合
に
も
、
そ
こ
に
何
等
の
基
本
的
 な
 着
眼
点
の
相
違
 や
、
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宗教研究の方 

も
た
ら
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
 い
 だ
ろ
う
か
。
 

岸
本
博
士
も
、
宗
教
学
が
、
宗
教
現
象
の
綜
合
的
・
 
織
的
 科
学
と
し
て
、
単
な
る
部
分
的
業
績
の
集
積
に
終
っ
 て
は
な
ら
な
い
こ
と
 

方
法
の
差
、
そ
し
て
更
に
、
そ
の
結
果
と
 5
 ぜ
ん
予
想
 さ
れ
る
成
果
の
差
も
、
こ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
 い
 し
、
ま
た
す
る
必
要
 

も
な
い
と
云
い
切
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
 と
な
の
で
あ
る
。
 

柳
川
啓
一
氏
（
 7 ）
は
、
宗
教
学
的
な
宗
教
社
会
学
と
、
 社
会
学
的
な
宗
教
社
会
学
と
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
、
 ，
 
」
の
両
者
は
、
目
的
の
 

相
違
か
ら
、
あ
る
程
度
傾
向
の
相
違
を
生
む
か
も
知
れ
 な
い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
、
方
法
の
相
違
と
い
え
る
種
類
 の
も
の
で
は
な
く
、
 せ
 

い
ぜ
い
興
味
の
相
違
に
基
づ
く
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
 お
ら
れ
る
。
即
ち
、
両
者
は
、
同
じ
方
法
、
同
じ
学
問
 体
系
に
含
ま
れ
る
と
 ぃ
 

ぅ
 の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
柳
川
氏
が
批
判
し
て
お
ら
れ
 る
 北
川
教
授
の
言
葉
（
 6 ）
を
引
用
し
て
み
る
の
は
、
興
味
 深
い
 0
 同
氏
は
 、
 次
の
 

ハ
 
6
0
 

）
 

よ
う
 に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

法
お
 げ
る
方
法
の
成
長
と
発
達
と
は
、
本
来
、
宗
教
学
 

結
果
、
宗
教
学
と
は
、
純
粋
に
、
綜
合
的
・
組
織
的
な
め
 

中
心
と
し
て
考
え
る
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
心
理
学
或
は
 

理
学
的
宗
教
心
理
学
、
或
は
社
会
学
的
宗
教
社
会
学
と
、
 

る
 、
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 斬
 ら
し
い
個
別
科
学
 

こ
の
事
実
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

現
実
の
問
題
と
し
て
、
宗
教
学
部
と
人
類
学
部
と
で
、
 同
 

は
 何
度
も
あ
っ
た
）
、
大
学
院
の
学
生
の
多
く
は
人
類
学
 

そ
の
も
の
と
無
関
係
な
、
換
言
す
れ
ば
、
宗
教
学
の
発
 

社
会
学
に
還
元
解
消
し
、
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
て
も
よ
 

と
し
て
宗
教
学
の
中
に
成
長
し
て
 莱
た
 宗
教
心
理
学
や
宗
 

本
数
現
象
学
を
の
み
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
、
従
っ
て
 、
 

そ
こ
に
は
我
々
が
、
方
法
論
に
つ
い
て
考
慮
す
べ
 
き
 

同
じ
方
法
、
同
じ
学
問
体
系
に
属
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
 

部
の
講
義
に
殺
到
す
る
で
あ
ろ
う
（
 一
 
0
 三
頁
）
と
。
 

時
に
原
始
宗
教
の
コ
ー
ス
を
発
表
す
る
と
す
れ
ば
（
 現
 

達
 に
間
接
的
な
寄
与
を
し
か
 

、
そ
れ
ら
は
、
方
法
を
 

数
社
会
学
が
、
も
し
 心
 

第
二
段
の
操
作
段
階
に
 

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
 

何
か
が
暗
示
さ
れ
て
 ぃ
 

に
そ
う
し
た
場
合
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を
、
 夙
に
警
告
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
方
法
に
お
 げ
る
第
三
段
階
の
重
要
性
を
説
か
れ
た
意
味
で
も
あ
る
だ
 ろ
う
。
つ
ま
り
、
 
こ
 Q
 

こ
と
は
、
宗
教
学
が
単
に
宗
教
と
い
う
研
究
対
象
に
よ
っ
 て
の
み
、
そ
の
存
立
を
保
障
さ
れ
る
科
学
で
は
な
く
、
 

ま
た
、
他
の
社
会
科
学
 

に
 共
通
な
、
科
学
的
研
究
方
法
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
 学
 的
 性
格
を
維
持
し
え
て
い
る
学
問
で
も
な
い
と
い
う
こ
 と
が
、
す
で
に
自
覚
 さ
 

れ
て
い
た
事
実
を
物
語
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 小
 口
 教
授
（
 2
 ）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
対
象
と
方
法
と
 
の
 、
不
可
分
な
、
そ
し
 

て
 、
そ
の
独
自
な
結
び
っ
き
の
中
に
、
宗
教
学
の
存
立
 根
 拠
 が
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
方
法
の
問
題
を
通
じ
て
学
の
独
立
性
を
考
え
 る
 場
合
、
忘
れ
ら
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
学
問
の
 

目
的
が
何
で
あ
る
の
 

か
 、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
学
問
・
研
究
に
先
立
っ
て
 、
 そ
れ
が
科
学
的
な
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
 と
を
強
調
す
る
場
合
、
 

論
者
の
多
く
は
、
ま
ず
方
法
の
問
題
に
そ
の
関
心
を
集
 中
し
、
採
用
さ
れ
る
操
作
、
手
段
と
し
て
の
方
法
が
 、
真
 に
 科
学
的
と
い
う
に
 値
 

す
る
の
か
ど
う
か
、
そ
の
成
否
如
何
に
よ
っ
て
、
研
究
 成
果
の
価
値
も
亦
左
右
さ
れ
る
の
だ
と
考
え
が
ち
で
あ
る
 。
そ
の
こ
と
自
体
、
決
 

し
て
誤
っ
た
認
識
だ
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
か
ろ
う
。
 し
 か
し
、
研
究
成
果
の
性
格
や
そ
の
価
値
は
 、
 実
の
と
，
 」
 
ろ
 、
む
し
ろ
方
法
の
適
 

用
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
目
的
に
添
う
 ら
 の
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
す
で
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
 い
え
る
の
で
あ
る
。
 
方
 

法
の
適
否
如
何
は
、
妥
当
性
の
問
題
で
あ
り
、
従
っ
て
 、
 成
果
の
性
格
、
そ
の
評
価
を
決
定
す
る
条
件
と
し
て
は
 、
 単
に
第
二
義
的
な
も
 

の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
学
問
は
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
 か
ら
、
あ
る
特
定
の
性
格
を
帯
び
る
べ
く
、
す
で
に
 方
 向
づ
 げ
ら
れ
て
い
る
か
 

ら
で
あ
る
。
 

従
来
は
、
宗
教
学
の
科
学
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
急
な
 あ
ま
り
、
と
も
す
れ
ば
、
対
象
と
方
法
と
の
不
可
分
性
、
 そ
の
結
び
つ
き
方
に
 

お
け
る
独
自
性
に
の
み
、
関
心
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
 ほ
 な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
方
法
は
、
上
述
の
如
く
 、
そ
 の
 学
問
の
目
的
と
も
 不
 

可
分
社
関
係
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
二
重
の
制
約
を
受
 げ
な
が
ら
、
成
立
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 
る
 。
神
学
や
宗
教
哲
学
 

と
 、
狭
義
の
宗
教
学
と
が
峻
別
さ
れ
る
の
も
、
一
般
的
 な
印
象
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
 方
 法
の
如
何
に
基
づ
く
と
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宗教研究の方法 

る と 

の し て ）（ の ） では ワ 7 ぞ 
  な 宗 

ぅ 可 

守文 に 

者 に 触 

  
  

る の 行いて ぅ つれ てい 方法 

宗 で る ひ よ 

教 あ （ 何 
か 

社り 合、 歩 な 
学 こ く 

の こ と 
そ 

研 に も 

  
が   ら カ 社 ムム め 寸 し Ⅰ 抽班 、 こ v   さ     
ナ - し 
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と 

教 宣 博 き、   
学 閥 念   
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自 た   
身 北 な   方 

浅を 
教 「 

  
    

或 学 ，え 
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学
 、
そ
れ
が
筆
者
の
間
 ぅ
 て
い
る
宗
教
学
で
あ
り
、
 学
 と
し
て
独
立
し
 ぅ
る
 宗
教
学
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
 。
そ
う
し
た
統
一
的
学
 

り
の
も
の
と
し
て
正
当
に
位
置
づ
げ
ら
れ
 ぅ
 る
よ
う
な
、
 そ
う
し
た
統
一
的
現
象
と
し
て
の
宗
教
の
姿
を
 、
 明
ら
 か
な
ら
し
め
る
宗
教
の
 

研
究
の
成
果
が
、
そ
し
て
ま
た
心
理
学
的
研
究
の
そ
れ
 が
 、
そ
の
各
々
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
し
え
た
事
実
に
 
お
い
て
す
ら
、
実
は
な
 

お
 、
重
大
な
欠
落
部
分
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
 か
 、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
欠
を
補
い
、
部
 公
 的
な
研
究
が
そ
れ
な
 

に
さ
れ
た
事
実
、
或
は
心
理
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
 た
事
実
を
超
え
て
、
そ
こ
に
現
存
し
て
い
る
と
考
え
 ろ
 れ
る
以
上
、
社
会
学
的
 

宗
教
心
理
学
の
業
績
だ
け
で
、
満
足
し
え
な
い
の
も
 事
 実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
筆
者
が
い
わ
ん
と
し
て
い
 る
の
は
、
も
う
少
し
 角
 

度
 の
 異
 な
る
観
点
か
ら
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 宗
教
と
い
う
一
つ
の
組
織
的
・
体
系
的
な
事
実
が
 、
社
 全
 学
に
よ
っ
て
明
ら
か
 

女
 
決
し
て
的
は
ず
れ
な
幻
想
に
す
ぎ
な
い
と
、
い
 い
 切
る
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宗
教
学
的
め
 本
敷
社
会
学
が
、
社
会
学
 

者
に
よ
る
宗
教
研
究
の
述
を
追
い
、
宗
教
学
的
宗
教
心
 理
学
者
が
、
心
理
学
者
に
よ
る
宗
教
研
究
の
後
塵
を
拝
す
 る
と
い
う
現
状
は
 、
宗
 

教
学
徒
の
単
な
る
自
尊
心
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
 処
 興
 さ
れ
て
し
ま
っ
て
 は
 な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
 

7
 ）
 

も
ち
ろ
ん
、
社
会
科
学
的
な
研
究
で
は
、
宗
教
現
象
の
 あ
る
次
元
、
あ
る
特
殊
領
域
で
の
部
分
的
・
分
析
的
な
理
 解
を
提
供
し
 ぅ
る
 に
 

す
ぎ
ず
、
現
象
全
体
の
組
織
的
・
綜
合
的
理
解
に
は
 程
せ
 
込
い
 と
 い
 わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
宗
教
 学
が
 、
宗
教
社
会
学
や
 

か
 。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
従
え
ば
、
宗
教
学
が
そ
の
学
の
 成
立
以
来
、
常
に
独
自
な
方
法
を
求
め
、
そ
れ
に
苦
し
 ん
で
来
た
と
い
う
事
実
 

い
 う
 よ
り
は
、
む
し
ろ
、
研
究
の
出
発
点
に
お
け
る
目
的
 的
な
異
質
性
が
、
よ
り
決
定
的
な
要
因
だ
と
い
っ
て
も
 よ
 い
の
で
は
な
か
ろ
う
 



統
一
的
・
 力
 動
的
な
宗
教
現
象
を
、
綜
合
的
，
組
織
的
 に
肥
 え
 ろ
 一
般
宗
教
学
、
 p
 二
の
の
日
の
ぎ
の
力
の
目
 

注
 0
 コ
 イ
目
 ～
の
の
の
 

コ
 の
の
 
プ
 p
h
 

（
を
 

可
 

能
 に
す
る
方
法
は
何
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 が
、
 帰
す
る
と
こ
ろ
、
宗
教
学
に
と
っ
て
独
自
の
方
法
は
 何
か
と
い
う
問
い
に
 答
 

え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
こ
の
 問
題
に
対
し
て
も
つ
認
識
の
在
り
方
で
あ
る
。
と
こ
ろ
 が
 、
す
で
に
述
べ
て
 来
 

た
よ
う
 に
、
戦
後
日
本
の
宗
教
学
を
主
導
し
方
向
づ
け
 ら
れ
た
岸
本
博
士
は
 、
 単
に
、
宗
教
学
の
神
学
及
び
宗
教
 哲
学
か
ら
の
断
絶
を
宣
 

青
 さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
社
会
科
学
の
 一
 つ
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
す
ら
主
張
し
て
来
ら
れ
た
の
で
 あ
る
。
当
然
、
宗
教
学
 

独
自
の
方
法
と
い
う
問
題
意
識
は
影
を
ひ
そ
め
、
む
し
 ろ
 、
如
何
に
社
会
科
学
的
な
方
法
を
宗
教
研
究
に
応
用
・
 適
用
す
る
こ
と
が
出
来
 

る
の
か
が
、
中
心
の
関
心
事
と
な
っ
た
。
岸
本
博
士
は
 ，
 
」
の
事
実
を
、
そ
の
科
学
性
と
い
う
点
で
、
日
本
の
宗
教
 学
が
 、
欧
米
の
そ
れ
よ
 

り
も
一
歩
先
ん
じ
て
い
る
 証
査
 だ
と
考
え
て
お
ら
れ
た
 よ
 う
 で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
 そ
 ・
の
よ
う
な
宗
教
学
に
 同
調
し
 き
 れ
な
い
何
か
 

は
関
 七
の
差
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
 大
し
て
重
要
な
意
味
を
認
め
て
は
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 筆
者
が
設
間
し
 

 
  

 

た
い
の
は
、
そ
れ
で
は
、
何
故
宗
教
社
会
学
が
、
宗
教
字
の
中
 で
の
重
要
な
一
分
科
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
あ
っ
 

て
も
よ
い
、
或
は
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
と
、
な
け
れ
 は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
と
は
、
意
味
の
上
で
重
大
な
相
違
が
あ
 

  

 
 

だ
ろ
う
か
。
ま
た
柳
川
氏
は
、
宗
教
学
と
社
会
 字
 と
で
は
目
的
 が
 異
な
る
か
ら
、
傾
向
的
な
相
違
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
と
 い
う
可
能
性
に
 

つ
い
て
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
 

具
什
 的
な
解
枠
が
行
わ
れ
て
は
 い
な
い
の
で
、
そ
れ
が
筆
者
の
も
つ
疑
問
に
解
答
を
与
え
て
く
   

の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
逮
に
 判
 析
を
下
す
こ
と
は
出
来
な
い
 

方
法
の
相
違
に
ま
で
つ
た
が
る
も
の
で
な
 い
こ
と
は
 
明
 号
目
 

し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
方
法
の
具
体
的
な
内
容
に
よ
っ
 て
 、
結
論
も
当
然
違
っ
て
く
る
の
だ
が
、
も
し
フ
レ
イ
ム
・
 オ
 

・
 り
 フ
ァ
レ
 

シ
 
ス
と
い
う
意
味
で
で
も
、
両
者
の
間
に
 境
押
忍
 が
な
い
と
い
 
ぅ
 
の
な
ら
、
筆
者
の
疑
問
は
や
は
り
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
る
こ
 

と
に
な
る
だ
 
る
 

ぅ
 。
筆
者
は
、
目
的
の
相
違
が
当
然
フ
レ
イ
ム
の
相
違
を
生
ま
 な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
故
に
こ
そ
、
宗
教
社
会
 字
は
 @
 
一
木
 
教
学
の
一
分
科
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
 に
 蛇
足
を
添
え
れ
ば
、
筆
者
が
、
従
来
行
わ
れ
て
来
た
多
く
の
 宗
教
社
会
学
的
 

研
究
に
不
満
を
感
じ
て
い
る
の
も
、
実
は
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
 

 
 



日
本
の
場
合
に
比
較
し
て
、
欧
米
で
忙
、
こ
の
問
題
に
 対
す
る
関
心
が
よ
り
 餓
烈
 で
あ
り
、
従
っ
て
よ
り
真
剣
に
 討
議
さ
れ
て
来
た
 ょ
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
の
学
者
が
も
っ
一
般
 的
な
認
識
・
評
価
と
は
裏
腹
に
、
筆
者
は
む
し
ろ
、
神
学
 に
 支
配
さ
れ
る
傾
向
の
 

強
い
、
彼
ら
の
も
つ
利
点
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
て
い
 る
 。
 

北
川
教
授
（
 6
 ）
は
、
宗
教
学
の
性
格
を
論
じ
た
論
文
の
 後
半
部
分
で
、
と
鯨
の
日
の
円
 

コ
 の
力
也
ゐ
 
円
 
0
 コ
 s
1
 
毛
 か
の
の
目
お
 

す
 a
f
 

（
と
し
て
の
宗
教
 

学
が
 、
資
料
 ロ
 対
す
る
態
度
に
よ
っ
て
特
色
 づ
 げ
ら
れ
 る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
第
一
は
、
自
己
の
育
っ
た
 文
化
・
宗
教
以
外
の
資
 

料
 に
対
し
て
、
「
同
情
的
理
解
」
（
モ
ー
ガ
ン
教
授
の
い
 う
已
長
 ま
き
を
必
要
と
す
る
こ
と
。
そ
う
し
て
第
一
 一
は
、
 
自
か
ら
の
宗
教
に
 

対
し
て
も
、
批
判
的
な
研
究
を
厭
わ
な
い
と
い
う
条
件
 で
あ
る
。
し
か
し
、
方
法
論
と
の
関
連
で
最
も
関
心
が
寄
 せ
ら
れ
る
の
は
、
恐
ら
 

く
 氏
が
、
三
番
目
に
挙
げ
ら
れ
た
科
学
的
態
度
に
つ
い
 て
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
北
川
教
授
は
（
 下
 ・
三
頁
）
 
、
 宗
教
研
究
の
た
め
に
、
 

自
然
科
学
・
社
会
科
学
と
は
異
な
っ
た
「
宗
教
科
学
的
」
 態
度
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 残
念
な
こ
と
に
、
そ
れ
 

が
 更
に
具
体
的
な
レ
 ダ
ヱ
ル
 で
、
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
 と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
詳
し
い
解
説
は
行
わ
れ
て
い
 な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
 

を
 凡
そ
推
測
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
。
 同
氏
は
、
宗
教
学
が
 、
 単
に
現
象
の
記
述
・
説
明
に
留
 ま
 る
べ
き
で
は
な
く
、
 

法
 
デ
ィ
ー
ル
タ
イ
ヤ
フ
ッ
ク
が
意
味
し
た
よ
う
に
、
 出
 
示
教
の
理
解
、
 づ
ギ
笘
 宰
の
口
を
目
的
と
す
る
学
で
あ
る
 べ
き
だ
と
、
説
い
て
お
ら
れ
 

方
 

知
る
か
ら
で
あ
る
。
 

獅
 

田
丸
徒
書
 昏
 9
 ）
も
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
研
究
 で
の
方
法
論
的
な
反
省
を
、
宗
教
学
方
法
論
の
新
し
い
 問
 題
 と
し
て
、
よ
り
整
理
し
た
 

小
小
 形

で
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
、
一
般
宗
教
学
の
 可
能
性
を
決
定
す
る
第
三
の
要
因
が
、
宗
教
現
象
の
統
合
 的
な
把
握
を
目
指
し
 

29  (509) 

は
 出
来
な
い
し
、
社
会
科
学
的
な
記
述
と
説
明
は
、
断
片
 

的
に
得
ら
れ
た
知
識
と
し
て
の
資
料
を
、
綜
合
的
・
 

組
 織
 的
に
統
一
す
る
た
め
 

の
 、
有
機
的
接
着
剤
と
も
な
る
べ
 
き
 方
法
を
、
無
条
件
 
に
提
供
し
て
く
れ
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
 

8
 ）
 

を
 感
じ
て
い
る
。
客
観
的
・
実
証
的
研
究
と
い
え
ど
も
、
 作
業
仮
設
の
中
に
、
研
究
者
自
身
の
宗
教
理
解
が
参
入
 す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
 



だ
 、
こ
こ
で
い
 う
 理
解
は
 、
 飽
く
ま
で
も
方
法
的
な
意
 味
 で
の
理
解
で
あ
り
、
か
つ
て
初
期
の
宗
教
学
者
た
ち
が
 強
調
し
た
よ
う
に
、
 
体
 

験
 的
、
或
は
実
存
的
な
理
解
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
 な
い
、
例
え
両
者
を
 、
 全
く
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
 出
来
な
い
と
し
て
も
、
 

そ
れ
を
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
す
ら
不
可
能
に
す
る
も
 の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
氏
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
を
 「
自
ら
信
仰
を
持
つ
と
 

い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
あ
る
宗
教
を
理
解
す
る
た
め
の
 不
可
欠
の
条
件
で
は
な
い
」
と
も
、
或
は
ま
た
、
実
存
 的
な
理
解
と
方
法
的
な
 

理
解
に
関
し
て
、
「
両
者
を
全
く
切
り
は
な
す
こ
と
は
 で
き
な
い
に
し
て
も
、
区
別
す
る
こ
と
は
一
応
可
能
で
あ
 ろ
 う
 」
（
 
一
 
0
 頁
 ）
 と
 

い
 う
 言
葉
で
で
も
表
現
し
て
お
ら
れ
る
。
も
し
、
こ
の
 @
 
」
と
が
保
証
さ
れ
る
な
ら
、
宗
教
学
は
、
経
験
科
学
、
実
 証
 科
学
と
し
て
の
客
観
 

性
を
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
 

し
か
し
筆
者
は
、
上
述
の
よ
う
な
田
丸
瓦
の
間
頭
理
解
 に
 対
し
て
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
同
調
し
え
な
 い
 も
の
 を
も
っ
て
い
る
。
何
 

故
 な
ら
、
氏
は
、
「
信
仰
な
し
に
も
宗
教
の
内
容
の
相
 射
 的
に
客
観
的
な
理
解
」
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
説
く
た
 め
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 

 
 

 
 

「
ど
の
神
学
者
も
信
仰
に
身
を
委
ね
て
い
る
と
と
も
に
そ
 こ
か
ら
離
れ
て
い
る
…
…
神
学
的
円
環
の
な
か
に
い
る
 と
と
も
に
外
に
い
る
」
 

と
い
う
言
葉
を
引
用
し
、
「
実
存
的
 い
 と
な
み
で
あ
る
 信
仰
そ
の
も
の
が
こ
う
し
た
自
己
疎
外
的
構
造
を
も
っ
て
 い
 る
以
上
、
そ
の
相
対
 

的
に
客
観
的
な
理
解
と
し
て
の
宗
教
学
も
ま
た
可
能
で
 あ
る
は
ず
で
あ
る
」
（
十
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
 あ
る
。
こ
の
テ
ィ
 リ
ッ
 

ヒ
の
 言
葉
は
 、
 正
し
く
両
刃
の
剣
で
あ
り
、
田
丸
氏
が
論
 証
し
ょ
う
と
し
た
実
存
的
宗
教
理
解
と
、
宗
教
学
の
求
 め
る
方
法
的
理
解
と
の
 

間
 に
あ
る
区
別
を
取
り
払
い
、
逆
に
、
方
法
的
理
解
を
 得
る
た
め
に
、
宗
教
研
究
者
が
、
実
存
的
な
理
解
を
も
も
 た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
 

そ
れ
を
明
示
す
る
も
の
だ
と
 受
 げ
と
る
こ
と
も
出
来
る
 か
ら
で
あ
る
。
換
言
目
す
れ
ば
、
宗
教
学
の
要
求
す
る
 

通
め
 
示
教
的
な
理
解
の
相
対
的
 

な
 客
観
性
は
、
一
宗
教
へ
の
絶
対
的
・
実
存
的
な
信
仰
 体
験
の
中
で
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
自
己
疎
外
的
な
条
 件
の
成
立
を
前
提
と
し
 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
 、
神
 学
か
ら
の
影
響
を
な
お
強
く
蒙
っ
て
い
る
欧
米
に
お
い
 て
 、
神
学
や
宗
教
哲
学
 

(510) 

（
 
9
 ）
 

て
、
 

単
な
る
実
証
・
記
述
か
ら
、
解
釈
の
問
題
へ
と
 展
 閲
 し
、
「
理
解
」
の
要
素
を
導
き
出
し
た
と
指
摘
し
て
お
 ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
た
 

 
  

 



筆
者
の
説
く
よ
う
な
宗
教
学
が
、
科
学
で
あ
り
さ
 る
だ
 ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は
、
多
く
を
語
る
必
要
も
 な
い
。
科
学
的
で
あ
 

る
か
否
か
は
、
作
業
仮
設
を
検
証
し
て
ゆ
く
操
作
過
程
 の
あ
り
方
と
、
そ
れ
に
 よ
 る
仮
設
修
正
の
余
地
を
許
す
か
 否
 か
に
か
か
わ
っ
て
 
い
 

る
 問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
学
に
独
自
な
、
コ
ミ
ッ
ト
 メ
ン
ト
を
通
じ
て
の
理
解
は
、
適
切
な
フ
レ
イ
ム
・
 オ
 フ
 ・
リ
フ
ァ
レ
 ソ
ス
 を
 

設
定
す
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
 田
 丸
 氏
の
い
 う
 相
対
的
客
観
性
を
保
持
し
え
て
い
る
。
こ
の
 手
順
そ
の
も
の
は
、
 
確
 

か
に
、
科
学
的
方
法
と
し
て
相
対
化
し
、
客
観
化
し
え
 な
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
価
値
に
か
 か
わ
る
人
間
の
営
み
を
 

対
象
と
す
る
科
学
す
べ
て
が
担
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
運
命
で
 は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

（
 
8
 ）
柳
川
氏
（
 7
 ）
は
、
宗
教
社
会
 字
 が
理
論
的
に
な
る
た
め
 に
は
、
漠
然
と
調
査
を
積
み
重
ね
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
経
験
 的
 研
究
に
先
行
す
る
 

理
論
と
し
て
の
フ
レ
イ
ム
・
オ
プ
・
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
持
た
な
 け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
お
ら
れ
る
（
 下
 ・
八
八
頁
 ぺ
 
一
般
 宗
教
学
に
も
 同
 

じ
こ
と
が
要
式
せ
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
 、
岸
本
博
士
も
、
そ
の
こ
と
を
充
分
承
知
し
て
お
ら
れ
た
は
ず
 で
あ
る
 

し
 、
こ
こ
で
の
論
点
の
中
巳
 は
 、
そ
の
作
業
仮
設
を
設
定
す
る
 仕
方
に
、
宗
教
学
は
、
宗
教
学
独
自
の
方
法
を
持
つ
べ
ぎ
で
は
   

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
 是
 と
す
る
な
ら
、
先
に
も
 述
 ぺ
た
 よ
さ
に
、
宗
教
学
的
宗
教
社
会
学
は
、
社
会
学
的
宗
教
 社
 合
字
 と
、
目
で
 

か
わ
異
な
る
フ
レ
イ
ム
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
 0
 と
こ
ろ
 が
 岸
本
博
士
は
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
す
ら
、
社
会
学
的
宗
教
   

法
 

万
 

ム
 を
そ
の
ま
ま
に
採
用
し
て
お
ら
れ
た
よ
 う
 に
 盟
 わ
れ
る
。
 晩
 年
に
お
け
る
行
動
理
論
へ
の
傾
倒
は
、
そ
の
顕
著
な
現
わ
れ
た
 と
い
っ
て
も
よ
 

 
 

究
 

い
 だ
ろ
う
。
 

研
 

教
 

（
 
9
 ）
第
一
の
要
因
は
、
特
定
宗
教
か
ら
の
距
離
と
断
絶
と
を
 
維
持
す
る
こ
と
。
そ
う
し
て
第
二
要
因
は
、
経
験
的
事
実
に
関
 す
る
記
述
的
態
度
を
 

小
小
 

保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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（
 
o
 
l
l
 
）
 

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
 

と
の
絶
縁
を
め
 
皇
 目
す
る
日
本
の
社
会
科
学
的
な
宗
教
学
 

よ
り
も
、
独
自
の
方
法
を
も
ち
、
独
立
し
た
科
学
と
し
て
 

の
 宗
教
学
が
成
長
し
や
 

す
い
と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
理
解
 

要
 因
 」
へ
の
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
学
は
神
学
 

の
 嫡
出
子
だ
と
い
っ
て
 



（
㏄
）
北
川
教
授
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
比
較
宗
教
学
に
対
 す
る
批
判
の
う
ち
、
第
四
の
も
の
と
し
て
、
研
究
者
自
身
が
 、
 自
己
の
所
属
す
る
 文
 

2
 

化
 な
り
宗
教
な
り
か
ら
の
 接
 神
を
完
全
に
払
拭
す
る
こ
と
は
 出
 来
な
い
が
ら
、
 
宇
め
払
 
@
 
字
は
当
然
、
あ
る
 
特
 （
 
ん
 ～
 
@
 
り
拍
 、
由
は
由
る
 持
屋
拍
手
の
 
丘
 

3
 

場
 に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
の
あ
 る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
「
九
一
頁
）
。
筆
者
の
い
う
意
味
は
 

、
決
 

 
 

 
 

同
一
で
は
な
い
。
む
し
ろ
他
方
 教
 に
対
し
て
公
平
で
あ
り
客
観
 的
で
あ
る
た
め
に
は
、
研
究
者
白
身
が
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
 通
じ
て
の
宗
教
 

理
解
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 他
者
を
知
ら
ぬ
も
の
が
 己
 れ
を
知
る
こ
と
の
不
可
能
な
よ
さ
に
 、
 己
を
知
わ
ぬ
 

 
 

合
い
に
お
い
て
他
者
と
同
時
に
自
己
を
見
、
第
三
者
的
客
観
性
 の
あ
る
こ
と
を
 

知
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 



 
 
 
  

 

か
 

べ
き
、
小
百
科
的
な
国
語
辞
典
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
 る
と
、
そ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
 

 
 

「
宗
教
学
ハ
 %
U
 。
宗
教
現
象
を
科
学
的
に
究
明
す
る
 経
 験
学
 。
即
ち
、
宗
教
の
発
生
・
発
達
・
構
造
，
組
織
 及
 び
そ
の
機
能
を
 、
客
ぴ
 

 
 

 
  

 

 
 

統
帥
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
経
験
的
立
場
か
ら
系
統
的
 に
 把
握
せ
ん
と
す
る
も
の
。
」
 

鮮
か
ら
い
 う
と
、
 上
の
定
義
は
「
諸
宗
教
に
関
す
る
さ
 
ま
ざ
ま
の
研
究
の
総
称
」
と
言
い
か
え
た
方
が
よ
い
か
 

も
 知
れ
な
い
。
 

け
 

と
こ
ろ
で
、
「
常
識
的
に
考
え
る
」
と
言
っ
た
 

げ
 れ
ど
も
、
も
し
大
学
の
試
験
の
答
案
に
 

、
 右
の
よ
う
な
 
定
義
を
書
い
た
ら
、
恐
ら
く
 

鮮
 
落
第
点
を
つ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
学
の
定
義
 

を
 、
た
と
え
ば
 同
辞
苑
 
」
（
昭
和
十
年
刊
）
と
い
っ
た
 
、
日
本
人
の
常
識
を
満
た
す
 

仏
 

 
 

宗
教
学
を
最
も
常
識
的
に
考
え
る
と
 き
 、
方
法
論
的
な
 視
点
を
一
応
棚
上
げ
し
て
、
「
宗
教
現
象
に
関
す
る
学
問
 」
と
定
義
す
れ
ば
、
 

正
確
さ
か
ら
は
程
遠
い
と
し
て
も
、
ま
ず
間
違
い
の
な
 い
 答
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
た
と
え
ば
、
宗
教
学
 会
 に
お
け
る
研
究
発
表
 

の
 プ
ロ
グ
ラ
ム
を
瞥
見
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
定
義
す
る
 以
外
に
表
現
し
よ
う
が
な
い
ほ
ど
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
 富
ん
で
い
る
。
そ
の
点
 

イ
ン
ド
キ
・
仏
教
学
と
宗
教
学
 

｜
 方
法
論
的
課
題
 ｜
 

 
 

吉
岡
 



こ
の
よ
う
な
常
識
が
昭
和
十
年
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
 う
こ
と
は
、
宗
教
学
の
講
座
開
設
以
後
三
 0
 年
 、
日
本
 宗
教
学
会
発
足
五
年
 

目
 と
い
う
時
点
に
お
い
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
 ろ
 う
 。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
研
究
か
ら
い
 う
 と
 、
現
在
な
お
日
本
 宗
 

教
学
会
の
機
関
誌
名
は
「
宗
教
研
究
」
で
あ
り
、
学
会
 発
表
は
 、
 必
し
も
右
の
よ
う
な
学
的
定
義
に
あ
て
は
ま
ら
 な
い
よ
う
な
、
研
究
を
 

