
死のための団体形成 

一
死
の
思
想
 ｜
絵
 と
説
教
 

 
 

ホ
イ
ジ
ン
ガ
ー
は
、
日
中
世
の
秋
」
の
な
か
で
い
っ
て
 い
 る
 。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
は
死
の
思
想
を
独
自
の
形
で
 

 
 

  

 
 

そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
は
、
十
三
世
紀
以
降
に
盛
ん
に
 な
っ
た
托
鉢
修
道
会
の
説
教
に
お
け
る
主
要
な
テ
ー
マ
ー
 国
 ご
と
に
死
を
想
え
 ｜
 

も
く
じ
 

一
、
死
の
思
想
 ｜
絵
 と
説
教
 

二
 ・
 械
死
と
浄
死
｜
 「
往
生
要
集
 し
 （
記
録
 A
 ）
 

三
 、
肉
と
 霊
｜
ヨ
 
一
十
五
三
昧
起
請
し
（
記
録
 B
 ）
 

四
 、
生
者
と
死
者
 ｜
 ヨ
一
十
五
三
昧
 会
 過
去
帳
 ヒ
 

五
 、
死
の
 
エ
 ト
ス
ー
ヨ
一
十
五
三
昧
式
し
 

（戸ロ -- ほ ： 

録 
C 
） 

死
の
た
め
の
団
体
形
成
 

源
信
と
そ
の
同
志
た
ち
 

山
折
哲
雄
 



わ
が
国
に
お
い
て
死
の
思
想
が
急
速
に
弥
漫
 し
 、
想
像
 的
 世
界
に
強
烈
な
刺
激
を
与
え
た
の
は
、
王
朝
の
末
期
か
 ら
 鎌
倉
の
初
期
に
か
 

け
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
未
か
ら
中
世
的
世
界
の
形
 成
親
に
か
け
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
 が
 、
具
体
的
に
は
、
 
各
 

種
の
 
「
往
生
伝
」
の
編
述
（
王
朝
 
末
 ）
と
、
地
獄
草
紙
 や
 餓
鬼
草
紙
な
ど
の
六
道
図
の
制
作
（
鎌
倉
 初
 ）
と
な
っ
 
て
 実
を
結
ん
だ
。
 

平
安
末
期
は
、
貴
族
政
権
に
支
え
ら
れ
た
古
代
国
家
が
危
 殆
 に
ひ
ん
し
た
時
代
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
 「
日
本
往
生
極
楽
記
」
 

や
 
「
法
華
験
記
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
種
の
「
往
生
伝
 」
が
編
纂
さ
れ
、
争
っ
て
読
ま
れ
る
よ
 う
 に
な
っ
た
。
 
そ
こ
に
は
名
の
あ
る
 高
 

僧
の
生
涯
と
往
生
の
奇
瑞
を
示
す
も
の
も
収
録
さ
れ
て
 い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
無
名
の
庶
民
の
見
事
な
死
Ⅱ
 往
 生
 の
あ
り
さ
ま
が
か
な
 

（
 
3
-
 

り
 多
く
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
 

往
生
伝
と
い
う
と
、
い
か
に
も
高
僧
伝
、
名
僧
侶
の
一
変
 種
 で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
け
れ
ど
も
・
 

実
 際
に
は
・
人
間
の
死
 

に
 方
の
モ
デ
ル
を
提
供
す
る
、
一
種
の
教
科
書
と
し
て
 活
 用
 さ
れ
て
い
た
点
を
無
視
す
る
 め
 げ
に
は
い
か
な
い
。
 
一
 
貴
僧
伝
や
名
僧
 
伝
は
、
 

人
間
の
発
心
と
修
行
、
す
な
わ
ち
そ
の
聖
な
る
生
涯
の
 方
 に
も
っ
ば
ら
主
要
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
 た
い
し
て
往
生
伝
の
方
 

る
か
ら
で
あ
る
。
死
の
思
想
は
そ
こ
で
は
画
面
 

い
  

 

"
"
 

Ⅰ
 
 
  
 

タ
ソ
ス
 

・
 

の
 訓
戒
と
、
十
五
世
紀
に
発
達
し
た
木
版
画
で
あ
る
。
 一
 四
八
五
年
、
パ
リ
の
印
刷
業
者
 ギ
ュ
ョ
 
・
マ
ル
シ
ヤ
ン
 は
 
「
死
の
舞
踏
」
の
 初
 

版
を
出
し
、
そ
れ
に
木
版
刷
り
飾
り
絵
を
付
し
た
が
、
 ，
 
」
れ
を
み
た
当
時
の
人
々
は
は
 
げ
 し
い
恐
怖
の
感
情
を
抱
  
 

教
会
が
日
常
の
説
教
で
く
り
返
し
宣
伝
し
て
い
た
死
の
 思
想
は
、
肉
体
の
腐
敗
因
と
あ
い
呼
応
し
、
死
の
 ィ
メ
｜
 
シ
 も
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
 

に
も
と
づ
い
て
い
た
。
肉
体
の
蔑
視
が
 、
 死
を
想
え
 、
 の
 聖
な
る
合
唱
へ
と
接
続
し
て
い
た
。
そ
し
て
ち
ょ
う
 
ど
こ
の
こ
ろ
、
世
界
の
 

「
呪
わ
れ
た
美
術
」
の
な
か
の
第
一
級
品
と
い
わ
れ
る
 ヒ
 
ヱ
 p
 ニ
 ム
ス
・
ボ
ス
（
一
四
五
 0
 ワ
 ・
（
一
五
一
六
）
が
 、
 そ
の
怪
奇
と
恐
怖
の
 

極
彩
色
の
パ
ネ
ル
を
次
ぎ
つ
ぎ
と
制
作
し
て
い
た
の
で
 
あ
る
。
ボ
ス
の
描
く
天
国
と
地
獄
が
、
ダ
ン
テ
（
一
二
 六
五
（
 
一
 三
二
一
）
 
の
 

 
 

「
神
曲
」
に
描
か
れ
て
い
る
天
国
と
地
獄
と
異
な
っ
て
 い る
の
は
、
ボ
ス
の
肉
体
に
グ
ロ
テ
ス
ク
の
腐
臭
 と
詣
謹
 が
 塗
り
こ
め
ら
れ
て
い
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3
 

死
 

  ための団体形成 

て       
一   
世 " 
セ台 卍コし 

も の 
以 托 
前 鉢 

修道 のこ 

と 士 
で た 

あ ち   
各 
  
存ブ し 

お 

  
て 

死 「 
を 
想、 
，え 
」 

の 

説 
教 
を 
精 
力 
的 
ケ ア し @ 
展 
開 
す 
令 - 
よ 

つ @ @ 
ノ @ ヒ 

な 
る 

と 

ュぎ 

か 

ら 

数 
え 

3) 

怪
死
の
準
備
、
死
の
覚
悟
、
死
の
方
法
、
死
の
意
識
 

と
い
っ
た
、
「
 死
 」
に
か
ん
す
る
万
般
の
理
論
と
実
 践
を
類
型
的
に
示
す
こ
 

と
を
、
ひ
そ
か
な
目
標
に
し
て
い
た
よ
さ
に
私
に
は
思
わ
 れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
み
る
と
き
・
ホ
イ
ジ
ン
ガ
ー
の
い
 う
 死
の
説
 教
は
 、
わ
が
国
に
お
い
て
は
往
生
伝
の
述
作
と
い
う
 形
 で
 実
現
さ
れ
、
「
死
の
 

舞
踏
」
な
ど
の
木
版
画
に
あ
た
る
も
の
が
地
獄
草
紙
で
 
あ
っ
た
と
い
う
符
合
が
、
こ
こ
に
成
立
す
る
。
 

こ
 

に
つ
い
て
は
と
く
に
こ
 

た
わ
る
必
要
は
な
い
が
、
小
論
が
こ
れ
か
ら
扱
お
 う
と
す
 る
 死
の
思
想
の
領
域
と
位
置
を
定
め
て
お
く
意
味
で
は
 、
こ
の
よ
う
な
限
定
も
 

あ
る
程
度
の
有
効
性
を
も
っ
で
あ
ろ
う
。
 

王
朝
末
期
に
流
行
し
た
浄
土
教
や
末
法
思
想
は
、
か
な
 ら
ず
し
も
死
の
異
常
を
競
 う
 と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
が
 、
し
か
し
死
へ
の
 決
 

研
 が
生
へ
の
跳
躍
に
つ
な
が
る
と
い
う
倒
錯
し
た
救
済
 思
想
を
生
み
出
し
た
。
そ
こ
に
往
生
伝
の
類
が
成
立
を
み
 る
 歴
史
的
根
拠
が
あ
っ
 

た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
時
代
の
浄
土
教
の
精
髄
を
要
 約
し
、
「
死
へ
の
凝
視
」
を
理
論
的
に
体
系
づ
け
る
こ
と
 に
成
功
し
た
の
は
、
 

い
 

う
ま
で
も
な
く
恵
心
僧
都
源
信
（
九
四
二
 ｜
一
 0
 
一
七
）
 で
あ
る
。
そ
し
て
多
く
の
往
生
伝
に
お
け
る
「
往
生
Ⅱ
 死
の
理
論
」
を
基
礎
 づ
 

げ
た
指
南
書
が
、
そ
の
主
著
で
あ
る
「
往
生
要
集
 ヒ
で
 あ
っ
た
。
源
信
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
人
間
の
肉
体
の
 腐
敗
図
を
独
自
に
構
想
 

し
 、
わ
が
国
に
お
け
る
「
死
を
想
え
」
の
説
教
を
は
じ
め
 て
 定
式
化
し
た
の
で
あ
る
。
浄
土
を
欣
求
し
、
 

械
土
を
 厭
離
す
る
た
め
の
観
想
 

念
仏
の
方
法
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
 



三
 
%
 死
と
浄
死
｜
 「
往
生
要
集
 
ヒ
 （
記
録
 
A
 ）
 

 
 

 
 

か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
 

る
 。
こ
の
場
合
地
獄
の
凝
視
と
は
、
直
接
に
死
を
凝
視
す
 

る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
死
体
の
ご
と
く
生
き
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
 

こ
こ
で
い
 
う
 生
理
学
的
実
存
と
は
、
念
仏
し
浄
土
を
欣
求
 

す
る
修
行
者
が
、
自
己
の
生
々
し
い
肉
体
と
 

腐
燗
屍
 
体
 と
の
ア
ナ
ロ
ジ
 
l
 

を
 、
「
視
覚
」
を
は
じ
め
と
す
る
五
感
の
そ
れ
ぞ
れ
の
 

様
 式
 に
も
と
づ
い
て
実
現
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

%
 獄
で
白
熱
し
燃
え
上
 

 
 

る
 肉
体
を
見
る
こ
と
、
Ⅹ
 

、
、
、
 地
獄
の
亡
者
の
阿
鼻
叫
喚
の
声
を
 

聞
く
こ
と
、
 

、
、
、
 ・
涙
の
苦
 
さ
と
飢
え
を
味
わ
う
こ
 

と
 、
火
や
鞭
の
呵
責
に
触
れ
る
こ
と
、
、
、
、
、
・
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
地
獄
の
亡
者
た
ち
と
一
体
化
し
て
 

、
地
獄
の
各
情
景
を
想
 

起
し
か
つ
地
獄
説
話
を
生
き
る
こ
と
が
目
標
に
さ
れ
て
 

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
ぎ
修
行
者
は
念
仏
以
外
の
言
 

語
を
放
棄
し
、
い
わ
ば
 

そ
の
失
語
症
的
な
感
覚
の
な
か
で
「
 

死
 」
へ
の
道
筋
を
模
 

索
 し
な
け
・
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

地
獄
や
浄
土
の
瞑
想
（
観
想
）
は
・
当
初
は
今
の
べ
た
 

よ
う
な
 
異
 次
元
世
界
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
や
眺
望
に
み
た
 

さ
れ
て
い
る
。
た
と
 

え
ば
等
活
な
ど
の
八
大
地
獄
や
餓
鬼
な
ど
の
六
道
が
そ
 

れ
で
あ
り
、
浄
土
に
お
け
る
仏
菩
薩
の
円
舞
や
来
迎
な
ど
 

の
 諸
形
姿
が
そ
れ
に
あ
 

た
る
。
源
信
は
門
莫
莫
」
の
論
理
展
開
と
し
て
は
、
 

ま
 ず
 「
地
獄
」
な
ど
六
道
の
蔵
土
性
の
観
想
を
の
べ
た
の
 

ち
に
、
「
極
楽
」
の
観
察
 

へ
と
説
き
す
す
ん
で
い
る
。
こ
の
観
想
が
 

、
 実
は
生
理
学
 
的
 実
存
に
迫
る
方
法
と
し
て
自
覚
的
に
採
用
さ
れ
て
い
 

た
こ
と
を
さ
き
に
ふ
れ
 

た
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
精
細
に
追
究
さ
 

れ
る
の
は
、
「
地
獄
」
の
観
想
 

に
 お
い
て
よ
り
も
、
む
し
 

ろ
 六
道
中
の
一
つ
「
 

人
 

道
 」
の
観
想
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
る
。
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楽
の
逸
話
を
再
現
す
る
多
彩
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
み
た
さ
 れ
て
い
る
が
・
そ
の
終
期
の
段
階
は
、
む
し
ろ
イ
メ
ー
ジ
 を
す
べ
て
漂
白
し
て
し
 

成
 
ま
っ
た
視
覚
的
な
眺
め
、
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
の
光
 明
に
包
ま
れ
る
浮
揚
感
や
飛
翔
感
の
神
秘
体
験
を
生
み
 出
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

棚
機
死
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
 浄
 死
の
イ
メ
 l
 シ
へ
の
変
化
 は
 、
け
っ
し
て
一
定
し
た
速
度
と
り
ズ
ム
に
よ
っ
て
 
行
 な
わ
れ
る
も
の
で
忙
な
い
 

団
 

頗
が
 、
そ
の
救
済
論
的
な
軌
道
を
決
定
し
て
い
る
の
は
 、
 い
 う
 ま
で
も
な
く
視
覚
の
質
的
な
転
換
と
浄
化
で
あ
 る
 。
 

死
 
た
 

「
往
生
要
集
」
に
お
け
る
否
定
（
 
絨
 土
の
厭
離
）
と
肯
定
 
（
浄
土
の
欣
求
）
の
論
理
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
視
覚
の
質
 的
な
転
換
と
浄
化
と
 

 
 

 
 

い
 う
 経
験
を
土
台
に
し
て
、
そ
の
し
な
や
か
な
翼
を
ひ
ろ
 げ
る
。
否
定
と
肯
定
の
論
理
と
い
う
の
は
、
換
言
す
れ
 ば
 、
 綴
死
と
浄
死
 と
い
 
5  (5) 