含
ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
右
の
定
義
で
い
 う
 
「
科
学
 的
 」
と
か
「
客
観
的
」
と
い
う
こ
と
が
如
何
な
る
限
定
を
 与
え
る
も
の
か
に
つ
い
 

て
は
、
か
な
り
主
観
的
あ
る
い
は
学
者
の
個
人
的
見
解
が
 左
右
す
る
か
ら
、
定
義
が
直
ち
に
実
態
を
明
瞭
に
描
 き
 出
す
と
い
う
わ
け
に
は
 

い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
あ
る
文
化
現
象
を
対
象
と
 す
る
科
学
的
研
究
に
種
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
、
方
 法
論
が
あ
る
こ
と
も
 一
 

向
 に
差
支
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
宗
教
研
究
 で
あ
れ
ば
、
す
な
 ね
 ち
、
研
究
の
対
象
が
何
ら
か
の
宗
教
 現
象
で
あ
れ
ば
、
そ
の
 

方
法
論
は
何
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
、
果
し
て
、
 

そ
 れ
を
一
つ
の
学
問
体
系
と
 2
 ん
で
 よ
 い
か
ど
う
か
の
 
疑
 問
 を
お
こ
さ
せ
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
実
は
 、
 右
の
「
 辞
苑
ヒ
は
 
「
宗
教
学
」
に
つ
づ
 け
 て
 、
「
宗
教
社
会
学
」
ハ
社
目
「
宗
教
心
理
学
」
ハ
心
 
U
 、
 「
宗
教
哲
学
」
八
苦
 u
 、
 

「
宗
教
民
族
学
」
 目
 ぎ
の
 各
 項
を
立
て
て
い
る
。
八
口
 内
は
用
語
分
類
の
大
枠
で
、
最
後
の
一
つ
だ
 け
ハ
め
 不
日
 と
あ
る
が
、
他
は
「
 宗
 

教
 」
を
限
定
詞
と
す
る
各
学
問
分
野
の
特
殊
研
究
部
門
 と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
学
術
的
に
何
を
意
味
す
る
か
、
 常
識
辞
典
か
ら
判
断
す
 

る
の
は
当
を
得
て
い
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
 ら
の
諸
科
学
（
お
よ
び
哲
学
）
と
「
宗
教
学
」
と
の
関
連
 は
 甚
だ
 授
昧
 で
あ
る
。
 

「
宗
教
学
」
は
そ
れ
ら
の
諸
科
学
そ
の
他
（
神
話
学
な
ど
 
）
の
総
合
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
と
は
 別
 の
 独
自
の
領
域
を
も
つ
 

科
学
で
あ
る
の
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
諸
宗
教
の
研
究
と
 い
う
実
状
か
ら
言
う
と
、
仏
教
・
神
道
・
キ
リ
ス
ト
教
 等
 々

の
特
定
の
宗
教
の
研
 

 
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
う
の
は
、
お
そ
ら
く
筆
者
が
「
 め
 不
教
学
」
の
門
外
漢
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
宗
教
学
会
 の
 一
会
員
と
し
て
、
 

仏
教
や
ヒ
ン
ズ
ー
 教
 と
い
う
特
定
の
宗
教
に
関
す
る
 発
 表
を
行
っ
て
い
な
が
ら
、
門
外
漢
と
い
う
の
は
筋
が
と
 お
 ら
な
い
こ
と
か
も
知
れ
 

な
い
が
、
正
直
の
と
こ
ろ
、
自
分
を
イ
ン
ド
学
者
、
仏
教
 学
者
で
あ
る
と
は
考
え
て
も
、
宗
教
学
者
で
あ
る
と
 思
 っ
 た
こ
と
は
な
い
。
 
こ
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インドキ・仏教学と 宗教学 

（
Ⅰ
）
さ
き
に
引
用
し
た
 コ
辞
苑
 L
 
の
改
訂
版
と
も
い
 
う
 
べ
 き
 
刊
広
 辞
苑
 L
 
 （
昭
三
五
年
刊
）
で
は
宗
教
学
を
「
諸
種
の
宗
教
 現
象
を
比
較
研
究
 

し
 、
宗
教
の
本
質
を
客
観
的
、
普
遍
的
に
把
握
し
ょ
う
と
す
る
 学
問
」
と
定
義
し
、
「
広
義
に
は
宗
教
史
、
比
較
宗
教
学
、
宗
 教
 民
族
学
、
宗
 

数
 社
会
学
、
宗
教
心
理
学
、
宗
教
哲
学
な
ど
を
包
含
 し
 、
狭
義
 に
は
こ
れ
ら
を
補
助
字
と
す
る
。
特
別
宗
教
に
つ
い
て
、
そ
の
 信
仰
を
前
提
と
 

す
る
神
学
と
は
 異
る
 。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
 

ば
 、
 最
 狭
義
の
宗
教
字
の
内
容
は
何
か
と
い
う
問
題
が
お
 き
 
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

他
方
、
宗
 
幹
 学
者
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
比
較
的
研
究
と
宗
教
 規
 
 
 

社
会
科
学
や
哲
学
の
方
法
に
よ
る
研
究
を
合
せ
て
宗
教
学
の
研
 充
分
野
と
考
え
て
お
り
、
目
打
（
 ミ
 0
*
 勾
 生
空
ミ
あ
と
か
 
の
っ
 
@
 目
つ
㏄
Ⅰ
ぃ
ヱ
 

ぺ
ひ
  

 
 
 

空
矢
音
 
o
h
 安
目
 婬
 。
 己
 
と
い
う
名
で
よ
ば
れ
る
研
究
内
容
を
ふ
 く
め
て
一
般
的
に
宗
教
学
（
㌍
 す
コ
ひ
 の
 o
h
 

再
生
 

ゐ
ざ
コ
 ）
と
い
う
 宅
 で
よ
ん
で
い
 

れ
は
筆
者
が
大
学
に
お
い
て
印
度
哲
学
専
攻
で
あ
っ
て
 ぬ
 示
教
学
科
出
身
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
、
理
由
の
大
半
を
 負
 う
て
い
 

に
は
宗
教
学
の
デ
ィ
シ
プ
リ
 ソ
 が
あ
る
筈
で
、
そ
れ
を
 受
 け
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
 

野
 特
有
の
デ
ィ
シ
プ
リ
 ソ
 に
よ
る
宗
教
研
究
（
仏
教
研
 

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
問
題
は
、
印
度
哲
学
科
を
拠
点
と
す
 

究
 ）
と
、
宗
教
学
的
方
法
論
に
 よ
 る
宗
教
研
究
と
の
間
に
 

る
 仏
教
研
究
だ
け
が
特
別
で
、
神
道
や
キ
リ
ス
ト
教
の
専
 

ど
の
よ
う
 

門
家
は
 

門
 を
く
ぐ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
デ
ィ
シ
プ
 リ
ソ
 に
よ
っ
て
宗
教
学
者
と
神
道
学
者
等
を
区
別
す
る
わ
げ
に
 は
い
か
な
 

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
一
学
科
の
独
立
に
は
特
有
の
 デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
伴
う
は
ず
で
、
そ
れ
が
広
義
の
方
法
 論
 に
も
つ
 

者
は
考
え
て
い
る
。
仏
教
研
究
は
宗
教
学
科
出
身
の
宗
 教
学
者
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
印
度
哲
学
科
 で
ぅ
げ
た
 

ン
に
よ
 る
仏
教
研
究
と
は
何
処
か
に
ち
が
い
が
あ
る
。
 

&
 示
教
研
究
と
い
う
大
枠
の
中
で
、
固
有
の
意
味
の
宗
教
学
 の
 範
囲
を
 

め
に
は
、
 先
づ
 、
こ
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
が
、
し
た
が
っ
て
 

 
 

今
回
の
宗
教
研
究
の
方
法
に
関
す
る
討
論
に
一
部
門
 代
 表
 と
し
て
参
加
し
た
意
義
は
、
第
一
匹
仏
教
学
ひ
い
て
は
 イ
ン
ド
 

る
か
、
両
者
の
接
点
と
分
離
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
 あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
以
下
は
そ
の
 ょ
う
 な
 い
わ
ば
 外
 

ら
の
宗
教
学
方
法
論
の
検
討
で
あ
る
。
 

る
 。
宗
教
学
 

宗
教
学
科
の
 

い
と
言
わ
れ
 

な
が
る
と
 筆
 

デ
ィ
シ
プ
リ
 

決
定
す
る
た
 

学
と
い
う
分
 

な
差
異
が
あ
 

廓
 的
立
場
か
 



同
時
に
か
れ
の
関
心
は
、
そ
の
イ
ン
ド
の
宗
教
聖
典
に
 

も
ら
れ
て
い
る
内
容
を
、
自
己
の
育
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
と
 

比
較
し
、
あ
る
い
は
 

ギ
リ
シ
ャ
の
古
典
と
比
較
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
神
話
」
と
 

か
 「
宗
教
」
と
い
う
普
遍
的
な
現
象
の
意
味
を
問
う
こ
 

と
に
む
け
ら
れ
て
い
っ
 

て
よ
い
。
こ
と
に
 
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
 
話
 研
究
と
、
そ
れ
に
 
基
づ
く
イ
ソ
 ド
 の
最
古
の
宗
教
古
典
「
 
リ
グ
 ・
 ヴ
ヱ
｜
 ダ
 し
の
研
究
は
、
か
れ
 

の
事
績
中
で
も
っ
と
も
不
朽
の
も
の
と
し
て
光
っ
て
 

い
  
 

オ で あ ひ 
l さ あ る と 筆 
ド ュ る 。 9 者   
大 う 。 と の の 

    
学 l い 同 理 
は は え じ 解 
移 生 ば 学 す る ぅ 」と 。とりで 常識で 卑近 野が予 であろ 義で、 
つ れ 既 者 る 

も あ な 想 う 宗説 

て つ に に と   
か き 
ら 言 気質 づうら こ 一 一 うがいる美食て る、 え 0 際のい 
の 語 か て に 

後 に   し 。 印 度、 ば に研 は 究 る 。 
か 哲 ヌ 何 発 （ 違 いが 半生（ 関する ろ よ う る。こ   
そ 出 l で は 照 

一 天 に と な 
八 才 

        排レま璽 

ら仏 の 教い と                             知学 う 来 ぅ 教 
f カ は 本   識者 術 る よ 研 
） 

マ の イ v@ - を は 語 の う 究 

で 恵 ツ イ ン 概 、 だ             
ク ン ド   諭 そ と 問 思   
ス ド 学 

言 て ・ 学 と 諒 せ ョ   題 と動 や手 ね ら 他方、 われる 

五 口口 い 。 （ 不 良知 ァ 筆 。 何 

学 た ュ お 教 でら ヒ 者埋 」 
う よ 学   l び と 宗教研 習得す なくて ム ヴ ・ の立場 金的に ま 究に 仏教 その 父 、     るも - , ア ッ かは ら 「 宛 " 

と イ ど と + 分と 八 す る 神一 子ハ - - 
つ ツ   実 」 三 
く 時 
東 代   ぅ学 が宗 専門 感 か だけ 号 、 
洋 の 

古 学   
典 問   
研 ら       
先 言 

者 つ   プそ憶                             
で、 て 

一も 貫、   よ の 最 

し オ ㊧ し 一   
た ッ た 契   

い 究 身 中 学 括 
と ク そ も 機 で 者 ・ 者               
い ス           的 立 な 

っ フ   ろ ひ は 分 前 走 
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マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
、
科
学
と
し
て
の
宗
教
学
の
独
 立
 
（
お
そ
ら
く
神
学
か
ら
の
、
ま
だ
、
哲
学
か
ら
の
で
 は
な
か
っ
た
）
に
 
一
 

 
 

 
 
 
 

 
 

然
 宗
教
）
の
追
求
、
と
い
う
点
で
、
な
お
、
規
範
的
要
 素
 の
つ
 よ
 い
も
の
で
あ
っ
た
 

 
 

よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

、 教学と宗教学 

主 が の 印 ョ 基 
張 隔地 欧 l づ， そ条 ら・ ずそのに 、 の英お                 ぎ あっよ 学者 う とす する 語の 作を 宗教 こと 協 の ター し 、 

一 の 学 の 祖 た 究     
西 北 の 旗 売 の を 示教の 老子と、 って る㍉ d アめ Ⅰの コ のの   上ヒ 

い 究 と み 出 か と 較 め もまなるては し 大 こ。 てい ね （   キリ その るこ 素し 養 た 

根   の ま 仏 生 さ 

    学る ヤ 
（ 

薯 白箆 芝こキ、 そ 
る     

る 田 印 ） の の 出 の ン 質 

観 る 語 り ら 研 し         
立 、 や ド と の 的 
を か 原 の 共 高 知 誠 に 神話れの示す 神話 y こ、 語と   



数
 せ
し
め
、
ど
の
分
野
の
研
究
に
せ
 よ
 、
宗
教
と
の
 関
 連
 な
し
に
は
解
明
さ
れ
な
い
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
 。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
 学
 

の
 業
績
中
で
は
宗
教
研
究
の
枠
に
包
括
さ
れ
る
も
の
の
 多
 い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
 学
 そ
れ
 自
 体
は
 、
宗
教
学
の
発
展
 

に
 寄
与
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
全
く
別
の
方
向
に
 む
い
て
展
開
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
 

（
 
5
-
 

て
、
 
特
に
宗
教
の
分
野
に
関
心
を
も
っ
た
と
い
う
に
 過
 ぎ
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
の
古
典
は
 宗
教
文
献
が
圧
倒
的
多
 

究
 は
か
れ
の
研
究
の
上
に
積
重
ね
ら
れ
て
発
展
し
て
 ぃ
 っ
た
 。
そ
の
学
問
１
１
「
イ
ン
ド
 学
 」
は
舌
口
語
学
的
 な
 厳
密
な
研
究
に
よ
っ
 

て
 古
典
を
正
確
に
読
み
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
イ
ン
ド
 文
 化
を
解
明
し
、
思
想
を
解
釈
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
 。
対
象
が
 イ
 ソ
 ド
と
い
 

ぅ
一
 地
域
に
限
定
さ
れ
、
研
究
の
力
法
も
ま
た
文
献
学
 的
 研
究
を
基
本
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
学
問
 の
 性
格
は
か
な
り
明
白
な
 

も
の
と
な
る
。
と
い
う
よ
り
「
イ
ン
ド
 学
 」
（
田
山
色
 
0
 幅
 ゼ
 ）
な
る
名
称
は
、
そ
の
名
か
ら
予
想
さ
れ
る
イ
ン
ド
 研
 究
 一
般
と
い
う
こ
と
か
 

ら
は
ほ
ど
遠
く
、
文
献
学
的
操
作
を
主
と
す
る
と
い
う
 方
法
論
的
規
制
に
よ
っ
て
、
研
究
の
対
象
を
古
典
イ
ン
ド
 の
 世
界
、
そ
れ
も
サ
ン
 

ス
ク
リ
ッ
ト
 語
 お
よ
び
そ
れ
と
同
系
の
諸
言
語
の
文
献
 

典
籍
・
碑
文
を
含
む
に
限
る
こ
と
に
な
っ
て
し
 ま
っ
た
。
同
時
に
そ
の
 

資
料
操
作
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
る
研
究
は
、
学
問
 分
 野
か
ら
か
え
ば
、
言
語
、
文
学
、
歴
史
、
哲
学
、
宗
教
、
 法
制
、
社
会
等
あ
ら
ゆ
 

メ
 
ア
 イ
 シ
フ
Ⅱ
 
ノ
ソ
 と
し
 千
し
、
サ
ソ
ス
ウ
ノ
 

Ⅱ
ノ
ッ
ト
五
皿
を
主
と
 

る
 方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
研
究
 す

る
イ
ン
ド
古
典
語
の
習
得
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
の
が
 

に
は
 、
各
自
の
方
法
の
適
用
が
要
求
さ
れ
る
に
し
て
も
、
 

「
イ
ン
ド
 
学
 」
の
 時
 

そ
の
全
体
に
共
通
す
る
 

色
 な
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ラ
ー
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
 宗
 教
 研
究
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
れ
が
、
イ
ソ
 ド
 学
者
の
ひ
と
り
と
し
 

の と 

直も 接、 
の 方 
経 法 
承 論 
に 的 
は は 

な か 
つ れ 

て な   
な り 

い こ え 
そ る 
れ と 

v@ - @ し 

対 ろ 
し に 
日ホ 

か 教 
れ 学 
が、 の 

4 発 
ソ 展 
ド の 

の 方 
研 向 
究 がミ 

は あ 
残 っ 
し た 
た と 

定 か 
跡 う 

  
次 は 
の   
世 今 
伏 日 

ほ の 
う 古 本 
げ 教 
つ 学 
がミ やよ 

れか 、 れ 
後 の 
の 学 
所 説 

(S18) 

つ
め
 重
大
な
礎
石
を
お
い
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
が
、
 そ
の
後
の
宗
教
学
の
形
成
発
展
の
過
程
は
か
な
り
複
雑
 の
よ
さ
で
あ
る
。
 
歩
 く
 

  

 
  

 



講
義
を
担
当
し
た
の
は
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
年
）
で
 

 
 

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
 

な
い
。
つ
つ
い
て
、
そ
の
紹
介
に
よ
っ
て
ミ
ュ
ラ
ー
の
 

下
 に
学
ん
だ
高
楠
順
次
郎
は
帰
国
後
、
同
三
十
二
年
に
は
 

じ
め
て
博
言
学
（
言
語
 

学
 ）
講
座
担
任
教
授
と
な
り
、
つ
い
で
三
十
四
年
、
 

梵
庄
 
明
 
学
講
座
を
創
設
し
て
、
そ
の
担
任
教
授
と
な
っ
た
。
 

，
 
」
の
講
座
開
設
は
宗
教
学
 

鮮
 
よ
り
も
、
ま
た
印
度
哲
学
よ
り
も
古
い
の
ほ
注
目
に
 

値
す
る
。
南
条
は
大
乗
仏
典
の
原
典
研
究
を
主
な
仕
事
 

と
し
た
が
、
高
楠
は
さ
ら
に
 

ぽ
 
広
く
梵
文
学
や
印
度
哲
学
の
領
域
に
わ
た
り
、
ま
た
 

 
 

日
の
仏
教
学
研
究
の
礎
を
ぎ
 

鱗
 
づ
い
た
。
現
在
、
筆
者
が
自
ら
を
直
接
に
関
わ
っ
て
 

い
る
と
考
え
、
専
門
と
み
な
し
て
い
る
仏
教
学
と
い
う
 

の
は
、
こ
の
マ
ッ
ク
ス
・
 
、
、
、
 

 
 

る
 仏
教
の
研
究
で
あ
り
、
 
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
 "
 

 
 

許
や
 パ
リ
許
の
原
典
研
究
文
献
学
 

 
 

史
の
構
成
を
主
な
仕
事
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

近
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
学
の
晴
天
と
い
う
点
で
は
、
 

し
 か
し
、
梵
語
学
の
導
入
に
さ
ぎ
立
っ
て
、
明
治
十
二
年
 

（
一
八
 
セ
 九
）
 原
担
 39  (519) 

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
も
と
で
 サ
ソ
ス
ク
り
ッ
ト
語
と
 文
献
学
を
習
得
し
た
南
条
文
雄
が
東
京
帝
国
大
学
で
 サ
 ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
 

一 一 一 

（
 3
 ）
 
オ
田
 @
 そ
え
り
ん
の
 
コ
 田
村
・
（
 
プ
 の
の
 

u
n
 

「
の
年
立
 

セ
ヨ
コ
 
の
 O
h
 （
 
オ
の
 し
 （
レ
オ
 
ヨ
ぃ
コ
 
の
・
 
8
 内
文
す
の
（
 
毛
 @
 
（
 
ゴ
 （
 
す
 の
の
 0
 ヨ
ヨ
 の
 巨
ぃ
 （
 せ
 0
 （
㏄
 u
 日
 p
 コ
い
 
い
 ゴ
曲
 
㍉
 
田
坤
 
，
 ベ
セ
ウ
 
-
 
の
 "
 

ド
 0
 コ
毎
 
0
 コ
 ・
（
 ト
 ㏄
 ト
つ
 
1
 。
べ
申
 

）
 

マ
ッ
ク
ス
・
 
ミ
 =
 ラ
ー
に
つ
い
て
は
 

コ
 望
月
仏
教
大
 群
ぬ
ビ
 ㎎
 
（
補
遺
Ⅱ
）
の
同
項
を
参
照
し
た
。
 

（
 4
 ）
ミ
ュ
ラ
ー
の
宗
教
学
上
の
功
績
 
ヒ
 そ
の
宗
教
学
の
性
格
 ほ
 つ
い
て
は
、
北
川
三
大
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
 字
 の
 展
 望
 」
（
同
氏
お
よ
び
 

M
.
 
ニ
 リ
ア
ー
デ
 
編
 、
岸
本
英
夫
監
 訳
コ
 不
軌
 学
 入
門
 L
 
一
九
 -
 
八
二
年
、
東
大
出
版
 
ム
さ
っ
 ・
 
ぎ
 ー
の
参
照
。
 

（
 5
 ）
 
断
 わ
る
ま
で
も
な
い
が
、
イ
ン
ド
字
は
 ミ
 @
 ラ
 ー
 以
前
 
一
世
紀
に
及
ぶ
歴
史
が
あ
る
。
そ
の
礎
石
を
ぎ
ず
い
た
の
は
の
 ヌ
 %
@
 
目
 い
 き
ヒ
 。
 す
コ
 
の
 

に
よ
る
 
一
 セ
八
四
年
の
ア
ジ
ア
協
会
下
の
田
 侍
 
ざ
 
り
 o
n
T
 
モ
 
0
*
 め
の
コ
 
の
 日
設
 -
 
エ
 に
あ
る
。
 
ミ
 @
 ラ
ー
の
出
た
一
九
世
紀
後
半
は
 、
学
者
が
輩
出
 

し
て
多
く
の
領
域
で
急
速
の
進
歩
を
み
せ
た
点
で
、
イ
ン
ド
 学
 の
 全
盛
時
代
で
あ
っ
た
。
 



研
究
め
草
分
け
と
し
て
、
印
度
哲
学
科
で
業
績
が
出
る
 

の
に
先
立
っ
て
、
原
始
仏
教
等
の
研
究
を
手
が
げ
た
点
に
 

み
 と
め
ら
れ
る
。
（
 

7
 ）
 

め
 力
者
と
し
て
、
印
度
哲
学
や
梵
語
学
の
高
楠
に
匹
敵
 し
ぅ
る
 地
位
に
あ
る
が
、
 
そ
の
個
人
的
業
績
と
し
て
は
、
む
し
ろ
近
代
的
な
仏
教
 

山
 が
和
漢
文
学
科
講
師
と
し
て
「
仏
書
講
義
」
を
担
当
 し
た
こ
と
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
内
容
は
従
来
の
 日
本
の
伝
統
を
ふ
ま
え
 

た
 仏
教
学
で
漢
訳
仏
典
の
講
読
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
っ
 た
が
、
明
治
十
四
年
の
学
科
改
正
に
伴
い
、
東
洋
哲
学
 の
 一
翼
と
し
て
、
支
那
 

哲
学
と
並
ぶ
「
印
度
哲
学
」
の
名
称
を
与
え
ら
れ
た
。
 ，
 
」
れ
は
帝
国
大
学
の
性
格
上
、
特
定
宗
教
の
科
目
を
お
く
 こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
 

た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
仏
教
の
教
理
を
哲
学
 と
 考
え
る
こ
と
は
、
明
治
初
年
西
洋
の
 ブ
イ
 ロ
ソ
フ
ィ
 １
が
輸
入
さ
れ
た
時
、
 

そ
の
術
語
を
訳
す
の
に
、
多
く
仏
教
の
用
語
を
借
用
し
 た
事
情
を
考
え
る
と
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
 知
れ
な
い
。
と
に
か
く
 

仏
教
を
イ
ン
ド
で
形
成
さ
れ
た
哲
学
思
想
と
し
て
と
ら
 ，
 
え
 た
こ
と
は
、
歴
史
的
客
観
的
な
見
方
を
そ
の
研
究
に
導
 入
す
る
第
一
歩
と
な
っ
 

た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
印
度
哲
学
と
い
う
学
科
名
は
 、
仏
教
以
外
の
イ
ン
ド
の
諸
哲
学
や
宗
教
に
つ
い
て
の
 講
義
や
研
究
を
、
科
目
 

変
更
な
し
に
容
易
に
導
入
し
う
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
 ，
 
」
れ
は
 予
 難
し
な
か
っ
た
功
績
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
 知
 れ
な
い
。
果
し
て
、
 梵
 

語
の
講
義
が
開
か
れ
、
梵
語
学
の
講
座
が
開
設
さ
れ
る
 に
 応
じ
て
、
研
究
分
野
は
次
第
に
仏
教
外
に
も
広
ま
る
こ
 と
と
な
る
が
、
そ
の
 契
 

機
 と
な
っ
た
の
は
明
治
三
十
 セ
年
 学
科
の
独
立
と
、
 高
 楠
に
よ
 る
本
格
的
な
印
度
哲
学
史
の
開
講
で
あ
っ
た
。
 や
 が
て
、
大
正
一
八
年
印
度
 

哲
学
の
講
座
開
設
と
共
に
、
印
度
哲
学
梵
文
学
科
と
い
 う
 、
イ
ン
ド
学
の
万
法
論
を
基
本
的
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
 と
す
 る
 学
問
研
究
の
場
が
形
 

成
 、
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
今
日
に
至
る
仏
教
学
の
発
展
を
右
の
 よ
う
 な
 一
学
科
の
系
譜
、
あ
る
い
は
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
 直
系
の
み
の
功
績
に
 

帰
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
と
え
ば
、
同
じ
 イ
 ソ
 ド
 学
的
、
あ
る
い
は
近
代
 ョ
 ー
 p
"
 パ
の
 批
判
的
研
究
に
立
 つ
 業
績
と
し
て
は
、
 ド
 

イ
 ソ
 の
 ド
 イ
セ
ン
（
 勺
ロ
の
伝
 
お
し
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
 
り
 ス
 ・
デ
ヴ
ィ
ッ
。
 
ス
 （
カ
ゴ
 
毬
妥
 山口
の
）
な
ど
に
学
ん
だ
 

姉
崎
正
治
の
一
連
の
労
 

作
の
意
義
も
無
視
し
え
な
い
。
姉
崎
は
い
 う
 ま
で
も
な
 く
 我
国
最
初
の
宗
教
学
講
座
担
任
教
授
で
あ
り
、
日
本
の
 宗
教
学
確
立
の
最
大
の
 

(520)  40 



他
方
、
仏
教
学
に
お
け
る
批
判
的
研
究
、
歴
史
的
研
究
 

の
芽
は
 
、
 必
し
も
 
イ
 ソ
 ド
 学
の
輸
入
を
ま
つ
ま
で
も
な
 く
、
 育
ち
つ
つ
あ
っ
 

た
 。
そ
れ
が
明
治
以
後
に
お
い
て
は
、
他
の
分
野
に
お
 

け
 る
 西
洋
の
学
問
の
輸
入
の
影
響
に
も
お
 

う
 て
い
る
こ
と
 
は
 勿
論
で
あ
る
が
、
 
そ
 

の
 素
地
は
江
戸
時
代
の
考
証
学
的
雰
囲
気
の
中
で
育
っ
た
 

仏
典
研
究
の
中
に
も
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

江
戸
時
代
に
お
け
る
仏
教
の
学
問
は
 

、
 い
 う
 ま
で
も
な
 
く
各
 宗
の
教
義
を
基
盤
と
す
る
「
神
学
」
で
あ
っ
て
 

、
科
 学
 で
も
批
判
的
研
究
 

で
も
な
い
。
し
か
し
仏
教
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
学
（
 

&
 
示
乗
 
）
と
な
ら
ん
で
、
「
余
乗
」
の
名
で
他
宗
お
よ
び
 

仏
 教
の
基
本
的
教
理
を
学
 

習
 す
る
伝
統
が
あ
っ
た
。
唯
識
と
か
倶
舎
の
学
、
あ
る
 

い
は
大
乗
起
信
論
な
ど
は
、
こ
の
種
の
基
礎
的
教
理
の
学
 

と
し
て
、
 
各
 宗
を
通
じ
 

て
 学
習
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
仏
教
の
枠
の
中
で
の
み
 

考
 え
た
場
合
、
こ
の
基
礎
的
な
学
問
は
、
 

各
 宗
の
教
義
に
 
対
し
て
は
一
応
中
立
的
 

で
あ
り
、
 
各
 宗
の
信
仰
に
関
わ
ら
な
い
点
で
は
非
宗
学
 

的
で
す
ら
あ
り
 
ぅ
る
 。
加
え
て
、
江
戸
時
代
の
仏
教
が
 

、
 全
体
と
し
て
信
仰
の
仏
 

教
よ
 り
は
学
問
の
仏
教
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
よ
 

う
 に
 、
 宗
典
、
仏
典
の
出
版
や
解
釈
に
主
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
 

、
明
治
以
後
の
仏
教
学
 

0
 発
達
し
大
き
な
 
カ
 と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 

一
切
経
を
読
ん
で
大
乗
非
仏
説
を
唱
え
た
富
永
仲
基
な
 

ど
は
、
仏
教
外
の
人
で
 

も
あ
り
、
そ
の
業
績
は
例
外
中
の
例
外
で
は
あ
る
が
、
 

そ
 れ
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
材
料
の
提
供
は
江
戸
時
代
の
 

仏
教
自
体
の
中
に
存
在
 

し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
明
治
初
年
の
仏
教
学
は
 

、
，
 
」
の
よ
う
な
伝
統
的
学
問
を
身
に
つ
げ
た
学
者
た
ち
に
よ
 

っ
て
、
超
宗
学
的
Ⅱ
 

わ
は
廿
 

六
一
 

鱗
 
盤
の
上
に
立
っ
て
講
義
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

埼
 

さ
て
、
伝
統
的
仏
教
研
究
の
近
代
的
学
問
へ
の
 

腕
 皮
は
 、
 彪
 大
な
漢
訳
仏
典
 
や
シ
ナ
 
、
日
本
の
仏
典
の
中
 

か
ら
、
三
国
伝
統
の
仏
教
典
 

を
 

餅
 
く
み
立
て
、
そ
れ
を
通
し
て
、
仏
教
の
本
源
に
 

遡
 る
と
い
う
方
向
を
辿
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
 

過
程
に
お
い
て
現
わ
れ
た
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

村
上
は
伝
統
的
な
仏
教
学
の
畑
か
ら
出
て
、
 

仏
報
 の
 原
 理
や
教
理
に
関
す
る
理
論
的
研
究
、
す
な
わ
ち
仏
教
教
理
 

学
な
う
ち
 
立
て
た
学
者
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以
上
、
そ
の
 

す
る
基
本
的
 デ
 

る
 。
 

す
な
 ね
 ち
、
 

体
系
的
把
握
を
 

で
あ
・
る
が
、
 そ
 大

筋
を
辿
っ
て
ま
た
わ
が
国
の
仏
教
学
の
形
成
過
程
は
 、
 そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
仏
教
学
の
研
究
方
法
や
目
的
、
 そ
 れ
に
 要
 

ッ
 シ
プ
リ
ン
、
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
 研
究
対
象
に
つ
い
て
の
限
界
等
を
示
し
て
い
る
も
の
と
 思
わ
れ
 

近
代
的
学
問
と
し
て
の
仏
教
学
は
、
文
献
学
的
方
法
と
 歴
史
的
方
法
に
よ
っ
て
、
聖
典
と
仏
教
教
理
の
歴
史
的
な
 ら
び
に
 

仝
て
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
教
理
の
把
握
が
日
 的
に
あ
る
と
い
 5
 こ
と
は
、
い
わ
ば
前
代
の
仏
教
学
か
ら
 の
 継
承
 

の
た
め
に
採
用
す
る
方
法
論
に
お
い
て
近
代
性
と
客
観
性
 が
 認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
教
 学
は
近
 

四 

（
 
6
 ）
以
下
、
梵
文
学
や
印
度
哲
学
の
講
座
開
設
の
歴
史
な
ど
 
ほ
 つ
い
て
は
、
「
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観
 

L
 （
昭
和
十
五
年
刊
 ）
の
「
文
学
部
・
 
印
 

度
 哲
学
梵
文
学
科
」
の
章
に
よ
る
。
 

（
 
7
 ）
埴
谷
文
雄
「
姉
崎
正
治
の
業
績
」
（
宗
教
研
究
第
一
四
 
セ
号
 ）
 二
 0
 頁
 以
下
参
照
。
 

（
 
8
 
）
村
上
に
先
立
っ
て
、
姉
崎
は
そ
の
労
作
 
司
 仏
教
聖
典
主
 論
 L
 （
明
治
三
二
年
）
に
お
い
て
、
「
富
永
仲
基
の
緒
を
つ
ぐ
」
 

こ
と
を
自
負
し
 
、
聖
 

典
の
批
判
的
研
究
の
必
要
と
、
大
乗
仏
典
の
非
仏
説
な
る
所
以
 を
 説
い
て
い
る
。
埴
谷
、
前
掲
論
文
参
照
。
な
お
、
村
上
専
精
 の
 業
績
に
つ
い
 

て
は
、
 註
 
（
 
6
 ）
の
資
料
参
照
。
 

で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
論
は
歴
史
的
研
究
と
も
い
 う
 べ
き
 も
の
で
、
む
し
ろ
仏
教
史
学
の
開
拓
者
と
し
て
記
憶
 
さ
れ
た
方
が
よ
い
。
 
今
 

2
 

 
 

日
 、
仏
教
学
の
中
で
重
要
な
分
野
を
し
め
る
シ
ナ
仏
教
 や
 日
本
仏
教
の
研
究
は
、
村
上
た
ち
の
努
力
を
媒
介
と
し
 て
 、
伝
統
的
な
仏
教
研
）
 5

2
2
 

究
の
地
盤
と
蓄
積
の
継
承
の
上
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
 る
 。
イ
ン
ド
仏
教
の
研
究
と
い
え
ど
も
、
そ
の
教
理
解
釈
 に
つ
い
て
は
、
こ
空
 畜
 
（
 

債
を
除
い
て
は
長
足
の
進
歩
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
 で
あ
る
。
 



い
る
も
の
は
、
そ
の
実
は
一
方
に
お
い
て
各
家
の
宗
学
を
 

包
括
し
、
ま
た
他
方
、
仏
教
と
い
う
一
大
文
化
現
象
が
 

ふ
く
も
あ
ら
ゆ
る
面
の
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

鮮
 
遺
産
 ｜
 美術
や
文
学
等
を
そ
の
対
象
と
し
て
 
い
る
。
い
わ
ば
、
仏
教
研
究
の
総
称
の
よ
う
な
も
の
で
 

あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
学
が
広
 

ぼ
 
義
に
は
宗
教
研
究
の
総
体
を
意
味
す
る
の
と
パ
ラ
レ
 

か
 な
関
係
に
あ
る
。
ま
た
、
上
述
の
仏
教
学
が
、
そ
の
 

研
究
の
素
材
を
主
に
文
献
 
資
 

群
料
仁
 あ
お
い
で
い
る
こ
と
ほ
、
そ
の
対
象
と
な
る
も
 

の
が
、
歴
史
的
に
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
に
 

限
 ら
れ
て
し
ま
い
、
生
き
た
 
現
 

制
 
実
の
仏
教
の
諸
問
題
の
解
決
に
は
直
接
役
立
た
な
い
 

こ
と
、
あ
る
い
は
、
あ
え
て
そ
の
問
題
か
ら
逃
げ
て
い
 

る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
 

う
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
教
理
の
理
解
 

や
 、
仏
教
 史
 の
 知
識
が
 、
 他
の
あ
ら
ゆ
る
仏
教
研
究
の
基
礎
に
あ
る
 

べ
き
こ
と
も
ま
た
否
定
出
来
 

 
 

な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
し
、
仏
教
学
を
厳
密
な
意
味
で
一
 

個
の
学
問
体
系
と
考
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
方
法
論
の
 

確
立
し
て
い
る
点
も
考
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ら
 、
デ
ィ
シ
プ
 リ
ソ
 と
し
て
は
第
一
匹
、
文
献
の
読
解
 

力
 、
つ
ま
り
必
要
な
諸
語
学
の
習
得
が
要
求
さ
れ
る
わ
 

け
 で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
仏
教
学
を
右
の
よ
う
な
内
容
に
限
る
こ
と
 

に
は
異
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
に
、
今
日
、
仏
教
 

学
の
名
で
 ょ
 ば
れ
て
 

を
 除
い
た
な
ら
ば
、
仏
教
学
は
宗
学
の
立
場
に
逆
戻
り
 

す
る
危
険
が
多
分
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
性
は
む
 

し
ろ
方
法
論
に
あ
り
、
 

研
究
も
先
ず
、
文
献
学
と
歴
史
学
の
面
に
お
い
て
求
め
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
仏
教
学
は
、
そ
の
発
展
と
 

と
も
に
、
他
の
諸
科
学
 

の
方
法
論
を
と
り
入
れ
る
必
要
を
生
じ
、
ま
た
そ
れ
に
 

ょ
 っ
て
研
究
の
領
域
も
拡
大
し
た
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
 

は
こ
の
一
一
つ
の
方
法
論
 

を
 は
な
れ
な
い
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
 

に
 、
そ
の
う
ち
の
ょ
り
基
礎
的
な
も
の
と
な
れ
ば
、
 
資
 料
の
解
読
に
帰
す
る
か
 

代
 的
な
方
法
論
を
厳
密
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

神
 学
か
ら
脱
皮
し
た
の
で
あ
る
が
、
目
的
と
い
う
点
か
ら
み
 

る
と
、
教
理
の
解
釈
学
 

で
あ
り
、
規
範
の
学
で
あ
り
、
純
然
た
る
記
述
、
実
証
 

の
 学
に
は
と
ど
ま
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

そ
 ね
た
 げ
に
、
近
代
的
学
 

間
性
あ
る
い
は
学
問
の
客
観
性
の
保
持
に
こ
と
さ
ら
 

気
 を
 配
る
必
要
も
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
文
献
学
や
歴
史
学
 

が
 不
可
欠
の
武
器
と
さ
 

れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
文
献
批
判
に
も
と
づ
く
聖
典
そ
の
 

他
の
資
料
の
正
確
な
解
読
と
、
そ
れ
を
歴
史
的
な
発
達
に
 

応
じ
て
配
置
す
る
こ
と
 

が
 、
旧
来
の
神
学
的
宗
学
的
な
価
値
判
断
（
教
相
判
釈
）
 

に
か
わ
る
教
理
の
客
観
的
評
価
を
可
能
と
す
る
の
で
あ
 

っ
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
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K こ 較 ね 
至 を 宗 あ 以 
つ と 散 て 上   
た お 学 は       
の し は ま 仏 教 括者 
と て 仏 る 教 学的等 仏 

相 、 教 こ 半 と に 々 教 

似 そ 学 と の 
しいが 学 

し の 等 で 特   " 一     
る に   性 空敵営 
あ は 巨 学問 

し る そ そ し   
て、 力し に 純粋 対 の れ 。 と 教 と 

、 宗 家 村 払 
そ 教 を し 教 

  
教理 の後 （自 宗教 て 、   

与 に し 

の 然 と 宗 学 え従て 
ら 事い にそ 宗教 宗教 い う 教学   

学 ） 価 は の 
  

の を 値 そ 核 
  
け る   

発 米 材 の を で が お 

展 め に 回 米 あ 、 そ 
は て 求 宥 め 

、 い め の た 

も た て 領 の 日 教 らく る。 そこで 

        域 で 理は本 
ろ こ ろ を あ 

、 ね 。 ど る 
け の解教理 だ   ： こに 士示教のは仏教 力 求 ことに @ 、 し   

審 が そ め れ   
観 そ の て は さ し ョ 

  化 の 出 い 他   
  散 発 る の そ ロ 

村 議 点 の 成 
そ の ッ 

こ 基 バ 
に 本 で 

要 に は 五宗教 家化のの根元 におい であろ が 求   
可 を て う の         
を て 各 ケ @ ヒ ほ て 字 

  前 原 家 
提 胎 教 お 

いい者 限な 、 
と 仏 の お り " かシ 。 ナ 

す 散 地 む   44  綴字 

史 問 恐 後 者 実 慮 
な に ら の は の に 入れ 含めよっ く 、 問題 学問 仏教 

た て そ に の の て 
） は の 対 領 諾   

に 解 間 し 域 間 右 
帰 決 題 て か 題 の 

青田のはらとよ す来学 、 はい う 

る な 間 他 ず 5 な 
と い 的 の れ な 文 
い 国 道 学 る か 献 
ぅ 有 未 聞 （ に に 

このはにたはも と 領 " ゆと " と 

で域 あ がれねば仰く こだえ信 づ 
る " を て 仏 の " 

。 仏 宗 そ 数 間 歴 
教 教 の の 題 史   
毛 蚕 の 理 現 俸 
で ね た 解 家 系 
よ る め に 的 的 
ば べ の よ 機 研 
れ き 基 っ 能 究 
る も 礎 て の を 
べ の を は 分 も 

き で 提 仏 祈 っ     
、 逆 と は 割 固   
領域と は究極 V えず、 備 って うない 味の追 

的 仏 足 と 求 み 
に 教 し い と な 
は 研 な う い す 
仏 究 げ よ う べ ぎで 数数 の中 れば な う 両面・     
理 学     前 現 



こ
と
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
 

、
そ
の
神
学
か
ら
出
来
る
だ
 
け
 距
離
を
保
っ
こ
と
を
 
存
 在
 理
由
と
し
た
こ
と
に
 

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
傾
向
を
徹
底
し
て
い
 

っ
た
 時
、
果
し
て
宗
教
学
の
求
め
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
 

の
 疑
問
が
生
れ
て
く
 

る
 。
こ
れ
は
筆
者
の
疑
問
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
 

す
 で
に
十
年
前
に
、
宗
教
学
者
自
ら
が
、
宗
教
学
は
「
宗
教
 

丑
 
ど
に
終
る
の
か
と
い
う
 

形
で
提
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
（
 

0
 
1
 ）
 

宗
教
学
が
実
証
 
学
 、
経
験
科
学
、
な
い
し
は
行
動
科
学
 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
を
こ
こ
で
否
定
す
る
も
の
で
 

ほ
 な
い
が
、
も
一
つ
 

0
 間
頭
 は
 、
宗
教
学
が
心
理
学
そ
の
他
の
既
存
の
学
問
の
 

方
法
論
の
た
え
ぎ
る
輸
入
の
上
に
発
展
し
て
来
た
こ
と
 

は
 、
そ
の
研
究
助
長
の
 

群
 
有
効
性
は
み
と
め
る
に
し
て
も
、
つ
い
に
固
有
の
方
 

法
を
持
ち
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 

。
つ
ま
り
、
宗
教
学
は
宗
教
 

ぼ
 
心
理
学
そ
の
他
の
総
合
以
外
の
何
も
の
で
も
な
 

い
 の
 か
と
い
う
こ
と
、
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
何
処
に
 

固
 有
の
領
域
が
あ
る
の
か
と
 
ぃ
 

 
 

と
 未
開
民
族
の
研
究
を
主
に
し
て
い
た
人
類
学
が
 

、
そ
 の
方
法
を
も
っ
て
文
明
社
会
 

￥
の
解
明
に
進
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
総
合
的
性
 

格
 と
相
 倹
 っ
て
、
宗
教
学
の
全
領
域
に
と
っ
て
か
わ
り
 

  

 
 

達
の
故
も
あ
っ
て
、
宗
教
の
機
能
的
研
究
は
文
化
人
類
 

学
の
領
域
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

こ
れ
も
ま
た
、
目
的
の
問
題
と
っ
た
が
る
で
あ
ろ
う
。
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各
種
の
実
態
調
査
と
統
計
的
処
理
が
大
小
 に
 利
用
さ
れ
 つ
っ
あ
る
。
実
証
 学
 化
の
度
合
が
、
宗
教
学
の
確
立
の
度
 合
 と
み
な
さ
れ
て
い
る
 

し
て
、
心
理
学
・
社
会
学
な
い
し
は
民
族
学
の
方
法
が
採
 片
 さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
宗
教
研
究
の
道
具
と
さ
れ
る
と
 共
に
、
独
立
の
一
分
野
 

な
 形
成
し
て
来
た
。
さ
ら
に
最
近
ほ
文
化
人
類
学
の
方
 法
 が
人
間
の
も
つ
宗
教
機
能
の
綜
合
的
把
握
に
有
力
な
武
 器
 と
し
て
導
入
さ
れ
、
 

他
の
領
域
に
は
み
ら
れ
な
い
宗
教
独
特
の
範
囲
と
機
能
 を
 見
出
す
こ
と
、
つ
ま
り
、
宗
教
の
特
質
を
つ
か
む
こ
と
 に
か
え
ら
れ
た
。
こ
 う
 

存
在
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
宗
教
の
木
 質
を
明
ら
か
に
す
る
よ
り
も
、
人
間
の
い
と
な
む
諸
文
化
 現
象
の
う
ち
に
あ
っ
て
 

る
 、
現
象
記
述
の
学
、
実
証
学
へ
の
方
向
を
辿
っ
て
 来
 た
 。
す
な
わ
ち
宗
教
学
は
規
範
の
学
と
し
て
で
は
な
く
、
 経
験
の
学
と
し
て
そ
の
 



と
こ
ろ
で
、
 
こ
，
 
0
 間
頭
、
つ
ま
り
、
宗
教
学
が
客
観
的
 実
証
 学
 
・
経
験
学
で
あ
る
こ
と
に
徹
底
し
た
場
合
に
お
 こ
る
危
険
に
対
し
て
 

（
 
2
 
l
 ）
 

は
 、
す
で
に
、
宗
教
学
の
内
部
で
課
題
と
さ
れ
、
 

斬
 ら
 し
い
動
向
を
生
み
出
し
て
い
る
模
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

「
宗
教
現
象
学
」
と
 

か
 、
「
理
解
の
宗
教
学
」
の
名
で
始
め
ら
れ
た
、
宗
教
 学
の
方
法
論
的
反
省
を
含
む
立
場
で
、
そ
こ
で
は
、
宗
教
 学
 に
は
社
会
学
的
方
法
 

や
 心
理
学
的
方
法
の
み
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
独
自
性
 が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
宗
教
の
も
っ
「
意
味
」
の
探
求
 に
お
 き
 、
そ
れ
を
「
 理
 

解
 」
と
よ
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
方
法
論
的
に
、
実
証
、
記
 述
か
ら
解
釈
へ
と
重
点
が
移
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
 

こ
れ
は
別
の
面
で
い
 
，
え
 

ぱ
 、
元
来
宗
教
学
の
固
有
の
領
域
か
ら
は
ず
さ
れ
て
 ぃ
 た
 
「
宗
教
哲
学
」
の
勢
力
挽
回
と
も
 
<
r
@
 

げ
 と
れ
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
そ
し
て
、
そ
の
 背
 

景
 に
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
「
実
存
」
の
問
題
で
 あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
を
扱
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
宗
教
の
全
体
 を
 組
織
す
る
こ
と
が
 可
 

能
 で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

同
時
に
、
そ
こ
に
は
神
学
へ
の
復
帰
と
宗
教
学
否
定
の
 危
険
も
内
在
す
る
如
く
、
こ
と
に
理
解
の
問
題
に
体
験
が
 要
求
さ
れ
れ
ば
、
 
学
 

問
か
ら
信
仰
の
領
域
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
 そ
 れ
は
仏
教
学
が
、
文
献
学
的
価
値
中
立
性
や
、
客
観
主
義
 を
と
る
の
に
対
し
、
 
宗
 

学
 な
い
し
、
宗
門
の
側
か
ら
批
難
が
お
こ
る
の
と
に
て
 い
な
い
こ
と
も
な
い
 
0
 

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
神
学
 ん
不
ッ
 サ
ン
ス
の
一
端
に
つ
 
ら
な
る
、
自
由
主
義
に
対
す
る
反
動
と
さ
れ
る
の
で
、
 多
分
に
警
戒
を
要
す
 

る
よ
う
 で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
の
諸
科
学
の
方
法
を
排
 除
す
る
方
向
に
で
 
は
 な
く
、
そ
れ
と
の
協
調
に
お
い
 て
 、
「
意
味
」
が
間
 わ
 

ね
 、
「
解
釈
し
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
学
の
独
 立
 の
た
め
に
む
し
ろ
望
ま
し
い
方
向
で
あ
る
 よ
う
 に
 、
 筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
 

-
 
ク
 
1
 
3
 
）
 

宗
教
学
は
基
礎
 学
 で
あ
り
、
医
術
に
対
す
る
基
礎
医
学
 に
 相
当
す
る
と
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
ば
仏
教
 学
 
（
教
理
学
）
と
て
 

も
 同
様
で
あ
る
。
そ
の
基
礎
と
い
う
意
味
は
、
研
究
の
対
 象
 が
人
間
の
も
つ
根
元
的
な
機
能
で
あ
る
点
に
お
い
て
 で
あ
っ
て
、
方
法
論
的
 

に
一
つ
の
固
定
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
 意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
総
合
的
方
法
論
 で
あ
る
点
に
特
色
が
あ
 

る
と
考
え
た
方
が
 よ
い
 で
あ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
総
合
の
 基
本
（
目
的
）
が
ど
こ
に
み
と
め
ら
れ
る
か
で
、
仏
教
 学
 の
よ
う
に
組
織
立
て
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インド 学 ・仏教学と宗教学 

臼 @ ノ ・ 

か 

（
 穏
 ）
小
口
 偉
一
 
「
宗
教
学
五
十
年
の
歩
み
」
宗
教
研
究
第
一
 

四
セ
号
、
や
に
 

（
Ⅲ
）
イ
ン
ド
に
お
い
て
今
日
ヒ
ン
ズ
 去
 そ
の
他
土
着
宗
教
 の
 研
究
は
文
化
人
 接
学
 （
イ
ン
ド
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
系
統
を
 

ぅ
 け
て
社
会
人
類
学
で
 

あ
る
が
）
の
導
入
に
よ
っ
て
 烏
速
 に
発
展
し
た
 
0
 ヒ
ン
ズ
ー
 教
 は
そ
の
高
度
の
組
織
化
さ
れ
た
 宗
 ・
 
教
 体
系
に
関
し
て
は
、
た
と
 い
 近
代
の
諸
宗
 

教
 で
も
、
一
応
「
イ
ン
ド
 学
 」
の
領
域
に
属
し
、
そ
の
方
法
を
 も
っ
て
処
理
さ
れ
う
る
が
、
カ
ー
ス
ト
制
度
と
密
接
し
て
現
に
 機
能
し
て
い
る
 

宗
教
は
部
族
宗
教
を
ふ
く
め
て
、
全
く
イ
ソ
 ド
 学
の
枠
外
に
あ
 り
 、
そ
の
解
明
は
ず
っ
と
お
く
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
日
本
な
ら
 ば
 、
民
俗
学
や
 

民
間
信
仰
の
研
究
と
い
う
形
で
の
宗
教
学
の
課
題
と
さ
れ
た
 部
 方
 で
あ
る
。
 

（
は
）
以
下
、
田
九
徳
 善
 
「
宗
教
学
方
法
論
に
お
け
る
最
近
の
 

問
題
」
宗
教
研
究
第
一
 

-
 
八
八
号
 
毛
 ・
で
 し
 。
石
津
 照
璽
 
「
宗
教
 研
究
の
 
-
U
@
 

担
 ゆ
と
々
 

小
一
教
 

一
 

的
 実
存
の
問
題
点
」
宗
教
研
究
、
第
一
八
九
号
、
毛
・
）
も
の
。
 

和
 井
田
 学
 
「
ヴ
ァ
 ッ
 八
宗
教
学
の
構
造
分
析
」
同
上
訴
同
号
で
 P
P
S
 ム
ぎ
 
等
 

を
参
照
。
た
だ
し
、
説
明
に
も
し
誤
り
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
 筆
 者
の
理
解
の
不
足
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 

（
 
穏
 ）
岸
本
英
夫
「
宗
教
学
 ヒ
 （
昭
和
三
六
年
Ⅹ
 

や
の
 

ら
れ
た
教
理
体
系
を
基
準
と
す
る
も
の
で
な
い
だ
げ
に
、
 そ
の
探
知
は
 よ
 り
困
難
で
あ
る
と
と
も
に
、
な
お
さ
ら
 必
要
と
さ
れ
る
こ
と
と
 

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
宗
教
学
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
 と
 し
て
課
す
も
の
の
内
容
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
 が
 如
何
な
も
の
で
あ
ろ
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宗教研究と概念の 構造及び facts の構造につし 

の も る 捉 
小 爪 形で現 在り 教 、こ 。 X える 宗教 い 題点の 0 のま 、 従 

方 の 軸 過 現 申 こ わ 来 学 の領 を と 点 a 於 に 当性 象の 一 の の よ し、 の宗 

い で か に 研 、 5 分 散 域 
5 高 て 関 完 工 な 析 学 の   論ま あの点な考え の 事 種 もの る こ 、 。 しての 扱う り 的研究 いく、 " む 、 
方 b 厳 の 方 。 操 兵 こ 象 
な で 密 論 法 概 作 体 の の 
加 低 度 立 論 念 通 約 ょ 整 

体 5   
げ で 的 化 

聞 こ て の 

に 分 

こ が 。 の 
こ "  事 ， 点 

の     で こ 実 で 

@k こ を 不 そ ものは 方法論 軸 Y この X 関する 、 で観充 案分 
れ 間 し な 宗教 的所 日雇 度に 軸を ら 題 、 も 

究 ; 関 Y 現 の に 概 の 
諾 す 念 が   問 る の 多 
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て
 

宗
教
研
究
と
概
念
の
構
 

の
構
造
に
つ
い
て
 

追
及
 び
や
ヰ
 の
有
学
的
 事
睾
 

野
村
暢
 
清
 



と
し
て
 Y
 軸
に
関
係
し
て
い
た
。
私
が
こ
こ
で
取
り
あ
 つ
か
ぅ
 も
の
は
強
く
 X
 軸
に
関
係
す
る
。
特
に
 Y
 軸
に
関
 体
 す
る
部
分
に
つ
い
て
 

は
 稿
を
更
め
る
こ
と
に
す
る
。
 

私
は
こ
こ
で
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
諸
問
題
の
全
体
に
 つ
い
て
論
じ
よ
う
と
は
し
な
い
。
 吾
 々
が
部
分
に
つ
い
て
 論
ず
る
よ
う
に
な
っ
 

た
だ
け
、
そ
れ
だ
け
宗
教
学
が
展
開
し
た
こ
と
を
示
し
 て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
 

今
、
私
ど
も
が
キ
リ
ス
ト
教
村
落
の
入
口
紅
あ
る
と
 考
，
 
ぇ
よ
う
 。
道
が
あ
り
、
 向
う
 に
教
会
が
学
校
が
見
え
、
 数
 多
く
の
家
々
が
立
ち
 

な
ら
ん
で
い
る
。
車
や
人
々
の
数
も
多
い
。
日
曜
に
は
 教
 余
 で
幾
度
び
も
の
ミ
サ
が
行
わ
れ
、
週
日
の
午
後
に
も
 教
会
の
中
に
は
人
々
が
 

じ
っ
と
動
か
ず
に
坐
し
て
冥
想
 し
 、
あ
る
い
は
祈
る
。
 若
 者
も
老
人
も
教
会
に
入
り
乗
っ
て
は
祈
っ
て
 

し
の
よ
う
な
ア
イ
ル
ラ
ン
 

ド
や
 オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
の
町
を
考
え
よ
う
。
 

こ
の
村
落
で
の
無
数
の
事
象
を
、
ど
の
よ
う
に
選
択
し
 、
 整
理
し
、
概
念
化
し
、
分
析
す
る
の
か
。
こ
こ
に
 吾
 々
 0
 具
体
的
問
題
場
面
 

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
研
究
操
作
を
取
り
扱
っ
 た
 方
法
論
と
し
て
は
岸
本
英
夫
教
授
の
宗
教
学
方
法
論
が
 あ
げ
ら
れ
る
。
定
義
、
 

蒐
集
、
整
理
、
解
釈
と
い
う
段
階
区
分
で
、
事
実
を
分
 析
 し
て
い
く
過
程
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
の
 一
つ
の
重
要
な
仕
事
で
 

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
先
ず
人
間
の
営
み
の
中
か
ら
宗
教
 的
 現
象
を
 よ
 り
わ
 け
 、
そ
れ
を
蒐
集
整
理
し
て
、
解
釈
に
 至
る
。
立
派
な
仕
事
で
 

あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
実
証
科
学
の
展
開
は
、
帰
納
 駒
方
法
の
重
視
か
ら
、
理
論
を
重
視
し
、
論
理
的
分
析
 過
 程
 を
も
重
視
す
る
方
向
 

に
 動
き
 乗
 っ
て
い
る
。
岸
本
教
授
の
こ
の
論
文
の
著
述
は
 帰
納
重
視
の
時
代
に
強
く
属
し
て
い
た
。
 

私
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
概
念
の
構
造
、
片
 a
c
 

（
の
の
 

構
造
の
問
題
は
理
論
及
び
論
理
的
分
析
過
程
に
関
係
す
る
 と
い
え
よ
 う
 。
従
来
 

宗
教
学
で
は
、
方
法
論
に
関
し
て
も
、
問
題
の
全
体
を
 取
り
扱
う
態
度
が
強
く
、
部
分
の
取
り
扱
い
は
大
ま
か
で
 あ
っ
た
。
学
問
の
進
展
 

と
 共
に
こ
の
傾
向
は
変
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 ，
 
」
の
よ
う
に
部
分
に
限
る
こ
と
は
ふ
と
ど
ぎ
で
は
な
い
と
 思
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
 

全
体
を
取
り
扱
う
こ
と
は
部
分
へ
の
集
中
よ
り
そ
の
 科
 学
の
初
期
の
時
代
を
示
し
て
い
る
 0
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生
 

概
念
に
つ
い
て
。
 

 
 
 
  
 

如
 

㈲
概
念
内
容
は
操
作
的
に
明
確
に
規
定
さ
れ
 

て
い
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

古
ホ
 

科
学
に
於
け
る
概
念
は
、
た
だ
、
単
に
漠
然
た
る
感
じ
 を
 起
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
構
成
 要
素
は
明
確
に
規
定
 
5
 

概念 

そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
の
若
干
に
言
及
す
る
。
 

  の 構造及び 

つ 
@ 」 い 
こ て 

に の 
述 一 
べ 般 
る 的 
概 常 
急 調 
  的 

理 見 

  
阪 見 

説 は る 。 
相 後 
互 に 

に 観 
関 察 
係 す 
し る 

会 話 
つ 概 
た 念 
も の 
0 分 
で、 計折 

あ の 

り為 、 の 
か 比 
た 較 
ま 尺 
つ 度 
て と 
諒 し 

明 て 
の で 

メ あ 
力 る     
ズ 

  
を 
構 
成 
し 

て 
  
る 

facts の構造につし 

の 

の こ     
つ で 
と @ ま し 
て 便 

、 宜 

    宙の。 的に四つの 00 
切 ゅヰ 概念の㎞ 立 鰐 
ダ 念 の 

を捉中のの 構 ㍉上 人姉姉 

ぎ ぇ 、 g そ につ 

"  の し " 

㏄（ z パ 分析 て を 
匡 通 
安 し 
汀 て 
コ 問 
な 題 
ど を 
に 考 
よ ， え 

  
舗目 

料 れ 
学 ケこ 

に 先 

於 立   
概 最 
念 も 

一局 
理 い 

論 、 X 度 

仮 せ 
読 も 

  つ 
に ち 

  て 

こ
こ
で
の
問
題
は
、
事
実
、
選
択
、
発
見
的
価
値
 
プ
 u
r
 
～
 
の
 
d
@
n
 
養
三
の
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。
処
で
科
学
に
 於
 い
て
 、
事
実
の
も
つ
重
要
 

性
は
大
き
い
。
事
実
は
最
も
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
れ
を
在
り
の
ま
ま
に
取
り
出
す
こ
と
は
大
切
で
あ
る
 。
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
 

こ
と
へ
の
意
図
は
本
論
文
の
最
初
に
強
く
断
っ
て
お
き
た
 し
 

事
実
の
観
察
の
高
 い
 価
値
づ
げ
と
、
規
則
化
、
一
般
化
、
 形
式
化
に
つ
い
て
の
 ス
ケ
 プ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
科
学
者
に
 と
っ
て
、
そ
の
構
成
 

カ
と
 共
に
最
も
重
要
な
る
特
性
の
一
 つ
 で
あ
る
。
 

処
 で
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
も
無
限
の
局
面
を
も
 っ
 も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
選
択
の
問
題
が
生
ま
れ
る
。
 
何
が
 よ
 り
重
要
で
あ
 

り
、
 何
を
拾
 て
、
 何
を
取
る
か
の
決
定
を
何
ら
か
の
 基
 準
 に
よ
っ
て
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
選
択
の
問
題
が
強
く
 押
し
出
さ
れ
て
く
る
。
 

そ
こ
で
、
具
体
的
操
作
場
面
で
選
択
が
不
可
避
で
あ
る
 と
し
て
も
、
 先
づ
 、
事
実
重
視
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
 き
た
い
の
で
あ
る
。
 



て
 明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
 

㈲
概
念
は
（
 オ
の
 
0
 モ
の
 断
面
で
切
ら
れ
た
も
の
で
あ
 る
 。
 

概
念
は
そ
の
枠
組
な
し
に
は
存
し
得
な
い
。
概
念
も
守
 ぃ
 （
の
も
あ
る
枠
組
の
中
で
、
あ
る
理
論
体
系
の
中
で
の
み
 

構
成
さ
れ
 ぅ
る
 。
 常
 

識
の
枠
組
と
科
学
の
枠
組
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
般
 人
が
 科
学
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
の
困
難
な
の
は
 当
 然
 で
あ
る
。
科
学
の
概
 

急
 が
一
般
人
の
常
識
的
概
念
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
 は
あ
り
得
な
い
し
、
諸
科
学
間
の
概
念
の
異
な
り
の
度
合
 は
 、
こ
の
枠
組
間
の
関
 

係
の
近
さ
に
依
存
し
て
い
る
。
 

こ
こ
で
は
、
科
学
に
於
け
る
概
念
が
一
つ
の
枠
で
切
ら
れ
 た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
れ
は
す
べ
て
の
部
分
に
わ
 た
っ
て
規
定
さ
れ
て
 

い
る
べ
 き
 も
の
で
あ
る
と
い
う
二
点
に
言
及
し
て
お
く
。
 

こ
の
よ
う
に
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
 い
う
こ
と
は
そ
れ
が
 
複
 

雑
 な
内
容
で
あ
り
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
処
で
 対
 穏
 で
あ
る
宗
教
現
象
は
複
雑
な
無
数
の
断
面
を
含
む
事
象
 で
あ
る
。
こ
こ
に
問
題
 

が
 生
ま
れ
る
。
 

理
論
 
臼
の
 0
 モ
 
に
つ
い
て
。
 

Ⅱ
理
論
と
そ
の
具
体
的
実
証
操
作
は
次
の
如
く
に
し
 
て
 行
わ
れ
る
。
 

理
論
か
ら
 糸
 
Ⅰ
 武
才
 茸
山
 
0
 コ
が
演
縄
 さ
れ
、
そ
の
 
糸
か
 ら
 具
体
的
仮
説
が
構
成
さ
れ
、
そ
の
仮
説
の
実
証
を
通
し
 て
そ
の
理
論
が
実
証
 

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仮
説
の
実
証
が
続
く
限
り
そ
 の
 理
論
は
理
論
と
し
て
存
続
し
、
研
究
を
方
向
づ
 け
、
現
 象
を
説
明
し
て
い
く
。
 

理
論
な
し
に
科
学
的
研
究
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
不
可
 能
 で
あ
る
。
 

㈲
理
論
に
よ
っ
て
観
察
研
究
す
べ
き
事
実
の
範
囲
が
 
決
定
さ
れ
る
。
 

観
察
、
研
究
す
べ
 き
 事
実
の
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
は
 理
 論
の
中
心
的
機
能
の
一
つ
で
あ
る
。
事
象
の
す
べ
て
の
 局
 面
 に
で
な
く
、
事
象
 

(532) 

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
指
標
の
確
立
の
形
で
 概
念
の
明
確
化
が
な
さ
れ
る
。
操
作
的
概
念
と
は
具
体
的
 研
究
操
作
様
式
に
よ
っ
 

 
  

 



宗教研究と概念の 

範 の 

仮 囲 は 変 

数間 説に性を上、 
つ 取 埋 め 
い り 論 関 
て 上 に 係 

。 げ っ を 

て い 取 
お て り 

くは 。 " 扱 ぅ 

理 も 

論 の 
  で、 

仮 あ 
説 る 

  べ 

美 き 
証 で 

の あ 
メ る   
    
ズ 

    

資 
  
選 
択 
の 

機 
Ⅹムヰ ロ @ @ り し 

方 
法 
的 
厳 
密 

さ 

と 

4 本 
系 
的 
研 

究、 

予 
見、 

申 

53  (533) 

構造及び facts の構造について 

の
一
、
ニ
 

0
 
局
面
に
だ
け
注
意
を
集
中
さ
せ
る
よ
さ
に
 

す
 
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
対
象
は
科
学
的
に
取
り
 

扱
い
 

う
 
る
も
の
と
な
る
。
 

%
 
学
的
観
察
は
事
象
を
一
抽
象
断
面
で
切
っ
て
い
く
も
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
事
実
と
は
あ
る
理
論
 