の
 窮
極
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
こ
の
よ
う
な
磯
花
と
 浄
 死
の
 イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
的
水
準
に
お
い
て
い
か
に
実
現
す
る
 か
 ・
と
い
う
と
こ
ろ
に
 

存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

源
信
は
、
機
 上
 
（
 歳
死
 ）
を
厭
離
し
、
浄
土
（
 浄
死
 ）
 を
 欣
求
す
る
修
行
者
に
と
っ
て
必
須
の
も
の
と
さ
れ
る
 手
 段
を
体
系
的
に
の
べ
 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
・
浄
土
と
阿
弥
陀
仏
に
か
ん
す
る
 ぼ
 想
の
諸
形
式
（
「
正
修
念
仏
」
）
と
神
秘
主
義
的
な
 

禁
 欲
の
諸
手
段
（
「
 助
食
め
 

方
法
」
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
瞑
想
形
式
と
禁
欲
手
段
 

は
 、
通
常
は
瞑
想
者
の
身
心
訓
練
を
意
味
す
る
け
れ
ど
も
 、
直
接
的
に
は
精
神
実
 

 
 

中
に
 よ
 る
視
覚
の
純
化
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
全
体
 三
味
に
よ
っ
て
精
神
の
集
中
を
得
、
視
覚
の
う
ち
に
「
 仏 の
 来
迎
」
 ｜
 す
な
わ
ち
 

神
 約
 顕
現
１
 0
 対
 映
さ
れ
る
状
態
を
準
備
す
る
こ
と
で
 も
あ
る
。
観
想
念
仏
に
お
け
る
初
期
の
視
覚
体
験
は
 、
階
 層
 的
な
地
獄
説
話
や
極
 

 
 

移
行
は
 、
竜
 れ
た
死
の
世
界
の
瞑
想
か
ら
、
浄
め
ら
れ
 た
 往
生
の
世
界
の
瞑
想
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
が
、
 

よ
 り
 集
約
的
に
い
え
ば
、
 
そ
 

れ
は
、
死
に
た
い
す
る
 浄
と
 蔵
の
二
元
的
な
観
念
に
媒
介
 さ
れ
た
瞑
想
（
観
想
）
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
地
獄
な
ど
の
六
道
 

 
 

 
 

世
界
は
綴
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
極
楽
浄
 土
の
光
明
世
界
は
浄
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
放
射
し
て
い
る
。
 地
獄
や
浄
土
の
「
観
想
」
 

そ
こ
で
は
・
人
間
の
在
り
方
が
屍
の
腐
 燭
 過
程
と
し
て
 把
捉
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
次
章
の
「
浄
土
」
観
の
場
 面
 に
ら
つ
る
と
、
 
阿
 

 
 

弥
陀
仏
の
理
想
的
な
身
体
が
巨
視
・
 微
 視
の
 7
 ィ
ル
タ
ー
 を
 通
し
て
瞑
想
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
前
者
 か
ら
後
者
へ
の
観
察
の
 



う
 対
立
す
る
観
念
に
よ
っ
て
意
味
を
付
与
さ
れ
た
論
理
で
 あ
る
が
、
通
常
、
こ
の
 抜
土
 
（
磯
花
）
と
浄
土
（
 浄
死
 ）
の
画
境
界
は
、
連
続
 

的
な
も
の
と
し
て
感
覚
さ
れ
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
う
 よ
さ
に
い
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
此
岸
（
 壷
土
 ）
と
彼
岸
（
 浄
土
）
と
は
、
視
覚
の
 

質
的
転
換
に
よ
っ
て
相
互
に
入
れ
換
え
が
可
能
だ
か
ら
 で
 去
の
耳
 

ゐ
 

と
こ
ろ
が
、
困
難
な
問
題
は
ま
さ
し
く
そ
 エ
 か
ら
生
じ
て
 く
る
。
視
覚
の
階
層
制
約
転
移
 仁
 よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
 は
 、
客
体
と
し
て
の
 

浄
土
や
抜
 土
 で
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
の
視
覚
 を
内
に
埋
蔵
す
る
心
体
 が
 最
終
的
に
成
就
し
ょ
う
と
す
る
 の
は
、
け
っ
し
て
視
覚
 

に
う
 つ
る
浄
土
な
ど
で
は
な
く
し
て
、
ま
さ
に
浄
土
 往
 生
 
（
 
浄
死
 ）
の
身
心
的
な
確
証
を
お
い
て
ほ
か
に
は
な
い
 か
ら
で
あ
る
。
視
覚
の
 

質
的
転
換
の
問
題
は
、
対
象
世
界
の
変
容
を
め
ざ
し
、
 し
 た
が
っ
て
対
象
の
魔
術
的
な
デ
フ
ォ
ル
メ
に
そ
の
関
心
 を
注
ぐ
に
と
ど
ま
る
。
 

そ
れ
は
 浄
死
 と
い
う
こ
と
の
客
観
的
な
認
識
に
み
ち
び
く
 け
れ
ど
も
、
 浄
死
 そ
の
も
の
の
実
感
や
確
証
を
直
接
に
 生
み
出
す
も
の
で
忙
な
 

い
 。
観
想
念
仏
は
、
念
仏
す
る
修
行
者
が
生
ぎ
つ
づ
け
る
 か
ぎ
り
、
あ
く
ま
で
も
視
覚
を
媒
介
と
す
る
封
地
的
な
 意
識
活
動
の
環
か
ら
 脱
 

け
 出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
視
覚
の
水
準
は
往
生
の
位
 相
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
身
体
論
的
地
平
 に
お
い
て
ほ
十
分
に
実
 

証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

「
往
生
要
集
し
に
お
け
る
論
理
構
造
の
ア
ポ
リ
ア
が
そ
こ
 
に
あ
る
こ
と
は
、
も
 ほ
や
 明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
 げ
 れ
ど
も
、
源
信
は
こ
 

0
%
 路
 を
き
り
抜
け
る
た
め
に
、
修
行
者
の
肉
体
が
現
 実
に
朽
ち
は
て
る
「
死
の
時
点
」
（
臨
終
 時
 ）
の
問
題
を
 、
最
後
に
提
出
し
て
い
 

る
 。
 紘
死
と
浄
 死
に
た
い
す
る
生
理
的
感
覚
は
、
視
覚
の
 洗
練
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
く
り
返
し
 の
 べ
た
け
れ
ど
も
、
 浄
 

死
の
視
覚
経
験
か
ら
 浄
 死
の
確
証
へ
の
転
換
は
、
現
実
 の
 肉
体
の
死
の
場
面
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
な
い
だ
 る
 ぅ
 、
と
源
信
は
考
え
る
 

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
の
 磯
死
と
浄
死
 の
間
に
肉
体
 死
 
（
臨
終
）
の
契
機
を
挿
入
す
る
こ
と
に
 
よ
っ
て
。
前
述
の
ア
ポ
 

リ
 ア
 を
の
り
超
え
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
現
実
の
肉
 体
の
死
の
場
面
は
・
修
行
者
の
死
と
再
生
の
神
話
が
成
 就
 す
る
状
況
を
意
味
す
 

る
 。
そ
し
て
こ
の
 死
 と
再
生
の
神
話
は
、
観
念
的
な
 紘
 死
と
浄
 死
を
即
物
的
な
実
感
の
レ
ベ
ル
 仁
 引
き
ず
り
お
ろ
 す
 働
き
を
す
る
で
あ
ろ
 

C6)  6 

  



死のための 目 体形成   

ら
わ
れ
る
か
ど
う
か
 仁
 か
か
っ
て
い
る
。
か
れ
の
求
心
 的
な
視
覚
に
た
い
す
る
阿
弥
陀
仏
の
応
答
は
、
か
れ
の
 肉
 体
の
死
滅
を
前
提
に
し
 

て
は
じ
め
て
瞬
時
に
と
ど
け
ら
れ
る
。
視
覚
は
そ
れ
 自
 体
の
根
拠
で
あ
る
身
体
の
消
滅
と
と
も
に
襲
わ
れ
る
が
、
 し
か
し
そ
の
ゆ
え
に
 か
 

え
っ
て
も
っ
と
も
切
実
な
 浄
 死
の
確
証
が
約
束
さ
れ
る
 の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
こ
の
確
証
は
残
念
な
が
ら
あ
く
ま
で
も
可
能
性
 ほ
 と
ど
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
再
生
へ
の
道
を
発
見
で
ぎ
 ず
 に
 終
る
臨
終
者
は
、
 そ
 

の
 視
覚
の
う
ち
に
 抜
 死
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
宿
さ
な
い
場
ム
 
ロ
 が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
肉
体
か
ら
最
終
的
に
 喪
 わ
れ
よ
 ぅ
 と
す
る
視
覚
が
 、
傲
 

死
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
す
か
 浄
 死
の
イ
メ
ー
ジ
を
映
す
か
 は
む
し
ろ
偶
然
に
左
右
さ
れ
て
い
る
。
 浄
 死
の
確
証
は
 、
 磯
 死
の
強
制
と
平
行
し
 

て
 か
れ
の
最
期
の
枕
頭
に
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

「
 
要
集
 」
の
巻
末
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
臨
終
の
行
 儀
 」
の
 章
 こ
そ
は
、
右
に
か
か
げ
た
課
題
に
真
正
面
か
 ら
 取
り
組
も
う
と
し
 

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
 要
集
 」
に
お
け
る
も
っ
と
も
 中
心
的
か
つ
本
質
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
 @
0
 

Ⅰ
 

病
気
に
か
か
り
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
が
わ
か
 
っ
た
 念
仏
行
者
は
、
「
無
常
 
院
 」
と
い
分
別
所
に
収
容
さ
 れ
る
。
そ
し
て
念
仏
 

の
 同
志
が
寄
り
添
っ
て
看
取
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
 の
 「
 
噌
 病
人
」
は
、
臨
終
に
い
た
る
ま
で
の
「
病
者
」
の
 意
識
が
浄
土
往
生
の
 サ
 

イ
 ン
を
 ぅ
る
か
 ・
あ
る
い
は
 堕
 地
獄
の
恐
怖
に
見
舞
わ
れ
 る
か
を
絶
え
ず
問
い
っ
 め
 、
そ
の
告
白
の
仔
細
を
記
録
 に
 書
き
と
ど
め
な
け
れ
 

一
 ば
な
ら
な
い
。
こ
の
病
者
と
看
病
人
の
あ
 い
 だ
に
 と
 り
 交
わ
さ
れ
る
共
同
の
点
検
作
業
は
、
油
断
な
く
、
 執
劫
 に
続
 げ
ら
れ
る
。
臨
終
 念
 

一
仏
者
の
視
覚
は
 、
 死
の
意
識
と
重
な
り
合
い
、
そ
れ
 を
の
り
越
え
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
の
視
覚
は
 、
 法
悦
の
意
識
に
よ
っ
て
 死
 

の
 意
識
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 ィ
 メ
ー
ジ
と
し
て
の
 礒
死
と
浄
 死
の
周
囲
を
か
け
め
ぐ
っ
 て
 ・
最
後
の
自
己
燃
焼
 

を
と
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
れ
の
視
覚
は
 、
 死
の
 意

識
で
あ
る
 穣
 死
に
包
ま
れ
た
ま
ま
消
滅
し
て
い
く
の
か
 、
あ
る
い
は
法
悦
の
意
識
 

に
み
た
さ
れ
て
舞
台
を
退
い
て
い
く
の
か
、
そ
の
関
頭
に
 立
た
さ
れ
て
い
る
。
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ぅ
 。
か
く
て
再
生
 ｜
 す
な
わ
ち
 浄
 死
へ
の
道
 ｜
を
 発
見
 で
き
る
か
ど
う
か
は
、
当
の
死
に
ゃ
く
修
行
者
の
視
覚
に
 阿
弥
陀
仏
の
来
迎
が
あ
 



か
く
し
て
念
仏
者
に
よ
る
最
期
の
臨
終
念
仏
は
、
法
悦
 か
死
 か
の
二
者
択
一
を
決
す
る
た
め
の
、
阿
弥
陀
仏
へ
の
 問
い
か
け
で
あ
る
。
 

病
者
は
自
分
の
前
に
安
置
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
 像
 に
向
 か
っ
て
横
臥
し
、
仏
の
手
か
ら
引
か
れ
た
五
線
 の
 テ
ー
プ
 を
手
に
し
て
。
浄
土
柱
 

生
の
可
能
性
を
不
断
に
問
い
か
け
 ろ
 の
で
あ
る
。
そ
し
 て
こ
の
問
い
か
げ
に
た
い
す
る
阿
弥
陀
仏
の
応
答
は
 、
そ
 の
 念
仏
者
の
視
覚
の
う
 

え
 に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
こ
に
仏
が
あ
ら
わ
れ
る
の
を
、
 源
 情
は
「
迎
接
の
想
」
と
い
い
、
地
獄
の
苦
し
み
が
あ
ら
 わ
れ
る
の
を
「
異
相
」
 

と
 規
定
し
て
い
る
。
前
者
は
浄
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
包
ま
 れ
た
法
悦
の
意
識
で
あ
り
、
後
者
は
抜
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
 ま
と
わ
り
つ
か
れ
た
 死
 

そ
の
も
の
の
意
識
で
あ
る
。
 

「
 
要
集
 」
の
「
臨
終
行
儀
」
章
は
、
臨
終
念
仏
者
に
よ
る
 問
い
か
け
の
信
号
と
、
そ
れ
に
た
い
す
る
阿
弥
陀
仏
の
 応
答
の
信
号
、
と
い
 

ぅ
 二
極
構
造
に
も
と
づ
い
て
「
往
生
」
の
意
味
を
追
求
 し
て
い
る
章
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
に
 よ
 る
解
答
の
信
号
 系
が
、
 つ
ね
に
法
悦
の
 

回
路
だ
け
を
選
択
す
る
と
い
う
保
証
は
、
さ
き
に
も
の
 べ
た
 よ
う
 に
ど
こ
に
も
な
い
。
臨
終
者
の
視
覚
の
 う
え
 に
 「
異
相
」
の
み
が
あ
ら
 

わ
れ
る
蓋
然
性
は
依
然
と
し
て
高
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
 を
 回
避
す
る
方
法
は
、
い
か
な
る
禁
欲
手
段
や
瞑
想
手
段
 を
も
っ
て
し
て
も
絶
対
 

に
 掌
中
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
「
 要
集
ヒ
 は
そ
の
巻
末
の
「
臨
終
行
儀
」
章
に
お
い
て
、
 秩
 死
の
 イ
メ
ー
ジ
 と
浄
 死
の
 イ
 

メ
ー
ジ
に
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま
の
、
不
安
定
な
ニ
ヒ
リ
ズ
 ム
の
 闇
に
直
面
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
で
あ
ろ
う
。
「
往
生
 
要
 

集
 L
 の
こ
の
よ
う
な
性
格
に
留
意
し
て
、
私
は
こ
の
 資
 料
を
仮
に
「
記
録
 A
 」
と
呼
ば
う
と
思
 う
 。
 

源
信
は
っ
 要
集
 」
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
往
生
思
想
の
 論
理
的
な
限
界
 点
 を
見
 き
ね
 め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
 が
 、
し
か
し
、
右
に
 

の
 べ
た
ご
と
き
難
所
を
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
は
の
り
 越
，
 
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
を
、
よ
く
自
覚
し
て
い
た
。
 「
 
要
集
 」
の
述
作
は
 、
 

源
信
に
と
っ
て
 揮
身
の
力
 を
ふ
り
し
ば
っ
た
仕
事
で
あ
 

発
 点
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

っ
 た
が
、
念
仏
者
の
死
と
往
生
の
課
題
を
追
求
す
る
と
い
 ぅ
 点
で
は
、
か
れ
の
 出
 

-
4
-
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「
 
要
集
ヒ
 三
巻
が
書
か
れ
た
の
は
永
観
二
年
（
九
八
四
）
 か
ら
翌
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
と
き
に
源
信
は
四
十
四
 歳
 で
あ
っ
た
。
そ
し
 

て
そ
の
 翌
 寛
和
二
年
（
九
八
六
）
に
な
っ
て
、
横
川
の
首
 棚
厳
院
 に
二
十
五
三
昧
 会
 が
発
足
し
た
。
 

こ
の
年
、
文
人
貴
族
と
し
て
知
ら
れ
た
慶
滋
保
胤
が
出
家
 し
て
親
心
と
称
し
、
源
信
の
弟
子
と
な
っ
た
が
、
右
の
 二
十
五
三
昧
会
は
 、
 

こ
の
 保
胤
と
 源
信
と
が
指
導
者
と
な
っ
て
組
織
し
た
念
仏
 結
社
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
往
生
要
集
」
が
、
こ
の
 結
 社
を
方
向
づ
け
る
た
め
 

の
 原
典
的
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
 

「
 
要
集
 」
の
理
論
構
成
に
没
頭
し
て
い
る
と
き
の
源
信
は
 、
秘
境
に
隠
棲
す
る
孤
独
な
求
道
者
の
顔
を
も
ち
、
 観
 念
の
純
血
を
保
持
し
 

て
い
る
け
れ
ど
も
、
二
十
五
三
昧
会
を
主
宰
す
る
と
き
の
 か
れ
は
、
セ
ク
ト
の
指
導
者
と
し
て
の
仮
面
を
つ
げ
 て
 、
同
志
た
ち
の
欲
望
に
 

じ
か
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
顔
は
、
体
系
的
で
 理
論
的
な
テ
キ
ス
ト
の
記
述
者
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
 後
 者
の
仮
面
（
あ
る
い
は
 

む
し
ろ
素
面
）
は
、
社
会
心
理
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
解
読
 者
 た
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
実
際
的
な
理
論
家
 と
い
う
も
の
は
、
そ
の
 

論
理
が
鋭
く
か
つ
動
い
度
合
い
に
応
じ
て
、
現
実
に
立
 ち
向
ぅ
 と
き
は
い
く
 っ
 か
の
仮
面
を
そ
の
身
に
っ
け
な
げ
 れ
ば
な
ら
ぬ
。
テ
キ
ス
 

成
ト
を
 制
作
す
る
と
ぎ
の
 顔
と
 、
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
 整
 序
し
よ
う
と
す
る
と
ぎ
の
 顔
 と
が
異
な
っ
て
み
え
る
の
 ほ
 そ
の
た
め
で
あ
る
。
 

 
 

少
数
精
鋭
の
集
団
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
内
密
 禅
戒
 の
 総
 ム
ロ
神
学
を
標
 
傍
 す
る
 天
 ム
ロ
 
教
 

礎
団
 に
た
い
し
て
は
異
端
的
な
念
仏
運
動
と
し
て
の
 側
 面
 を
も
っ
て
い
た
。
だ
が
、
源
信
と
三
昧
会
の
連
動
方
 針
 の
な
か
に
は
、
天
台
教
学
 

た
の
に
た
い
す
る
真
正
面
か
ら
の
批
判
は
皇
天
も
ふ
く
ま
 れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
運
動
自
体
が
山
（
比
叡
山
 ）
 と
 決
別
し
て
、
山
か
ら
 里
 

死
へ
の
志
向
性
を
も
つ
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
 
こ
の
三
昧
会
は
体
制
 内
 改
革
派
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
い
 う
べ
き
で
あ
り
、
神
秘
主
義
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信
 で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
 ば
 疑
い
な
い
。
 

「
 
要
集
 」
が
浄
土
往
生
の
救
済
論
的
意
義
を
体
系
的
に
論
 じ
た
 願
典
 で
あ
る
と
す
れ
ば
・
「
起
請
」
は
、
三
昧
 会
 と
い
う
念
仏
結
社
の
 

運
動
方
針
と
組
織
論
を
ま
と
め
た
綱
領
で
あ
る
。
原
典
 作
 者
と
し
て
の
源
信
が
そ
の
理
論
を
実
践
の
場
に
移
す
た
 め
の
綱
領
の
作
成
に
み
 

ず
か
ら
参
加
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
 で
、
そ
の
最
初
の
綱
領
の
作
成
に
あ
た
っ
て
 保
胤
が
 責
任
 者
の
地
位
に
つ
い
て
い
 

た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
セ
ク
ト
の
実
質
上
の
指
導
者
で
 あ
り
創
設
者
で
あ
る
源
信
は
、
セ
ク
ト
の
共
同
の
意
志
 を
 代
表
す
る
専
任
者
と
 

し
て
 保
 胤
を
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
面
か
 ら
す
れ
ば
、
源
信
も
し
く
は
「
 要
集
 」
に
お
け
る
理
論
 的
 関
心
と
、
セ
ク
ト
 全
 

体
の
現
実
的
関
心
と
の
調
停
者
と
し
て
の
役
割
を
保
 胤
 が
は
た
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
理
想
的
な
往
生
死
 と
 現
実
的
な
生
と
の
あ
 

ぃ
 だ
に
は
越
え
が
た
い
深
淵
が
 横
 わ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
 を
 実
践
的
に
ど
 う
 解
決
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
団
体
 形
成
の
不
可
避
の
契
機
 

が
 存
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
セ
ク
ト
の
意
志
を
 

こ
う
し
て
私
は
、
「
 
要
集
 」
を
記
録
 A
 と
し
た
の
に
応
じ
 

伝
達
す
る
 保
胤
 の
ご
と
ぎ
人
物
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
 

て
 、
こ
の
綱
領
的
な
地
位
を
し
め
る
「
起
請
」
二
種
を
記
 

る
 。
 録

 B
 と
 名
づ
げ
て
、
 

そ
の
死
に
か
ん
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を
限
定
 し
て
お
こ
う
と
思
 う
 。
記
録
 B
 に
あ
ら
わ
れ
る
源
信
の
往
 生
死
に
か
ん
す
る
議
論
 

は
 、
記
録
 A
 に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
明
ら
か
に
 昔
 色
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
相
違
は
、
源
信
も
ま
た
 保
胤
 な
と
と
と
も
に
誓
約
 共
 

0
 

的
 瞑
想
を
そ
の
行
動
の
規
範
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
 が
で
き
る
。
 

1
.
1
 

二
十
五
三
昧
 会
 が
発
足
し
た
の
は
寛
和
二
年
の
五
月
で
あ
 る
が
、
そ
の
年
の
九
月
に
・
 

保
胤
は
 
「
 首
拐
厳
院
 二
十
 五
三
昧
起
請
」
八
管
）
 

 
 

条
を
作
成
し
た
。
つ
い
で
そ
の
二
年
後
の
水
 延
 二
年
（
 九
八
八
）
の
六
月
に
な
っ
て
、
こ
ん
ど
根
源
信
自
身
が
「
 横
川
 首
梼
厳
院
 二
十
五
 

三
昧
起
請
」
十
二
箇
条
を
作
っ
た
。
源
信
の
「
十
二
条
 起
 請
 」
は
も
と
よ
り
 保
胤
の
 
「
八
条
起
請
」
に
も
と
づ
い
 
て
 、
そ
れ
を
 増
 広
し
た
 

も
の
で
あ
り
・
し
た
が
っ
て
両
者
の
あ
い
だ
に
基
本
方
 針
の
差
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
 
保
 胤
 に
よ
る
最
初
の
「
 八
 

条
 」
も
「
 要
集
 」
の
理
論
に
よ
っ
て
方
向
 づ
 げ
ら
れ
て
 
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
起
請
」
の
作
成
過
程
全
般
に
わ
 た
る
真
の
演
出
者
が
 源
 



死のための団体形成 

一
 、
結
 衆
 に
病
人
が
出
れ
ば
・
往
生
院
に
移
し
て
、
当
番
 制
 に
よ
っ
て
看
護
し
見
舞
う
。
 

一
 、
病
者
が
死
去
し
た
と
き
は
、
墓
所
の
安
養
 廟
 
（
「
 
八
 条
 」
で
は
花
台
 廟
 ）
に
埋
葬
す
る
。
 

 
 

一
 、
こ
の
と
き
、
光
明
真
言
で
加
持
を
し
た
土
砂
を
死
者
 の
 遺
骸
に
ふ
り
か
け
て
埋
め
、
念
仏
を
唱
え
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 

二
 
結
末
 は
 、
身
口
意
の
一
二
業
に
よ
っ
て
修
善
の
功
を
積
 
ん
で
極
楽
浄
土
を
念
じ
、
も
し
も
結
社
の
義
務
を
怠
る
 こ
と
が
あ
れ
ば
追
放
に
 

Ⅰ
 
1
 

処
 せ
ら
れ
る
。
 

  つ と は を メ 縮 約 ま 同 
" 二 は し " に ン 領 な 「 は 記 体 

の
 一
員
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

録
 B
 に
は
二
種
の
「
起
請
」
（
 
保
胤
と
 源
信
）
が
含
ま
れ
 、
そ
の
間
に
多
少
の
異
同
、
記
述
内
容
の
差
異
が
み
 
と
 め
ら
れ
る
が
、
 い
 

と
り
あ
え
ず
両
者
に
共
通
の
事
項
を
あ
げ
て
、
「
起
請
」
 
の
 性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
 

起
請
」
は
 
コ
要
 
実
目
と
同
様
に
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
 が
 、
そ
の
文
体
は
「
 要
集
 」
の
論
理
的
文
脈
に
比
べ
て
い
 ち
 じ
る
し
く
主
情
 

旋
律
に
み
た
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
私
は
、
「
起
請
」
の
 
文
書
的
性
質
を
セ
ク
ト
の
綱
領
的
な
も
の
と
規
定
し
た
。
 だ
か
ら
各
条
項
が
 

と
し
て
の
定
吉
命
令
的
な
簡
潔
と
厳
し
さ
を
示
し
て
い
 
る
の
は
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
各
々
の
条
文
に
 付
属
し
て
い
る
 コ
 

ト
は
 、
い
ず
れ
も
病
者
に
た
い
す
る
優
し
さ
と
い
た
わ
 
り
に
あ
ふ
れ
、
同
志
と
し
て
死
ん
で
い
っ
た
者
に
た
い
 す
る
敬
虔
な
祈
り
 

じ
ま
せ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
波
の
う
ね
り
の
よ
う
な
 
無
常
感
が
表
白
さ
れ
て
い
る
。
「
 要
集
 」
に
お
け
る
 口
 コ
ス
的
な
無
常
観
 

こ
の
「
起
請
」
に
お
い
て
は
パ
ト
ス
的
な
無
常
感
に
置
き
 換
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
源
信
は
 
「
 
要
集
 し
で
は
 主
 

て
 往
生
者
の
歓
喜
と
苦
悩
に
立
ち
合
っ
て
い
た
が
、
「
 起
 請
 」
に
お
い
て
は
、
 保
 胤
を
自
己
と
セ
ク
ト
と
の
媒
介
 者
に
仕
立
て
て
も
 

ら
 病
者
の
終
末
と
死
者
の
送
葬
に
注
意
を
向
け
て
い
る
 の
で
あ
る
。
 

種
の
 
「
起
請
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
共
通
点
を
ま
と
め
 
る
と
 ・
次
の
よ
う
に
な
る
。
 

毎
月
十
五
日
に
結
 衆
 が
集
合
し
て
、
徹
宵
し
て
不
断
念
 仏
の
三
昧
儀
礼
を
行
な
 う
 。
 



右
に
ま
と
め
た
の
は
五
項
目
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
 保
胤
 は
 八
条
に
整
序
し
、
源
信
は
十
二
条
に
時
広
し
て
い
る
。
 そ
こ
に
多
少
の
出
入
は
 

あ
る
が
、
い
ま
は
小
論
に
直
接
の
関
係
を
も
た
な
い
の
 
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
吟
味
は
略
す
る
。
右
に
掲
 げ
た
条
目
に
よ
っ
て
・
 

「
起
請
」
の
中
心
的
テ
ー
マ
が
、
毎
月
定
例
の
念
仏
三
昧
 
ム
ム
 
の
開
催
と
、
臨
終
の
行
儀
お
よ
び
送
葬
の
儀
礼
の
規
 定
か
ら
成
り
立
っ
て
 い
 

る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
 

「
定
例
の
念
仏
会
」
 1
 
 「
臨
終
」
 1
 
 「
送
葬
」
の
連
鎖
は
 

一
つ
づ
き
に
流
れ
る
通
過
儀
礼
、
も
し
く
は
生
死
の
 起
承
転
結
の
コ
ー
ス
 

を
 象
徴
す
る
枠
組
で
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
の
「
起
請
」
 に
 記
さ
れ
て
い
る
規
定
は
、
こ
の
儀
礼
的
な
流
れ
を
 中
 途
 で
切
断
し
て
い
る
。
 

す
な
わ
ち
死
者
の
遺
骸
に
た
い
す
る
、
光
明
真
言
に
 ょ
 る
 土
砂
加
持
の
儀
礼
規
定
が
、
冒
頭
第
一
項
目
の
定
例
 念
 仏
会
の
規
定
の
す
ぐ
 次
 

に
 挿
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

保
胤
の
 
「
八
条
」
で
 は
 、
文
字
通
り
第
二
の
規
定
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
 十
二
条
」
で
は
第
四
番
 

目
 に
編
入
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
会
の
規
定
が
一
 

二
条
に
分
げ
ら
れ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
・
 

実
質
的
に
は
や
は
り
 念
 

仏
会
に
接
続
し
て
第
二
の
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
 な
り
、
そ
の
儀
礼
的
地
位
は
「
八
条
」
の
場
合
と
同
様
で
 あ
る
。
 

光
明
真
言
に
 よ
 る
土
砂
加
持
は
、
そ
も
そ
も
密
教
儀
礼
 に
 由
来
し
、
臨
終
行
儀
に
つ
づ
く
屍
体
埋
葬
の
さ
い
に
 行
 な
わ
れ
る
。
光
明
 真
 