の
 
見
地
か
ら
切
り
出
さ
 

ね
 
、
観
察
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
理
論
的
立
場
を
異
に
 

す
る
と
、
同
じ
事
象
も
全
く
異
な
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
 

に
な
る
。
 

㈲
理
論
に
よ
っ
て
、
研
究
は
方
法
的
厳
密
さ
せ
も
ち
 

っ
 
二
体
系
的
な
も
の
と
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

㈲
理
論
の
中
心
的
機
能
の
一
つ
は
叉
の
臼
 

ゑ
ぎ
申
 

、
予
 

見
 
で
あ
る
。
予
見
操
作
を
通
し
て
科
学
的
研
究
は
進
め
ら
 

る
べ
き
で
あ
る
。
 

マ
ー
ト
ン
で
は
こ
れ
が
事
後
解
釈
の
否
定
の
形
で
の
 

べ
ら
 

れ
て
い
る
。
事
後
解
釈
と
は
資
料
を
集
め
た
後
に
解
釈
 

を
 
加
え
る
形
の
も
の
 



変   ナ - @ 
免 % 高秀 毛 美玖 数 (c) こ (b) す (a) グが 

っ
て
、
仮
説
は
理
論
と
具
体
的
研
究
操
作
場
面
と
の
間
を
 

つ
な
ぐ
為
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
。
 

｜
ド
は
 仮
説
を
抽
象
レ
ベ
ル
に
 
よ
 り
 、
 次
の
三
つ
に
 分
 げ
る
。
 

の
 
ヨ
文
Ⅰ
 
ご
 注
目
三
（
 
0
 
（
 
ま
ミ
 
を
述
べ
る
も
の
。
常
識
的
 
見
解
の
科
学
的
吟
味
。
新
入
生
の
行
動
の
型
を
明
確
化
し
 

た
り
測
定
し
た
 

る
よ
う
な
仮
説
で
あ
る
。
 

田
鼠
の
の
の
の
都
市
の
同
心
円
的
生
長
の
仮
説
の
如
き
 

理
 想
型
的
 仮
説
。
 

の
 仮
説
は
目
的
的
日
ゑ
ミ
ヰ
 
0
 
コ
 で
あ
り
、
経
験
的
現
象
 
か
ら
の
距
離
の
故
に
理
想
型
的
と
い
う
。
 

分
析
的
な
変
数
間
の
関
係
に
関
す
る
も
の
。
先
の
二
つ
 

よ
り
抽
象
レ
ベ
ル
は
高
い
。
他
の
変
数
が
 
n
o
 

口
器
 

ゅ
コ
 
叶
に
 保
た
れ
る
時
の
 

間
の
関
係
に
関
す
る
仮
説
で
あ
る
。
先
の
理
論
仮
説
 

実
 証
の
 メ
カ
ニ
ズ
ム
の
形
を
と
る
も
の
は
こ
の
レ
ベ
ル
の
も
 

の
で
あ
る
。
 

上
は
 一
般
的
な
普
通
の
行
動
科
学
に
於
け
る
方
法
的
 

操
 作
 で
あ
る
。
実
験
が
可
能
な
場
合
に
は
、
こ
の
操
作
は
与
一
 

ロ
薬
通
り
に
、
容
易
 

打
 出
来
る
し
、
ま
た
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
行
動
 

科
 単
 に
於
け
る
方
法
論
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
一
つ
の
代
表
 

的
な
モ
デ
ル
 
と
い
 

よ
い
と
思
う
。
こ
れ
は
 
X
 軸
 、
即
ち
方
法
的
厳
密
性
の
方
 
向
の
最
も
高
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
 

、
 多
く
の
宗
教
 規
 

研
究
が
こ
の
 ょ
う
 な
精
密
な
科
学
的
吟
味
に
た
え
え
な
 

い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
 

に
つ
い
て
、
こ
の
 

に
ど
れ
だ
け
 
度
 あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
 

方
 法
的
厳
密
性
を
求
め
な
が
ら
も
、
複
雑
な
対
象
を
捉
え
 

よ
う
と
す
る
こ
と
 

に
 、
厳
密
性
に
近
づ
げ
な
か
い
ろ
い
ろ
の
姿
が
現
わ
れ
 

て
い
る
。
択
に
事
例
と
し
て
 
吾
 々
に
は
な
じ
み
深
い
四
つ
 
の
 概
念
を
あ
げ
て
 

構
造
を
み
て
い
っ
て
み
る
。
 

場
当
り
的
無
方
向
的
試
み
に
す
ぎ
な
い
。
 

仮
説
は
理
論
か
ら
 

演
縄
 さ
れ
る
命
題
で
あ
り
、
仮
説
の
 

実
証
を
通
し
て
、
よ
り
抽
象
段
階
の
高
い
理
論
が
実
証
さ
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 

し
 (534) 

理
論
は
仮
説
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
具
体
的
研
究
 

も
 仮
説
の
構
成
が
必
要
で
あ
る
。
仮
説
な
し
に
な
さ
れ
る
 

研
究
は
焦
点
の
な
い
 

54 



宗教研究と概念の 構造及び facts の構造について 

れ 、 こ味め如い 煮 し 
円仁 

  

  
  

き 合 概 要 独 め い こ 

  

の っ 概ア 
で ・ た 

あ ち 

っ の 
て で、 

は あ 

  
ア ょ ハ 行 

い 動   
、 学 

文墨 

の 

部 概   
丹 念 的 に 

と 用 に は 

わ 操 は い   
の 念 は   

て な に て 

萌 も   
確 の ら る 
ほ で   な   
規 あ 
走 る 

さ ， 」 い な 

れと 、 が 、 j 日 本   
こ 教 起 で も 

指 望 と 幸 @-- - し の の 

標 ま な ら 得 長 を 

55  (535) 

四
つ
の
概
念
の
構
造
分
析
 

宗
教
学
の
進
展
と
前
進
は
、
そ
の
分
化
を
結
果
し
、
 

方
 法
的
異
な
り
を
含
ん
だ
諸
流
を
生
じ
 来
 っ
て
い
る
。
 未
 分
 化
 な
も
の
か
ら
分
化
 

し
た
も
の
へ
の
流
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
隣
接
諸
科
学
に
 於
 い
て
も
見
ら
れ
る
処
で
あ
り
、
宗
教
学
に
 於
 い
て
の
み
 こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
 

は
 出
来
な
い
。
そ
の
一
つ
の
流
れ
が
正
統
性
を
主
張
す
 る
こ
と
は
科
学
以
前
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
そ
こ
に
含
ま
 れ
る
概
念
に
は
種
々
の
 

形
 の
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
宗
教
学
の
場
 合
 そ
の
学
問
の
歴
史
の
故
に
 、
 更
に
 、
は
げ
 し
さ
を
増
し
 
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
 

ぞ
れ
の
概
念
の
性
格
の
理
解
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
 概
 念
の
性
格
の
充
分
な
理
解
な
し
に
、
仕
事
の
理
解
は
あ
 り
え
な
い
。
 

こ
こ
で
は
 
0
 臣
 0
 の
 
円
 （
の
 
ヨ
 の
コ
年
 
仁
ヨ
の
 概
念
、
毛
の
 す
 の
 
（
の
 
目
イ
が
 
年
ぎ
 円
 
0
 コ
ゅ
 
目
の
 
ヨ
仁
ダ
の
 0
 （
 
0
 屈
円
コ
 
0
 
 
円
仁
 
の
 ㏄
 
ま
 0
 臣
臼
ぃ
 日
 （
 
u
 （
の
 
，
し
 「
 
0
 毛
コ
の
 



  

ぃ 市 井 そ 及 り る ア は 出 は る 戟 念 た に 

来 復 。 記 使 9 も よ 

で ・ て 
こ あ な こ 念 
で る る の ほ 

      簿 庄の 概芯 双方に の が、そ 。広範 て   
坊屋 笘 主き・   

  能能 しに そ 、 い容力雰 る 
べ 
き 
  

う な l の 

であ 

る     
そ   

  
  
も よ 

  
  

き 
  
し   六 - @ 

複 が そ 言 。 を 験 概 っ ， 概 枠 
組 
を 
  
  
た 
  
の 

立ま 

  

き 
      

しな ま O 
ナ - @ 
理 
論   の 
断 

  面 ばなら ユ宮の取り出まで 伝 分析 叙 で 

達 さ な 述 な 切 
し れ 行 と か ら 
得 て き は 。     
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宗教研究と概念。 

目
 の
 
す
 の
Ⅱ
は
 円
 Ⅰ
㏄
日
ま
。
 

コ
凹
ガ
ヨ
 
申
の
の
概
念
内
容
を
次
の
 事
例
で
示
し
て
い
る
。
 

「
近
代
企
業
家
が
最
大
の
労
働
 量
 を
得
よ
う
と
し
て
出
来
 高
 賃
金
制
を
取
っ
た
時
、
労
働
量
は
か
え
っ
て
減
少
し
 た
 。
そ
れ
は
人
間
が
）
 

 
 

そ
の
伝
統
的
生
活
を
な
す
に
必
要
な
金
を
得
る
こ
と
で
 満
足
す
る
故
で
あ
る
。
人
間
は
本
来
金
を
得
る
為
に
で
 な
 く
 、
今
ま
で
の
生
き
方
 
(
 

 
 

で
 生
活
出
来
る
よ
 う
 に
と
働
く
。
伝
統
的
な
生
活
程
度
を
 満
 す
に
必
要
な
だ
 け
 労
働
す
る
の
で
あ
る
。
近
代
資
本
 主
義
が
戦
わ
ね
ば
な
ら
 

鱗
ヴ
 ）目
の
 す
 の
Ⅱ
の
 円
 Ⅱ
㏄
 
宙
ぎ
 。
 コ
肪
 コ
コ
目
の
の
概
念
 ほ
 つ
い
て
 

 
 

 
 

、
全
宗
教
現
象
を
説
明
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

facts の構造につい 

宗
教
現
象
の
静
的
な
現
象
的
な
把
握
で
あ
る
。
ダ
 

イ
ナ
、
 
，
，
ク
な
 
分
析
に
対
す
る
。
宗
教
的
な
も
の
を
ア
プ
リ
 

オ
 リ
ー
と
考
え
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
宗
教
へ
の
原
因
、
力
を
考
え
る
必
要
は
な
い
 

と
さ
れ
 1
 
イ
 
Ⅰ
い
る
。
 
オ
括
窩
ふ
ツ
ま
 

ハ
 
レ
コ
 
ハ
ツ
 

コ
 x
 少
ハ
 

い
ミ
ぎ
コ
ハ
 

Ⅳ
（
 
@
 
ツ
 
隼
 ）
由
の
 

ヰ
 
日
の
 
コ
 片
ヰ
甘
の
 

0
 
ハ
せ
，
 

の
 
o
n
 

～
㏄
）
 

ぎ
 富
田
 笘
ざ
コ
 臼
の
 
0
 
屯
な
ど
は
こ
の
動
力
因
 に
 焦
点
を
当
て
た
捉
え
方
で
あ
る
。
 
0
 目
 0
 の
概
念
は
 静
的
で
あ
る
と
共
に
 
、
 

簿
 三
の
 

c
t
 

田
 
4
 の
で
あ
り
、
ま
た
、
個
人
に
意
識
さ
れ
う
る
 

領
域
の
中
の
も
の
に
限
ら
れ
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
 

て 

に
 高
い
研
究
操
作
で
あ
る
。
彼
の
使
用
概
念
は
多
局
面
 

的
で
あ
っ
て
、
無
限
に
複
雑
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
 

0
 口
 0
 の
場
合
田
三
の
 
n
d
 

才
の
な
洞
察
と
分
析
は
客
観
 

的
な
資
料
に
 よ
 る
 跡
づ
 げ
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
 
X
 軸
に
 低
く
、
 Y
 軸
に
非
常
 

と
い
う
力
向
を
肯
定
し
な
い
側
に
あ
る
。
 
0
 
庄
の
 
c
 
（
才
の
に
観
察
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
科
学
に
と
っ
 

て
 中
心
的
な
線
で
あ
る
。
 

ぬ
 で
、
近
代
心
理
学
は
基
本
的
に
は
 

個
的
 、
 ま
 庄
の
 
c
 
（
 
才
 0
 な
概
念
構
成
を
離
れ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
と
も
い
 

え
る
。
概
念
内
容
は
 

明
確
に
指
標
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
り
 
（
 
ゴ
の
 
o
r
y
 

の
断
面
で
切
ら
れ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。
 

体
 鹸
の
斉
一
性
に
た
よ
る
 

現
象
へ
の
密
着
を
中
心
と
し
た
概
念
で
あ
る
。
 

自
 三
 %
 片
才
の
な
行
き
方
で
で
は
あ
る
が
、
 

Y
 軸
に
 於
 い
て
高
い
 
度
合
を
示
し
て
い
る
と
 

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
 
Y
 軸
の
高
度
性
は
ま
三
の
の
（
円
く
の
な
 

局
面
 h
 に
 掩
 い
て
の
も
の
で
あ
る
。
 

な
い
概
念
は
、
宗
教
現
象
の
理
解
に
際
し
て
、
意
味
を
 

持
ち
得
な
い
と
考
え
て
い
る
と
も
い
え
せ
 

ぅ
 。
こ
れ
は
 研
 究
 対
象
と
し
て
の
宗
教
 



な
か
っ
た
の
は
こ
の
態
度
で
あ
る
。
」
 

こ
れ
は
目
の
 ヴ
 の
（
の
理
想
型
概
念
で
あ
る
。
彼
は
社
会
 
有
 機
体
読
に
対
し
、
歴
史
的
発
展
段
階
調
に
も
対
す
る
。
 自
ら
歴
史
学
派
の
子
 

と
 称
し
つ
つ
も
歴
史
学
派
に
も
対
す
る
。
 
ま
 0
6
 

の
Ⅱ
は
 

概
念
が
現
象
を
佳
 釜
刊
提
 
的
に
記
述
出
来
る
と
の
考
え
、
 概
 念
は
客
観
的
な
現
実
の
 

模
写
と
の
古
び
た
素
朴
な
考
え
方
の
は
っ
き
り
し
た
 否
 定
の
上
に
立
っ
て
い
る
 0
 概
念
は
抽
象
作
用
に
よ
っ
て
 つ
 く
り
出
さ
れ
た
手
段
で
 

あ
る
。
 

全
体
の
印
象
を
述
べ
る
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
無
意
味
 で
あ
り
、
科
学
と
し
て
使
用
出
来
な
い
。
実
在
そ
の
も
の
 は
 常
に
無
限
に
多
 @
 

な
 局
面
を
持
っ
。
無
限
に
多
局
面
的
な
実
在
を
そ
の
 無
 限
 に
多
く
の
側
面
に
つ
い
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
 で
あ
る
。
文
化
科
学
者
 

は
 何
ら
か
の
価
値
理
念
を
持
ち
、
そ
れ
と
の
関
係
に
 於
 い
て
実
在
の
有
限
個
の
側
面
を
認
識
す
る
。
文
化
科
学
の
 対
象
と
な
る
の
は
こ
の
 

よ
う
な
価
値
理
念
と
の
関
係
で
構
成
さ
れ
た
実
在
の
局
 面
 で
あ
る
。
研
究
者
の
関
心
に
 塞
 い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
 若
干
個
の
特
徴
の
結
合
 

と
し
て
事
象
は
研
究
者
の
研
究
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
 る
 。
 

円
 r
a
d
 

三
 o
 コ
ヒ
ヨ
ヨ
 
巳
を
も
含
む
目
の
 す
 の
（
の
理
想
型
 
概
 念
は
こ
の
形
の
概
念
で
あ
る
 0
 実
在
そ
の
も
の
で
も
な
い
 し
 、
類
概
念
で
も
な
 

い
 。
そ
れ
は
一
つ
或
い
は
若
干
の
観
点
を
高
め
る
こ
と
に
 よ
っ
て
造
ら
れ
た
純
粋
に
観
念
的
な
概
念
で
あ
る
。
 実
 在
 が
含
む
一
定
の
構
成
 

要
素
を
明
ら
か
忙
し
測
り
比
較
す
る
叙
述
の
手
段
で
あ
 り
 発
見
的
道
具
で
あ
る
。
 

こ
の
理
想
型
概
念
は
の
の
 
オ
 キ
日
㏄
も
指
摘
す
る
如
く
 、
 圭
 の
 
す
 簗
の
初
期
と
後
期
と
で
異
な
る
。
後
期
に
は
 
本
 ハ
ツ
の
岸
田
の
（
 

円
 
m
W
 

臼
 
な
も
の
 

が
 強
く
現
わ
れ
、
初
潮
に
は
歴
史
的
個
性
的
な
型
が
表
 面
 に
出
て
い
る
。
 づ
 （
 
ひ
 日
ま
 0
 コ
 目
打
ヨ
臣
の
の
概
念
は
こ
の
 
初
期
の
歴
史
的
個
性
的
 

色
合
い
を
強
く
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
在
を
前
提
と
 す
る
歴
史
的
個
性
的
な
も
の
で
、
価
値
観
点
的
に
捉
え
 も
 れ
た
実
在
の
あ
る
局
面
 

の
 一
方
的
高
寿
で
あ
る
。
そ
れ
は
 幾
 っ
か
の
特
徴
直
線
の
 結
合
に
 於
 い
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
を
そ
の
概
念
の
 
内
面
的
構
造
と
い
う
。
 

て
は
 の
 
0
 已
は
こ
の
伝
統
主
義
の
概
念
を
経
済
的
合
理
主
 
義
の
断
面
及
び
伝
統
的
固
定
性
の
断
面
を
含
む
も
の
と
し
 、
こ
の
両
者
に
つ
い
て
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最
高
値
か
ら
最
低
値
ま
で
の
軸
の
上
で
、
両
者
と
も
に
 

最
高
値
を
占
め
て
い
る
形
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
実
際
に
 

は
 経
済
的
合
理
主
義
の
 

軸
で
最
高
値
を
持
ち
な
が
ら
、
他
の
も
の
で
 

は
 最
高
値
 
で
な
く
生
活
水
準
の
徐
々
の
上
昇
に
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
 

り
 得
る
。
こ
の
よ
う
な
 

両
断
面
の
㌔
四
 
%
 な
関
係
構
造
を
し
か
も
ち
 

ぇ
 な
 い
処
 に
 理
想
型
概
念
の
限
界
を
見
て
い
る
。
 

更
に
、
こ
の
概
念
は
歴
史
的
因
果
的
捉
え
方
の
上
に
た
 

っ
て
い
る
。
 
彼
は
 科
学
と
し
て
の
歴
史
を
構
成
し
よ
う
と
 

す
る
。
文
化
価
値
 
理
 

念
 に
関
係
し
て
選
択
さ
れ
る
実
在
の
特
定
側
面
が
因
果
 

曲
説
明
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
明
確
な
合
理
的
手
 

続
 ぎ
に
よ
る
因
果
帰
属
 

の
 確
認
が
要
求
さ
れ
る
。
客
観
的
可
能
性
の
判
断
「
 

沖
亀
 
口
口
 

a
t
 

の
 せ
 の
（
 
岸
 （
の
 

a
c
 

ゴ
白
あ
 

な
 通
し
て
行
わ
れ
る
。
 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
ま
の
 

汀
 （
の
概
念
の
構
造
は
 

比
較
的
行
動
科
学
の
概
念
と
類
似
し
て
い
る
。
概
念
は
 

一
 
観
点
か
ら
切
ら
れ
、
 

て
 枠
組
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
一
つ
或
い
は
若
干
 

個
の
 断
面
か
ら
切
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
変
数
で
は
な
い
が
 

発
見
的
機
能
を
重
要
機
能
と
 

旺
 し
て
持
ち
、
一
つ
或
い
は
若
干
の
局
面
の
高
め
ら
れ
 

た
 比
較
的
単
純
な
明
確
な
内
容
を
持
っ
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

性
の
方
向
に
あ
る
。
 

Y
 軸
に
 

ぬ
 関
し
て
も
資
本
主
義
経
済
局
面
と
い
う
宗
教
現
象
の
 

あ
る
点
に
関
し
て
の
適
当
性
は
た
か
い
。
し
か
し
、
 

そ
 れ
は
点
に
、
で
あ
っ
て
全
体
 

 
 

婬
に
 、
で
は
な
い
 
0
 こ
の
こ
と
は
 
づ
 の
の
（
 

ゴ
窓
 （
の
 仕
 事
の
場
合
更
に
は
げ
し
 

い
 。
 

 
 

い
て
 

 
 

わ
す
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
の
の
 

コ
 
s
p
 

汀
の
日
 

巨
 お
に
 対
 す
る
。
前
者
は
究
極
の
実
在
 

 
 

唯
一
の
実
在
を
感
覚
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
み
と
す
 

る
 。
こ
れ
が
二
つ
の
文
化
型
）
 

獅
の
在
り
方
を
決
定
し
て
い
る
中
心
的
因
子
、
指
標
で
 

あ
る
。
こ
の
中
心
的
な
も
の
の
も
と
に
、
諸
文
化
特
性
 

は
 次
の
如
 
き
 在
り
方
を
示
し
（
 

 
 

山
下
 て

い
る
。
（
宙
の
 

a
t
 

田
 
o
 
コ
が
 
）
 c
 
三
宮
 お
は
 、
そ
の
文
化
特
性
と
 

し
て
、
合
理
主
義
、
神
秘
主
義
の
強
い
こ
と
、
 

ロ
の
 
p
-
 

い
 
の
 
ヨ
屈
緩
 
Ⅰ
 
お
い
コ
 

の
 
ヨ
 甘
 
い
 
卸
の
 
｜
 



ヰ
の
 
Ⅰ
 
通
 い
口
 
田
 
の
 
日
 絶
対
的
原
理
を
も
つ
倫
理
、
自
然
科
学
的
 発
明
発
見
の
少
な
さ
、
変
化
の
少
 い
 静
的
な
社
会
生
活
、
 絵
画
の
観
念
的
ス
タ
イ
 

ル
の
 優
越
、
神
政
政
治
、
刑
法
の
基
本
原
理
と
し
て
の
つ
 ぐ
な
い
の
考
え
方
な
ど
を
持
っ
て
い
る
。
の
の
 
コ
 の
㏄
（
の
の
 

日
 （
 
目
 （
の
は
こ
れ
に
対
す
 

る
 諸
文
化
特
性
を
持
つ
。
前
者
で
は
、
欲
求
や
目
的
は
精
 神
 的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
欲
求
実
現
の
方
法
は
肉
体
 ぬ
 欲
求
を
消
す
こ
と
、
 

ま
た
 自
 已
の
変
容
に
 よ
 る
。
後
者
で
は
こ
れ
ら
対
す
る
。
 

こ
の
二
つ
の
文
化
類
型
を
 、
 更
に
細
分
し
て
、
七
つ
の
力
 ヅ
ィ
 ス
テ
ィ
ク
な
類
型
を
構
成
す
る
。
こ
れ
を
使
用
し
 て
 め
の
 
呂
 
年
に
わ
た
 

る
ョ
一
 ロ
ッ
パ
文
化
の
流
れ
を
 0
0
 

年
毎
、
お
 

こ
 年
毎
 に
 区
切
っ
て
、
各
時
期
毎
の
在
り
方
を
類
型
別
統
計
的
に
 観
察
し
、
図
表
化
し
、
 

ま
た
更
に
細
か
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
局
面
に
つ
い
て
 も
 、
 N
o
 

年
毎
、
 

P
o
o
 

年
毎
の
統
計
的
分
析
を
行
っ
て
 

い
 {
o
 

こ
の
概
念
は
こ
の
 ょ
う
 な
分
析
の
道
具
で
あ
る
。
そ
れ
は
 、
文
化
の
論
理
意
味
的
統
合
の
考
え
方
の
上
に
立
っ
て
 い
る
 0
 こ
の
場
ム
ロ
 
文
 

化
を
統
合
し
秩
序
づ
け
て
い
る
も
の
は
、
変
数
間
の
関
 係
 で
は
な
く
て
、
文
化
の
諸
部
分
の
背
後
に
存
す
る
中
核
 的
 意
味
で
あ
る
。
そ
の
 

文
化
の
中
核
的
意
味
、
す
べ
て
の
文
化
部
分
を
通
し
て
 流
れ
る
日
の
 コ
 （
 
ゅ
 
）
 ま
 拐
が
統
合
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
 存
在
が
部
分
を
結
び
っ
 

げ
 、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
も
の
に
結
合
し
て
い
る
。
こ
れ
 を
 文
化
の
核
と
い
う
。
こ
の
内
的
な
も
の
が
文
化
の
外
的
 な
も
の
を
支
配
し
て
い
 

る
と
の
 

o
r
o
 

村
 ぎ
は
捉
え
て
い
る
。
こ
の
内
的
な
も
の
、
 意
味
、
価
値
の
領
域
を
文
化
メ
ン
タ
 り
 テ
ィ
と
呼
ぶ
。
 

こ
の
意
味
的
統
合
の
様
式
が
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
 そ
れ
は
、
他
の
三
つ
の
統
合
様
式
と
共
に
考
え
ら
れ
て
 い
る
。
そ
の
中
人
文
 

科
学
で
最
も
普
通
の
も
の
は
因
果
的
機
能
的
統
合
で
あ
 る
 。
自
動
車
の
部
品
が
組
立
て
ら
れ
た
場
合
、
こ
の
機
能
 的
 統
合
と
な
る
。
こ
の
 

因
果
的
機
能
的
関
係
づ
け
も
、
無
限
に
複
雑
な
 吾
 々
 の
 周
囲
の
世
界
に
、
あ
る
統
一
を
与
え
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
 こ
の
 混
頓
が
 理
解
出
来
 

る
 体
系
と
な
る
。
経
済
機
構
と
出
産
率
、
孤
立
 度
 と
自
 

穀
皮
、
都
市
化
と
犯
罪
率
の
如
き
場
面
で
の
関
係
づ
 

け
 を
 通
し
て
 混
 頓
の
中
に
 株
 

序
 が
導
入
さ
れ
る
。
こ
の
機
能
的
統
合
度
は
文
化
に
よ
 っ
て
異
な
り
、
文
化
部
分
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
 

こ
の
統
合
様
式
の
ほ
か
に
、
場
所
的
隣
接
に
 よ
 る
統
合
、
 

外
的
要
因
に
よ
る
統
合
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
意
味
 

的
 統
合
は
機
能
的
 統
 

(540)  60 



合
 
よ
り
も
統
合
皮
が
高
く
 

、
 
彼
の
分
析
に
と
り
中
心
的
仝
 

思
味
 
を
も
っ
た
統
合
様
式
で
あ
る
。
 

こ
の
意
味
的
統
合
の
考
え
方
は
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
 

。
し
か
し
、
あ
る
価
値
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
が
全
体
 

を
色
づ
 

げ
て
い
る
と
 

い
 
う
 
考
え
方
は
、
宗
教
的
な
も
の
を
捉
え
る
場
合
に
あ
る
 

魅
力
を
含
ん
で
い
る
。
 

実
在
の
捉
え
方
を
指
標
と
し
て
、
類
型
を
構
成
し
て
お
 

り
 
、
内
容
は
明
確
で
あ
る
が
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
 

多
 
局
面
的
で
あ
り
複
雑
 

で
あ
る
。
し
か
も
、
広
範
な
領
域
を
取
り
扱
っ
て
い
る
 

の
で
、
 

Y
 
軸
に
関
し
て
あ
る
有
効
性
を
含
み
 

ぅ
 
る
が
、
 

X
 
軸
に
於
 

い
て
は
弱
い
も
 

の
で
あ
る
。
 

Ⅰ
 
り
 ㏄
（
 

0
 
ミ
コ
 
の
円
目
 

コ
い
 

ま
 
0
 
コ
田
 
仁
コ
ぎ
ぜ
 

に
つ
い
て
 

て
 フ
ァ
ー
ス
が
「
機
能
主
義
の
新
し
い
点
は
限
ら
れ
 

た
 
領
域
の
集
約
的
研
究
で
あ
る
」
と
の
べ
、
フ
ォ
ー
 

テ
 
ス
が
 
「
機
能
的
社
会
人
類
学
 

  

 
 

 
 

 
 

む
い
る
。
こ
の
概
念
も
、
集
約
的
め
色
仁
安
 

0
 
詩
に
基
 

礎
を
置
い
て
お
り
、
こ
の
方
法
に
 

拾
 い
て
可
能
と
な
る
 

概
念
で
あ
る
。
 

溝
 

の
 普
通
機
能
主
義
の
概
念
は
、
体
系
維
持
へ
の
役
 

割
の
考
え
方
と
、
相
互
依
存
関
係
の
考
え
方
と
、
を
二
 

つ
 
の
中
心
的
な
も
の
と
し
て
 

含
 

 
 

ぬ
ん
で
い
る
。
 

如
 い
こ
 

ミ
コ
 
ほ
い
う
。
機
能
と
は
部
分
的
活
動
の
全
 

体
的
 
活
動
へ
の
貢
献
で
あ
る
。
あ
る
社
会
慣
行
の
機
能
 

は
 
全
体
生
活
へ
の
そ
の
貢
献
 

造
構
 
で
あ
る
。
処
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
社
会
 

体
 
糸
 
は
あ
る
種
の
統
一
性
 

珪
 
三
目
を
も
っ
と
の
見
方
を
 

含
ん
で
い
る
。
こ
の
統
一
性
 

貼
を
 Ⅱ
目
安
。
 

田
廷
コ
 

～
（
ぜ
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
 

そ
 
れ
は
、
社
会
体
系
の
す
べ
て
の
部
分
が
充
分
調
和
を
も
ち
 

、
内
的
な
一
致
 

性
 
を
も
っ
て
 

㌍
い
る
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
 

Ⅱ
 
u
n
c
t
i
o
 

コ
 
目
口
三
目
社
会
体
系
が
機
能
的
統
一
を
 

、
す
 
べ
て
の
部
分
が
調
和
を
も
つ
 

獅
 と
の
考
え
は
作
業
仮
説
で
あ
る
。
機
能
主
義
者
と
は
 

、
こ
の
仮
説
を
体
系
的
に
検
討
し
テ
ス
ト
す
る
こ
と
が
 

価
値
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
 

古
本
 

61 (54 Ⅰ ) 



価
値
を
中
心
と
す
る
概
念
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
、
こ
れ
へ
の
宮
の
Ⅱ
（
 

0
 コ
の
 批
判
を
通
し
て
、
こ
の
 機
能
的
統
合
の
概
念
に
つ
い
て
更
に
考
え
て
お
く
。
 マ
 １
ト
ン
は
い
う
。
 

有
機
体
で
さ
え
そ
の
統
合
の
度
合
は
そ
れ
ぞ
れ
 異
る
 。
 そ
 こ
で
 社
ム
 
其
の
場
合
は
ま
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
社
会
の
 完
全
な
機
能
的
統
合
 

の
 仮
説
は
事
実
に
反
す
る
。
あ
る
社
会
単
位
に
と
っ
て
 機
 能
 的
な
あ
る
慣
行
や
情
操
は
他
の
社
会
単
位
に
と
っ
て
 逆
 機
能
的
で
あ
る
こ
と
 

も
あ
る
。
機
能
的
統
合
性
の
考
え
方
は
事
実
に
反
す
る
 だ
け
で
な
く
い
こ
 ミ
コ
 の
い
 う
 発
見
的
価
値
さ
え
な
い
。
 そ
れ
は
文
化
的
社
会
的
 

要
素
の
分
離
的
方
向
へ
の
 動
 ぎ
に
対
し
研
究
者
を
盲
目
 に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
統
合
性
の
度
合
は
測
定
さ
れ
ね
ば
 な
ら
な
い
経
験
的
変
数
 

で
あ
り
、
社
会
に
よ
っ
て
 異
り
、
 同
じ
社
会
で
も
時
に
 よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

標
準
化
さ
れ
た
社
会
的
文
化
的
形
態
は
積
極
的
な
機
能
 を
も
つ
と
の
考
え
方
も
、
た
と
え
発
見
的
な
目
的
の
為
で
 も
 、
現
実
の
非
機
能
 

的
な
局
面
か
ら
日
を
そ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
故
に
許
さ
 れ
な
い
。
ま
た
、
機
能
の
不
可
欠
性
と
そ
の
形
態
の
不
可
 人
性
の
考
え
方
、
す
べ
 

て
の
文
化
ア
イ
テ
ム
は
そ
の
機
能
を
持
ち
、
遂
行
す
べ
 き
 課
題
を
持
つ
不
可
欠
の
部
分
で
あ
る
と
の
見
方
も
 、
変
 え
る
こ
と
の
出
来
な
い
 

構
造
の
考
え
方
を
含
ん
で
お
り
、
明
ら
か
に
事
実
に
反
 す
る
。
機
能
的
選
択
肢
の
存
在
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
 。
進
化
論
者
に
対
し
機
 

能
 主
義
者
は
逆
の
極
端
に
行
き
、
機
能
的
価
値
を
見
出
 し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
見
方
は
選
択
肢
の
存
在
を
見
落
 す
こ
と
に
な
る
。
 

客
 の
 臣
 0
 コ
 は
こ
の
よ
う
な
批
判
を
な
し
つ
つ
も
、
自
ら
 機
能
主
義
的
流
れ
の
中
に
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
ま
の
 ユ
 0
 コ
の
 批
判
、
ま
た
、
こ
の
機
能
主
 義
的
 考
え
方
は
変
化
の
局
面
を
無
視
す
る
と
の
見
方
は
 

そ
の
通
り
で
あ
る
 

局
面
を
含
む
と
は
い
え
、
こ
の
概
念
が
発
見
的
価
値
を
 も
つ
有
用
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
 出
 来
な
い
。
特
に
宗
教
規
 

よ 会 ま手 

う 憤 っ 
な 行 と 

機 を い 
能 捉 う 

的 え こ 

仮 る と 
説 場 で   

  
げ入 く その 、 
れ 形 持 
る 式 っ 
こ の て 

と み い 
に で る 

よ な か 
づ く ど   
て そ う   
多 機 を 
く 有色 捉 
の な え 
問 も て 
題 萌 み 
， 点 ら ょ   
取 に と 

り す す 
出 る る   
て か は 
乗 心 下 
る 要 当 

。 な で 

有 こ @ ま 

用 と な 
な で か 

仮 あ と 

説 る い 

で   と う 

あ い こ 

ろ う と 

。 の を 

  
  する。 ヒト のの る こ 。 
な の 社 
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以
上
四
つ
の
概
念
を
事
例
と
し
て
概
念
の
構
造
の
分
析
 を
 試
み
た
。
宗
教
現
象
の
在
り
方
を
捉
え
る
に
際
し
て
の
 適
当
性
と
確
度
の
点
 

か
ら
 X
Y
 軸
を
設
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
に
つ
い
て
、
 こ
の
方
向
か
ら
の
分
析
を
も
試
み
た
。
更
に
、
科
学
に
 於
け
る
概
念
構
成
と
し
 

て
 、
そ
の
厳
密
性
の
面
か
ら
最
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
 る
 0
0
0
 
繍
 
内
の
の
（
 

ぎ
 ㏄
の
（
 
内
緊
 べ
の
行
動
科
学
の
方
法
的
 し
 く
み
を
、
一
つ
の
比
較
 

尺
度
と
し
な
が
ら
他
の
諸
概
念
を
分
析
し
て
み
た
。
 

こ
の
四
つ
の
中
三
つ
は
比
較
的
近
い
領
域
の
も
の
で
あ
る
 が
 、
そ
れ
ぞ
れ
 異
 っ
た
姿
を
示
し
て
い
た
。
 
0
 臣
 。
 は
 Y
 軸
に
 於
 い
て
 高
 

て
く
 、
 毛
の
 ヴ
 の
Ⅰ
は
特
定
研
究
 
点
 に
関
し
て
 X
Y
 軸
で
 一
 
ほ
 さ
を
、
の
 0
 （
 
0
 蚕
コ
は
 Y
 軸
に
 拾
 い
て
有
用
で
あ
り
 ぅ
 る
 可
能
性
へ
の
方
向
を
示
し
 

刊
 
て
い
た
。
 X
 軸
に
関
し
て
は
、
の
 0
0
 
よ
弓
 ㏄
の
（
 

ぃ
コ
 
㏄
 の
 
（
 木
簿
 
鯨
の
方
向
が
最
も
高
く
、
毛
色
の
 づ
 が
特
定
研
究
 点
 に
関
し
て
の
高
さ
を
示
し
 

 
 

跡
 
て
い
た
。
 0
 ま
 0
 の
場
合
 X
 度
 と
し
て
は
高
く
な
い
 が
 、
そ
こ
で
の
概
念
内
容
 多
 局
面
的
な
も
の
、
特
殊
な
 こ
ま
か
な
在
り
方
を
伝
達
し
 

構
 

の
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

 
 

地
 

0
 ま
 0
 の
概
念
構
造
、
理
想
型
概
念
の
構
造
、
変
数
 と
し
て
の
概
念
の
構
造
は
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
り
を
示
し
 て
い
た
。
同
じ
く
理
想
型
的
 

 
 

の
 o
n
o
F
 

ぎ
 
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
旧
字
 浅
は
 科
学
と
し
て
の
歴
史
の
構
成
 

構
の
方
向
を
め
ざ
し
、
の
 

造
 

0
 （
 
0
 蚕
コ
は
 広
範
な
全
歴
史
 全
 文
化
局
面
に
わ
た
る
組
織
的
取
り
扱
い
を
ね
ら
っ
て
 い
 た
 。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
 

志
学
問
的
狙
い
と
態
度
の
異
な
り
は
、
そ
の
概
念
に
は
 

ね
か
え
っ
て
い
た
。
 吾
 々
が
 甜
匡
毛
 。
卸
に
立
ち
 む
 か
い
概
念
を
構
成
す
る
際
 

 
 

」
と
を
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
示
し
て
い
る
。
科
学
に
 於
げ
 る
 概
念
は
 
ゴ
 の
 佳
 （
 
@
 
の
 
（
ご
 た
手
 

獅
段
 と
し
て
の
意
味
を
強
く
も
っ
て
い
る
こ
と
を
三
つ
 の
 概
念
が
示
し
て
い
た
。
科
学
と
し
て
要
求
さ
れ
る
 概
 念
の
単
純
化
と
研
究
対
象
の
 

小
小
 性

格
の
問
題
は
大
き
な
問
題
点
で
あ
り
、
ま
た
、
概
念
 の
 適
用
範
囲
を
明
確
に
意
識
の
中
に
も
つ
こ
と
は
科
学
と
 し
て
の
概
念
構
成
に
と
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象
の
研
究
の
場
合
に
は
し
か
り
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
 

四
つ
の
中
で
特
に
二
の
仁
（
中
の
（
 

ガ
な
 概
念
で
あ
る
。
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h
u
n
 

（
の
の
構
造
に
は
種
々
の
形
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
 

ぞ
れ
の
科
学
的
事
実
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
 か
を
明
確
に
し
て
お
 

く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
係
し
て
、
 こ
，
 
し
で
は
因
果
的
説
明
に
よ
る
も
の
と
機
能
的
説
明
に
よ
る
 も
の
の
二
 つ
 だ
け
を
 事
 

何
 と
し
て
取
り
扱
っ
て
み
る
。
の
 0
 （
 
0
 ニ
コ
 の
意
味
に
よ
 る
 統
合
の
構
造
も
一
つ
の
面
白
い
形
で
あ
る
。
 

因
果
的
説
明
に
於
け
る
（
 a
c
 

（
の
の
 

概
造
 。
 

い
 い
申
の
臼
の
語
の
便
用
は
一
義
的
で
は
な
い
。
不
変
の
継
 
起
 関
係
を
示
す
場
合
も
あ
り
、
無
条
件
的
な
不
変
の
継
 
越
関
係
を
示
す
場
合
 

も
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
の
広
さ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 普
 通
 、
原
因
と
は
、
事
象
の
生
起
に
部
分
的
に
か
、
全
体
的
 に
か
責
任
を
も
つ
も
の
 

と
 考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
場
合
に
は
 て
 ，
チ
 を
す
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
ビ
タ
ミ
ン
 の
 不
足
で
あ
る
。
常
識
 

的
に
は
、
 X
 が
 Y
 の
原
因
で
あ
る
と
か
い
 う
 。
 X
 の
方
 向
か
ら
 Y
 に
働
く
形
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
は
一
方
向
的
で
 あ
る
。
そ
し
て
 X
 は
 Y
 

に
 時
間
的
に
先
行
す
る
。
 

暗
闇
の
部
屋
で
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
。
明
り
が
 つ
く
。
普
通
こ
の
場
合
、
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
こ
と
を
 原
 因
 と
い
う
 0
 こ
の
場
 

合
 ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
こ
と
以
外
の
全
条
件
は
 、
 入
れ
 る
 直
前
と
同
じ
で
あ
る
。
ス
イ
ッ
チ
が
入
れ
ら
れ
た
。
 そ
 し
て
光
が
つ
い
た
。
 だ
 

か
ら
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
こ
と
が
原
因
な
の
だ
と
考
え
 る
 。
多
く
の
実
験
の
場
合
が
こ
 う
 で
あ
る
。
処
で
、
事
実
 は
ヱ
 
Ⅰ
 
ぅ
 だ
ろ
う
か
。
 帯
屯
 

燈
の
元
の
つ
く
原
因
は
配
線
の
各
部
分
が
適
当
で
あ
る
，
 」
と
で
あ
り
、
発
電
が
な
さ
れ
て
 い
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 し
 、
そ
の
他
、
無
数
の
 

条
件
が
明
り
の
つ
い
た
こ
と
の
原
因
で
あ
る
。
 、
、
、
か
 

は
 阻
止
原
因
の
欠
如
を
も
こ
れ
に
加
え
る
。
処
で
、
こ
の
場
 含
 、
普
通
原
因
と
い
う
 

時
に
 は
、
 ス
ィ
 "
 チ
 だ
け
を
あ
げ
る
。
原
因
群
の
中
 か
 ら
 、
た
だ
一
 つ
 だ
け
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
 い
ろ
い
ろ
の
理
由
で
重
 

っ
て
必
要
で
あ
る
。
 三

寸
（
 *
 
の
科
学
的
事
実
の
構
造
に
つ
い
て
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構 説 

遣 明 
@ ま ケこ 
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め げ 
A る 

から B （ pn （の A 重道． 中 選が こ車 ょ 日 

へ の 

と 構 ら 

ぢ まき O i 
  ス 原 
の 

と 

  チ   
基 
本 向 い っ 

的 @ 生 
Ⅵ プ し を 
異   
る つ 

そ 
  を 
ひ よ   

康 介 

  
くロ ) 
の 

様   
な る 

構 
し 因 し が 非 も 

て 群 か 8 常 な 
造   文 采     
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の
上
に
た
っ
た
思
考
で
あ
る
。
そ
し
て
中
心
的
視
点
は
 a
 に
で
な
く
、
 円
 A
 或
は
円
 笘
ヴ
 
臼
の
に
あ
る
。
 

全
体
系
 ゆ
働
 ぎ
に
対
し
て
、
部
分
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
 一
 
貝
敵
 に
関
し
て
部
分
を
説
明
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
 、
部
分
間
の
相
互
の
 

働
き
合
い
の
姿
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
腎
臓
 を
 説
明
す
る
の
に
、
そ
れ
が
血
液
を
浄
化
し
、
ど
の
 よ
う
 に
し
て
有
機
体
の
在
り
 

方
 に
貢
献
す
る
か
と
い
う
行
き
方
で
、
 a
 を
 円
 A
 、
 円
 b
e
 

り
の
と
の
関
係
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
説
明
は
、
研
究
対
象
で
あ
る
体
系
が
（
の
 -
 
の
 
0
 口
 0
 ヨ
ざ
 で
あ
る
場
合
、
即
ち
環
境
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 そ
れ
独
自
の
様
式
で
 

働
 ぎ
つ
づ
け
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
。
自
己
規
制
的
 体
 系
に
 於
け
る
、
あ
る
構
成
部
分
や
過
程
が
、
体
系
維
持
の
 役
割
り
に
よ
っ
て
説
明
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
機
能
的
な
因
子
も
 、
原
 因
の
場
合
と
同
じ
く
、
無
数
の
も
の
が
同
時
的
に
働
 
い
て
い
る
 0
 し
た
が
っ
 

て
 、
研
究
に
際
し
て
、
因
果
分
析
の
場
合
と
同
じ
く
、
 選
 択
 を
な
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
 ょ
 う
 な
構
造
 
ョ
 。
Ⅰ
臼
に
 

従
っ
た
 

h
p
n
 

汀
の
構
成
が
、
た
だ
慣
習
的
羅
列
的
な
 

項
 日
別
の
民
族
誌
的
事
実
の
採
集
よ
り
も
、
は
る
か
 仁
 効
果
 的
な
積
極
的
意
味
を
も
 

つ
 分
析
を
来
た
し
た
の
で
あ
る
。
社
会
生
活
の
諸
局
面
、
 経
済
、
技
術
、
政
治
、
宗
教
そ
の
他
は
一
つ
の
全
体
を
 構
成
し
、
そ
れ
ら
の
 局
 

面
 の
一
 つ
は
 他
の
局
面
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
な
し
 に
 、
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
の
見
解
、
部
分
よ
り
 も
 全
体
に
論
理
的
優
位
 

性
を
与
え
る
考
え
方
を
取
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
常
 に
 多
く
の
発
見
を
な
し
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
機
 能
 主
義
的
考
え
方
は
 、
 

同
じ
流
れ
の
中
の
口
注
ぎ
 宝
お
 乙
由
 ら
 ミ
コ
宮
ま
（
 
0
 コ
そ
 れ
ぞ
れ
の
 具
 り
を
示
し
つ
つ
も
、
そ
の
す
 0
 
口
 ム
 の
す
 
ぎ
な
 機
能
を
果
し
て
い
る
。
 

そ
れ
は
、
漸
次
的
変
容
を
来
た
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
 文
 化
を
取
り
扱
う
場
合
、
既
に
常
識
的
見
解
と
し
て
、
 多
 く
の
研
究
の
基
底
に
存
 

在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
は
肯
定
せ
ね
ば
 な
ら
な
い
。
 

若
し
研
究
者
が
、
そ
の
 ょ
う
 な
構
造
 
日
 。
口
四
へ
の
 思
 考
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
に
関
連
し
て
発
見
さ
れ
た
 数
多
く
の
文
化
事
象
 

の
 特
徴
は
決
し
て
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

人
文
科
学
の
分
析
に
 掩
 い
て
、
ど
の
よ
う
な
構
造
国
。
Ⅰ
 古
で
 分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
 に
 大
き
な
問
題
点
で
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宗教研究と 

操作 る 。 り 得 
が こ な 

とら のい よ 。 
れ う そ 
て な れ 
い 複 は 
る 雑 多 

。 な 断 

  
串 を と 

ぜ 単 い   
ィ吏 イ と よ 

用 さ り 

も れ 無 
そ た 限 
の 概 断 
一 念 面 
つ で 的 
て   ど で、 

あ の あ   
集 に そ 
約 分 れ 
釣 柿 は   
コ臼 の方向Ⅰ。 mo 力 ヒ @ 
へ こ で 

あり、 に問題の動き 

が生ず もこれ の on ぎ ） 

  
ケ @ - り 

つ 三 

種 いて 甜由 Ⅱ 臼 

々 で、 

め る 
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概念の構造及び facts の構造につ し 

①
概
念
及
び
す
の
（
の
科
学
的
事
実
の
構
造
を
明
確
に
 認
知
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

②
宗
教
現
象
に
関
す
る
諸
研
究
の
吟
味
を
な
す
に
 
際
 し
て
、
 X
 軸
 即
ち
厳
密
性
の
方
向
と
、
対
象
へ
の
適
当
性
 Y
 軸
の
局
面
か
ら
 検
 

記
 す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
研
究
の
具
体
的
研
究
 場
 面
及
び
関
心
に
よ
っ
て
 異
 る
が
、
 Y
 軸
に
関
し
て
高
い
 適
 当
 性
を
取
り
な
が
ら
、
 

可
能
な
る
限
り
で
 X
 軸
の
高
度
を
保
つ
べ
ぎ
で
あ
る
。
 し
 か
し
 或
 程
度
の
 X
 軸
の
高
さ
を
持
た
な
い
研
究
は
 、
研
 究
 と
し
て
の
意
味
を
も
 

た
な
い
。
 

③
宗
教
と
い
う
研
究
対
象
の
複
雑
性
と
科
学
に
 
於
げ
 る
 使
用
概
念
の
単
純
化
の
間
に
問
題
が
生
ず
る
。
宗
教
は
 単
純
な
事
象
で
は
な
 

 
 

、
文
化
の
全
体
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
単
純
な
一
断
面
 の
 問
題
で
は
決
し
て
あ
 

て 

が、 れ の あ 
出 域 
来 上 てこ いの 研 究 る 。 
る の か ょ を そ よ ね ぅ 理 し 

つ： @ ば な 解 て 
な な Ⅱ す そ 
観 
察 七 レな れい ゅりこのナム るキ非 刀 Ⅰ 

析 
と 

を   
通 
  
て 

吹 
の 

女   
き 
諸 

事 
実 

どのよ （ 味 関心 る。 
を う と、 な 
科 
学 

構造 対象 

へ 
と の 
し 

コト 。 

て 
適 
当 

宙匹 

の   性、 の 

示畝笘 

も 

オ の 
と 

現 
象 由 Ⅱ 

ケ ア Ⅰ 

の ） の 構 

研 
    戊 

究   
さ 

方 
曲 ）   
目の 

て 
法   
V@ ヒ の 
つ     る 

    
き、 つ を 

の 知 

指摘 

@ 占 る 
      

す ら 
評 

と 

る 
    価 ま、 セ 

と さ そ 



④
宗
教
現
象
の
科
学
的
研
究
は
、
そ
の
す
べ
て
の
 
局
 面
 を
で
な
く
、
そ
の
あ
る
局
面
の
研
究
で
自
ら
満
足
し
な
 
 
 

最
も
必
要
、
最
も
重
要
と
考
え
る
宗
教
現
象
の
あ
る
 局
 面
 、
あ
る
部
分
の
検
討
で
満
足
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
し
て
 、
こ
れ
ほ
学
問
の
後
退
 

で
は
な
く
て
前
進
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
科
学
 的
 研
究
は
、
宗
教
と
は
何
か
で
は
な
く
、
宗
教
の
部
分
と
 は
 何
か
で
満
足
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
と
は
を
目
ざ
し
っ
 っ
 も
、
宗
教
 0
 部
分
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
 現
象
を
自
ら
投
げ
か
 け
 

た
 尺
度
で
だ
 け
 測
定
し
、
観
察
し
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
 ら
な
い
。
あ
る
研
究
者
は
因
果
的
に
、
あ
る
研
究
者
 は
 機
能
的
に
、
ま
た
、
 
現
 

豪
的
レ
ベ
ル
で
、
深
層
の
分
析
様
式
で
、
心
理
的
レ
ベ
 ル
 で
、
社
会
的
レ
ベ
ル
で
で
あ
る
。
 

⑤
概
念
や
 h
p
n
d
 

の
に
つ
い
て
考
え
て
来
た
こ
と
は
、
 

&
 
示
教
現
象
そ
れ
自
体
を
捉
え
る
場
合
に
も
同
じ
で
あ
る
 。
宗
教
現
象
は
無
限
 

0
 局
面
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
認
め
ね
ば
 な
ら
な
い
。
宗
教
現
象
が
す
べ
て
の
人
々
に
同
じ
で
 
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
 

い
 。
そ
れ
を
捉
え
る
為
に
は
選
択
が
必
要
で
あ
る
。
 事
 象
の
あ
る
局
面
を
捉
え
る
わ
け
で
あ
る
。
 

処
 で
、
宗
教
現
象
の
科
学
的
研
究
を
進
め
る
の
に
、
 

手
 の
 
0
 モ
の
 構
成
は
必
須
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
の
場
合
 
現
在
Ⅱ
「
 u
 の
（
（
 

簿
 （
 
ざ
コ
 

が
コ
メ
 
5
 円
Ⅱ
 
ノ
コ
ロ
 

0
 Ⅱ
が
 宙
 ）
 
し
 の
 
円
 
コ
 
（
 0
 目
 ヰ
 Ⅱ
下
の
 

0
 Ⅱ
 
ピ
 "
 の
 
0
 臼
凹
 ト
コ
叶
の
 

㎎
「
 
ひ
 片
山
 

0
 コ
 臼
の
 0
 卜
及
び
意
味
 づ
 げ
の
理
論
に
よ
っ
て
 研
 究
を
進
め
て
い
る
。
 
私
 

は
 宗
教
の
定
義
を
、
こ
の
三
つ
の
理
論
を
中
心
と
し
て
 考
 え
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
し
れ
な
い
。
 

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
は
宗
教
に
つ
い
て
の
、
 或
 は
 宗
教
の
部
分
に
つ
い
て
の
芽
の
 0
 ミ
を
 構
成
し
、
研
究
 を
 進
め
て
い
く
べ
き
 

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
（
 ゴ
の
 
o
r
 
せ
 及
び
宗
教
の
定
義
 に
つ
い
て
は
稿
を
更
め
て
言
及
す
る
。
 

⑥
科
学
に
於
け
る
概
念
は
基
本
的
に
 

汀
己
 （
 
い
 
の
（
 
い
 
の
 な
 特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
発
見
的
概
念
を
異
 っ
 た
 性
格
の
も
の
と
し
 

て
 捉
え
る
こ
と
は
大
き
な
誤
り
を
来
た
す
。
 

⑦
宗
教
の
諸
研
究
の
結
果
を
、
単
純
に
、
あ
れ
こ
れ
 
取
り
ま
と
め
て
述
べ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
 

且
 生
息
 味
で
 あ
る
。
 

（
時
間
の
関
係
で
註
は
す
べ
て
省
略
す
る
 

じ
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な
 信
仰
は
、
学
問
の
方
法
と
は
原
理
的
に
は
無
関
係
で
 

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
的
数
学
と
か
、
キ
リ
ス
 

ト
 数
曲
心
理
学
と
か
い
 

う
も
の
が
存
在
し
な
い
の
と
同
様
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
山
 

本
 
教
学
な
ど
と
い
う
も
の
も
存
在
し
な
い
。
宗
教
学
が
神
 

学
 と
異
 る
 点
も
そ
こ
に
 

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
学
が
無
前
提
の
 

学
問
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
中
立
的
な
客
観
的
な
学
問
で
あ
 

る
と
い
う
意
味
で
は
な
 

浅
 
い
。
如
何
な
る
学
問
も
 

、
 何
ら
か
の
パ
ー
ス
ペ
 

名
 ア
イ
 
ブ
 と
そ
れ
に
伴
う
研
究
対
象
に
関
す
る
前
理
解
と
を
 

前
提
す
る
こ
と
な
し
に
 

は
成
 

た
だ
そ
の
 
前
 理
解
と
パ
ー
ス
ペ
 

名
 ア
 イ
ヴ
 
が
研
究
者
の
持
っ
て
い
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
信
仰
に
 

直
接
に
由
来
す
る
も
の
で
は
 

方
 

キ
リ
ス
ト
剃
は
キ
リ
ス
ト
教
的
方
法
を
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
 

@
 
 っ
轍
 

な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

従
て
 

キ
 

 
 

 
 

如
 て
き
た
か
、
ま
た
果
た
し
て
そ
の
中
に
は
、
宗
教
学
 

の
方
法
と
し
て
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
得
る
 

よ
う
な
有
効
な
方
法
が
見
出
 

士
不
 だ

さ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
ほ
か
な
い
。
 

69 (549) 

て
の
宗
教
研
究
に
は
、
特
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
方
法
と
 

い
う
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

研
究
者
自
身
の
個
人
的
 

た
 課
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
に
 

は
 、
非
常
に
大
き
な
困
難
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
 

0
 間
頭
 は
 、
学
問
と
し
 

「
宗
教
研
究
の
方
法
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
に
 

対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
発
頭
を
す
る
こ
と
 

が
 筆
者
に
与
え
ら
れ
 

宗
教
研
究
の
解
釈
学
的
方
 法
 

川
端
 
純
 

四
郎
 



し 
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し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
歴
史
 

の
中
に
、
宗
教
一
般
を
研
究
す
る
学
問
的
方
法
が
全
然
 

展
 聞
 さ
れ
な
か
っ
た
 
ね
 

げ
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
の
で
、
そ
の
歴
史
の
概
略
を
ま
 

ず
 た
ど
っ
 た
 上
で
、
（
 

4
 ）
現
在
の
状
況
に
お
け
る
そ
の
帰
結
を
 

さ
ぐ
っ
て
見
る
こ
と
に
 

（
 
1
 ）
七
区
・
 オ
 ・
 し
三
 
（
 
ヨ
ぃ
コ
コ
 

・
 ナ
 -
v
o
 

む
仁
お
痒
 
z
u
 
コ
鱒
臼
 

0
 
の
の
Ⅱ
 

お
 
の
的
の
の
の
 

ヨ
む
性
ざ
プ
づ
 
）
 
つ
切
 
Ⅱ
（
 
ぎ
 -
 の
せ
目
 
・
 
，
 P
 ト
ト
リ
ー
ト
 

切
つ
レ
 

さ
て
し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
は
第
二
の
困
難
に
当
面
す
 る
 。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
歴
史
の
中
で
は
、
 め
 
示
教
一
般
を
「
研
究
」
 

す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
関
心
が
非
常
に
薄
か
っ
た
と
い
 ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
他
宗
教
と
の
対
決
と
、
そ
れ
 に
 対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
 

の
 優
越
性
の
主
張
と
は
、
く
り
か
え
し
 行
 な
わ
れ
て
き
た
 。
し
か
し
そ
れ
が
他
宗
教
の
歴
史
と
本
質
に
つ
い
て
の
 、
原
資
料
を
も
と
に
し
 

た
 「
研
究
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
殆
ど
な
か
 っ
た
 。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
大
変
独
善
 的
な
宗
教
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

実
に
四
百
年
も
あ
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
（
 

ら
、
 

3
 ）
 

-
2
 
）
 

従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
歴
史
の
中
で
展
開
さ
れ
 た
 宗
教
研
究
の
方
法
と
い
う
も
の
は
、
学
問
的
な
研
究
と
 し
て
は
か
な
り
貧
弱
な
 

も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

（
 
2
 ）
コ
ー
ラ
ン
の
成
立
は
六
五
 
0
 年
頃
と
さ
れ
て
い
る
が
、
 
キ
リ
ス
ト
教
世
界
へ
の
翻
訳
は
、
よ
う
や
く
一
一
四
三
年
の
こ
 

と
で
あ
る
。
し
か
も
 

す
で
に
 セ
 一
一
年
に
は
ス
ペ
イ
ン
は
イ
ス
ラ
ム
に
征
服
さ
れ
て
 

お
り
、
 一
 0
 九
五
年
に
は
ウ
ル
バ
ン
二
世
に
よ
る
十
字
軍
が
お
 

こ
さ
れ
て
い
た
 

の
で
あ
る
。
 

（
 
3
 ）
 ヒ
ソ
 イ
オ
 
l
 教
に
つ
い
て
の
 ョ
 ー
 ロ
 

宛
書
 は
 ㏄
 曲
臣
ダ
 

。
 
ざ
ヨ
以
甘
の
ぷ
 

の
㏄
の
 

コ
す
い
 

に
・
 ヲ
宙
下
審
 
「
 
ず
 。
 
す
 9
 ヱ
の
 
日
の
二
円
仁
 

ロ
ト
 
・
 ト
ベ
 
Ⅰ
 
ト
 @
 

し
の
（
の
：
 

G
 の
 
コ
 の
 
目
 0
 
ぬ
ざ
 キ
ヨ
 巴
い
す
り
 

（
㌃
臼
の
 

コ
 の
 宰
 （
 
ま
 -
 ト
ベ
 
）
 
の
 で
あ
る
が
、
ハ
レ
の
出
版
者
は
、
有
名
な
宗
教
家
ア
ウ
グ
ス
ト
 

・
ヘ
ル
マ
ソ
 

フ
ラ
ン
ケ
の
指
示
に
よ
っ
て
そ
の
出
版
を
拒
否
し
た
。
フ
ラ
 

ソ
ケ
 は
こ
う
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
宣
教
師
が
派
 

遣
 さ
れ
て
い
る
の
 

は
 、
イ
ソ
 ド
 の
異
教
を
駆
逐
す
る
た
め
な
の
で
あ
っ
て
 

、
 愚
か
 な
 異
教
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ひ
ろ
め
る
た
め
で
は
な
い
」
（
 

ロ
 ・
 
ロ
の
コ
 

N
-
 
Ⅱ
Ⅰ
の
 

0
 
年
 い
 

の
 ・
 円
 す
の
 
0
-
o
m
 

げ
 &
.
 
オ
匹
 
@
 
雙
 0
 
コ
 
の
幅
の
の
り
 

甘
 ざ
す
（
の
 

，
ト
つ
 
っ
 
P
.
 

の
・
 

P
 
の
（
・
）
 

 
 

(550) 70 



宗教研究の解釈学的方法 

え一一一   

ず っ こ リ 問 と っ り   
㍉かは 世 る へ 小生 

シ 完 
  
ヤ 全 もめ " の レ に 理 に の 至 の お 

人な 善偽 イ 「 論 は も つ 遅 い 

の如き 風 調ギで 書 
@" @ @" "- lJ   延によ 種子のトスの ては、 として キリス のとし た 。特 
従 よ シ ア   2 口 述 ト た に づ 終 

て て 大 キ 
拝 で も サ 
  

す は 同 ソ 、 」 い 他 わ ス 散 切     
ない &- 。 。 。 枠り を ア い っ ロ と 「 神 し 信 
と 彼 拝 め 
言 （ し ク   
て ぺ い メ 

い テ る ン   
る 口 こ ス 

配的 自 ヘレ   
でケ を 著 
あ り 不 善 ふ つ 

彼 マ い 用 啓 、 々形にめ 
はめ る さ 

十手 者 た た 
の ） だ 部 
方 は し 分   
法 Ⅰ 彼が 
を ギ ら ィ云 ノス して の「 ス リ 登にに一 場 ギっ般 
ク毛 り は わ 
革 シ 未 っ も 、 % ゴで一 ト （ すり れに 
し ャ だ て   キ ス あ 六 るリノてつ 0 ャ 、 Ⅰ ¥ 

リ は ろ 一 す 哲 へ て 
のの子る で 神つ 。 
あ を い そ て 笠松 領苫 考ニ 綜 
っ 持 て れ 者 て し ） 二 助 ズ 究 
て す の に な 生 か は 世 げ ん に 
" る 伝 よ     

を は ば       
山 目 号 ロ   し ⑨は て 有 「 
  言 わ か       は向 べのると げ 者 を 名 の ぺ たこと 関 との 

71@ ( ． 551) 

  

（
 
4
 ）
こ
の
点
に
つ
い
て
神
字
史
の
全
体
を
た
ど
る
こ
と
は
 
筆
 者
の
 力
 に
あ
さ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
論
述
の
必
要
上
口
・
 ロ
の
コ
 

z
 
，
 0
 ロ
 ・
 n
 
ざ
 ・
 
一
め
 ・
 
の
 

し
の
 
毛
 i
n
 
二
円
 ア
 の
の
手
 乙
 （
 
ざ
コ
ナ
 （
 
ま
 （
 
仁
ヰ
の
 
（
 
0
 （
す
の
 
0
 （
 
す
の
 
（
 再
 の
 
目
旧
 。
 目
ダ
 ）
の
 
臼
 
㏄
一
の
・
 

ヱ
 ・
レ
コ
隼
の
Ⅱ
の
 

っ
コ
ハ
 
の
Ⅰ
）
・
 
円
 す
の
 づ
ゴ
 
の
。
 
-
0
 
の
 ド
 。
 ヰ
任
 す
の
 

の
す
「
㌃
（
寸
コ
 

ヲ
ま
 
の
 
ム
 ウ
ニ
。
 
ト
 
の
の
ト
一
の
・
 

エ
 ・
 オ
 い
お
。
 
オ
 0
 ミ
 ・
 オ
臼
俺
 
@
0
 

コ
 （
 
ン
笘
 ・
 
@
 
コ
 @
 力
の
の
。
 

モ
 ・
）
 
@
 の
・
 
オ
 0
 の
の
 
コ
 メ
ロ
 コ
 z
.
C
 
ヨ
 の
ぎ
の
芽
の
 

0
-
.
 

の
り
 
す
 い
け
年
 

刃
 臼
田
 0
 コ
 の
的
の
の
 

呂
 ざ
ま
の
 G
 目
オ
簿
 ，
 P
 
田
 P
 の
・
 
P
 
の
の
 
l
 ト
ド
 
ま
 
等
に
よ
っ
て
、
極
力
原
資
料
に
あ
た
り
な
が
ら
概
略
を
ス
ケ
ッ
 チ
 す
る
こ
と
に
 

し
た
。
 



か
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ス
ラ
ム
の
出
現
に
よ
っ
て
事
情
 は
 一
変
す
る
。
宗
教
史
が
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
ゴ
ー
ル
に
 達
す
る
と
 ぃ
 5
 教
父
の
 

対
す
る
こ
の
よ
う
な
「
開
か
れ
た
」
態
度
の
中
に
は
、
 め
 
不
 教
の
研
究
へ
の
道
が
可
能
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
 々
 れ
て
い
る
こ
と
ほ
た
し
 

も
ち
ろ
ん
こ
の
 ょ
う
 な
教
父
の
思
想
は
、
宗
教
の
学
問
 的
 研
究
と
い
う
よ
う
な
も
の
か
ら
は
程
遠
い
 0
 し
か
し
 少
 く
と
も
、
他
宗
教
に
 

（
 4
 ）
の
下
ヨ
・
も
乙
甲
・
 臼
ぺ
 0
 ヨ
 ・
・
 ま
 ・
・
Ⅱ
 
@
 ト
 Z
 Ⅱ
・
 円
三
 ・
 目
 ・
 で
 ・
 
ト
 つ
の
 円
 

（
 ミ
 リ
 り
組
ぺ
 0
 ヨ
 .
 
、
 Ⅰ
・
り
一
キ
ア
 
局
，
 く
日
・
 ロ
 。
㏄
つ
 
り
 Ⅰ
 

（
 6
 ）
日
の
「
（
し
ま
 
い
コ
ロ
 
の
 、
 戸
ロ
 
0
 一
 
・
。
 
き
 
「
 今
 怒
り
 拾
 う
て
い
る
 
神
 は
 、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
名
が
現
れ
る
前
か
ら
常
に
怒
り
 拾
う
た
 
そ
の
同
じ
神
で
あ
る
 

」
（
 卜
 Z
 巾
 ，
 せ
 0
-
.
 
目
 、
 ロ
 ・
 
ト
さ
 

（
 7
 ）
 
下
仁
的
佳
の
 

（
 
ぎ
 仁
の
・
 
オ
 。
 円
 
Ⅰ
麓
の
（
 

簿
 （
 
@
O
 
臣
 e
 の
・
 

H
.
 