育
 と
土
砂
加
持
と
い
う
、
二
重
の
秘
教
的
な
呪
術
形
式
 が
 埋
葬
儀
礼
に
お
い
て
占
め
る
意
味
に
つ
い
て
は
、
歴
史
 的
に
も
教
理
的
に
も
 別
 

個
の
検
討
を
必
要
と
す
る
が
、
小
論
の
主
題
か
ら
い
え
 ば
 、
こ
の
よ
う
な
死
体
処
理
の
独
自
の
手
段
が
、
「
起
請
 」
に
お
い
て
と
く
に
 重
 

要
 視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
 問
題
と
な
る
。
こ
の
土
砂
加
持
規
定
は
、
本
来
な
ら
ば
 
「
起
請
」
の
後
段
に
記
 

さ
れ
て
い
る
「
安
養
 廟
し
 （
埋
葬
場
）
の
案
下
に
置
か
れ
 
る
の
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
 意
外
な
こ
と
に
、
第
一
 

条
の
不
断
念
仏
会
の
規
定
に
後
続
し
て
、
あ
る
い
は
そ
 れ
 と
ほ
と
ん
ど
並
ん
で
掲
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 し
か
も
こ
の
土
砂
加
持
 

が
 、
記
録
 A
 の
 
コ
要
集
 」
に
お
い
て
は
 一
 舌
口
半
句
ふ
れ
 ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
こ
の
 事
実
は
見
す
ご
す
こ
と
 

が
で
き
な
い
。
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わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
ま
ず
も
っ
て
、
セ
ク
ト
と
し
て
の
 

二
 一
味
会
の
要
求
が
そ
 

う
い
 5
 形
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
 

で
あ
り
、
源
信
も
保
 

胤
 と
と
も
に
そ
の
要
求
の
切
実
さ
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
 

ら
な
い
。
「
起
請
」
は
 

光
 

明
 真
言
に
よ
る
土
砂
加
持
の
規
定
に
よ
っ
て
、
結
社
の
 

メ
ン
バ
ー
に
抱
か
れ
て
い
る
個
別
的
な
「
 

死
 」
の
観
念
に
 
た
い
し
て
一
つ
の
強
力
 

な
 磁
場
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
に
、
「
起
請
」
は
光
明
真
言
の
呪
術
を
採
用
す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
、
亡
者
の
死
後
に
お
け
る
「
 

戸
骸
 」
と
「
 
霊
 （
 
酋
ゃ
壷
 

@
 一
正
、
亡
霊
）
」
 

0
 分
離
を
明
確
に
証
言
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
亡
者
の
霊
は
自
己
の
屍
体
か
ら
遊
離
し
 

て
 浄
土
に
往
生
す
る
と
 

い
 う
 構
図
が
そ
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 

ょ
ぅ
 な
 霊
肉
二
元
の
観
念
は
門
 

要
集
 L
 に
お
い
て
は
、
そ
の
 

仏
教
的
正
統
の
立
場
に
 

も
と
づ
い
て
徹
底
的
に
抑
圧
さ
れ
秘
匿
さ
れ
て
い
た
も
 

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
源
信
使
「
尊
霊
」
の
理
論
を
導
 

入
し
て
往
生
儀
礼
の
実
 

践
 的
な
意
味
を
補
強
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
 

源
 信
が
 セ
ク
ト
の
救
済
論
的
願
望
に
直
面
し
て
被
ら
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
か
っ
た
仮
面
 

の
 一
 つ
 で
あ
る
。
 

ま
ず
 保
胤
の
 「
八
条
起
請
」
に
は
、
亡
者
は
「
土
砂
加
持
 

」
の
効
験
に
よ
っ
て
「
光
明
 

身
 」
を
得
、
浄
土
の
蓮
華
 

上
に
「
化
生
」
す
る
 

と
い
う
真
言
経
典
の
一
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
 

、
化
生
し
た
「
光
明
 

身
 」
が
い
か
な
る
存
在
様
態
を
有
 

す
る
も
の
で
あ
る
の
か
 

は
 審
ら
か
で
は
な
い
が
・
「
十
二
条
起
請
」
に
お
い
て
、
 

源
信
は
、
極
楽
の
蓮
華
上
に
「
化
生
」
す
べ
き
も
の
を
 

ほ
 づ
 き
り
と
「
尊
霊
」
 

 
 

 
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
か
れ
は
こ
こ
で
、
浄
土
の
蓮
華
 

 
 

上
に
化
生
す
る
光
明
骨
 

は
亡
 

渚
の
霊
で
あ
る
と
い
い
切
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
 

霊
 は
 、
光
明
 
真
 舌
口
に
よ
る
加
持
を
 

ぅ
 け
た
土
砂
に
よ
っ
て
 

一
 
刊
 世
の
罪
業
を
浄
め
ら
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つ
 と
も
そ
れ
は
、
霊
魂
の
存
在
を
形
而
上
学
的
に
論
議
の
 対
象
と
は
し
な
い
と
 

信
 を
も
っ
て
否
定
し
切
っ
た
の
で
は
な
い
。
 

問
題
な
の
は
、
あ
く
ま
で
も
求
道
者
が
覚
者
に
な
る
か
 否
 か
と
い
う
点
に
あ
 

る
 霊
魂
が
宿
っ
て
い
る
か
ど
ら
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
 か
っ
た
。
 

仏
教
思
想
の
根
本
的
命
題
の
一
つ
で
あ
る
「
無
我
」
と
 い
う
こ
と
も
、
 
悟
 る
 

と
こ
ろ
の
「
 我
 」
と
い
う
存
在
を
別
 箇
に
 措
定
す
る
こ
と
 を
 拒
否
す
る
考
え
方
 

拠
 を
問
 う
 た
り
、
自
意
識
を
洗
練
さ
せ
た
り
す
る
態
度
 を
 捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
 い

う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
霊
魂
の
存
在
そ
の
も
の
を
 罹
 
確
 

る
の
で
あ
っ
て
、
求
道
者
も
し
く
は
覚
者
の
内
部
に
聖
な
 
ヰ
は
 

べ
き
人
間
の
当
体
の
外
に
、
自
我
と
か
自
意
識
と
か
い
 う
 
ハ
 
@
 ツ
 

な
の
で
あ
る
。
人
間
は
主
体
を
自
覚
し
た
り
、
自
我
の
根
 
根
 

な
い
。
心
身
の
統
一
体
と
し
て
の
人
間
存
在
を
お
い
て
 外
 
 
 

ね
 、
か
く
て
往
生
す
る
こ
と
の
で
き
た
霊
で
あ
る
。
呪
術
 的
に
強
化
さ
れ
た
「
土
砂
」
は
、
屍
体
の
競
れ
を
除
き
 、
霊
肉
の
分
離
を
促
進
 

 
 

し
、
 霊
の
往
生
を
活
性
化
す
る
た
め
の
鎮
魂
の
密
 具
 で
あ
 る
 。
 

以
上
二
つ
の
事
由
に
も
と
づ
い
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
「
 
要
集
 」
（
記
録
 A
 ）
に
お
い
て
念
仏
者
の
死
の
イ
メ
ー
ジ
 は
礒
死
 （
厭
離
磯
 土
 ）
 

と
浄
死
 
（
欣
求
浄
土
）
の
二
極
に
分
岐
し
て
い
た
が
、
「
 
起
請
」
（
記
録
 B
 ）
に
お
い
て
、
こ
の
関
係
は
、
送
葬
の
 儀
礼
を
媒
介
に
し
て
 屍
 

体
 
（
廟
所
）
と
尊
霊
（
浄
土
）
の
二
元
構
造
へ
と
分
解
 し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
 イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
死
の
 

水
準
か
ら
実
体
論
的
な
死
の
水
準
へ
の
移
行
を
意
味
す
 る
 。
 歳
 死
は
屍
体
に
繋
留
さ
れ
て
暗
黒
 界
 に
沈
滞
し
、
 
浄
 死
は
尊
霊
に
先
導
さ
れ
 

て
 光
明
 界
 に
飛
翔
す
る
。
死
を
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
視
覚
の
 ぬ
 想
が
 喪
 わ
れ
て
、
死
を
分
解
す
る
 霊
｜
 肉
の
化
学
反
 広
 が
そ
こ
で
は
観
測
さ
 

 
 

れ
る
。
こ
の
 
霊
｜
 肉
の
分
解
構
造
は
、
記
紀
万
葉
時
代
に
 広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
 濱
｜
 遊
離
魂
の
二
元
的
な
原
理
 に
よ
 る
そ
れ
を
 紡
律
 さ
 

せ
る
で
あ
ろ
う
。
 
霊
｜
 肉
の
分
離
結
合
と
い
う
働
き
を
 ダ
 
」
 く
 自
然
に
受
け
入
れ
て
い
た
古
代
的
な
「
固
有
」
信
仰
 が
 、
浄
土
教
的
な
念
仏
 

-
5
@
 

結
社
の
現
実
の
利
害
に
た
い
し
て
も
強
い
衝
撃
力
を
も
 っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
も
わ
か
る
。
 

プ
ツ
ダ
 

そ
も
そ
も
イ
ソ
 
ド
 に
成
立
し
た
仏
教
は
 、
 建
て
前
と
し
 て
 霊
魂
と
い
う
も
の
を
前
提
に
し
な
い
覚
者
の
宗
教
思
想
 を
生
み
出
し
た
。
も
 

(14)  14 



死のための団体形成 

ら
だ
」
は
 、
 悟
り
の
種
子
を
内
包
す
る
と
こ
ろ
の
有
意
味
 

的
な
媒
体
で
あ
り
、
そ
れ
を
離
れ
て
覚
者
の
実
現
さ
れ
 

る
 場
面
は
な
い
の
で
あ
 

き 方 
よ て， ハ @ ツ 

  ，む 

こ 身 
の を 
場 悟 
合 り 

の の 

日ハ 件件「『 当 @ 
身 と 

」 す 
と る 

い と 

う " し 

の ら 

はの " 考 
も ， ぇ 
ち 方 

ろん （口 耳 

た 身 
ん 成 

  
育 児 
機 性 
的 成 仏 な ） 
「 
か の 

ろ う 

だ え 
」 に ヒ 

0 打 
こ ち 
と J- Ⅰ ム 

を て 
い ら   
め て 

で， き 
は た 
な と 

いい 。 ぅ     
の 「が と 
か で 

15@ (15) 

国
 仏
教
に
 

、
、
、
、
 

て
の
経
験
 

居
、
そ
し
 

め
て
共
同
 

れ
ら
は
、
 

で
あ
り
・
 

以
上
の
 

お
い
て
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
仏
教
の
思
想
 的
 影
響
力
と
い
う
観
点
か
ら
み
た
場
合
、
何
ら
か
の
形
 で
 覚
者
と
し
 

と
そ
う
 

を
も
た
な
い
人
間
は
、
仏
教
的
世
界
に
お
い
て
は
尊
敬
 
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
三
密
加
持
と
か
禅
定
、
山
 林
料
轍
 や
油
 

て
 百
万
遍
念
仏
や
断
食
断
水
な
ど
の
は
げ
し
い
久
修
練
 行
 を
行
な
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
の
神
秘
体
験
を
得
、
 

そ
 ぅ
 し
て
は
じ
 

体
や
信
者
た
ち
の
尊
敬
を
集
め
崇
拝
の
対
象
と
な
る
こ
 と
が
で
き
た
。
カ
リ
ス
マ
と
し
て
自
立
的
な
能
力
を
身
 に
 つ
げ
た
か
 

こ
う
し
て
そ
の
 
芽
 そ
の
ま
ま
の
姿
の
う
ち
に
覚
者
た
る
の
 資
格
を
こ
の
世
に
お
い
て
手
中
に
し
て
い
る
 0
 す
な
わ
 ち
 即
身
成
仏
 

生
け
る
覚
者
の
現
在
往
生
の
姿
で
あ
る
。
 

ご
と
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
仏
教
の
覚
者
の
伝
統
は
・
 一
 方
で
霊
魂
の
存
在
を
止
揚
す
る
無
我
の
立
場
を
と
り
っ
 つ
 、
も
う
 一
 

あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
神
仏
習
合
な
ど
は
そ
の
代
表
 例
 と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
イ
ン
 ド
の
 
大
乗
仏
教
で
も
 中
 

 
 

た は ょ が ろ は 

、
「
悟
り
」
の
当
体
は
な
い
わ
げ
で
あ
る
が
。
こ
の
当
体
 
は
 
「
 我
 」
や
「
 霊
 」
な
る
も
の
の
存
在
と
意
識
を
止
揚
 し
て
い
な
け
れ
ば
な
 

な
い
。
 

 
 

こ
う
し
て
仏
教
は
、
 
我
 的
な
も
の
と
霊
的
な
も
の
の
双
方
 を
 覚
者
の
立
場
か
ら
否
定
す
る
体
系
的
な
思
想
を
打
ち
 た
て
た
と
い
う
こ
と
 

で
き
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
 そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
仏
教
思
想
を
つ
ら
ぬ
く
立
場
で
あ
 っ
た
 。
し
か
し
こ
の
 

う
な
原
始
仏
教
的
な
覚
者
の
仏
教
思
想
は
、
い
っ
た
ん
 民
衆
の
宗
教
意
識
と
接
触
し
、
か
れ
ら
の
宗
教
的
願
望
を
 吸
収
し
て
い
く
と
き
 

必
然
的
に
雑
多
な
民
間
信
仰
や
呪
術
の
要
素
と
習
合
し
 て
い
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
、
民
間
に
根
強
 く
 信
仰
さ
れ
て
い
 

祖
先
崇
拝
と
、
そ
れ
を
根
本
的
仁
成
り
立
た
し
め
て
い
 る
と
こ
ろ
の
か
れ
ら
の
霊
魂
観
念
こ
そ
は
・
そ
の
最
有
力
 の
 要
素
だ
っ
た
の
で
 



「
尊
霊
」
に
は
本
来
「
 
妙
 観
察
 智
 」
（
神
秘
的
洞
察
力
）
 
が
 傭
 わ
 

は
た
だ
ち
に
九
品
浄
土
の
境
界
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
 

は
 上
、
「
起
請
」
 ｜
 記
録
 B
 １
 の
う
ち
、
 保
胤
の
 
「
八
条
 」
。
 
ニ
 
カ
 っ

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
迷
悟
の
本
源
を
究
明
す
れ
 ば
 、
「
亡
霊
」
 

「
重
一
正
」
の
問
題
を
消
極
的
に
隠
匿
し
た
の
 

に
 た
い
し
、
 源
 信
の
 「
十
二
 

も
霊
的
啓
示
の
こ
の
よ
う
な
「
訪
れ
」
を
意
味
し
た
の
で
 

の
 典
型
例
を
示
し
て
い
る
。
 

あ
っ
て
 、
 霊
の
他
界
（
浄
土
）
へ
の
浮
揚
や
飛
翔
を
示
 

 
 