の
 -
 Ⅹ
ー
 
1
1
-
 
㏄
「
 現
在
キ
リ
ス
ト
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
用
の
発
端
か
 ら
 キ
リ
ス
ト
が
肉
に
 

お
い
て
出
現
す
る
ま
で
、
常
に
存
在
し
て
い
た
し
、
知
ら
れ
ず
 に
あ
っ
た
こ
と
も
な
い
 
0
 今
の
時
以
来
、
こ
こ
に
現
存
す
る
 真
 
の
 宗
教
を
 、
人
 

々
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
名
で
呼
び
は
じ
め
た
だ
け
で
あ
る
」
 （
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
「
省
察
と
厳
旨
」
ハ
ル
ナ
ッ
ク
 編
 、
岩
 
波
 文
庫
、
二
四
 

五
頁
参
照
 
モ
 

教
父
た
ち
の
中
に
広
く
根
を
は
っ
て
お
り
、
テ
ル
ト
リ
 ア
ヌ
ス
 （
二
八
 
0
1
 土
 0
 一
一
）
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
 
に
 対
し
て
む
し
ろ
否
定
 

（
 
G
 ）
 

的
な
態
度
を
と
っ
た
者
や
、
あ
る
い
は
 ア
ゥ
 グ
ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 （
三
五
四
 
｜
 四
三
 0
 ）
の
よ
う
な
人
に
さ
え
反
映
し
 

て
 
7
 
る
 ）
 
。
 

る
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
と
の
質
的
差
 

異
を
捨
て
た
。
イ
ス
ラ
 
ヱ
ル
 氏
族
の
始
祖
か
ら
 
イ
ヱ
ス
 に
 至
る
ま
で
の
歴
史
の
中
 

に
 ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
哲
 

学
 は
そ
の
起
源
を
教
師
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
に
持
つ
も
の
 

と
し
た
。
 

-
4
 
）
宗
教
史
は
啓
 

恭
史
 に
 等
し
く
な
り
、
諸
宗
教
の
歴
史
は
、
受
肉
の
口
 
ス
に
 導
く
準
備
と
な
る
。
（
 

5
-
 
こ
の
よ
う
な
自
然
神
学
的
な
 

思
想
は
、
古
代
の
教
会
 

続
い
て
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン
ス
（
一
五
 

0
 ｜
三
 一
五
）
も
、
他
宗
教
に
お
け
る
真
理
を
直
接
に
神
の
 

由
ゴ
ス
め
 
教
え
に
よ
 

  
3  2   

  

たので 下Ⅰ " 0 Ⅰ Ⅰ E の ヱコ臣 

Ⅰ坪 は 

ない」 ，トの 巳 @ ちづ 

  0 や之弓 すヨ （ ， 目 ・     
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宗教研究の解釈学的方法 

思想は @ 力ま 、 ナ ったくこ： ] 散 ラム た 。セ 強い 軍 イスラ   
「 閉 

とれ 他あ 紀 約数 、 のス ィ   
。 て れ 神 性 質 は 国シ 他 村 学 が の た し ス   

  
リ は 自 解 お ら し る 
  ， な 然 に い イ ま こ   

た丑ェ 逆 網 最 村 高 に 道 ず し 響 ト 付 加 イ 

。 ）ス ん 村 高 し 支 干 も か つ を 教 し え ス そほ れ % で キ 依存 のも て 、 の 発世 ハ 主 と の 例 （ 奉与 毬え知敵 のててう 、 ム 

に い り の の 一 腹 紀 

従 て ス 感 で っ を 以 自身 ）覚をのしてこ ゑ 9 い Ⅱ注ぎ た。そ ってい 対 的な イスラ   の ぞ の こ た 関 ム が 
" 完 に と と し と フ 。 方 い 蕊 に 唯 係 数 逆 

諸 全 深 し い い し 口 

宗 に い て わ 態 て テ で   
教 あ 関 家 れ 度 、 ス 
に ら 心 教 る を 常 タ   
対 わ を 一 に 提 に ン わ 軍 を の 教 う い ス 
す れ む 般 し 階 位 ト オ以神 承 が が に た ト 世 キ の ておる げ、 規 の ても した 宗教 教を た 。 し 単調 ししま イス なっ 特に 
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性
 」
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
「
歴
史
的
 

」
と
い
う
こ
と
は
、
少
く
と
も
宗
教
史
学
派
の
方
法
に
 

お
い
て
は
、
「
相
対
酌
」
 

が
 、
歴
史
学
を
基
本
的
な
方
法
と
す
る
宗
教
史
学
派
の
 中
で
か
え
っ
て
最
も
活
発
に
論
じ
ら
れ
た
理
由
も
、
ま
さ
 に
こ
こ
に
あ
る
。
ハ
ル
 

-
 
Ⅱ
）
 

ナ
ッ
ク
、
ト
レ
ル
チ
 、
ブ
 
セ
ッ
ト
等
に
よ
っ
て
こ
の
間
 題
 が
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
歴
史
学
 
の
 地
平
の
中
で
「
絶
対
 

の
中
に
解
消
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
点
 に
 宗
教
史
学
派
の
直
面
し
た
難
問
が
あ
り
、
 
「
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
」
の
問
題
 

た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
 れ
は
同
時
に
、
キ
リ
ス
ト
教
を
そ
の
成
立
 期
 に
お
け
る
 周
 ぬ
 諸
宗
教
と
の
共
通
性
 

程
 が
問
わ
れ
、
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、
あ
の
末
期
 ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
東
方
世
界
の
一
般
宗
教
史
の
中
に
し
 っ
 か
り
と
根
を
お
ろ
し
 

は
 、
そ
の
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
成
果
と
し
て
、
多
く
の
 
「
イ
ェ
ス
 伝
 」
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
宗
教
史
学
派
が
 そ
の
頂
点
を
形
成
す
る
 

（
 
3
 
l
l
 

）
 

こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
歴
史
的
関
心
が
自
由
主
 義
 神
学
の
基
調
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
歴
史
 の
中
の
問
題
と
し
て
 追
 

求
 さ
れ
る
場
合
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ェ
ス
自
身
も
 、
 す
べ
て
相
対
的
な
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
 当
 然
 の
こ
と
で
あ
る
。
 こ
 

こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
の
含
む
も
ろ
も
ろ
の
 要
 素
 に
分
解
さ
れ
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
そ
の
源
泉
 、
発
生
過
程
、
伝
来
過
 

型
 」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
史
学
的
関
心
 が
そ
の
ま
ま
神
学
的
関
心
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
 こ
 ぅ
 し
て
自
由
主
義
神
学
 

的
な
姿
が
、
こ
こ
で
は
イ
ェ
ス
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
 の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
自
由
主
義
神
学
の
 イ
ヱ
ス
像
 と
伝
 統
 的
な
教
会
教
義
の
教
 

え
る
イ
ヱ
ス
像
 と
の
間
に
は
、
大
き
な
喰
い
違
い
が
あ
 り
 、
そ
こ
か
ら
、
果
た
し
て
歴
史
上
の
 イ
ヱ
ス
 は
史
実
と
 し
て
ど
の
よ
う
な
存
在
 

（
 
2
 
l
 
ム
 
）
 

を
 持
っ
た
の
か
と
い
う
、
史
的
、
批
判
的
な
問
い
が
、
 当
 然
の
要
求
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
も
歴
史
上
の
 イ
ェ
ス
が
信
仰
の
「
 原
 

る
こ
と
が
、
 い
 わ
ゆ
る
自
由
主
義
神
学
の
特
徴
で
あ
る
 が
 、
こ
の
各
自
の
「
宗
教
経
験
」
と
し
て
の
信
仰
の
 、
も
 つ
 と
も
純
粋
な
、
原
型
 

  
ロ （ 
テ 巴 
ス 
タ し 0 

Ⅱ り 

ト 正峯 す Ⅰ 

統 ぎ   
の の 

正目 教会教 ， 0 
義 あ 

か き 

ま 自 ら C 
己 C 
を   

解 ヲ 
放   

㌣ して P 
各 
  

自 
の 
l 亡 @ 
の 

最 
内 
奥 
ケ @ し 

あ 
る 

「 

宗教 

経 
験 
」 

を神 

学 
の 

土 
ユ "   
ケ @ し 

す 
，え 
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リ
ス
ト
教
の
位
置
も
、
い
わ
ば
宗
教
の
原
型
と
い
う
べ
き
 も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 



強
 
さ
れ
る
。
従
っ
て
啓
示
は
宗
教
の
危
機
で
あ
っ
て
 

、
宗
 

教
は
 

、
現
実
の
歴
史
的
、
心
理
的
現
象
と
し
て
の
キ
リ
 

ス
ト
教
を
も
含
め
て
、
 

㍾
㌍
 
バ
バ
 
㍑
㌍
 
湘
 
㌍
 パ
 
㍉
㍉
 
卸
 
青
と
 

れ
 
（
 
%
 
6
 
宗
教
を
区
別
し
、
キ
リ
ス
ト
教
 

）
 
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
バ
ル
ト
の
「
不
連
続
 

対
 
諸
宗
教
と
い
う
 

説
 
」
に
も
と
 

対
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

了
 

解
 

(
5
5
 

な
 営
み
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
 

ょ
う
 な
一
切
の
人
 
間
 的
な
営
み
へ
の
審
判
と
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
 

お
 げ
る
神
の
啓
示
が
主
 

ル
ト
 の
出
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
由
神
学
的
 

状
況
は
決
定
的
に
変
化
す
る
。
宗
教
は
、
人
間
の
自
己
 

充
 足
 の
た
め
の
文
化
的
 

ミ
 ・
 
め
 ・
 
エ
 o
n
 
乙
 二
幅
（
の
 

p
.
 

）
 -
 オ
 印
子
 ぎ
蚕
 品
目
ず
の
 ざ
己
 ・
 P
 
ま
り
 

  

 
 

 
 

ト
 
・
の
。
ゴ
ミ
 

住
 
（
 
い
 
の
（
 

-
 
し
 
宙
 0
 
の
の
 

c
 
田
 
0
 
ゴ
（
の
 

日
 Ⅰ
の
Ⅰ
の
 

コ
 
l
 
Ⅰ
の
の
 

し
 
l
 
Ⅱ
 
0
 
「
の
 

臼
 
0
 
コ
の
 

-
 
お
お
 
"
 
（
遠
藤
、
森
田
 

訳
 
、
白
水
仕
）
お
よ
び
八
木
誠
 

一
 
「
新
約
思
想
 

 
 

 
 

 
 

  

コ
 
%
 
毛
 
-
 
の
の
の
 

コ
 
の
り
プ
 

リ
ヰ
 

（
 
@
 
Ⅰ
の
 

0
 
の
 

（
 
巧
 
）
従
っ
て
「
伝
道
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
論
的
 

根
拠
の
反
省
が
、
こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
神
学
の
中
で
生
じ
る
 

の
も
 
当
殊
 
で
あ
る
。
 

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
 

力
 
、
。
 

ら
で
あ
 

ケ
 
（
 
5
 
O
 
）
 



(556)  76 

上 
述 
の 

女口 

く、 

キ 

  
ス 一 
@  一 " 
教 
の 

  
  
ら 
の 

従 
来 
の 
""i" 

ホ軋似 

研 
究 
ン @ - 
  

  
刀て 

教 
学 
ケ @ - 
と 
  
て 
参 

考 
と 

な 
る 
よ 

@ 
な 
特 
兄 U 
な 
方 
法 

は展 

開 
さ 

  

な り り ス 裁 l の こ   火 方 、 ト か ゼ よ の 

20  19  18     よう いて（ ）（ 11 7 ） 6 の問 福音 便 の れて ンク うな 

研 ク 

め 庶 人 い の で な か 

  

信 。 蕊 ら l と て   え   キ く 人 

橿 ・ 韓 押ィ 犬 

      め て ト 的 を 中 義 
卓 ぃ 者 に す に 認 

                                            シ コミ 見 る で 存 べ あ の 

で の あ 在 て り 試 
あ だ れ す の な み 

へ お 
る と 、 る 宗 が の 

ン の ㏄     
リソ ツ ロ - --. 

そ る か の 審 も と   の 。 く 在 判 う い 
い下       幅 -o 大 宗 阿 り と 少 う   ク 間 数 ら 方 見 し 役 

0@ 円すト， すめ （     レき の の か と る 深 割 

ト O 冨 @     存 問 の し の く し   マ 汗 在 題 姿 て で 問 か   l の に な で と あ 題 持 

す Ⅱ   っ 考 在 ら る を た 
宰 牛 旦 降   教 団     いて え るしる 存 え が とら 尤 し ょ、 

の の て 。 し え こ 

い仁汀日ド 0 つ仔け再口 ㏄ に紐 つぎ 
理 に い つ か て と 

い 下 " 論 、 る ま し い に 

ココ イ 0 " て ト   」 つ い ア ㏄ の 神 P なる。 るのは 人間の的な反 人間で り、キ そこ 

学 省 在 あ り で ロ こ 



宗教研究の解釈学的方法 

る
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
に
た
だ
一
人
問
題
に
な
る
の
 は
 ブ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
新
約
学
者
で
 あ
っ
て
、
宗
教
一
般
 

主
題
的
に
論
じ
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
新
約
聖
書
 研
 究
の
方
法
の
中
に
は
、
宗
教
研
究
一
般
の
方
法
に
重
大
な
 示
唆
を
与
え
る
も
の
 

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
ブ
ル
ト
マ
ン
 に
 焦
点
を
あ
て
て
、
や
や
く
わ
し
く
そ
の
方
法
を
吟
味
し
  
 

（
 
1
 ）
本
稿
で
は
プ
ル
ト
マ
ン
の
宗
教
論
の
展
開
さ
れ
た
過
程
 
ほ
 つ
い
て
は
ふ
れ
な
い
 0
 そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ル
 ト
マ
ン
に
お
け
る
 実
 

百
論
 的
 宗
教
論
の
間
 題
 」
、
日
本
の
神
学
（
 5
 Ⅰ
一
九
六
 -
 
ハ
参
   

ブ
ル
ト
マ
 
ソ
 の
研
究
対
象
は
新
約
聖
書
で
あ
る
。
新
約
 

と
 、
そ
の
成
立
年
代
、
場
所
、
著
者
、
社
会
的
基
盤
、
 ゐ
 

聖
書
の
告
げ
て
い
る
事
柄
を
、
歴
史
学
的
、
批
判
的
万
法
 

不
敬
史
的
時
代
史
的
背
景
等
々
の
「
事
実
」
を
確
認
す
る
 に

よ
っ
て
確
認
す
る
 

こ
と
、
こ
れ
が
当
面
 

目
標
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
実
証
的
、
客
観
的
方
法
 に
よ
る
ほ
か
な
い
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
 歴
史
学
的
方
法
で
あ
 

（
 
う
そ
 
）
 

。
新
約
学
の
方
法
と
し
て
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
文
献
で
 あ
る
以
上
、
歴
史
学
的
方
法
以
外
に
は
方
法
は
な
い
。
 厳
 密
な
客
観
的
、
実
証
 

な
 
「
過
去
の
再
構
成
」
、
プ
ル
ト
マ
ン
の
用
語
に
従
え
ば
 

「
史
実
」
（
 

Q
u
 

の
二
ず
 

d
o
 

～
 
ず
 。
す
 
め
 ）
 、
の
 確
認
な
し
に
 忙
、
 如
何
な
る
解
釈
も
成
 

 
 

そ
れ
は
、
こ
の
「
史
実
」
の
確
認
は
 、
 果
た
し
て
ま
っ
 
た
く
無
前
提
の
 
、
純
 

（
 
4
 ）
 

に
客
観
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
で
 あ
る
。
た
し
か
に
確
認
さ
れ
た
史
実
そ
の
も
の
は
、
成
功
 し
た
場
合
に
は
高
度
 

客
観
性
を
特
つ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
史
実
を
 確
認
す
る
行
為
は
 、
 決
し
て
純
粋
に
客
観
的
な
も
の
で
は
 あ
り
得
な
い
。
ど
ん
 

に
 実
証
的
、
客
観
的
な
研
究
で
も
、
そ
れ
は
必
ず
、
研
究
 者
が
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
何
ら
か
の
「
見
通
し
」
 （
㌧
 
e
 （
の
つ
の
村
エ
 

せ
 の
）
 な
 

に
は
行
な
わ
れ
な
い
。
ど
ん
な
対
象
を
取
り
上
げ
る
に
 し
て
も
、
そ
こ
に
は
「
な
ぜ
そ
の
対
象
を
取
り
上
げ
て
 他
 0
 対
象
を
取
り
上
げ
 

い
の
か
」
と
い
う
問
題
が
ま
ず
根
底
に
あ
り
、
そ
の
 対
 象
を
取
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
の
、
研
究
者
自
身
の
 、
そ
 0
 対
象
の
含
む
問
題
 

の
 何
ら
か
の
「
関
心
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
象
に
 関
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
実
を
す
べ
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
 不
可
能
で
あ
る
が
 故
 

、
そ
こ
に
は
必
ず
資
料
の
選
択
が
あ
り
、
そ
の
選
択
の
 規
準
と
し
て
の
、
確
認
さ
る
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
の
「
 予
 想
 」
が
あ
る
。
こ
の
 

仁 へ な し な の 粋 立 拘 る の こ が を て 

77 (557) 



侍
り
 
べ
 
べ
 @
"
 
ト
の
ヰ
ざ
の
 

・
㏄
一
下
 

抜
 （
 
0
 「
 
せ
 り
 コ
 ヰ
ロ
の
 
0
 
プ
ぃ
 
（
 
0
-
0
 

的
ぜ
 
・
）
の
 
り
 Ⅱ
 "
 ロ
 ・
 
P
 
）
Ⅰ
 

（
 
3
 ）
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
が
最
初
は
こ
の
よ
う
な
実
証
的
歴
史
 
家
 と
し
て
出
発
し
た
。
上
掲
 注
 「
Ⅰ
）
参
照
。
 

（
 
4
 ）
以
下
に
つ
い
て
は
 
力
 ・
 し
三
 （
 
ヨ
ぃ
臣
タ
 
し
 い
 の
 づ
 （
 
っ
巨
 
。
ヨ
色
 出
の
 
「
 
ヨ
 の
 
コ
 0
E
 
ヱ
打
，
ト
 

の
り
 
つ
ヱ
コ
 @
 の
 づ
目
 ・
・
の
・
 

り
 ト
ト
ー
 

い
 
㏄
 り
 ）
一
目
 
@
 
の
 
（
 
0
 へ
せ
い
目
色
目
の
い
す
い
 

ヰ
 
0
-
0
 

幅
ぜ
、
ト
 

の
中
Ⅱ
・
 

つ
 ・
 
ト
ト
 
0
 
１
ト
い
い
 

@
 片
の
侍
 

へ
 。
Ⅰ
八
年
の
の
の
 

巨
 
N
 白
コ
の
の
 

-
o
 
の
 
e
 Ⅱ
Ⅹ
 
の
内
の
の
の
 

ヨ
む
 
的
コ
。
 

オ
づ
 ）
の
 
臼
 q
.
 （
 
ぎ
 @
 の
せ
 目
 ：
 田
ト
 下
㏄
 
1
 ト
切
つ
 

）
 さ
 ら
に
拙
稿
「
 プ
 

ル
ト
マ
ン
の
聖
書
 観
 ・
一
理
想
、
二
一
九
五
（
 

昭
 四
一
）
参
照
。
 

こ
の
よ
う
な
「
見
通
し
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
 研
究
者
自
身
が
、
自
分
の
研
究
す
る
そ
の
対
象
に
関
し
 て
、
 何
ら
か
の
コ
円
 

理
解
」
（
 セ
 o
r
 
つ
め
 
（
の
（
 

曲
コ
宙
 
三
の
）
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
，
 
」
と
を
意
味
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
先
入
観
や
予
断
で
 あ
っ
て
は
正
し
い
理
解
 

は
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
何
の
前
理
解
も
な
い
事
 柄
は
 つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
に
つ
い
て
問
い
か
け
を
 な
す
こ
と
す
ら
不
可
能
 

で
あ
る
。
実
証
的
研
究
は
 、
 決
し
て
 蛙
釜
刊
提
 
で
は
な
く
、
 
対
象
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
 何
ら
か
の
（
無
自
覚
的
 

で
あ
る
と
し
て
も
）
 
前
 理
解
を
常
に
前
提
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
で
は
こ
の
前
理
解
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
 る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
そ
 

れ
は
、
研
究
対
象
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
当
の
 事
柄
（
の
 

a
c
 

牙
の
）
に
対
し
て
、
研
究
者
が
す
で
に
何
ら
か
 

の
 関
係
を
持
っ
て
い
る
 

こ
と
に
も
と
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
研
究
者
と
対
象
と
の
 丑
 （
通
の
地
盤
の
上
で
前
理
解
が
成
立
し
、
そ
れ
を
手
が
 
か
り
と
し
て
問
い
か
け
 

（
 
局
 （
 
め
 洩
の
の
（
の
コ
日
 

お
 ）
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
新
約
 
聖
書
の
場
合
、
研
究
者
が
そ
れ
に
対
し
て
「
生
の
関
係
 」
（
デ
イ
ル
タ
イ
）
を
 
持
 

つ
と
こ
ろ
の
、
そ
の
当
の
事
柄
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
 あ
ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
は
、
そ
れ
は
神
と
か
キ
リ
ス
 ト
 と
か
で
あ
る
が
、
 
じ
 

か
し
そ
れ
は
信
仰
者
の
意
識
に
お
い
て
直
接
的
、
表
面
 的
に
そ
 5
 
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
神
を
信
じ
な
 い
 人
間
の
関
心
を
も
、
 

新
約
聖
書
は
呼
び
お
こ
す
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
 る
 。
従
っ
て
新
約
聖
書
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
 主
 題
は
、
神
 あ
る
い
は
 キ
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る
 実
存
に
つ
い
て
の
 
前
 理
解
を
手
が
か
り
と
し
て
問
い
を
 

設
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
 

る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
 

テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
実
存
理
解
（
Ⅱ
甑
の
片
の
コ
ミ
の
（
 

 
 

の
中
に
、
今
日
の
我
々
 

（
 
R
U
 

）
 

に
と
っ
て
も
自
己
理
解
の
一
つ
の
新
し
い
可
能
性
で
あ
る
 

よ
う
な
実
存
理
解
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
 

」
を
問
 
う
 の
で
あ
る
。
 

そ
の
際
、
テ
ク
ス
ト
の
示
す
実
存
理
解
を
受
け
入
れ
る
 

か
 拒
否
す
る
か
は
、
実
存
的
な
決
断
の
事
柄
で
あ
っ
て
 

、
 あ
ら
か
じ
め
考
慮
に
 

入
 

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
受
け
入
れ
る
に
せ
 

ょ
 拒
否
す
る
に
せ
 
よ
 、
と
も
か
く
テ
ク
ス
ト
の
示
す
実
存
 

理
解
に
照
ら
し
て
、
 

研
 

究
 者
の
前
理
解
は
深
め
ら
れ
、
訂
正
さ
れ
、
新
し
い
 

理
 解
 に
達
す
る
こ
と
に
ち
が
い
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
前
理
 

解
 を
い
つ
で
も
訂
正
す
 

る
 覚
悟
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
覚
悟
な
し
に
は
、
 

-
 
ア
 ク
ス
ト
は
沈
黙
し
て
何
も
語
ら
な
い
。
 

前
 理
解
に
固
執
 
し
て
、
そ
れ
を
テ
ク
ス
 

法
ト
に
 押
し
つ
げ
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
テ
ク
ス
ト
 

に
 「
聞
く
」
態
度
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

テ
 ク
ス
ト
は
研
究
者
と
無
関
係
 

甥
 
な
も
の
で
は
な
く
、
実
存
へ
の
関
心
と
い
う
共
通
の
 

地
盤
の
上
に
立
っ
て
 

、
 新
し
い
実
存
理
解
を
研
究
者
に
 

「
語
り
か
け
」
（
 

ン
ヨ
 
色
の
）
 

究
 
学
釈
 

て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
解
 
の
こ
の
よ
う
に
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
か
け
る
 

実
 

 
 

 
 

獅
て
 テ
ク
ス
ト
を
媒
介
と
し
て
新
し
い
自
己
理
解
が
成
 

立
 す
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
テ
ク
ス
ト
は
ま
さ
に
研
究
 

者
に
お
い
て
出
来
事
と
な
っ
 

山
下
 て

い
る
（
 
ぬ
 
e
s
c
 

下
の
下
の
③
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
真
の
意
味
 

の
 「
歴
史
」
（
 

9
 ぉ
 玉
ヰ
 
8
 ）
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
 

。
実
証
的
、
客
観
的
に
 

79  (559) 

従
っ
て
新
約
聖
書
へ
の
問
い
は
、
研
究
者
が
実
存
へ
の
 問
い
に
動
か
さ
れ
て
テ
ク
ス
ト
に
む
か
い
、
研
究
者
自
身
 が
す
で
に
持
っ
て
 い
 

リ
ス
ト
で
あ
る
と
言
 
う
 よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
 
ょ
う
 な
神
 あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
に
ど
の
よ
う
に
か
に
か
か
わ
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
自
己
の
本
 

来
 性
を
実
現
し
て
い
る
「
人
間
」
な
の
で
あ
る
。
研
究
 

者
 と
対
象
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
共
通
の
関
係
が
 

持
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ
 

の
そ
の
事
柄
は
、
ま
さ
に
自
己
の
本
来
性
を
目
覚
的
に
追
 

求
 す
る
人
間
、
つ
ま
り
実
存
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
 

「
実
存
へ
の
関
心
」
 
こ
 

そ
が
、
新
約
聖
書
の
研
究
に
あ
た
っ
て
 

、
 問
い
を
呼
び
 
お
こ
し
、
そ
の
問
題
設
定
を
導
く
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
 

あ
る
。
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宙の 

研 そ で ク と な 的 
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い が ブ る 盾 て 実 ら し 男 し 

あ か が 
る ト 、 こ 

。 マ こ う 
    

そ ン の し 
7  6       

ね め よ て   す す 証 か て 力 あ 

は 方 ラ ブ 
実 法 な ル   
存 を ブ ト 

の 家 か て 

構 教 ト " ノ 二   
道 学 て に 
な に ン と   
解 そ の っ 

明 の 方 て 関 のし 存 」 死所 ぎ 

す ま 法 は の 臣 O  @: りの 日 ア m Ⅰ の l エ , ヨ ・ 心 のそと笑柄 よて者、 場統 に 
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確
認
さ
れ
る
「
史
実
」
は
 、
 実
は
こ
の
 
ょ
 5
 な
出
来
事
 と
し
て
の
「
歴
史
」
が
、
た
と
い
無
自
覚
的
で
あ
る
に
せ
 ょ
 、
す
で
に
成
立
し
て
 

い
る
か
ら
こ
そ
問
題
と
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
 よ
う
な
「
歴
史
」
の
自
覚
的
な
成
立
を
目
標
と
し
て
こ
 そ
 、
は
じ
め
て
意
味
深
 

（
 
7
 ）
 

い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
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て
 理
解
で
き
る
の
は
、
前
節
に
述
べ
た
通
り
、
聖
書
の
著
 

者
 と
私
と
の
間
に
、
そ
の
内
容
に
違
い
は
あ
る
と
し
て
 

も
 、
と
も
か
く
両
者
が
 

共
に
実
存
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
実
存
に
つ
い
て
 

何
 ら
か
の
理
解
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
が
あ
る
か
ら
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
 
さ
 

ら
に
一
歩
進
め
て
言
え
ば
、
新
約
聖
書
の
使
信
の
告
げ
 

る
そ
の
実
存
理
解
を
私
が
聞
い
て
、
そ
れ
を
私
自
身
の
自
 

己
 理
解
の
新
し
い
可
能
 

性
 と
し
て
承
認
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
二
千
年
前
 

の
 パ
ウ
ロ
な
り
ヨ
ハ
ネ
な
り
の
理
解
し
た
実
存
と
私
の
実
 

存
 と
が
同
じ
も
の
、
 
少
 

く
と
も
同
じ
構
造
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
 

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
実
存
の
構
造
、
パ
ウ
ロ
と
私
に
 

共
通
の
、
と
言
う
こ
と
 

 
 

は
人
間
実
存
一
般
の
構
造
（
自
己
を
そ
の
よ
う
に
理
解
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
構
造
）
を
ブ
ル
ト
マ
ン
は
 

ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
に
な
ら
っ
 

て
 「
実
存
論
的
構
造
」
と
呼
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
パ
ウ
ロ
 

や
 ョ
 ハ
不
は
こ
の
よ
う
な
実
存
一
般
の
構
造
に
つ
い
て
の
 

実
 序
論
的
な
理
論
を
展
開
 

し
て
は
い
な
い
。
彼
ら
の
所
論
は
「
実
存
的
」
な
も
の
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
実
存
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
の
実
存
 

的
な
理
解
は
、
そ
れ
が
 

首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
必
ず
、
実
存
が
そ
 

の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
理
由
と
し
て
の
、
 

実
 存
の
構
造
に
関
す
る
 
案
 

序
論
的
な
理
解
を
暗
黙
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
従
っ
 

て
 新
約
聖
書
の
実
存
理
解
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
 

に
 暗
黙
の
う
ち
に
前
提
 

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
よ
う
な
実
存
一
般
の
構
 

造
 二
つ
い
て
の
実
存
論
的
な
理
解
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 

が
 必
要
と
な
る
。
ブ
ル
 

ト
マ
 ソ
 は
、
そ
の
作
業
を
行
な
 
う
 の
に
あ
た
っ
て
 
、
周
 知
 の
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
諸
概
念
を
援
用
し
て
い
 

る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
 

法
に
 「
実
存
の
理
念
」
（
 

巴
 Ⅹ
 い
 
の
（
の
 

黒
乙
 の
の
）
の
問
題
が
 

成
立
す
る
。
つ
ま
り
特
定
の
実
存
理
念
か
ら
出
発
し
た
 

ハ
 ィ
デ
 

の
現
存
在
分
析
 

胡
を
 、
そ
れ
と
は
違
う
実
存
理
念
を
持
っ
た
神
学
 の
 領
域
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
 

  

鮮
る
 。
ま
し
て
そ
の
ブ
ル
ト
マ
 
ソ
 の
方
法
を
さ
ら
に
そ
 の
ま
ま
宗
教
学
の
方
法
に
持
ち
こ
む
こ
と
は
、
再
び
実
 

存
 理
念
の
不
整
合
を
 
お
 か
す
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5
6
1
 

 
 



そ
の
現
存
在
分
析
の
結
果
は
 、
 同
じ
実
存
理
 

ん
懇
意
的
に
選
び
取
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
 

理
念
に
よ
っ
て
対
象
を
解
釈
す
る
と
い
う
、
 

的
に
取
り
上
げ
て
、
循
環
か
ら
逃
げ
る
こ
と
 

目
指
し
て
、
そ
れ
を
現
存
在
の
実
存
論
的
な
 

存
在
」
と
い
う
実
存
理
念
が
、
ハ
イ
デ
 ，
ガ
 

な
 、
存
在
的
な
事
柄
が
、
存
在
論
的
な
も
の
 

分
析
は
、
存
在
論
的
に
徹
底
さ
れ
た
純
粋
に
 念

 に
立
つ
者
に
し
か
適
用
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
な
の
 で
あ
る
。
こ
の
実
存
理
念
は
も
ち
 ろ
 

対
象
そ
の
も
の
の
中
か
ら
開
発
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
 で
あ
っ
て
、
対
象
か
ら
開
発
さ
れ
た
 

 
 

｜
は
 、
こ
の
循
環
を
む
し
ろ
積
極
 

（
 
二
リ
 

）
 

で
は
な
く
、
「
根
源
的
に
、
し
か
も
全
体
的
に
、
こ
の
 「
 環
 L
 の
中
へ
飛
び
こ
む
」
こ
と
を
 

「
先
立
っ
て
」
と
い
う
構
造
に
基
礎
 づ げ
よ
う
と
す
る
の
 で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
 一
 
。
死
へ
の
 

１
 0
 現
存
在
分
析
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
 実
存
理
念
に
「
 死
 」
と
い
う
よ
う
 

に
 転
じ
つ
く
さ
れ
な
い
で
、
存
在
的
な
ま
ま
で
取
り
入
れ
 ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
現
存
在
 

-
 
二
 
u
 
）
 

中
立
的
、
形
式
的
な
も
の
と
は
言
え
な
い
も
の
な
の
で
 あ
る
。
そ
の
分
析
を
「
正
し
い
」
 

哲
 

（
 
3
 ）
 

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
 ょ
う
 な
理
念
を
最
後
ま
で
考
え
抜
 く
と
こ
ろ
に
そ
の
現
存
在
の
存
在
構
造
の
存
在
論
的
解
釈
 が
 成
立
す
る
。
従
っ
て
 

そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
実
存
」
は
 、
 実
は
す
で
に
 研
究
者
の
実
存
理
念
に
よ
っ
て
 枠
づ
 げ
ら
れ
、
切
り
取
ら
 れ
た
限
り
で
の
実
存
な
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
実
存
理
念
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 に
お
い
て
は
、
人
間
と
は
何
に
も
ま
し
て
ま
ず
死
ぬ
 も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
 

（
 
2
 ）
 

て
 、
そ
の
理
念
に
包
含
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
実
存
を
 

そ
の
理
念
の
お
よ
ぶ
範
囲
の
限
り
で
と
ら
え
よ
う
と
 
す
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 

が
 、
そ
れ
で
も
そ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
た
し
 か
に
 
ハ
イ
デ
，
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
は
、
実
存
の
実
存
す
 る
こ
と
自
身
か
ら
開
発
 

さ
れ
た
分
析
で
あ
っ
て
、
「
如
何
に
実
存
す
べ
 

き
か
 」
と
 い
 う
 問
題
で
は
な
し
に
、
「
実
存
す
る
と
は
如
何
な
る
こ
 と
か
し
を
主
題
的
に
問
 

題
 と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
ブ
ル
ト
マ
 ソ
の
 高
 5
 
「
正
し
い
哲
学
」
で
あ
る
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 
し
か
し
、
実
は
、
こ
こ
 

で
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
構
造
が
解
明
さ
れ
た
 「
実
存
」
は
 、
 決
し
て
 皿
 生
別
提
の
実
存
そ
の
も
の
で
は
な
 
く
 、
す
で
に
或
る
特
定
 

の
 実
存
理
念
に
よ
っ
て
切
り
取
ら
れ
て
来
た
も
の
な
の
で
 あ
る
。
ハ
イ
デ
 "
 ガ
 ー
の
現
存
在
分
析
は
、
特
定
の
 
実
存
理
念
に
も
と
づ
い
 

(562) 

（
 
l
l
 
）
 

に
も
あ
て
は
ま
る
分
析
、
と
し
て
援
用
し
て
い
る
。
も
ち
 ろ
ん
、
現
在
の
と
こ
ろ
も
っ
と
も
中
立
的
な
、
と
い
う
 条
件
を
つ
け
て
は
い
る
 

 
  

 



フ
ル
ト
マ
 ソ
 は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
見
ぬ
い
て
い
な
い
。
 批
判
さ
れ
る
べ
き
錯
綜
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
 実
際
の
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 

法
の
実
存
論
的
新
約
聖
書
解
釈
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
 
、
意
識
的
に
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
の
認
識
は
 な
い
と
し
て
も
、
現
実
に
は
、
 

牡
 
は
っ
き
り
と
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
と
ら
え
て
、
 そ
 れ
を
解
決
す
る
た
め
の
手
続
き
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 っ
 ま
り
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 は
、
ハ
イ
 

学
 

 
 

な
が
ら
実
際
に
ほ
そ
れ
を
修
正
し
て
、
新
約
聖
書
の
実
 存
 理
解
を
解
釈
す
る
に
ふ
さ
 

が
わ
し
い
も
の
に
変
更
し
、
そ
う
し
て
利
用
で
き
る
も
 
の
だ
け
を
注
意
深
く
再
構
成
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
の
 場
合
、
注
目
に
あ
た
い
す
る
 

獅
 
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
分
析
を
、
も
っ
と
ポ
ジ
 -
 
ア
イ
 ブ
 な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
へ
と
修
正
す
る
の
で
は
 な
く
、
逆
に
も
っ
と
存
在
論
 

小
小
 的

な
 、
 裸
の
実
存
の
方
へ
と
修
正
し
て
い
る
こ
と
で
あ
 る
 。
そ
の
た
め
に
フ
ル
ト
マ
ン
は
「
死
へ
の
存
在
」
と
い
 ぅ
 理
念
を
ま
ず
捨
て
 
83  (563) 

（
 1
 ）
プ
ル
ト
マ
ン
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
関
係
は
「
存
在
と
 時
間
」
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
 限
 わ
れ
る
 0
 し
か
も
そ
れ
を
人
間
 学
的
に
理
解
す
る
 限
 

り
に
お
い
て
で
あ
る
。
存
在
と
時
間
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
 こ
と
が
、
現
在
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
意
図
と
も
喰
い
 @
 
漫
 う
も
の
と
な
 

っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
一
応
 別
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
の
フ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
に
つ
い
 

て
は
 
z
 づ
け
 

呂
臣
ゴ
 0
 一
 
O
 僅
 P
P
 
の
 邑
 
（
 
ぎ
 一
パ
目
ニ
 
P
P
 

で
㌫
）
 

一
 Ⅱ
 ヒ
ヨ
 ㌧
 q
O
 
匡
 。
日
色
・
田
ロ
（
 

日
せ
 （
 
す
 。
 ざ
 笹
生
。
 
巨
 コ
 %
.
P
 
鰍
い
宙
 コ
ホ
 ア
 ミ
ロ
・
・
の
 Ⅰ
㌧
の
 

｜
 い
つ
㏄
）
 

一
 

甘
の
塁
の
ぎ
ざ
旨
の
 u
.
 
目
ド
 （
 
プ
巳
 0
%
e
.
 
お
目
 
（
 
ぎ
 -
 の
せ
憶
 ：
 の
 ト
ト
 
ト
ー
ト
㏄
の
 

レ
 @
 し
 @
 
の
の
の
の
。
 

ま
 0
 下
ニ
 
T
 す
オ
 
ゑ
 （
 ロ
 ・
し
 い
 の
の
ぎ
の
 
ロ
 ・
 
ロ
 ・
の
 -
 
ぃ
 Ⅰ
 す
の
、
い
円
す
沐
 

呂
 ㏄
 0
.
 縛
 お
っ
と
 求
 ・
そ
れ
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
の
・
 

木
 仁
 ミ
ヨ
 ぃ
コ
ダ
メ
 ・
Ⅰ
む
年
 

毛
ギ
 二
次
・
立
ゑ
 ヨ
、
 Ⅱ
・
㏄
（
Ⅰ
 

コ
コ
 
の
「
に
よ
っ
 て
い
 円
 す
木
 誌
 

上
 で
一
九
二
九
 ｜
 三
一
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
「
存
在
論
と
神
 学
 」
論
争
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
本
節
と
次
節
の
全
体
に
つ
い
 て
は
石
津
 
照
璽
 

「
宗
教
研
究
の
立
場
と
宗
教
的
実
存
の
問
題
点
」
、
宗
教
研
究
、
 

一
八
八
九
（
 昭
 四
一
）
参
照
。
 

（
 2
 ）
 
ニ
 ・
 
由
 止
し
の
の
内
の
ぺ
・
の
の
 

ぎ
 
E
.
 
い
上
 （
父
の
 め
づ
ン
 ）
 っ
っ
 
0
 。
・
の
 ㏄
Ⅰ
 
つ
 ・
㏄
Ⅰ
㏄
 
｜
 ㏄
Ⅰ
の
 

（
 3
 ）
石
津
 照
璽
 、
宗
教
 哲
 宇
の
問
題
と
方
向
、
昭
二
八
、
二
 二
 0
 頁
 。
 

（
 4
 ）
の
 由
コ
仁
 ・
 
い
由
 （
 
、
の
 ・
 ト
り
 
い
 

（
 5
 ）
 
0
 已
の
づ
ら
い
，
の
・
の
 

ト
包
 

（
 6
 ）
石
津
 照
璽
 、
「
宗
教
の
根
拠
に
関
す
る
研
究
」
、
東
北
大
 

学
文
学
部
年
報
、
八
（
昭
二
二
）
 

、
 ニ
一
一
頁
。
ま
た
上
掲
 注
 
（
 3
 ）
参
照
。
 

学
 と
し
て
ブ
ル
ト
マ
ン
が
援
用
す
る
こ
と
に
は
、
非
難
 さ
れ
て
も
や
む
を
得
ぬ
も
の
が
あ
る
。
 



（
 7
 ）
 
し
鰍
 
頭
の
宙
の
目
（
け
 

ご
斡
チ
 
ミ
日
の
方
（
・
 
円
オ
の
三
 
・
 %
 安
：
 
め
 り
 ㏄
（
の
 せ
ゲ
 ・
 甲
 ト
ト
 
さ
 @
 口
 豆
由
の
 c
 す
 い
 （
 
0
-
0
 

の
 げ
日
 Ⅰ
。
す
り
 

コ
ニ
 
の
 の
 １
 %
 ペ
 ド
目
幅
り
 

由
 Ⅰ
 コ
 Ⅰ
の
 
"
 

）
 っ
ぃ
 
㏄
 C
 コ
 @
 の
せ
 Ⅰ
・
の
 ト
 ㏄
㏄
）
 
@
 円
 す
の
 
0
-
0
 

の
 p
0
%
z
 づ
 
（
Ⅰ
の
白
 

い
 ）
。
 ト
 の
り
㏄
 
-
 の
 ・
 
ト
 の
の
 
｜
 ㏄
 べ
つ
 

（
 8
 ）
 
い
 年
ヨ
㌧
Ⅰ
。
匡
の
 

ヨ
宙
 ・
門
三
ヨ
 
ぜ
臼
 0
-
 
：
 ト
 の
 り
ぃ
ハ
 
@
 
コ
 -
 パ
目
 
Ⅰ
 
H
.
 

。
の
・
）
の
の
）
 

@
 目
の
の
幕
串
 
ス
ヰ
 
の
ぎ
の
ロ
コ
ロ
 
ブ
 （
 
ド
ま
つ
 
-
.
 
、
 ）
の
 
銅
 ㏄
 ヱ
コ
 
の
メ
ト
 
Ⅱ
 
ノ
ト
 
：
㏄
Ⅰ
Ⅱ
 こ
 

こ
の
よ
う
な
理
念
に
も
と
づ
い
て
「
神
学
」
が
形
成
さ
れ
得
る
 か
 否
か
は
ま
た
別
な
問
題
で
あ
る
。
 

（
 9
 ）
こ
の
本
来
性
の
実
現
が
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
に
お
い
て
 
の
み
可
能
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ト
マ
ン
は
 再
 び
 矛
盾
し
た
立
場
に
 

立
つ
こ
と
に
な
る
。
 

（
 托
 ）
辻
村
公
一
「
プ
ル
ト
マ
 
ソ
と
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
、
苗
字
 
研
究
、
四
九
三
（
昭
三
九
）
参
照
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
   

ガ
 ー
の
概
念
そ
の
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
的
背
景
の
下
に
あ
る
か
 ら
で
も
あ
る
。
上
妻
 精
 
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
百
字
 
の
 Ⅲ
讐
に
つ
い
 
て
目
 
実
存
生
 

義
 、
三
五
（
 昭
 四
こ
、
九
六
頁
以
下
参
照
。
 

り
に
我
が
身
に
引
き
受
け
る
実
存
、
つ
ま
り
実
存
論
的
 

構
造
の
と
お
り
に
実
存
的
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
本
来
的
 

実
存
の
実
現
を
見
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
（
 

9
-
 
つ
ま
り
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
 
ょ
う
 な
新
約
 聖

書
の
実
存
か
ら
開
発
さ
れ
た
理
念
に
よ
っ
て
、
い
わ
 

ば
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
 
修
 

正
し
て
、
い
わ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
は
別
な
、
ブ
ル
ト
 

マ
ン
自
身
の
現
存
在
分
析
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

-
0
-
l
 

ぬ
 聖
書
の
実
存
理
解
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
「
存
在
 

可
 能
 」
と
し
て
の
実
存
に
構
造
上
そ
な
わ
っ
て
い
る
「
 

不
た
 し
か
さ
」
を
、
そ
の
 
通
 

 
 

的
な
問
題
の
場
面
に
は
神
の
問
題
の
所
在
は
な
い
と
す
る
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
 
新
 

で
な
く
も
有
り
得
る
」
と
い
う
「
存
在
可
能
」
の
 仕
組
 み
 こ
そ
実
存
の
も
っ
と
も
根
本
的
な
裸
の
姿
で
あ
る
と
す
 る
の
で
あ
り
、
そ
の
 眼
 

と
 違
っ
て
「
神
の
前
な
る
実
存
」
と
い
う
よ
う
な
理
念
 か
ら
出
発
し
な
い
。
か
え
っ
て
実
存
の
範
囲
の
中
に
神
は
 な
い
と
し
て
、
「
神
に
 

か
か
わ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
か
か
わ
ら
な
い
こ
と
も
 で
き
る
」
も
の
と
し
て
の
実
存
か
ら
出
発
す
る
。
つ
ま
り
 「
で
も
有
り
得
る
し
、
 

Ⅰ
 
7
 く
 

て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
そ
の
理
念
は
「
存
在
可
能
」
（
 
ぎ
ぎ
村
 ミ
 日
の
し
と
し
て
の
実
存
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
 マ
ン
は
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

く 56 

れ
た
理
念
仁
も
と
づ
い
て
実
存
論
的
分
析
を
再
構
成
し
 た
 上
で
、
そ
れ
を
新
約
聖
書
に
適
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
 
フ
ル
ト
マ
ン
に
よ
っ
 

 
 

  

る
 。
そ
し
て
そ
れ
を
も
っ
と
実
存
論
的
、
存
在
論
的
な
 

方
向
に
純
化
し
、
も
っ
と
素
地
的
な
も
の
へ
と
く
だ
い
て
 

、
そ
の
 ょ
 う
に
修
正
さ
 4
 



鰍
の
 パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
 と
 、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
 る
 「
 節
 理
解
」
と
が
は
た
ら
く
。
従
っ
て
「
事
実
の
確
認
 」
は
同
時
に
、
そ
こ
に
前
提
 

ゆ
さ
れ
て
い
る
「
節
理
解
」
に
つ
い
て
の
反
省
を
必
要
 
と
す
る
。
㈹
こ
の
前
理
解
は
、
研
究
者
と
対
象
と
の
 
間
の
 「
連
関
」
に
も
と
つ
い
 
の
 

 
 

好
て
 成
立
す
る
。
こ
の
連
関
は
、
両
者
に
共
通
の
実
存
 の
 構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宗
教
現
象
と
は
宗
教
的
実
 存
 に
ほ
か
な
ら
な
い
 0
 こ
の
 

 
 
 
 

右
下
 実

存
の
構
造
に
根
ざ
し
て
は
じ
め
て
宗
教
現
象
は
理
解
 可
能
に
な
る
。
従
っ
て
前
理
解
に
つ
い
て
の
反
省
は
「
 実
 存
の
実
存
論
的
構
造
」
 

浅
う
 に
官
 ぅ
 こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
 

方
 

（
 
@
 
，
 ）
 

め
 

㈹
ま
ず
宗
教
の
学
的
研
究
は
「
宗
教
の
事
実
」
 
の
 実
証
的
研
究
か
ら
出
発
す
る
。
㈲
し
か
し
「
事
実
 
」
の
確
認
に
は
、
必
ず
特
定
 

字
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の
所
論
の
中
に
は
 い
く
 っ
 か
の
錯
綜
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
㈹
ブ
ル
 
ト
マ
ン
は
ハ
イ
デ
ッ
 

ガ
 一
の
現
存
在
分
析
を
中
立
的
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
 は
お
か
し
い
。
㈲
ブ
ル
ト
マ
ン
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
 
中
立
的
と
言
い
な
が
ら
 

実
際
に
は
そ
の
実
存
理
念
を
批
判
す
る
と
い
う
形
で
解
 釈
し
、
新
約
聖
書
に
適
用
で
き
る
 よ
う
 に
修
正
し
て
用
い
 て
い
る
。
㈹
そ
の
 ょ
 

う
 な
修
正
を
行
な
 う
 時
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
新
約
聖
書
 に
お
け
る
事
実
的
生
の
領
域
か
ら
開
発
さ
れ
た
実
存
理
念
 に
よ
っ
て
お
り
、
従
っ
 

て
こ
の
理
念
か
ら
構
成
さ
れ
た
実
存
論
的
分
析
は
決
し
て
 中
立
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
再
び
中
立
的
 と
 考
え
て
い
る
。
実
存
 

理
念
は
、
分
析
さ
る
べ
 き
 実
存
そ
の
も
の
か
ら
開
発
さ
 ね
 、
そ
の
理
念
に
よ
っ
て
逆
に
実
存
が
は
じ
め
て
 枠
 づ
け
 ら
れ
て
分
析
さ
る
べ
き
 

実
存
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
循
環
構
造
 は
 、
解
釈
 学
的
循
環
と
し
て
最
後
ま
で
つ
き
ま
と
う
も
の
な
の
で
あ
 っ
て
、
そ
の
限
り
、
 す
 

べ
て
の
人
間
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
よ
う
な
実
存
理
念
と
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
実
存
の
構
造
と
い
う
も
 の
は
、
フ
ル
ト
マ
ン
の
 

考
え
性
反
し
て
決
し
て
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
 

四
 

こ
の
 ょ
う
 な
反
省
と
吟
味
を
経
た
上
で
、
我
々
は
宗
教
研
 究
の
万
法
と
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 の
方
法
を
念
頭
に
置
 き
な
が
ら
、
次
の
 ょ
 



そ
の
実
存
理
念
は
、
対
象
で
あ
る
宗
教
的
実
存
そ
れ
 自
 

 
 

同
時
に
そ
の
宗
教
の
 ポ
 

シ
テ
ィ
ヴ
な
規
定
性
を
能
 う
 限
り
取
り
の
ぞ
い
て
素
地
 的
な
場
面
に
ほ
ど
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 そ
う
で
な
け
れ
ば
、
 そ
 

の
 宗
教
を
信
じ
て
い
る
者
に
し
か
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
に
 な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
を
信
じ
て
い
な
く
と
も
 、
そ
の
宗
教
に
お
け
る
 

実
存
理
解
が
、
研
究
者
に
と
っ
て
も
可
能
性
と
し
て
 成
 立
 す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
理
解
が
成
り
立
っ
。
実
存
 理
念
が
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
 

規
定
性
を
持
た
な
け
れ
ば
持
た
な
い
ぼ
 ど
 、
そ
の
理
念
 に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
範
囲
は
広
く
な
る
。
㈲
従
っ
て
 
実
証
的
に
宗
教
の
事
実
 

を
 確
認
す
る
こ
と
は
、
そ
の
前
提
を
反
省
し
て
行
く
と
、
 ど
う
し
て
も
宗
教
の
事
実
に
含
ま
れ
て
い
る
「
実
存
 理
 解
 」
と
、
そ
の
根
底
に
 

あ
る
実
存
一
般
の
構
造
に
つ
い
て
の
理
解
の
解
明
を
必
 要
 と
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
宗
教
史
 は
 実
存
理
解
の
競
争
の
 

歴
史
と
な
り
、
比
較
宗
教
は
実
存
理
解
の
比
較
と
な
る
。
 ㈹
さ
て
最
後
に
、
そ
れ
ら
の
諸
宗
教
に
お
け
る
実
存
 
理
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 

宗
教
に
お
け
る
実
存
の
本
来
性
に
つ
い
て
の
理
想
に
も
 と
づ
い
た
特
定
の
実
存
理
念
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
 

 
 

規
定
性
を
と
き
ほ
ぐ
し
て
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
実
存
 で
も
「
仏
教
的
」
実
存
で
も
な
い
裸
の
単
に
「
宗
教
的
」
 実
存
の
構
造
に
ま
で
 還
 

元
 す
る
こ
と
が
論
理
的
に
は
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
 の
よ
う
に
し
て
実
存
一
般
の
構
造
の
 -
 
理
解
に
達
し
た
と
し
 て
も
、
そ
れ
も
や
は
り
 

そ
の
出
発
点
と
し
て
の
何
ら
か
の
特
定
の
様
態
に
お
い
 て
 実
存
的
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
実
存
か
ら
自
由
で
は
あ
り
 得
ず
 、
 従
っ
て
決
し
て
 

普
遍
的
な
、
あ
ら
ゆ
る
実
存
の
実
存
的
自
己
理
解
を
中
 立
 的
に
根
拠
づ
 け
 得
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
 存
在
的
規
定
性
は
ど
こ
 

ま
で
も
つ
ぎ
ま
と
 う
 。
も
ち
ろ
ん
そ
の
規
定
性
を
で
 き
 る
 限
り
は
ぎ
取
っ
て
、
で
き
る
限
り
裸
の
実
存
へ
と
せ
ま
 る
 努
力
が
な
さ
れ
ね
ば
 

な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
努
力
は
、
存
在
的
規
定
か
ら
 め
 が
れ
る
と
い
う
仕
方
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
規
定
 に
 正
し
く
か
か
わ
る
と
 

い
う
 仕
方
で
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
限
り
純
粋
 に
中
立
的
な
実
存
の
構
造
と
い
う
も
の
は
決
し
て
 
獲
 得
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
 

る
 。
し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
た
と
い
そ
れ
が
 純
粋
に
中
立
的
な
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
 仮
り
 に
 諸
宗
教
の
実
存
理
解
 

(566) 

に
つ
い
て
の
反
省
を
必
要
と
す
る
 0
 ㈲
こ
の
実
存
の
 構
造
に
つ
い
て
の
反
省
は
 、
 必
ず
何
ら
か
の
「
実
存
理
念
 」
に
導
か
れ
て
い
る
。
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あ
ろ
う
。
そ
れ
は
実
証
的
研
究
を
不
可
欠
の
土
台
と
す
 

ブ
ル
ト
マ
ン
の
方
法
を
批
判
的
に
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
 

る
が
、
し
か
し
そ
の
前
提
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
し
て
、
 

っ
て
宗
教
学
に
示
唆
さ
れ
る
方
法
は
、
要
約
す
れ
ば
ほ
 ば
 

哲
学
的
研
究
を
も
同
時
 

上
述
の
如
き
も
の
で
 

 
 

な
 関
係
を
持
ち
な
が
ら
、
宗
教
お
よ
び
宗
教
的
現
象
を
 取
り
上
げ
て
、
そ
こ
に
 

示
さ
れ
て
い
る
実
存
理
解
を
実
存
一
般
の
構
造
と
の
 関
 係
の
中
で
解
明
す
る
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
宗
教
研
究
の
 解
釈
学
的
方
法
と
呼
ぶ
 

 
 

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

(
5
6
 

 
 

（
 
2
 ）
事
実
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
あ
 
と
か
ら
哲
学
が
 
泌
要
 に
な
る
の
で
は
な
い
。
事
実
を
事
実
と
し
 て
 取
り
上
げ
る
そ
の
 

 
 

操
作
の
中
に
哲
学
的
反
省
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
な
お
本
論
の
 全
体
に
つ
い
て
は
石
津
教
授
の
上
掲
諸
論
文
の
ほ
か
に
、
山
形
 孝
夫
「
解
釈
学
 

を
 比
較
し
理
解
す
る
た
め
の
共
通
の
根
底
と
し
て
「
 想
 定
 」
す
る
こ
と
は
、
方
法
的
に
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
 

で
も
方
法
上
の
仮
構
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
そ
の
よ
う
な
 実
 存
の
構
造
が
普
遍
妥
当
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
 う
 の
で
 は
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
 

仮
構
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
宗
教
の
比
較
と
い
う
こ
と
 も
 、
理
解
と
い
う
こ
と
も
成
立
し
な
く
な
る
と
い
う
意
味
 で
、
方
法
上
の
仮
構
 と
 

し
て
許
さ
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
 自
分
の
実
存
理
念
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
 新
し
い
実
存
理
解
の
可
 

能
 性
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
学
問
の
新
し
い
 成
果
に
よ
っ
て
 、
 常
に
訂
正
さ
れ
、
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
 と
を
そ
れ
自
身
が
望
ん
 

で
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
㈹
一
つ
っ
 
げ
 加
え
れ
ば
、
 
こ
の
よ
う
に
し
て
「
宗
教
現
象
」
の
所
在
を
「
宗
教
的
 実
存
」
に
求
め
、
そ
の
 

実
存
理
解
を
と
ら
え
た
場
合
、
も
し
宗
教
に
お
け
る
 実
 存
 理
解
と
同
じ
実
存
理
解
が
、
宗
教
以
外
の
他
の
日
常
的
 生
の
場
面
に
お
い
て
も
 

見
 出
だ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
 ょ
う
 な
 場
面
は
当
然
「
宗
教
的
」
 

な
 場
面
と
し
て
研
究
の
領
域
に
 入
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
 

成
立
宗
教
の
み
で
な
く
、
日
常
的
 生
 に
お
け
る
「
宗
教
 的
 」
 な
 場
面
も
宗
教
学
の
問
題
領
域
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

（
 
1
 ）
そ
の
場
合
「
宗
教
・
一
の
事
実
と
し
て
何
を
取
り
上
げ
る
 
か
は
、
さ
し
あ
た
り
㈲
 世
 Ⅲ
に
通
宝
 に
 従
う
 、
 ㈲
 字
 社
史
上
の
 最
も
存
 曲
 な
仮
説
に
 

従
 う
 、
と
い
う
二
つ
の
道
が
あ
る
 0
 ど
ち
わ
に
お
い
て
も
そ
の
 よ
さ
に
し
て
対
象
と
し
て
定
立
さ
れ
た
も
の
の
本
質
的
意
味
の
 解
 凹
か
ら
、
 逆
 

に
そ
の
対
象
の
宗
教
性
が
吟
味
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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映
 さ
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
 部
派
 分
裂
史
の
資
料
 は
 号
目
う
に
 

及
ば
ず
、
当
時
の
政
治
史
の
資
料
や
、
律
蔵
の
資
料
、
碑
文
な
 ど
が
援
用
 

さ
れ
、
関
連
資
料
が
細
大
も
ら
さ
ず
、
綿
密
に
検
討
さ
れ
て
い
 る
 。
こ
の
 

問
題
に
関
し
て
、
近
来
、
こ
れ
だ
け
広
範
に
資
料
を
探
査
し
 、
 そ
れ
ら
を
 

精
密
に
研
究
し
た
業
績
は
見
当
ら
な
い
。
斯
学
の
発
展
に
貢
献
 し
た
功
績
 

は
 大
き
い
。
 

一
 

本
書
の
内
容
を
概
観
す
る
と
、
ま
ず
第
一
篇
「
教
団
史
構
成
の
 視
点
」
 

に
お
い
て
、
こ
の
研
究
に
お
け
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
 ま
ず
問
題
 

0
 所
在
と
研
究
方
法
を
示
す
。
著
者
に
よ
れ
ば
（
三
頁
）
、
本
書
 
 
 

う
 資
料
は
 、
 主
と
し
て
「
伝
説
」
と
言
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
 
 
 

そ
の
中
に
は
歴
史
的
行
料
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
在
来
 の
 諸
学
者
 

の
 研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
伝
説
の
中
 か
，
 
ら
 歴
史
的
 

事
実
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
本
書
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
こ
 と
を
示
し
 

て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
本
書
に
取
り
扱
う
資
料
を
検
討
す
る
。
 ま
 ず
 、
教
団
 

史
 研
究
の
直
接
資
料
を
挙
げ
 ，
 次
に
こ
れ
に
閲
す
る
在
来
の
学
 者
の
研
究
 

業
績
を
 、
 洋
の
東
西
に
わ
た
っ
て
、
細
大
も
ら
さ
ず
紹
介
し
、
 検
討
し
、
 

問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
用
意
周
到
な
準
備
の
も
と
に
 研
究
が
は
 

じ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
文
献
が
詳
し
く
挙
が
っ
て
い
る
 か
ら
、
 ビ
 

プ
 リ
 オ
グ
ラ
フ
ィ
 l
 と
し
て
も
完
備
し
て
お
り
、
信
頼
し
う
る
 。
つ
ぎ
に
 

第
二
章
に
は
、
「
仏
滅
年
代
」
を
取
り
あ
げ
る
。
仏
滅
年
代
の
考
 察
 に
は
、
 

の
 八
ロ
 
ロ
 （
 
り
 ㏄
 仁
っ
 
（
 
曲
 と
ン
 か
 
0
 
下
の
年
代
が
基
点
と
な
る
こ
と
を
、
 ま
ず
指
摘
 
兜
 

し
 、
つ
い
で
諸
学
者
の
見
解
を
詳
細
に
検
討
し
、
次
に
仏
滅
 年
 代
の
直
接
 
9
 

資
料
を
出
し
、
系
統
別
に
整
理
し
 、
 一
々
に
つ
い
て
検
討
し
・
 
問
題
点
を
 
8
 



明
ら
か
に
し
て
い
る
。
資
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
 律
 威
に
見
ら
 

れ
る
資
料
 セ
種
 、
カ
シ
ュ
ミ
ー
う
の
伝
承
を
 、
卜
か
 0
 オ
 ゆ
く
と
 
自
コ
 
い
 や
興
 部
 

宝
輪
講
、
舎
利
弗
 問
 窩
な
ど
十
二
種
、
鳥
兜
 等
 、
セ
イ
 
ロ
ソ
 の
 伝
承
を
五
 

種
 、
法
顕
伝
等
の
 シ
ナ
 の
伝
承
十
種
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
、
 

プ
ト
 
ン
 等
の
 チ
 

ベ
ッ
ト
の
伝
承
五
種
、
 

ざ
 （
 赤
し
 （
 も
 の
「
 

4
p
 

コ
等
の
ジ
ャ
イ
ナ
 教
 の
 伝
承
 

四
種
、
ロ
オ
 ハ
ま
ゅ
ぢ
 
，
名
品
中
り
等
の
プ
ラ
ー
ナ
の
伝
承
六
種
、
 

 
 

四
十
九
種
を
挙
げ
る
が
、
実
数
は
こ
れ
よ
り
多
い
。
な
ん
と
な
 れ
ば
下
 で
 

っ
 
%
 
く
ド
 
繍
コ
ハ
 に
つ
い
て
は
、
 
里
づ
 せ
 い
 せ
 い
 し
ぎ
 い
 や
 雑
 何
台
 等
の
 四
種
の
異
 

木
 が
あ
げ
ら
れ
、
 
異
印
宗
 輪
講
に
は
十
八
部
論
等
の
四
種
の
異
 本
 、
 呂
甲
 

さ
由
か
 
r
i
 

ヨ
日
 

ド
 下
せ
 い
 に
も
定
本
 と
蔵
訳
等
 、
そ
の
他
に
も
、
 
異
 木
 が
 許
 し
 

く
 精
査
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
仏
滅
年
代
論
  
 

お
い
て
、
こ
れ
だ
け
広
く
資
料
を
取
り
扱
っ
た
学
者
は
な
い
で
 あ
ろ
う
。
 

こ
の
点
だ
け
で
も
、
本
書
の
学
的
価
値
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
 。
著
者
は
 

こ
れ
ら
の
 諸
 伝
の
検
討
に
お
い
て
、
律
蔵
の
資
料
の
検
討
か
ら
 は
 、
第
二
 

結
集
の
伝
説
の
成
立
は
、
第
二
結
集
と
根
本
分
裂
と
の
中
間
で
 あ
る
こ
と
 

を
 推
定
し
二
三
八
頁
）
、
カ
シ
 

@
 ニ
 ー
 ぅ
 の
伝
承
の
中
で
は
、
 

杢
 
 
 

籠
や
 バ
 ヴ
ィ
 ヤ
 の
伝
え
る
詣
に
注
目
し
、
根
本
分
裂
一
四
 0
 年
 説
 、
一
エ
 ハ
 

0
 年
説
 等
を
重
視
し
て
い
る
。
 

つ
ぎ
に
マ
ガ
ダ
の
王
統
史
を
検
討
す
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
、
 セ
ノ
 
Ⅰ
 ロ
 

ソ
島
史
 、
大
史
、
ビ
ル
マ
の
伝
承
、
 

キ
か
 
o
F
w
 
づ
ド
繍
コ
 
p
 、
 ヨ
付
 里
   

リ
 ガ
 巴
ワ
 a
.
 