そ
う
と
し
た
も
の
で
は
 

こ
う
し
て
み
る
と
き
、
源
信
が
「
 要
集
 」
に
お
い
て
記
し
 て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
 ｜
 救
済
の
し
る
し
（
迎
接
の
 想
 ）
は
、
あ
く
ま
で
 

け
っ
し
て
な
か
っ
た
。
原
則
的
に
い
っ
て
霊
的
啓
示
は
内
 発
 的
な
運
動
で
あ
り
、
晃
次
元
空
間
へ
の
 腕
 自
運
動
で
 は
な
 い
 0
 だ
が
、
そ
れ
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浄
土
教
的
な
臨
終
の
行
儀
は
、
そ
れ
 に
つ
づ
く
送
葬
の
儀
礼
を
執
行
す
る
に
あ
た
っ
て
 、
実
 際
に
浄
土
に
往
生
す
る
 

卦
体
を
い
か
に
確
認
す
る
か
と
い
う
問
題
に
逢
着
し
た
。
 か
く
む
 語
迩
 啓
示
に
か
ん
す
る
主
観
的
確
証
の
問
題
は
 、
遊
離
魂
の
実
体
的
な
 

認
定
と
い
う
儀
礼
手
続
へ
と
そ
の
席
を
ゆ
ず
る
こ
と
に
 な
っ
た
の
で
あ
る
。
源
信
は
、
「
 
要
集
 」
の
著
者
か
ら
「
 起
請
」
の
共
同
提
案
者
 

と
い
う
役
割
へ
転
身
す
る
過
程
で
、
霊
の
実
定
と
い
う
 仕
 事
 を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

た
と
え
ば
源
信
 撲
 と
伝
え
ら
れ
る
も
の
に
「
引
導
法
則
」
 一
巻
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
起
請
」
の
う
ち
の
埋
葬
 行
 儀
を
 別
出
し
て
・
 そ
 

の
 儀
礼
的
な
意
義
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 死
 者
の
「
聖
霊
」
を
極
楽
に
引
導
し
て
往
生
せ
し
め
る
 作
 法
の
綱
要
で
あ
る
が
、
 

冒
頭
に
、
大
日
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
、
釈
迦
如
来
を
は
 じ
め
と
す
る
諸
仏
諸
菩
薩
と
天
神
地
祇
の
擁
護
を
祈
願
し
 て
い
る
 0
 う
ノ
 
い
で
「
 亡
 

魂
 」
を
九
品
の
浄
土
に
引
導
す
る
の
に
「
 事
 」
と
「
 理
 」
 の
方
法
が
あ
る
と
い
う
。
前
者
の
「
 事
 」
の
引
導
と
は
 、
六
道
の
冥
界
に
沈
滞
 

し
行
 律
す
る
「
亡
魂
」
を
観
音
の
「
 抜
 済
方
」
と
弥
陀
 の
 「
引
摂
の
誓
」
が
救
済
す
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
 
「
 理
 」
の
引
導
と
は
、
 

は 。の る 

て 「 
に か 
震 ら 

的 だ 

啓 」 
不 に 

が た 
そ い 
の す 

、ヵ 「 る久 

ら 修 
だ 練 
」 行 

に が 

訪 越 
れ 人 
る 間 的 
す な 
な 勢 
わ カ 
ち に 

イム よ 

の っ 

来 て 
迎 な 
や さ 
仏 れ 
め る 

摩 の 

は 頂など 実 、 
は は 

某男 
の た 
よ め 
ぅ で 

毒 あ な 
三 Ⅱ 自在Ⅰ 吉 :  り Ⅰ 

啓 こ 

小 の 
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か
 て
ほ
か
に
信
頼
す
る
に
足
る
儀
礼
は
な
い
。
か
く
て
 

記
録
 
B
 に
お
い
て
「
起
請
」
の
原
理
を
 

よ
 り
よ
く
示
す
 
の
は
「
十
二
条
」
で
あ
り
、
 

 
 

論
理
的
に
純
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
 

I@  (17) 

個体形成 

は の 

浄 あ 
死 と 

と を 
被 も 

死 残 
の さ 
観 ず 
想 に 
が母 削 
互 除 
換 し 
的 て 
な い 

繁 る 

張 の 
関 は 係 
に ま 
お っ 

い た 
て く 

皮 目 

復 然 
さ の 

れ 帰 
る 結 
の で 

に あ 
た っ 

い た 
し と 
て し な 
死、 げ 
体、 れ 
の、 ば 
女巫 %  な 
理、 ら 

に な 
お い 

ⅠⅩ   

て 死、 
は の、 

亡 イ、 
魂 メ、 

0  l 、 
鎮 ジ、 

送 に 

な お 
お い 

い て 

条
 」
が
霊
の
機
能
を
明
示
的
に
承
認
し
た
と
い
う
こ
と
の
 対
照
牲
か
ら
出
発
し
て
、
若
干
の
関
連
事
項
に
ふ
れ
て
 き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 

対
照
性
は
、
「
起
請
」
に
お
い
て
は
も
う
一
つ
別
の
 ニ
ュ
 ア
ン
ス
 仁
 富
む
照
応
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
 す
な
わ
ち
 保
胤
の
 「
 八
 

条
 」
は
、
「
 
要
集
 」
巻
末
の
臨
終
行
儀
の
方
式
を
継
承
し
 て
 、
看
病
人
は
病
人
の
視
覚
に
う
つ
る
所
見
（
痛
恨
 所
 見
 ）
を
き
い
て
記
録
す
 

べ
 ぎ
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
が
（
第
五
条
）
、
こ
れ
に
 た
 い
し
 源
信
の
「
十
二
条
」
は
、
病
人
の
末
期
に
映
 ず
 る
 「
 ロ
ポ
相
 
」
と
「
迎
接
 

想
 」
の
有
無
に
つ
い
て
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
 事
実
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
で
に
の
べ
て
き
た
 
よ
う
 に
 、
 「
 起
請
」
を
彩
る
根
本
 テ
 

１
％
 は
 、
臨
終
の
行
儀
に
た
い
し
て
送
葬
の
儀
礼
を
強
調
 し
 、
光
明
真
言
の
土
砂
加
持
に
よ
っ
て
往
生
者
に
お
け
 る
 霊
肉
の
二
元
的
分
解
 

を
 実
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
 う
 な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
臨
終
時
に
お
け
る
異
相
や
辺
 接
 想
の
有
無
の
問
題
は
 

当
然
第
二
義
的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
臨
終
時
の
 「
痛
恨
所
見
」
が
不
可
欠
の
テ
ー
マ
と
な
る
の
は
、
臨
終
 0
 行
儀
を
も
っ
て
「
 死
 」
 

の
 儀
礼
の
最
大
の
焦
点
と
す
る
㍉
 要
 集
ヒ
に
お
い
て
で
あ
 っ
て
・
そ
れ
は
「
起
請
」
に
お
い
て
は
最
終
最
重
要
の
 場
面
で
は
な
い
か
ら
で
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
 保
胤
の
 「
八
条
」
が
「
莫
莫
」
 の
 精
神
を
継
承
し
つ
つ
 病
 眼
の
所
見
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
 は
 、
先
師
源
信
の
著
作
 

へ
の
敬
意
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
 起
 請
 」
が
本
来
的
に
志
向
し
て
い
る
世
界
観
を
真
に
具
体
 化
す
る
の
え
ん
の
も
の
 

で
は
な
い
。
 

か
く
し
て
源
信
が
こ
の
「
起
請
」
に
お
い
て
、
 コ
要
集
 
L
 で
の
最
大
の
究
明
課
題
で
あ
っ
た
「
 罪
相
 」
 1
 
「
迎
接
 想
 」
の
問
題
・
を
一
点
 



霊
 た
ち
の
導
き
に
よ
っ
て
、
現
世
的
な
死
の
境
界
を
彼
 

方
 に
向
け
て
乗
り
こ
 

え
 よ
 う
と
 
希
求
し
て
い
る
。
 

生
き
残
っ
た
者
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
想
起
と
連
帯
と
席
 

永
は
 、
 遠
く
へ
去
っ
て
し
ま
っ
た
尊
霊
た
ち
の
名
と
事
蹟
 

を
 書
き
記
す
こ
と
に
 

よ
っ
て
、
不
断
に
再
生
さ
れ
反
覆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

亡
魂
た
ち
の
死
を
記
念
す
る
記
録
が
こ
う
し
て
そ
こ
に
 

誕
生
す
る
。
す
な
わ
ち
 

「
過
去
帳
」
の
制
作
が
そ
れ
で
あ
る
。
生
者
た
ち
は
死
者
 

た
ち
の
過
去
の
記
録
を
こ
の
世
に
と
ど
め
る
こ
と
に
 

ょ
 っ
て
、
未
来
に
お
け
る
 

自
己
の
た
し
か
な
存
在
様
式
を
確
認
す
る
の
で
あ
り
、
 

死
 者
た
ち
は
そ
の
過
去
帳
に
写
し
と
ら
れ
た
幻
影
を
通
し
 

て
 、
生
者
た
ち
に
生
の
 

 
 

 
 

 
 

は
 自
分
た
ち
の
結
社
を
統
合
す
る
シ
ン
ボ
ル
を
見
出
す
。
 

た
だ
し
霊
の
人
格
化
と
し
て
の
過
去
帳
は
、
実
際
に
は
 

生
者
の
人
格
を
脅
か
す
 

る
 。
 

こ
の
 
ょ
 3
 な
性
格
を
も
つ
死
者
の
書
と
し
て
の
「
過
去
帳
 

」
を
 、
 私
は
前
例
に
な
ら
っ
て
記
録
 

C
 と
 名
づ
け
よ
う
 
と
 思
 う
 。
そ
れ
は
 
全
 

体
 と
し
て
、
死
の
観
念
、
意
味
、
そ
し
て
儀
礼
な
ど
に
 

つ
い
て
、
第
三
段
階
の
水
準
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 

 
 

志 界 こ 

た は の 「 

ち い 鎮 起 

な 、 っ そ鎮 魂請 」 
日 ぅ 送 に 
常 鮮 の お 
的 明 儀 げ 
Ⅴ こ K こ 月 卜し る 
絶 衰 退 共 
え 家 程 同 
ず さ が 誓 
想 れ 生 約 
起 る き もよ 

し こ 残   

" と っ 臨 
か に た 終 
れ な 老 者 の 巨億 ち とる 0 冊 W 0 い １ 肚 
の 念 に 期 
心 仏 不 を 
連 結 可 み 
的 社 矢 と 

な の の ど   

連 帯メの、 各も げ 
を ン と そ   し の 

化 l て 尊 

し ・ は青雲 、 識を 
そ 比 さ 浄 
し の れ 土 
て 世 れ に 
最 に ば 鎮 
後 托 さ 送 
に し れ す 
自 て る る 
己 浄 ほ こ 

の 上 ど と 

命 に 、 を 
終 生 聖 最 
の ぎ 霊 終 
と て の 目 

き い 憩 標 
ほ ろ う に 

は か べ し 

か っ き て 

れ て 極 ぃ 
ら の 楽 る 

堅 固 世   

四 

死 
者 
と 
生 
者 
  

。 " 可   
  
十 
五       
昧 
ム 

・ コ 過 
去 
帳 
[S=, 

（ 印 口 - ： Ⅰ 

録 
C 
） 
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「
起
請
」
の
十
二
条
文
書
（
源
信
 

撰
 
）
が
作
成
さ
れ
た
の
 

は
 
永
延
二
年
（
九
八
八
）
で
あ
る
が
、
長
和
二
年
（
 

一
 
0
 一
 
三
）
七
月
十
八
 

日
 
に
な
っ
て
、
「
 

首
梼
厳
院
 

二
十
五
三
昧
結
縁
過
去
帳
」
 

な
る
も
の
が
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
。
「
起
請
」
の
制
作
か
 

ら
 
約
四
半
世
紀
ほ
ど
 

経
 

 
 

 
 

 
 

に
 
伏
し
て
い
て
、
起
居
も
ま
ま
な
ら
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。
 

あ
る
い
は
源
信
の
病
臥
が
一
つ
の
契
機
に
な
っ
て
 

、
 
「
 
過
去
帳
」
の
作
成
が
実
 

行
 
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

し
か
し
長
和
二
年
に
こ
の
「
過
去
帳
」
が
 

書
 
ぎ
は
じ
め
ら
 

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
亡
く
な
っ
て
い
た
 

結
縁
衆
の
記
録
が
書
 

ぎ
 
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
も
 

ち
ろ
ん
な
い
。
す
で
に
三
昧
 

ム
ム
 

発
足
の
時
点
で
、
死
者
の
 

埋
葬
儀
礼
は
不
可
欠
の
 

い
 
。
そ
し
て
そ
の
 

ょ
う
 

な
文
書
に
は
過
去
帳
と
い
う
名
が
 

冠
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
・
現
存
の
も
の
と
し
て
 

は
 
「
二
十
五
三
昧
根
本
 

 
 

 
 

 
 

「
 
首
梼
厳
 

過
去
帳
」
と
略
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

ま
ず
「
根
本
過
去
帳
」
は
、
最
初
期
の
根
本
結
 

衆
 
を
は
じ
 

め
と
し
て
遥
か
後
代
・
の
結
縁
者
の
名
前
だ
け
が
列
記
さ
 

れ
て
い
る
も
の
で
あ
 

成
 げ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
半
に
は
四
十
四
人
の
根
本
結
 

縁
 
衆
の
名
が
記
さ
れ
、
後
半
に
は
そ
れ
以
降
の
俗
人
を
 

も
湛
 

え
た
結
縁
家
八
十
人
の
 

形
 

@
6
-
 

 
 

ゆ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
死
者
と
新
入
会
員
と
 

の
 
増
減
に
よ
っ
て
 

、
 
時
の
経
過
と
と
も
に
多
少
の
異
動
が
 

あ
っ
た
よ
 

う
 
で
あ
る
。
 

死
の
 

-
@
 
 

根
本
結
縁
 

衆
 
四
十
四
名
の
 

、
僧
 

と
し
て
の
身
分
の
 

」
 内
訳
を
示
す
と
、
禅
定
法
皇
 

1
 
（
花
山
法
皇
）
、
 

前
 
権
 
太
 
僧
都
 

1
 
（
蔵
人
）
、
朝
権
 

小
 9
 
 
 

ヰ
 
@
 

 
 
 
 

僧
都
 

2
 （
 
覚
超
 

、
源
信
）
、
 

阿
闇
梨
 

6
 （
 
梵
照
 

、
真
人
、
明
 

普
 
、
 
良
運
 

、
良
 

陳
 
、
 
聖
金
 

）
、
そ
し
て
大
徳
 

綴
 
と
な
る
。
 

こ
の
う
ち
大
徳
と
い
う
 



代
 に
お
い
て
も
生
き
つ
づ
け
て
い
た
こ
と
を
そ
れ
は
 ょ
 く
 証
言
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

さ
て
、
記
録
 C
 の
も
う
一
つ
の
「
 首
梼
厳
 過
去
帳
」
は
 、
 さ
き
に
の
べ
た
 よ
う
 に
長
和
二
年
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
 た
と
す
る
日
付
 

つ
が
、
こ
れ
は
「
根
本
過
去
帳
」
の
う
ち
、
根
本
結
縁
 衆
 か
ら
五
人
の
往
生
者
を
選
ん
で
、
そ
の
生
涯
の
事
蹟
 と
 臨
終
時
の
あ
り
さ
 

記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

五
人
と
は
、
冒
頭
に
源
信
を
お
き
、
順
次
に
 貞
 久
大
徳
、
 
相
助
 大
徳
、
花
山
法
皇
、
良
 範
 大
徳
と
並
べ
て
い
る
が
 、
記
事
の
分
量
 

信
 の
も
の
が
圧
倒
的
に
長
い
。
ま
た
こ
の
五
人
に
は
そ
 の
 死
没
年
が
付
記
さ
れ
て
お
り
、
源
信
は
 一
 0 
一
七
年
（
 寛
仁
 兄
 、
六
月
十
 

生
年
 セ
 十
六
歳
）
、
 貞
 久
は
九
八
 
セ
 
（
永
延
元
、
正
月
九
 日
 、
二
十
五
歳
）
、
相
助
は
九
九
三
（
正
暦
 四
 、
生
年
 不
明
）
、
花
山
法
皇
 

0
0
 八
 
（
寛
弘
 五
 、
二
月
八
日
、
四
十
一
歳
）
、
 
良
範
は
 
一
 00
 
 一
 （
長
保
 二
 、
五
月
十
四
日
、
二
十
歳
）
で
あ
 る
 。
し
た
が
っ
て
 

配
列
は
か
な
ら
ず
し
も
入
滅
午
時
の
順
に
な
っ
て
い
な
 い
し
、
一
番
最
後
の
往
生
者
で
あ
る
源
信
が
冒
頭
に
き
て
 い
る
。
こ
九
は
お
 
  そ そ は 日 は ま を 
ら の 一 、 源 な も 

の
は
僧
都
や
阿
 闇
 梨
な
ど
の
僧
綱
位
と
は
ち
が
っ
て
 、
た
 ん
 な
る
僧
の
敬
称
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
 ど
が
無
名
無
位
の
修
行
 

僧
 で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
花
山
法
皇
の
場
合
は
政
 争
 の
犠
牲
と
な
っ
て
退
位
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
ち
、
 源
信
に
結
縁
し
た
と
い
 

う
 、
ま
っ
た
く
の
例
外
現
象
で
あ
っ
て
、
法
皇
自
身
が
一
一
 
一
抹
会
の
結
社
規
定
に
も
と
づ
く
生
活
を
し
て
い
た
わ
け
 
で
は
な
い
。
ま
た
僧
職
 

ほ
 つ
い
て
い
た
蔵
人
、
 覚
超
 、
源
信
は
す
べ
て
そ
の
職
を
 辞
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
三
昧
 会
が
 無
位
無
官
の
念
仏
行
者
 

の
 団
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
 狂
  
 

次
に
、
結
縁
 衆
 に
名
を
列
ね
る
後
半
の
八
十
八
名
の
内
 訳
は
 、
座
主
（
 前
 大
僧
正
）
 2
 、
法
印
 4
 、
法
眼
 4
 、
法
橋
 2
 、
 権
 小
僧
都
 3
 、
 

権
 律
師
 1
 、
 阿
闇
梨
 3
 、
 僧
 8
 、
沙
弥
 硲
 、
比
丘
尼
 舛
 、
 俗
人
（
 男
 ）
 7
 、
俗
人
（
 女
 ）
 6
 、
で
あ
る
。
こ
の
「
 根
本
過
去
帳
」
の
後
半
 

を
 占
め
る
八
十
名
の
生
存
 年
 
（
も
し
く
は
死
没
年
）
が
 「
過
去
帳
」
の
下
限
年
代
を
ど
の
程
度
暗
示
す
る
か
は
 不
 明
 で
あ
る
が
・
と
に
か
 

 
 

く
 沙
弥
と
比
丘
尼
と
俗
人
の
占
め
る
比
率
が
圧
倒
的
 聖
 局
 い
の
が
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
源
信
を
含
む
原
始
セ
ク
 ト
の
 精
神
原
理
が
 、
後
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死のための団体形成 

し っ 極 限 の の で 生 日 せ で 
、 た 楽 に 場 花 蓮 あ し の て あ 右 く ぎ、しなの秘 源信 

合 山 ム る た 朝 い る の 花 い 密 の さ     
で が 性 迫 の に と に 勢 の が 源 の は に 思 期 れ 
静 、 が っ 猛 お い 記 は ご 随 信 場 「 削 わ の た 
か い 希 た 大 い っ 録 、 と 所 は 合 崩 除 れ 経 よ には 臨むやいった な伝記 測 され 」が 想 かれて たので とい分 として 北 、面 鼻毛 病 また んする 

帳 

  と     
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ぬ
去
帳
 と
い
う
死
の
記
録
に
か
ん
す
る
歴
史
的
系
譜
を
 
日
本
宗
教
史
の
 う
え
仁
 探
る
仕
事
は
、
い
ま
は
断
念
し
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

し 
て 

  
る 

こ
と
が
わ
か
る
。
「
 要
集
 」
の
「
臨
終
行
儀
」
に
お
い
て
 予
想
さ
れ
期
待
さ
れ
て
い
る
「
迎
接
 想
 」
の
顕
現
す
る
 可
能
性
が
 

定
 で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
は
示
し
て
い
る
。
死
相
の
不
安
 は
 、
臨
終
を
迎
え
た
念
仏
者
の
人
間
的
な
資
質
や
病
態
 
の
 違
い
を
 

む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
源
信
や
相
助
の
事
例
 に
お
い
て
 

5
 に
、
臨
終
者
の
死
後
、
当
の
死
者
の
弟
子
や
親
縁
者
 に
ぁ
ダ
生
口
や
霊
的
示
現
が
生
じ
た
こ
と
を
記
し
て
、
そ
の
し
 
る
し
に
 ょ
 

 
 

の
 往
生
浄
土
を
確
証
し
ょ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
 生
 者
は
、
奇
跡
の
訪
れ
を
予
感
し
・
ひ
と
た
び
そ
の
徴
候
 が
 発
現
す
 

を
も
っ
て
た
だ
ち
に
死
者
の
行
方
（
浄
土
）
を
探
知
し
 確
 走
 す
る
た
め
の
聖
な
る
根
拠
と
み
な
す
。
か
れ
ら
は
、
 現
実
の
死
 

げ
 ろ
ぺ
 
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
（
死
の
苦
悶
や
絶
望
）
 

を
の
り
超
え
止
揚
す
る
も
の
と
し
て
、
霊
夢
と
の
 遊
逓
 を
 実
現
し
 

者
（
往
生
者
）
と
の
連
帯
を
回
復
し
ょ
う
と
す
る
。
 記
 録
 C
 と
し
て
の
「
過
去
帳
」
は
、
霊
的
啓
示
を
媒
介
と
し
 て
 生
者
と
 

共
同
体
を
証
明
す
る
文
書
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

前
節
に
記
し
た
「
起
請
」
（
記
録
 
B
 ）
は
、
往
生
Ⅱ
死
の
 局
面
を
霊
肉
の
分
離
に
よ
っ
て
儀
礼
的
に
実
現
す
る
た
 め
の
 綱
 

尊
霊
（
記
録
 B
 ）
の
二
元
的
構
造
は
、
生
者
（
 紘
 土
へ
の
 

が
 ・
こ
こ
に
い
 う
 
「
過
去
帳
」
（
記
録
 C
 ）
は
、
儀
礼
的
 処
理
を
施
こ
さ
れ
た
の
ち
の
死
者
（
尊
霊
）
と
セ
ク
ト
 

残
留
者
）
１
死
者
（
浄
土
へ
の
完
走
者
）
の
二
極
構
造
 の
 パ
タ
ー
 

の
 メ
ン
バ
 

 
 

 
 

の
 両
者
を
、
い
わ
ば
神
話
論
的
文
脈
に
お
い
て
再
結
合
す
 る
た
め
の
連
判
状
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
 

礒
死
｜
 浄
死
 （
記
録
 

か
な
り
不
 

考
慮
す
れ
ば
 

み
ら
れ
た
よ
 

っ
て
命
終
者
 

る
や
、
そ
れ
 

の
場
面
に
お
 

か
く
て
 死
 

死
者
の
誓
約
 

領
 で
あ
っ
た
 

｜
 た
る
生
者
 

A
 ）
、
屍
体
 
｜
 

ン
 へ
と
転
換
 

達 死 
以 Ⅲ こ P こ 

上 田 あ 
  会 た 

曽 ニ り、 

  
V ァ - よ て 

読みあ 出る に う 、 
か 
わず とげ 。 た し 

五名 
汝 

の 
の 

臨終 尊 「 垂 
の ・   」 

  
き 

土 

ナ， し 
れ @ ヒ 

が ナ - Ⅰ 

  ど 

      

  
つ 

か @   
ら 

  

往 
と 
が 

生 で 
タヒ 

の 
き 

  る 

  
よ 

  
う ノ @ ・ 

  
  ま 

ナ， し 

様 
  
で， 

冥界 

を 
あ 
  

導 
@ 

ナ ・ し 先 

(22)@ 22 



死のための団体形成 

が
 、
し
か
し
・
二
十
五
三
昧
 

会
 と
の
連
関
で
い
え
ば
、
 

す
 く
な
く
と
も
「
起
請
」
成
立
の
段
階
で
そ
れ
が
問
題
視
 

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
 

確
 

実
で
あ
る
。
源
信
の
「
十
二
条
起
請
」
で
は
そ
れ
に
つ
 

い
 て
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
 

保
胤
の
 「
八
条
起
請
」
で
 

は
 、
そ
の
第
八
条
の
最
 

後
尾
が
そ
れ
に
関
税
し
て
い
る
。
こ
の
第
八
条
に
 

よ
 れ
 ば
 、
結
縁
者
は
死
者
に
た
い
し
て
、
生
前
の
義
を
守
っ
て
 

修
善
、
供
養
を
な
す
べ
 

ぎ
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
死
者
の
世
界
と
生
者
の
 

世
界
と
は
へ
だ
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
生
前
の
交
わ
 

り
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
 

い
 。
だ
か
ら
、
死
者
の
名
を
過
去
帳
に
記
し
、
そ
の
命
日
 

を
 往
生
院
に
記
録
し
て
お
い
て
、
毎
月
の
定
例
念
仏
に
 

は
か
な
ら
ず
阿
弥
陀
如
 

 
 

縁
家
の
な
か
で
浄
土
往
生
を
と
げ
る
者
が
出
た
場
合
、
 

あ
 と

に
残
さ
れ
た
者
た
ち
 

ま
た
「
八
条
起
請
」
は
、
そ
の
後
書
の
部
分
で
、
比
丘
尼
 

や
 在
俗
の
人
間
で
も
三
昧
 

会
 に
結
縁
で
き
る
こ
と
を
の
 

べ
て
い
る
。
さ
き
に
 

み
た
「
根
本
過
去
帳
」
後
半
部
の
八
十
名
中
に
、
男
女
の
 

在
俗
者
と
比
丘
尼
が
多
数
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
 

、
そ
の
こ
と
は
わ
か
る
 

ほ
 こ
と
ご
と
く
そ
の
往
生
者
に
よ
る
「
引
摂
」
を
得
た
 

い
と
願
 う
 も
の
だ
、
と
（
一
人
若
生
 

二
 
浄
土
一
。
余
人
悪
 

欲
得
三
共
引
摂
一
）
。
 

「
 
要
集
 」
の
本
義
か
ら
す
れ
ば
、
 

絨
 上
に
い
る
人
間
を
引
 

摂
し
救
済
す
る
の
は
阿
弥
陀
仏
を
お
い
て
外
に
は
な
い
 

の
で
あ
る
か
ら
・
源
信
 

流
の
浄
土
教
神
学
の
立
場
か
ら
い
っ
て
 

、
 右
の
「
八
条
 
起
請
」
に
い
 
5
 往
生
者
引
摂
論
は
異
端
的
見
解
の
最
 

た
 る
も
の
と
い
う
べ
き
で
 

あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
源
信
の
「
十
二
条
起
請
」
が
そ
 

の
こ
と
に
一
言
半
句
ふ
れ
て
い
な
い
の
は
、
あ
る
い
は
そ
 

の
こ
と
に
関
係
し
て
い
 

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
れ
ば
・
セ
ク
ト
に
お
け
る
 

抜
 土
へ
の
残
留
者
が
、
迎
接
想
を
得
て
往
生
し
た
仲
間
 

の
 縁
に
す
が
っ
て
 
、
 

浄
土
往
生
の
引
摂
を
得
よ
う
と
考
え
た
こ
と
は
・
ま
こ
 

と
に
自
然
の
情
の
発
露
で
あ
っ
た
。
「
過
去
帳
」
を
作
成
 

し
た
背
後
の
動
機
と
し
 

 
 
 
 

て
 死
者
に
た
い
す
る
生
者
の
側
の
、
こ
の
よ
う
な
期
待
が
 

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
す
る
の
は
困
難
で
は
な
 

 
 

2
 

返
し
の
べ
て
き
た
 
よ
う
 に
、
臨
終
者
に
死
が
訪
れ
る
の
 

は
 確
実
で
は
あ
っ
て
も
、
し
か
し
そ
の
か
れ
が
迎
接
 

想
を
 得
て
浄
土
往
生
で
き
る
 



 
 

ぬ
 行
為
（
呪
術
・
宗
教
的
儀
礼
）
に
よ
っ
て
結
節
す
る
 た
め
の
暗
号
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
 わ
が
 国
 古
代
末
期
の
往
 

生
死
の
問
題
は
、
源
信
お
よ
び
三
昧
 会
 に
固
有
の
信
念
 体
系
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
む
し
ろ
わ
が
国
に
お
け
る
元
一
 般
の
機
能
と
そ
の
変
換
 

を
 解
読
す
る
た
め
の
、
抽
象
的
な
構
造
式
を
す
ら
開
示
し
 て
い
る
と
い
え
る
。
 

か
ど
う
か
は
け
っ
し
て
明
証
的
で
は
な
い
 0
 か
く
て
記
録
 C
 と
し
て
の
「
 首
梼
厳
 過
去
帳
」
は
、
霊
的
啓
示
と
い
 ぅ
 神
話
要
素
を
注
入
す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
不
可
視
の
障
壁
を
の
り
超
え
よ
 ぅ
 と
し
た
の
で
あ
る
。
「
 首
棚
厳
 過
去
帳
」
に
記
さ
れ
た
 往
生
者
の
列
伝
パ
タ
ー
 