月
り
 

r
a
 

鼠
 （
 
下
ダ
弔
ド
 ユ
 %
 縦
い
 つ
 い
 「
 v
a
 
コ
，
せ
卍
り
 
「
 
ド
い
 
「
の
 
り
デ
 田
 仁
 Ⅱ
 
，
 
い
臣
 
い
の
 

等
、
セ
類
 十
三
種
の
資
料
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
諸
資
料
 間
に
柑
違
 

の
 著
し
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
と
く
に
の
 巳
ぎ
コ
軌
幅
ド
 王
統
 に
 関
係
す
 

る
 玉
名
の
不
一
致
が
甚
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
い
で
  
 

一
々
の
玉
名
 は
 つ
い
て
、
治
世
や
前
牡
の
関
係
等
を
考
察
し
て
い
 る
 。
 

つ
ぎ
に
「
師
資
 
栢
 承
の
系
譜
」
が
、
教
団
の
分
型
を
研
究
す
る
 の
に
 参
 

者
 に
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
の
 長
老
の
系
 

譜
 と
し
て
セ
イ
ロ
ン
伝
を
は
じ
め
、
十
四
種
の
資
料
が
と
り
あ
   

シ
ャ
イ
ナ
教
の
教
団
長
の
系
譜
が
二
種
類
研
究
さ
れ
て
い
ろ
。
 そ
し
て
 
一
 

一
の
長
老
に
つ
い
て
、
そ
の
居
住
地
や
前
世
明
伸
、
動
静
 ト Ⅲ
 ど
  
 

て
 明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
セ
イ
ロ
ン
伝
の
師
 肝
柏
 承
な
ど
は
 、
図
表
に
 

よ
っ
て
、
前
後
の
関
係
が
一
目
瞭
然
に
在
っ
て
お
り
、
理
解
に
 便
利
で
あ
 

る
 。
 

つ
ぎ
に
、
以
上
に
依
 無
 し
た
諸
資
料
の
成
立
条
件
を
検
討
し
て
  
 

憂
世
の
第
六
章
一
 
1
 根
本
分
裂
の
背
 且
二
 に
お
い
て
は
、
さ
き
に
 キ
 げ
た
 

律
蔵
甲
の
仏
滅
年
代
の
姿
 料
 に
も
と
ず
 
い
て
 、
第
二
、
第
三
結
 集
 に
つ
い
 

て
、
紬
 Ⅲ
の
な
さ
れ
た
 喝
所
 や
講
事
の
六
番
、
 
謂
事
 の
お
き
た
  
 

治
者
や
年
代
な
ど
に
つ
い
て
、
二
十
九
種
の
資
料
を
検
討
し
、
   

資
料
が
五
群
に
整
理
さ
れ
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 そ
し
て
 分
 

派
の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
「
十
字
」
と
「
大
大
 の
 五
事
」
 

「
 旧
 律
の
改
編
増
床
」
の
三
種
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
律
の
条
文
 の
 厳
格
 

さ
が
、
比
丘
た
ち
の
実
生
活
に
適
応
て
き
な
く
な
っ
て
、
教
団
 内
に
 栢
異
 

る
 傾
向
の
対
立
が
生
じ
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
 

以
上
第
一
篇
に
お
い
て
、
資
料
と
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
問
題
点
 を
 明
ら
 

か
に
し
た
の
で
、
第
二
篇
以
下
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
一
々
 を
 ぎ
 し
く
 研
 

究
 す
る
。
第
二
篇
は
「
結
集
伝
説
二
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
を
 
と
お
し
 

て
 、
原
始
仏
教
教
団
に
、
分
裂
に
発
展
丁
る
 村
 立
の
生
じ
た
こ
 
と
を
明
ら
 

か
に
す
る
。
第
一
章
に
は
第
一
結
集
の
内
許
 あ
 -
 
二
十
柿
の
資
料
 
に
よ
っ
て
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考
察
し
、
諸
資
料
間
の
異
同
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
結
集
 

0
%
 出
者
 

は
、
 律
は
ウ
バ
 
l
 リ
、
法
は
阿
難
と
い
う
の
が
一
般
の
理
解
で
 

あ
る
が
、
 

著
者
 は
 ・
 法
ど
 律
の
両
者
を
共
に
阿
難
の
託
 

出
 と
す
る
資
料
を
 
い
く
つ
か
 

指
摘
し
、
初
期
の
教
典
は
、
未
来
 

は
 「
 
法
と
律
 
と
の
明
徳
な
 
区
 分
を
持
た
 

な
か
っ
た
」
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
（
一
九
二
頁
Ⅰ
つ
ぎ
に
 

、
第
一
緒
 

実
 に
は
、
結
集
の
あ
と
で
大
迦
葉
が
 

阿
 雛
の
過
失
を
問
責
 す
 る
 一
節
が
 

あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
伝
説
を
検
討
し
て
、
か
か
る
阿
難
非
難
 

の
 伝
説
が
 

律
蔵
に
挿
入
せ
ら
れ
た
背
後
に
は
、
法
の
伝
承
者
の
祖
で
あ
る
 

阿
雑
 に
た
 

い
し
て
、
律
の
伝
承
者
（
持
律
）
の
系
統
か
ら
の
非
難
の
あ
っ
 

た
こ
と
を
 

推
定
し
、
こ
の
一
節
が
 

律
蔽
に
 
挿
入
せ
ら
れ
た
こ
と
に
，
作
為
 

的
な
虚
構
 

の
 導
入
を
認
め
て
い
る
（
 

二
 0
0
 頁
 ）
。
著
者
は
、
仏
滅
後
の
 

%
 必
団
 
Ⅰ
 
卜
お
 

け
る
持
律
者
の
流
れ
と
特
出
者
の
流
れ
と
の
対
立
に
、
根
本
分
 

裂
の
原
因
 

を
 見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
 

二
 0
 六
頁
㍉
 

 
 

比
較
研
究
に
よ
 

っ
て
、
千
草
に
関
す
る
 

譲
 事
の
発
端
か
ら
終
局
ま
で
を
詳
細
に
 

研
究
し
 
、
 

と
く
に
そ
こ
に
活
躍
す
る
 

耶
舎
 を
は
じ
め
、
レ
 
l
 ヴ
ァ
 タ
、
 サ
ソ
プ
｜
 

タ
 、
そ
の
他
の
長
老
た
ち
の
動
静
を
考
我
し
、
こ
の
伝
説
の
背
 

景
 に
は
、
 

厳
格
主
義
を
主
張
す
る
持
律
者
と
、
律
に
寛
容
な
態
度
 

み
 三
ホ
 
す
 時
法
音
 
と
 

第
三
章
に
は
、
 
異
部
 宗
論
 論
 等
に
見
ら
れ
る
「
六
天
の
五
事
 

し
 ほ
つ
 い
 

 
 

タ
り
 プ
ト
ラ
に
 

お
い
て
起
っ
た
 
譲
 事
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
セ
イ
ロ
ン
伝
に
つ
 

た
え
ろ
ア
 

 
 

 
 

四
種
の
資
料
を
比
較
研
究
し
、
カ
タ
ー
ヴ
ァ
 ッ
ツ
 の
「
五
事
」
 
を
も
参
照
 

し
つ
つ
解
釈
し
て
、
大
天
 誹
 誇
の
生
じ
た
源
泉
 は
 、
カ
シ
ュ
、
 、
へ
 
｜
 う
の
 有
 

部
 に
あ
る
こ
と
を
推
断
し
、
有
部
が
自
己
の
正
当
性
を
主
張
 
す
 る
た
め
 

に
 、
す
で
に
存
在
し
た
根
本
分
裂
の
伝
承
の
中
に
、
大
天
の
名
 を
 挿
入
し
 

た
も
の
と
推
定
す
 昂
二
 一
四
六
頁
）
。
 

第
四
章
は
、
セ
イ
ロ
ン
伝
の
第
三
 絡
 集
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
 に
は
 島
 

史
 以
下
の
五
種
の
資
料
が
用
い
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
南
方
系
の
 も
の
で
あ
 

る
 。
す
な
わ
ち
こ
の
伝
承
は
、
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
の
み
の
も
の
 で
あ
る
。
 

本
書
に
は
、
主
と
し
て
鳥
兜
・
大
史
・
書
見
 律
 の
三
つ
の
 
資
 料
 に
よ
っ
 

て
 、
第
三
結
集
の
内
容
 か
 詳
し
く
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 モ
ッ
ガ
リ
 

プ
ッ
タ
 が
第
三
結
集
に
お
い
て
、
 

異
 脱
を
説
く
者
を
破
 抗
 し
、
 彼
等
を
追
 

放
し
た
と
い
う
伝
説
と
、
辺
境
の
地
方
に
伝
道
師
を
派
遣
し
た
 と
い
う
 伝
 

説
 と
を
結
合
し
て
、
異
執
の
追
放
と
は
、
僧
伽
 別
 住
の
意
味
で
 あ
り
（
 二
 

五
八
頁
）
、
派
遣
の
名
に
お
い
て
・
異
執
を
も
つ
長
老
た
ち
が
 ヒ
 
ぬ
 隔
地
に
 

追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
（
二
六
一
、
二
六
六
、
五
 一
一
一
四
頁
Ⅹ
 

そ
れ
が
 実
モ
 結
ん
で
、
後
世
の
イ
ン
ド
名
地
に
 諸
蔀
派
 が
発
展
 し
た
の
で
 

あ
る
と
解
釈
す
る
。
 

最
笘
に
 北
伐
の
 大
 -
 
天
の
五
事
の
結
集
と
、
モ
ッ
 ガ
リ
ブ
ッ
タ
 の
 結
集
と
 

の
 異
動
を
考
察
し
て
い
る
。
 

第
三
篇
「
教
団
の
伸
長
と
異
執
の
胚
胎
」
は
・
仏
陀
 滅
俺
 の
 教
 団
が
、
 

次
第
に
発
展
し
て
い
く
の
に
つ
れ
て
、
異
執
か
生
じ
て
く
る
 経
 過

を
追
求
 

し
て
い
る
。
ま
ず
仏
陀
時
代
の
出
家
占
め
れ
 け
 方
か
ら
研
究
を
 
 
 

娑
 羅
門
の
四
佳
期
の
成
立
、
四
佳
期
の
一
つ
と
し
て
の
遊
行
 
期
 の
 在
り
 

 
 

方
 、
遊
行
者
の
共
同
体
と
し
て
の
比
丘
僧
伽
の
成
立
等
を
考
察
 し
 、
仏
教
 
9
 



  

の
 四
方
僧
伽
の
理
念
が
無
教
主
性
に
あ
る
こ
と
を
注
目
し
て
い
 る
 。
さ
ら
 

に
 比
丘
僧
伽
の
生
活
様
式
の
変
化
、
と
く
に
住
処
の
変
 屈
 、
 僧
 院
の
発
展
 

な
ど
を
歴
史
的
に
た
ど
っ
て
い
る
。
つ
い
で
僧
伽
に
お
け
る
 
戒
律
の
整
 

備
 、
波
羅
提
木
叉
の
成
立
、
律
蔵
の
整
備
、
教
団
の
裁
判
組
織
 等
に
つ
い
 

て
 考
察
し
て
い
る
。
次
に
、
か
か
る
組
織
を
も
つ
僧
伽
が
 、
仏
 滅
後
の
中
 

イ
ン
ド
の
地
方
教
団
か
ら
次
第
に
、
西
方
や
南
方
に
拡
大
し
て
 い
く
経
過
 

を
 、
仏
教
中
国
の
考
察
や
、
十
六
大
国
の
考
察
等
を
通
し
て
 研
 究
 を
す
す
 

め
 、
さ
ら
に
、
教
団
の
発
展
に
つ
れ
て
、
僧
伽
内
に
持
律
師
、
 時
法
師
、
 

説
法
師
、
経
師
、
そ
の
他
の
専
門
的
万
化
の
生
じ
た
経
過
を
解
  
 

る
 。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
名
が
碑
文
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
 
と
を
指
摘
 

し
 、
そ
の
実
際
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
 

第
四
篇
「
部
派
の
成
立
」
は
、
土
栗
の
巨
篇
の
研
究
を
綜
合
し
 た
 結
ぬ
 珊
 

0
 部
門
で
あ
る
。
第
一
章
に
は
分
派
の
系
譜
を
示
す
十
八
種
の
 資
料
を
示
 

し
 、
そ
れ
ら
の
一
々
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
 ら
の
相
互
 

関
係
を
詳
し
く
考
察
し
、
最
後
に
そ
れ
ら
の
検
討
の
結
果
、
部
 旅
先
山
 の
 

実
際
を
推
定
し
て
い
る
（
四
四
五
頁
）
。
著
者
の
推
定
す
る
部
  
 

次
第
は
、
根
本
分
裂
を
上
座
・
大
衆
の
二
部
と
し
、
さ
ら
に
そ
 の
お
の
 吉
 

の
が
校
木
分
裂
を
し
た
と
な
す
形
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
 そ
の
分
裂
 

0
 次
第
は
、
上
記
の
十
八
種
の
資
料
の
何
れ
と
も
 異
 る
も
の
で
 
あ
る
。
 異
 

部
宗
 輪
講
や
 
セ
イ
ロ
ソ
伝
 
等
の
分
派
の
次
第
と
は
、
か
な
り
 
興
 っ
て
 い
 

る
 。
 

つ
ぎ
に
、
第
二
章
、
第
三
章
は
、
 

卍
丈
 に
よ
っ
て
、
 
部
派
 教
団
 が
 歴
史
 

的
に
存
在
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
碑
文
に
は
、
大
衆
部
 系
統
に
は
 

大
衆
部
以
下
七
つ
の
部
派
の
名
が
見
ら
れ
、
上
座
部
系
統
に
は
 、
予
ョ
 
山
部
 

以
下
十
余
の
 
部
 派
の
名
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

第
四
章
は
、
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝
時
代
の
仏
教
教
団
の
実
態
を
追
求
 し
た
 
一
 

章
 で
あ
る
。
 
セ
百
捷
 皮
の
伝
説
、
伝
道
師
の
派
遣
、
 

ァ
シ
，
｜
 力
 速
効
 
に
防
 

 
 

示
さ
れ
る
使
臣
の
派
 遇
午
は
 つ
い
て
考
察
し
、
第
五
章
に
は
部
 
 
 

実
態
を
示
し
て
、
 
木
 丼
の
結
論
と
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 上
 来
の
研
究
 

よ
り
し
て
、
仏
陀
滅
後
 力
 牧
田
に
は
、
教
法
や
戒
律
を
伝
持
 す
  
 

専
門
的
な
比
丘
の
グ
ル
ー
プ
が
次
第
に
分
化
し
た
こ
と
を
示
し
 、
そ
こ
に
 

必
然
的
に
詩
論
や
対
立
が
生
じ
、
こ
れ
が
根
本
分
裂
の
原
因
に
 な
っ
た
。
 

一
方
そ
の
間
に
 、
 律
の
体
系
化
が
進
め
ら
れ
た
が
、
四
方
僧
伽
 の
 理
念
は
 

無
 教
主
制
で
あ
る
た
め
に
、
僧
伽
に
 詮
 い
が
起
き
て
も
、
彼
等
 を
 破
門
 し
 

た
り
追
放
し
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
僧
伽
の
俘
 い
 は
 、
僧
伽
 

0
 分
裂
、
別
 住
 と
い
う
形
を
と
っ
て
、
合
法
的
な
分
派
が
さ
け
、
 

 
 

っ
 た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
異
執
の
グ
ル
ー
プ
の
 抗
 争
は
 、
第
 

三
 結
集
（
仏
滅
 一
 00
 
年
 ご
ろ
）
を
契
機
と
し
て
、
次
第
に
表
 面
 化
し
、
 

や
が
て
上
座
・
大
衆
の
根
本
分
裂
に
発
展
し
た
と
見
る
。
根
本
 分
裂
は
第
 

三
結
集
以
後
、
仏
滅
 一
 ①
 0
 年
か
ら
 二
 0
 
①
年
の
間
と
推
定
さ
 れ
る
。
 
ァ
 

，
 １
ヵ
王
の
即
位
す
る
こ
ろ
（
恐
ら
く
そ
れ
は
仏
滅
二
世
紀
 の
後
半
、
 

ま
た
は
そ
の
最
後
の
四
半
期
）
に
は
、
仏
教
僧
伽
は
部
派
を
成
 上
 せ
し
め
 

る
 状
態
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
結
論
し
て
い
る
（
五
三
一
 一
 
貝
 
@
 ）
。
 

ァ
シ
，
 １
カ
王
の
即
位
を
仏
滅
二
世
紀
の
役
牛
と
見
る
の
は
、
 

 
 

ャ
の
 伝
え
る
上
座
部
の
伝
承
（
四
六
頁
）
の
一
六
 0
 年
説
 に
依
 
っ
 た
も
の
 

か
と
思
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
諸
説
を
勘
案
し
た
あ
と
の
推
断
 
 
 

る
 。
し
か
し
そ
れ
を
と
く
に
「
最
後
の
四
半
期
」
に
限
定
す
る
 の
は
、
 著
 

者
の
提
示
し
た
資
料
の
中
に
は
、
 

典
抽
が
 
見
当
ら
な
い
よ
う
で
 あ
る
。
 



一
 一
 

以
上
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
、
そ
の
特
徴
あ
る
説
の
二
三
を
 

 
 

た
が
、
何
分
本
文
五
三
八
頁
の
大
部
の
著
作
で
あ
る
た
め
に
、
 

内
容
が
豊
 

富
 で
あ
り
、
多
く
の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
 

に
そ
れ
ら
 

を
 簡
単
に
概
括
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
か
か
る
小
文
に
 

、
そ
れ
ら
 

の
 趣
旨
を
誤
り
な
く
伝
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
 

そ
の
片
鱗
 

を
 示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
 

と
も
か
く
本
書
に
は
、
在
来
の
諸
研
究
が
ほ
と
ん
ど
あ
ま
す
 

所
  
 

介
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
お
り
、
資
料
が
網
羅
的
に
と
り
あ
げ
ら
 

ね
 、
そ
の
 

点
が
ほ
と
ん
ど
完
壁
で
あ
る
の
は
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
で
 

あ
り
、
 学
 

界
を
脾
 益
す
る
 占
 多
大
で
あ
る
と
信
ず
る
。
さ
ら
に
図
表
が
多
 

く
 挿
入
さ
 

ね
 、
多
数
の
資
料
が
図
表
に
よ
り
、
図
式
的
に
整
理
さ
れ
、
 

問
 題
の
本
質
 

が
 一
目
瞭
然
に
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、
本
書
の
す
ぐ
れ
た
 

特
 徴
 で
あ
ろ
 

う
 。
読
者
に
と
っ
て
も
非
常
に
便
利
で
あ
る
。
 

た
だ
著
者
は
、
非
常
に
多
く
の
、
し
か
も
相
互
に
矛
盾
す
る
 

資
 料
 を
取
 

り
あ
つ
か
い
、
ま
た
相
異
 
る
 諸
学
者
の
説
を
網
羅
的
に
検
討
し
 

て
い
る
た
 

め
に
、
著
者
が
そ
れ
ら
の
異
説
間
の
矛
盾
を
、
ど
の
よ
う
に
 

克
 服
し
て
、
 

結
論
に
導
い
て
ゆ
く
か
が
、
理
解
の
及
ば
な
い
箇
所
も
あ
っ
 

た
 。
こ
れ
 

は
 、
本
書
の
豊
富
な
内
容
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
 

に
 、
資
料
 

取
り
扱
い
に
関
す
る
著
者
の
立
場
に
も
関
係
が
あ
ろ
う
。
著
者
 

は
 、
あ
ら
 

評
 
ゆ
る
伝
説
的
資
料
が
、
何
程
か
の
事
実
を
ふ
く
ん
で
い
る
 

と
 見
て
い
る
 如
 

く
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
の
諸
資
料
の
分
析
，
比
較
・
 

検
 討
を
通
し
 

 
 

 
 

定
な
ど
が
、
現
存
す
る
諸
資
料
の
何
れ
と
も
 異
 五
 %
 生
 に
む
 っ
 て
い
石
の
 

は
 、
そ
の
た
油
で
 万
 る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
現
存
   

か
ら
、
偽
を
拙
て
て
真
を
選
び
出
す
と
い
う
態
度
で
は
な
く
し
 て
、
す
，
べ
 

て
の
資
料
を
採
用
し
て
、
そ
れ
ら
の
比
較
検
討
の
上
に
、
事
実
 を
 元
旦
 し
 

よ
う
と
す
る
態
度
の
よ
う
に
 巴
 わ
れ
る
。
こ
の
点
で
 は
、
著
 者
の
方
法
 

は
、
ヲ
 ・
 
ロ
 a
 （
の
 

a
u
 

の
研
究
態
度
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

資
料
を
網
 抽
 的
に
曲
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
り
、
 価
仙
 あ
る
方
法
 

で
あ
る
が
、
し
か
し
伝
説
の
中
に
は
、
全
く
の
 揮
遣
 さ
れ
た
 伝
 説
 も
あ
 ぢ
 

つ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
研
究
が
か
が
る
資
料
に
影
響
 さ
 れ
る
危
険
 

を
ま
め
が
れ
る
た
め
に
は
、
偽
を
捨
て
て
真
を
選
び
出
す
と
 
い
う
方
法
 

が
、
 併
せ
採
用
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
背
斜
  
 

い
て
の
詳
し
い
研
究
を
期
待
し
た
か
っ
た
。
例
え
ば
著
者
は
、
 杢
 
 
 

経
を
重
要
視
し
て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
が
、
こ
れ
を
重
要
な
資
料
   

用
 す
る
た
め
に
は
、
本
書
が
シ
ナ
撰
述
の
書
で
な
く
、
確
実
に
 翻
訳
経
典
 

で
あ
る
こ
と
を
検
討
す
る
 姥
要
 が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
 

さ
ら
に
資
料
の
信
 燕
性
 と
い
う
点
か
ら
は
、
南
北
の
両
 伝
 に
現
  
 

物
は
 つ
い
て
は
、
特
に
重
要
視
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 
 
 

旨
き
 ゴ
 ㏄
ま
丈
ぃ
や
宮
主
 由
 &
0
4
 

い
 な
ど
。
さ
ら
に
七
百
結
集
の
   

り
 伝
の
ぎ
 日
ヴ
ア
 
震
り
の
 ゆ
 や
 い
 鼠
の
日
は
、
有
部
 伝
 の
面
部
 和
修
 
（
の
ゆ
 

う
 の
 ぺ
，
 

り
の
ド
 

）
で
あ
る
こ
と
を
、
赤
沼
辞
典
は
認
め
て
い
る
か
、
 
こ
 れ
 な
 ど
 巨
注
 

目
し
て
よ
い
と
思
う
。
著
者
は
、
の
。
 づ
 リ
オ
ル
を
 ぎ
日
 す
す
 
巾
 （
 
a
 に
 比
定
 し
 

（
一
二
一
頁
）
、
 
陀
 娑
婆
羅
を
し
 援
 い
下
に
比
定
す
る
が
、
し
か
   

 
 

箇
所
で
は
別
の
比
定
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
 二
 二
二
、
三
 八
一
頁
）
。
 

部
派
分
 出
の
関
係
は
、
九
分
・
十
二
部
経
 や
 、
そ
の
他
の
教
理
 

 
 



係
写
ら
 、
考
慮
に
入
れ
て
研
究
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

な
お
著
者
は
碑
文
を
豊
富
に
活
用
し
て
、
研
究
を
進
め
て
お
り
 、
手
堅
 

い
 研
究
で
あ
る
が
、
し
か
し
碑
文
の
利
用
は
な
お
開
拓
の
余
 
 
 

う
 。
最
近
、
山
崎
元
一
氏
は
碑
文
に
よ
っ
て
 、
モ
 

タ
 ・
テ
ィ
 

ッ
サ
や
マ
 
ツ
ジ
マ
は
西
イ
ン
ド
地
方
の
地
方
教
団
の
高
僧
で
あ
 ろ
う
と
の
 

解
釈
を
提
起
さ
れ
た
が
、
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
あ
る
い
 ほ
 ま
た
、
 

著
者
も
取
り
あ
げ
て
い
る
カ
ー
ラ
 サ
ヱ
 ー
ラ
王
に
関
す
る
碑
文
 （
 八
セ
頁
 

以
下
）
は
、
す
で
に
中
村
元
博
士
も
検
討
し
て
お
ら
れ
る
が
、
 年
代
の
読
 

み
 方
と
も
関
連
し
て
、
更
に
研
究
を
ひ
ろ
げ
る
余
地
が
あ
る
よ
 う
 に
思
わ
 

れ
る
。
 
ァ
シ
，
 １
ヵ
王
の
碑
文
に
つ
い
て
も
、
著
者
は
、
 

摩
崖
 法
勅
 第
十
 

三
章
に
伝
道
 
便
 派
遣
を
記
す
と
解
釈
す
る
が
（
 
壬
 八
一
頁
Ⅰ
 
 
 

崎
 元
一
氏
も
注
意
す
る
如
く
、
使
臣
の
派
遣
と
見
る
べ
き
で
あ
 ろ
う
。
 仔
 

細
 に
見
れ
ば
、
な
お
 ァ
シ
，
 １
ヵ
王
の
仰
文
に
は
、
 

部
派
 教
団
   

利
用
し
う
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

以
上
、
本
書
に
た
い
し
て
二
三
の
望
蜀
の
言
を
つ
ら
ね
た
が
、
 著
者
の
 

研
究
が
更
に
発
展
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
 碑
 益
さ
れ
る
こ
と
を
 期
 侍
 し
て
い
 

る
か
ら
で
あ
る
。
部
派
仏
教
の
研
究
に
は
、
教
団
史
の
研
究
と
 並
ん
で
、
 

教
理
史
の
研
究
が
あ
る
。
し
か
し
共
に
 抽
 実
な
資
料
が
不
足
し
 て
お
り
、
 

困
難
な
点
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
、
 

部
 派
仏
教
の
研
究
そ
の
 も
の
の
上
 

か
ら
も
、
更
に
ま
た
大
乗
仏
教
の
興
起
を
探
る
上
が
ら
も
、
 重
 要
 な
課
題
 

で
あ
る
。
著
者
が
こ
の
困
難
な
課
題
に
 巨
 斧
を
入
れ
ら
れ
、
 

こ
 の
方
面
の
 

手
酌
水
準
を
一
段
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
慶
賀
に
堪
え
 な
い
 

（
昭
和
四
十
一
年
三
月
刊
 

A
5
 
 

本
文
索
引
と
も
五
八
六
頁
。
 

英
文
 

目
次
六
頁
 
五
 、
 0
0
0
 
円
山
善
秀
仏
書
林
発
行
）
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0
 常
務
理
事
会
 

日
時
昭
和
四
十
二
年
四
月
十
一
日
（
火
）
 

一
七
・
 

0
0
 

時
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
日
程
が
左
記
の
通
り
承
認
さ
れ
た
。
 

セ
 月
 三
 0
 日
 

選
挙
公
示
葉
書
発
送
 

 
 

有
権
者
資
格
締
切
 

有
権
者
決
定
の
選
挙
管
理
委
員
会
八
月
二
六
日
 

投
票
用
紙
発
送
 

九
月
二
六
日
 

投
票
受
付
締
切
 

九
月
三
 0
 日
 

選
考
委
員
決
定
 

一
 0
 月
セ
日
 

当
選
者
の
辞
退
申
込
締
切
 

一
 ①
 月
 二
一
日
 

評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 、
昭
和
四
十
二
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
左
記
の
 諸
氏
が
 

選
ば
れ
た
。
 

上
田
義
文
、
大
畠
 清
 、
中
川
秀
 恭
 、
野
村
暢
 清
 、
星
野
元
 豊
 、
  
 

仁
大
 、
柳
川
啓
一
 

一
 、
科
 字
 研
究
費
に
つ
い
て
 

0
 第
二
一
回
大
学
会
連
合
大
会
 

報
 

昭
和
四
二
年
五
月
一
三
日
（
 土
 Ⅹ
一
四
日
（
日
）
 
の
 両
日
、
東
京
 

大
学
理
学
部
に
放
い
て
、
第
二
一
回
光
学
会
連
合
大
会
が
開
か
  
 

同
調
査
「
利
根
川
」
に
つ
い
て
、
研
究
発
表
と
共
同
計
浦
山
 
 
 

会
た
 。本
学
会
か
ら
は
、
倉
林
正
次
（
利
根
川
中
流
に
 
お
け
 ろ
 神
社
 債
 

石
田
慶
和
京
都
女
子
大
学
助
教
授
 

上
田
賢
治
国
学
院
大
学
助
教
授
 

高
崎
直
道
駒
沢
大
学
・
東
京
大
学
曲
師
 

野
村
暢
 
清
 

九
州
大
学
助
教
授
 

川
端
 純
 
四
郎
東
北
学
院
大
学
助
教
授
 

執
筆
者
紹
介
 

報
 

ム
吉
 

仰
 ）
、
黒
川
弘
 賢
 （
利
根
川
流
域
に
お
け
る
川
と
宗
教
生
活
）
 

の
 二
床
 

が
 研
究
発
表
を
行
い
、
本
字
 会
 よ
り
十
八
名
が
大
会
に
参
加
し
 た
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Das Problem der Erlauterung und des 

Verstens uber die religiose Schrift 

Yoshikazu Ishida 

Wenn man sagen kann, daR die eigentliche Aufgabe der Religionsphilosophie 

die Forschung und die Erlauterung uber das Wesen der Religion sei, ist die 

Ausfiihrung dieser Aufgabe dadurch imstande, da13 sich der Forscher selbst zu 

dem einzelnen persohnlichen Religionserlebnis wie moglich nahert oder darin sich 

einsetzt und dann den inneren Zustand des religiosen Lebens erklart. Dafur gibt 

e s  noch ein Problem als eine wichtige Aufgabe, wie man die religiose oder die 

Heilige Schrift verstehen und erlautern soll. Die heutige, sogenannte existenzielle 

Hermeneutik strebt durch die Anaiyse von der Struktur der menschlichen Existenz 

den Entstehungsgrund der Erlauterung und des Verstehens iiber die religiose Schrift 

zu erklaren. Aber in ihrer Denkweise bleibt noch eine Frage, ob das Selbstversta- 

ndnis des Menschen zustande komme, ohne die Beschrankung der historischen oder 

sozialen Bedingungen zu denken. Ohne Rucksicht auf dieser Beschrankung, scheint es  

mir, kann diese Hermeneutik keine Rolle in Gebiet der Religionsphilosophie spielen. 

Aber ich mochte hier nur darauf hinweisen, daR der Grund des Verstehens uber 

die religiose Schrift nur im Ort der Ek-sistenz gesucht wird, wo sich die einzelne, 

religiose Erfahrung selbst eigentlich in der Welt offnen kann. Namlich mu13 der 

Forscher nicht nur die Eigentiirnlichkeit der religiosen Wahrheit in jeder Schrift 

begreifen, sondern auch den Ort finden, wo sich die Allgemeinheit der Religion im 

Grund der besonderen, religiosen Wahrheit einleuchten kann. Das bedeutet auch 

den Durchbruch vom Grund einer Religion im Zusammenhang der anderen Religio- 

nen. Wenn in diesem Standpunkt das Wesen der Religion erlautert wird, kann 

das Gesprsch der Religionsphilosophie mit der positiven und der vergleichenden 

Religionswissenschaft ausfuhren. 



Methodological Problems for the 
Study of Religion 

Kenji Ueda 

My intention in this paper is to discuss some methodological problems for the 

better development of Religionswissenscha f t in Japan. 

Starting from the examination of late Prof. Kishimoto's theory I especially 

considered following two points. The first point is whether scientific study of 

religion, so-called religiology, can be or has been an  independent field of study a s  

it is in the case of sociology or psychology both in terms of its method and 

object. Regarding to this point I tried to show a possibility that scientific study 

of religion can have a unique method for its own. The second point is whether 

scientific study of religion in Japan which is represented by Kishimoto's work had 

really been consistent with its title a s  a science. In relation with this second 

point I discussed the problem of purpose in the study of religion. 

Concluding the paper I stated that Verstehen or understanding element is the 

core in the study of religion and because of this element religiology can become 

an independent science. 



Indian and Buddhist Studies vis 

a vis Religious Studies 

Problems around Methodology 

Jikido Takasaki 

Development of the Science of Religion owes, a s  its earliest stage, much to an  

Indologist and Linguist, Max Miiller (1823-1900), while in Japan, Indology and 

Buddhist studies of modern approach has started after his disciples, B. Nanjo and 

others. In the case of Buddhist studies as  a field of Indology, their methodology, 

i .e.  philological and historical approach to the object, has not been changed fun- 



damentally since the days of Max Miiller. As for the Science of Religions, how- 

ever, it developed far from his comparative method, being enriched with methodo- 

logies of psychology, sociology, anthropology, etc. 

As one of fundamental sciences of human behaviors, the Science of Religions 

is always required to be nervous of its methodology. At the same time, it is still 

sufferring of finding out its unique methodology. This problem relates more or less 

to the character of its proper field, i. e. religious phenomena in general. In its 

objective approach, the science of religion is different from Theology, but due to 

the meaning of religion in human behaviors it cannot remain purely objective 

and descriptive. Recent tendency of ' interpretation ' method seems to show its 

proper approach. But what is the concrete contents given by this methodology 

and what kind of discipline is to be given to the students? 



- -- - - 

On the Structure of Concepts 
and of Scientific Facts 

Nobukiyo Nomura 

T h e  auther has firstly described the Structure of those concepts, theories and 

hypotheses in behavioural Science based on the t!:oughts of Festinger, Katz, Goode, 

Hatt and Merton. 

In  this field the content of these concepts must be decided clearly and rigorously. 

It is  the object of this  clarification to reveal the index of observation. Concepts 

should be operational. This  s tatement implies that  it is  impossible for the  content 

of scientific concepts to be 01 complex dimecsions. However, religious phenomena, 

when the object of investigation, a r e  of infinite dimensions. This  discrepancy is  

a serious problem in our resarch. 

T h e  functions of a theory a r e  to make possible a limitation of the a rea  of 

observation in infinite-demensional actual facts and also to allow the coexistence 

of methodological strictness and the observation of a complex system. Using these 

ideas a s  criteria in behavioural science, the author has examined and analysed the 

structure of four concepts : Tremendum by Otto, Traditionalismus by Weber, 

Ideational Culture by Sorokin and Functional Unity by Brown. 

In the analysis of the  structural model of scientific facts, both causal and 



functional have been considered. 

The following conclusions were reached : 

@I The clarification of the structure of main concepts and of the structural model 

of scientific facts is quite important for the scientific study of religion. 

O The methodological strictness and the ability to understand religious phenomena 

should be considered a s  two crucial criteria for methodological examination. 

@ The simplification of the analytical dimensions of a scientific concept and of 

the infinite-dimensionality of religious phenomena is beset by difficult problems. 

@I In a scientific study of religion, the researcher must be satisfied with the 

clarification of some aspects only of religious phenomena. 

@ "Theory" is an essential part of empirical research. "Frustration-anxiety- 

inner adjustment theory ", "Social integration theory" and "Meaning theory" are 

considered to be essentials by the auther. 

@ Concepts in the scientific study of religion are heuristic. 



Die hermeneutische Untersuchung 

der Religion 

Junshiro Kawabata 

In dieser Abhandlung habe ich versucht, den philosophischen Grund des bult- 

mannschen Entmythologisierungsprogramms kritisch zu untersuchen und die herme- 

neutische Methode Bultmanns fiir die wissenschaftliche Forschung der religiosen 

Phanomenen fruchtbar zu machen. 