 
 

ン
 こ
そ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
往
生
伝
」
や
「
高
僧
伝
」
、
「
 

毒
 並
験
記
 」
や
「
縁
起
」
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
 ヵ
 リ
ス
マ
の
 
神
話
化
と
い
う
事
態
の
 

原
初
形
態
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
往
生
説
話
と
し
て
の
 伝
説
的
な
枠
組
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
 よ
う
  
 

は
上
 私
は
、
源
信
の
神
学
を
媒
介
と
す
る
往
生
死
の
間
 
題
 せ
 、
記
録
 A
 、
 B
 、
 C
 
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 明
ら
か
に
し
て
き
た
 

が
 、
そ
の
結
果
、
各
文
書
の
基
底
部
に
お
い
て
見
出
さ
 れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
も
と
づ
 い
 て
 、
 次
の
ご
と
ぎ
 概
 念
 図
式
を
得
る
こ
と
が
 

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
 う
 。
 

「
 要
 巣
口
（
 A
 ）
に
お
い
て
思
念
さ
れ
て
い
る
死
は
、
そ
の
 視
覚
と
し
て
の
宗
教
経
験
の
特
質
か
ら
し
て
 
礒
死
と
 浄
 死
の
イ
メ
ー
ジ
の
 

緊
張
を
内
包
 し
 、
「
起
請
」
（
 B ）
の
そ
れ
は
、
右
の
対
 抗
 関
係
を
鎮
魂
 鎮
 送
の
儀
礼
に
よ
っ
て
屍
体
（
廟
所
）
 

と
 尊
霊
（
浄
土
）
へ
と
 分
 

解
し
、
「
過
去
帳
」
（
 
C
 ）
の
そ
れ
は
、
い
ま
記
し
た
よ
 う
 に
、
生
者
と
死
者
を
二
極
限
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
 時
 空
の
拡
が
り
を
も
つ
 
神
 

詩
的
共
同
体
を
構
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

記
録
 A
f
B
t
C
 

の
継
起
的
な
制
作
過
程
は
 、
 死
に
か
 ん
す
る
個
人
史
的
経
験
と
そ
の
観
念
の
一
定
の
干
満
現
象
 を
 示
し
、
宗
教
学
的
 

も
し
く
は
人
類
学
的
な
位
相
と
し
て
は
表
象
上
儀
礼
 士
 神
話
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
類
型
を
形
成
し
て
い
る
。
 一
般
に
表
象
 ｜
 儀
礼
 ｜
 

 
 

 
 

神
話
の
関
係
式
は
 、
、
、
 

、
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
（
個
体
に
お
 
け
 る
 表
象
）
と
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
（
巨
大
空
間
に
お
け
る
 神
 話
 ）
の
二
項
を
、
操
作
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死のための団体形成 
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次
に
「
起
請
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
「
八
条
起
請
」
 は
 、
六
道
に
堕
ち
た
衆
生
を
死
者
儀
礼
に
よ
っ
て
浄
土
 に
 導
く
べ
 き
 こ
と
を
 

指
摘
し
（
第
一
、
第
二
条
）
・
「
十
二
条
起
請
」
も
ま
た
 
往
生
院
に
入
院
し
た
病
者
が
、
そ
の
死
後
、
地
獄
、
 
餓
 鬼
 、
畜
生
の
三
悪
道
に
 

ち
な
い
よ
う
看
護
し
、
念
仏
を
唱
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
 な
ら
ぬ
こ
と
を
勧
め
て
い
る
（
第
八
条
）
。
こ
の
「
起
請
 」
文
献
に
お
い
て
・
 

堕
 

六
道
は
儀
礼
的
に
回
避
さ
れ
る
べ
き
暗
黒
の
タ
ブ
ー
空
間
 を
 象
徴
す
る
。
 

そ
し
て
第
三
に
「
過
去
帳
」
に
お
い
て
は
、
と
く
に
「
 首
 梼
厳
 過
去
帳
」
中
の
「
 良
範
 大
徳
」
に
み
ら
れ
る
往
生
 の
 記
述
が
問
題
と
な
 

ろ
 5
 。
こ
れ
は
前
節
に
も
ふ
れ
た
 よ
う
 に
、
 良
 範
の
死
後
 、
源
信
は
亡
魂
の
た
め
に
願
文
を
作
っ
て
 楓
 話
し
て
い
 る
が
、
そ
の
願
文
の
主
 

旨
は
、
 霊
が
六
道
に
堕
ち
る
こ
と
な
く
浄
土
に
赴
り
つ
く
 こ
と
を
祈
願
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
記
録
 A
 、
 B
 、
 C
 は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
 視
点
か
ら
「
六
道
」
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
わ
け
 で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
 

は
い
ず
れ
も
、
死
に
行
く
人
間
の
罪
意
識
と
死
後
の
亡
魂
 の
 他
界
遍
歴
の
両
局
面
に
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
 命
終
者
が
そ
の
死
の
前
 

後
に
お
い
て
経
験
す
る
死
の
道
行
ぎ
を
ど
の
よ
う
に
し
 て
 の
り
超
え
る
か
と
い
う
課
題
が
そ
こ
に
は
 横
 わ
っ
て
 お
 り
 、
一
人
の
人
間
の
生
 

霊
と
 死
霊
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
 逆
 ユ
ー
ト
ピ
ア
の
時
間
 と
 空
間
が
写
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
 「
六
道
」
に
つ
い
て
の
 

観
念
を
一
文
に
ま
と
め
て
 別
 出
し
た
の
が
・
同
じ
く
 源
 信
撰
 と
さ
れ
る
「
二
十
五
三
昧
 式
 」
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
一
文
 は
 、
二
十
五
三
昧
会
の
結
縁
家
（
二
十
五
人
）
 が
 連
署
し
た
「
発
願
文
」
を
 冒
 和
仁
お
ぎ
、
そ
れ
に
 っ
 つ
け
て
六
道
の
各
界
 

を
 簡
潔
に
描
く
文
章
が
配
さ
れ
、
全
体
と
し
て
講
経
と
 念
 仏
 と
と
も
に
唱
和
で
き
る
よ
う
な
形
式
に
と
と
の
 え
 ら
 れ
て
い
る
。
「
発
願
文
」
 

の
 連
署
の
日
付
 け
ほ
 寛
和
二
年
五
月
二
十
三
日
で
、
 保
胤
 の
 「
八
条
起
請
」
の
作
成
に
四
 ケ
月
 ほ
ど
先
立
っ
て
 お
 り
 、
こ
の
発
願
文
に
連
 

署
 が
な
さ
れ
た
時
点
が
、
す
な
わ
ち
二
十
五
三
昧
 会
 が
正
 式
 に
発
足
し
た
と
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
毎
月
の
定
例
日
に
集
っ
て
不
断
 念
仏
を
修
し
、
「
阿
弥
陀
経
」
な
ど
を
 読
諒
 す
る
の
は
、
 死
後
・
六
道
の
各
 処
 

に
 堕
ち
て
、
生
死
の
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
衆
生
を
救
済
 す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
 ね
 ち
、
す
で
に
六
道
 に
 堕
ち
た
亡
者
に
た
い
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す
る
回
向
の
た
め
に
、
念
仏
と
読
経
の
功
徳
を
施
す
こ
 

と
で
あ
る
が
、
し
か
し
六
道
の
責
め
苦
は
同
時
に
生
き
残
 

っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
 

も
 ・
い
ず
れ
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
難
所
で
あ
る
。
 

老
い
は
て
た
落
日
、
気
が
つ
い
て
み
る
と
わ
れ
わ
れ
は
 

行
体
の
知
れ
ぬ
「
不
安
」
 

に
 取
り
ま
か
れ
、
「
生
死
」
の
あ
い
だ
を
流
浪
 

し
 、
「
六
道
 

」
の
あ
い
だ
を
輪
転
し
て
「
善
悪
」
が
こ
も
ご
も
起
っ
 

て
く
る
で
は
な
い
か
、
 

「
三
昧
 
式
 」
は
こ
う
の
べ
て
か
ら
、
次
に
、
そ
の
 

主
文
で
あ
る
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
な
ど
の
六
道
の
描
写
に
 

入
っ
て
い
く
。
か
く
し
 

て
 「
六
道
」
の
道
の
り
は
、
生
か
ら
死
へ
、
死
か
ら
 

再
 生
 へ
と
い
う
、
二
つ
の
 

隊
道
 の
累
次
元
的
な
暗
闇
を
照
ら
 

し
 出
す
た
め
の
、
い
わ
 

ば
 形
而
上
学
的
な
戯
画
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
 

世
 と
あ
の
世
と
の
面
壁
に
よ
っ
て
挟
撃
さ
れ
、
凝
縮
さ
れ
 

た
 グ
ロ
テ
ス
ク
な
 

異
 カ
エ
 

間
で
あ
り
、
抑
圧
さ
れ
た
観
念
が
狂
奔
す
る
病
め
る
 

想
 像
界
 で
あ
る
。
 

「
三
昧
 
式
 」
に
定
型
化
さ
れ
て
い
る
六
道
は
、
「
 

要
集
 」
 に
 描
か
れ
た
六
道
を
精
選
し
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
 

て
そ
れ
は
、
「
三
昧
 

式
 」
に
お
け
る
死
の
 

エ
 ト
ス
を
求
心
 

的
な
写
実
力
に
よ
っ
て
定
着
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
 

が
で
き
る
。
醒
め
た
 

意
 

識
 が
死
に
向
か
っ
て
次
第
に
馴
致
さ
れ
て
い
く
こ
の
よ
 

う
な
中
間
領
域
 
C
 八
道
）
は
、
「
 

罪
相
 
」
の
浮
上
に
よ
っ
 

て
 、
恐
怖
と
痛
苦
に
 

包
 

ま
れ
た
幻
覚
、
幻
聴
、
幻
視
を
ひ
 

き
 お
こ
す
で
あ
ろ
う
が
 

、
し
か
し
ま
た
「
迎
接
 

想
 」
の
顕
現
と
と
も
に
、
意
識
 

の
 沈
静
を
経
て
夢
幻
の
 

境
仕
 へ
と
交
替
し
、
や
が
て
熟
睡
の
水
遠
の
闇
に
覆
わ
 

れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

生
 と
死
の
中
間
領
域
で
あ
る
六
道
の
意
 

識
は
 
、
こ
の
と
ぎ
美
的
 

快
感
の
 
ェ
 グ
ス
タ
シ
ー
を
現
出
す
る
の
で
あ
り
、
い
ま
 

わ
 の
き
わ
に
お
け
る
こ
の
極
度
の
酩
酊
状
態
も
し
く
は
 

法
 悦
の
幻
覚
こ
そ
は
、
 

無
 

 
 

 
 

 
 

さ
っ
て
ゆ
く
過
程
を
映
し
出
し
て
い
て
、
比
類
な
く
美
し
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死のための団体形成 

（
 ノ
廿
 
）
 

（
 ミ
リ
 
）
 

（
 
6
 ）
 

（
 
7
 
つ
 ）
 

 
  
 

 
 

く
 
往
来
し
て
い
る
が
、
両
者
の
不
和
は
そ
こ
に
胚
胎
し
た
か
も
 

し
れ
な
い
。
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癖
 
未
来
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
基
本
的
前
提
で
あ
 

り
 、
理
想
、
信
念
、
価
値
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
 

の
 理
念
は
、
社
会
に
、
文
化
 

 
 

力
人
の
文
化
的
結
合
を
創
り
出
す
過
程
の
頂
点
で
あ
り
 

、
同
時
に
 、
 始
ま
り
で
も
あ
 

万
る
 。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
革
命
は
、
政
治
的
 

運
 動
 で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
宗
教
的
運
動
で
も
あ
る
。
」
 

彼
の
主
張
を
ま
と
め
る
と
、
 

籠
 
革
命
と
い
う
政
治
的
事
件
の
背
後
で
、
宗
教
思
想
が
 

の
教
的
 運
動
と
し
て
も
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
 

と
  
 

、
 人
々
を
文
化
的
レ
ベ
ル
で
結
合
す
る
と
い
う
役
割
を
 

果
し
た
か
ら
、
革
命
は
 
、
宗
 

時
 

膣
 

宗
教
の
役
割
を
、
文
化
的
結
合
に
求
め
る
の
は
、
 

マ
ク
ラ
フ
リ
ン
が
、
も
ち
ろ
ん
初
め
て
で
は
な
い
が
、
 

彼
が
、
こ
の
論
文
を
、
ア
メ
 

太
り
ヵ
 独
立
二
百
年
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
、
 

円
ァ
 
メ
リ
 力
革
命
に
つ
い
て
の
論
文
集
 
L
 （
 
芭
 ア
ミ
 め
 Q
 
さ
 き
 め
 も
ま
ぬ
べ
 

～
 
c
a
 
さ
 ん
 e
v
o
 

～
 
ま
 ～
～
 

o
n
.
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醸
之
 P
 由
 o
 コ
，
 
）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
 。
「
も
し
、
我
々
が
、
宗
教
を
哲
学
的
観
点
か
ら
定
義
す
 れ
ば
、
隣
人
や
、
環
境
や
 、
 

  ついて 

合 
」 で 

（ - ク 

円 う 

  
三目 （ じ 

の 仁お コ の Ⅰ 0 め 
腎管 に 
トコ 

  
の方の 燵 Ⅰ コ ト田 

さの 目 し 

ヱ o コま、ひ 
  
監 倉 

  
% げ 

  
お の 役 割 

新が Ⅰ コ l. 

0 （が） 由由仁 国家での音 ゅ 

訟暇 00 の日出 色 才 0 
白と o 臣 ）   
ぎ 文 

の之の毛 化的 結 

大
覚
醒
の
時
期
の
・
 

バ
プ
テ
ス
ト
派
の
理
念
に
つ
い
 て
 

野
村
文
子
 



こ
の
問
題
 

で
あ
っ
た
が
 

に
注
目
し
、
 

認
め
つ
つ
、
 

会
を
廃
止
し
 

え
よ
 う
 。
 、
 
、
、
 

福
音
主
義
仁
 

（
 
2
 ）
 

に
 、
ミ
ー
ド
が
 、
 
一
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
植
民
 
他
 時
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
宗
教
を
統
一
す
る
こ
と
が
 自
明
の
理
 

、
わ
ず
か
二
百
年
足
ら
ず
の
間
に
、
教
会
と
国
家
の
分
 離
 に
基
づ
く
宗
教
の
自
由
が
法
制
化
さ
れ
た
。
ミ
ー
ド
は
 
こ
の
 占
一
 

こ
の
質
的
転
換
を
、
ま
さ
に
、
「
革
命
的
」
と
表
現
し
た
 
。
公
立
教
会
を
中
心
と
す
る
神
政
政
治
が
 、
 他
の
教
派
 の
 存
在
も
 

し
か
も
、
公
立
教
会
を
中
心
に
す
え
る
寛
容
の
精
神
（
 ィ
 ギ
リ
 ス
 型
 ）
 へ
 発
展
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
点
を
越
え
て
 、
公
立
教
 

て
 、
す
べ
て
の
教
派
を
平
等
に
す
る
宗
教
の
自
由
（
 ァ
メ
 リ
カ
 型
 ）
に
到
達
し
た
の
は
、
世
界
史
上
、
初
め
て
の
 実
験
と
 @
@
 

ロ
 

｜
ド
は
 、
こ
の
転
換
の
理
由
を
、
敬
虔
主
義
と
合
理
主
義
 の
 協
定
に
求
め
る
が
、
ハ
イ
マ
ー
ト
（
 叫
 色
目
 蒋
と
 と
 斡
こ
は
、
 

（
 
0
0
 

）
 

基
づ
く
宗
教
運
動
と
し
て
の
大
覚
醒
を
、
よ
り
重
視
し
 、
 大
覚
醒
の
果
し
た
思
想
上
の
役
割
を
 、
 高
く
位
置
づ
 
け
 ワ
ハ
 

-
 
し
 
。
 

 
 

な
る
思
想
上
の
「
革
命
」
が
起
っ
た
の
か
。
 

0
 ミ
 Ⅰ
 ヴ
 セ
イ
八
二
Ⅱ
 

鯨
 ・
の
 ヰ
 
の
㌧
 
ゴ
 の
づ
の
：
 曲
コ
串
叫
 六
二
の
 

0
 コ
，
 
Ⅰ
・
 

p
 日
 の
の
 
ロ
，
の
 甘
 ゆ
づ
匹
 出
ヨ
，
 之
 e
 毛
ぺ
 o
n
 
オ
 ・
 ト
の
お
 
）
に
 載
 せ
 、
ア
メ
リ
力
革
命
と
 

い
 う
 、
一
回
 起
 的
な
、
特
別
の
事
件
を
通
し
て
、
こ
の
前
 提
を
具
体
的
に
説
明
し
た
点
が
、
注
目
に
値
す
る
。
 

同
様
の
視
点
は
、
日
出
ホ
教
 と
ア
メ
り
 
力
革
命
 L
 （
 
再
隠
蹄
 ～
。
 

芯
 Ⅰ
 ミ
 ㌔
～
 キ
め
ム
き
 め
「
 
ぎ
 Ⅰ
 
お
 わ
 e
v
o
 

～
 
ど
 こ
。
 
ギ
の
隼
 ・
。
 
サ
せ
 ㏄
～
 
P
 け
の
グ
 Ⅰ
の
Ⅰ
 

燵
ミ
の
 ・
 
，
 

田
口
Ⅰ
Ⅰ
 

r
e
 

の
の
㌧
～
の
の
 

9
 
%
 

ゴ
 ぃ
田
 
宙
 e
 ）
で
 
ア
ヰ
 
a
.
 

Ⅰ
の
日
の
）
に
も
 

丁
 
味
い
 出
さ
れ
る
。
ミ
ー
ド
（
 旨
 e
p
 
戸
田
 目
轄
已
 ）
は
 、
こ
 の
中
で
、
啓
蒙
思
想
を
 

哲
学
的
運
動
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
的
運
動
と
規
 定
し
 、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
啓
蒙
思
想
が
、
革
命
の
 中
心
思
想
で
あ
る
と
 述
 

べ
 。
。
 
へ
ラ
 
（
㏄
 
色
 ㏄
 ア
カ
 0
 ヴ
 0
%
 
z
.
 

）
は
・
ア
メ
リ
力
革
 命
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
，
 ン
 を
中
心
と
す
る
キ
リ
ス
 

ト
 教
の
伝
統
と
、
啓
蒙
思
想
に
基
づ
く
実
用
主
義
を
あ
げ
 て
い
る
。
革
命
に
対
す
る
宗
教
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
 は
 意
見
が
異
な
る
と
し
 

て
も
、
以
上
の
宗
教
研
究
者
は
、
宗
教
と
ア
メ
リ
力
革
命
 に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
革
命
は
・
 

実
 際
の
反
抗
や
戦
争
が
起
 

る
 以
前
に
、
ア
メ
リ
カ
人
の
態
度
 ぃ
 精
神
に
、
ま
ず
起
っ
 
た
こ
と
は
、
共
通
に
認
め
て
い
る
。
宗
教
と
は
限
定
し
な
 い
が
、
革
命
以
前
の
 
ァ
 

メ
リ
カ
の
思
想
を
研
究
し
、
そ
の
点
に
、
ア
メ
リ
カ
の
 

イ
 @
 
ァ
 オ
ロ
ギ
ー
上
の
源
泉
を
み
 い
 出
そ
 <
@
 
と
し
た
べ
 
ィ
 リ
ン
 （
 
目
 
い
が
ヰ
モ
 

コ
 ・
Ⅰ
 
り
の
 
Ⅰ
臣
が
Ⅰ
 

隼
 ）
 (32)  32 



大覚醒の時期のバプテスト 

ネ し ス リ 正 ア 
否 ト こ ス し l     
力 き 十 の な に 
で た 七 理 い よ 

祝 が 世 想 幼 っ 

め 、 紀 を 児 て 
て 決 の "  の Ⅱ 昌 

喝 し 初 ド 洗 え   
の イ イ 農 疑 た 
は ギ ギ 民 間 ァ 
" リ リ 戦 を ナ 

プ ス ス 手 持 バ 
ロ の に を ち プ 
ヴ 支 初 通 " テ 

ィ 部 め し 再 々 

デ と て て 度 ズ 
ン か " 追 の ム 
ス   " 永 沈 に 

の 拡 プ し ネ し     
バ し ト " 張 の 

力 @  Ⅰ @ し 

  で、     
け ち 

（ な ァ   た は   
土 も メ 
公 の り   平 目 

等 分 
を の 

基 信 
盤 仰 

し   と に 
か 幼 バ す 対 

し児プ " 洗テ キ る して 
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  派の理俳に 

  
  
ア 
  
  
派 
の 

教 
義 
の 

特 
徴 
と 

し 
て 

は 

ま 

ず、 

幼 
児 
洗 
ネ し 

否 
定 
が 

あ 
げ 
ら 

れ 
る 
が 

    
の 

源 
流 
@ ま 

十   
ハ世 

紀初 

頭 

  
  
  

    ついて 

 
 

以
上
の
点
か
ら
、
政
治
的
事
件
と
し
て
の
革
命
以
前
に
 、
 す
で
に
、
思
想
上
の
「
革
命
」
が
起
り
、
そ
れ
を
宗
教
 に
 限
れ
ば
、
宗
教
の
 

統
一
か
ら
、
宗
教
の
自
由
へ
の
転
換
に
求
め
ら
れ
る
。
 ，
 
」
の
見
解
は
、
植
民
地
全
体
に
あ
て
は
ま
る
が
、
ピ
ュ
ー
 り
 タ
ン
の
影
響
の
強
い
 

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
 
ソ
ド
と
、
 他
の
地
域
で
は
、
そ
の
 表
わ
 れ
 方
も
異
な
り
、
ま
た
、
各
々
の
教
派
は
、
こ
の
時
期
 、
多
様
な
動
ぎ
を
示
し
 

て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
 ソ
ド
 の
 バ
プ
テ
ス
ト
派
に
焦
点
を
し
ば
り
た
い
。
そ
の
理
由
 の
 第
一
は
、
公
立
教
会
 

制
度
の
下
で
、
デ
ィ
 セ
ソ
ト
 と
し
て
最
も
迫
生
口
さ
れ
て
 い
た
バ
プ
テ
ス
ト
派
が
、
革
命
以
前
の
時
期
に
、
急
激
に
 増
加
し
て
い
る
こ
と
、
 

第
二
は
 、
 バ
プ
テ
ス
ト
派
の
み
が
、
当
時
、
神
学
の
中
 に
 、
教
会
と
国
家
の
分
離
を
明
示
し
て
お
り
、
こ
の
理
念
 が
 、
公
立
教
会
と
し
て
 

の
会
衆
派
か
ら
の
弾
圧
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
強
固
な
 も
の
と
な
り
、
平
等
概
念
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な
い
 
か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
 

1
 
 
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
 



る
 。
教
会
と
国
家
の
分
離
を
教
義
内
容
に
持
っ
て
い
る
 ハ
 ブ
 テ
ス
ト
派
が
、
自
分
た
ち
の
信
仰
の
自
由
を
得
る
た
 め
に
闘
い
、
つ
い
に
、
 

公
立
教
会
制
度
を
倒
す
に
到
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
 

一
方
・
宗
教
の
多
様
性
、
植
民
地
政
策
を
有
利
に
す
 る
た
め
の
寛
容
の
広
が
 

り
 、
な
ど
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
自
由
が
現
実
の
生
活
に
 お
い
て
必
要
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
ぶ
ん
、
 両
 者
が
か
ら
み
合
っ
て
 、
 

ハ
 ブ
 テ
ス
 上
 脈
の
理
念
を
 、
 単
な
る
教
義
の
レ
ベ
ル
 か
 ら
、
 一
つ
の
力
を
生
み
出
す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ま
で
 発
 戻
 さ
せ
た
の
で
は
な
い
 

ノ
 
カ
 O
 

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
手
続
ぎ
と
し
て
、
次
に
 、
バ
 プ
 テ
ス
ト
派
の
教
義
内
容
を
考
察
し
て
み
た
い
。
 バ
プ
 -
 
ア
ス
ト
派
と
称
し
て
 

も
、
 細
か
い
教
義
の
差
に
よ
っ
て
多
様
な
派
が
あ
り
、
 ま
 た
 、
時
代
や
場
所
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
。
し
か
し
、
 浸
 礼
を
主
張
し
、
幼
児
 洗
 

礼
を
否
定
し
て
い
る
点
は
共
通
で
あ
る
。
誕
生
と
同
時
 に
 洗
礼
を
受
け
、
自
分
の
意
志
と
関
わ
り
な
く
、
教
区
に
 組
み
込
ま
れ
る
公
立
教
 

会
 制
度
の
根
拠
は
、
こ
の
教
義
が
徹
底
す
れ
ば
覆
さ
れ
 て
し
ま
う
。
ア
ナ
バ
プ
テ
ス
ト
の
 社
ム
ム
 
運
動
が
人
々
に
 恐
 れ
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
 

教
義
が
内
包
す
る
急
進
性
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
 

第
二
に
 、
 バ
プ
テ
ス
ト
派
の
牧
師
は
、
ほ
と
ん
ど
 大
 @
 
字
 教
育
を
受
け
ず
、
彼
ら
は
・
学
識
や
財
産
に
価
値
を
置
か
 な
か
っ
た
。
彼
ら
の
 

ほ
と
ん
ど
は
、
 神
は
 よ
っ
て
選
ば
れ
た
、
敬
虔
な
回
心
体
 験
を
持
つ
人
々
で
あ
り
、
そ
の
体
験
が
、
迫
害
に
立
ち
 向
か
わ
せ
る
力
と
な
っ
 

沃
 に
次
い
で
、
第
三
位
と
な
㌧
て
い
る
。
 

ハ
 
4
 ）
こ
の
よ
う
な
 発
展
を
促
し
た
要
因
は
 
、
 何
か
。
こ
れ
に
対
し
、
さ
ま
 
ざ
ま
な
答
が
考
え
ら
れ
 

初
期
に
お
い
て
は
・
彼
ら
は
、
消
極
的
に
し
か
、
自
己
 

証
明
を
し
な
か
っ
た
 

ひ
 ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
信
仰
心
と
、
 

神
 政
 政
治
の
理
想
は
 

、
宗
 

教
の
統
一
を
自
明
の
理
と
し
て
、
 

他
 教
派
を
徹
底
的
に
 

迫
害
し
、
追
放
し
た
。
バ
プ
テ
ス
ト
派
は
、
ク
ウ
ェ
ー
 

カ
 ｜
派
 
と
共
に
 

、
 常
に
 
、
 

 
 

 
 

ふ
え
 
、
会
衆
派
、
長
老
 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
 

迫
 生
口
の
下
で
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
は
 

、
 衰
退
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
。
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
教
 

会
の
数
は
・
一
六
六
 

( 何 )  組 



大覚醒の時期の ， 

  
    
  
と 

を 
比 

校す 

る 
    

と 

v ァ ヒ 

よ 

  
て   
    
  
  

イ 

  
  
  
  
  
の 

特殊 

，桂 
を 
も 

考 
え 
て 

み 

ナ， し 

  
  

プ テスト派の理俳について 

み 舌 教 的 べ ま に り ナ - し 

                              にきま里 罰           
介 士 出 な 内 の 主 と た 笘 せ 会 の 一   

た の ら 人 

、 絶 に て 

焦 フ 。   

プ す す た   
ス た 

き派契 があ 目 

で 教 導広 

教   
ト た   

付 つ ン哀 

全 会 が 会 脅 で れ 
制 税 、 を す る を 
皮 下 

会は 

を 払 
廃 い 
止 め 
し 闘   
  
ァ お 

不軋笘 

l よ     
鍋 (35) 



に
劣
る
者
と
し
て
、
常
に
迫
害
さ
れ
・
差
別
さ
れ
て
き
た
 

ハ
 ブ
 テ
ス
ト
派
が
、
自
信
と
誇
り
を
取
り
戻
そ
う
と
し
 

て
 必
死
に
闘
っ
た
 
、
そ
 

の
 内
面
の
 ュ
イ
 ル
ギ
ー
の
理
解
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
 

次
 に
 、
教
義
と
し
て
の
幼
児
洗
礼
否
定
、
お
よ
び
、
実
践
 

活
動
と
し
て
の
教
会
 
税
 

Ⅱ
大
覚
醒
の
時
期
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
闘
い
 

ハ
 ブ
 テ
ス
ト
派
の
理
念
を
、
教
会
と
国
家
の
分
離
の
歴
 史
の
中
に
位
置
づ
げ
た
労
作
と
し
て
。
マ
ク
ラ
フ
リ
ン
 
の
 、
日
一
六
三
 
0
 年
か
 

ら
 、
一
八
三
三
年
に
か
け
て
の
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
 ソ
 ト
 ・
デ
ィ
セ
ン
ト
 @
 バ
 プ
 テ
ス
上
派
、
お
よ
び
・
教
会
と
 国
家
の
分
離
」
（
 牡
 e
 
き
 

芭
 二
 
%
 ぎ
逮
簿
も
汀
捉
 
n
 ～
。
 
目
 ㏄
 い
 も
 
!
 ～
㏄
 
い
い
へ
パ
 お
も
 
田
 Ⅰ
も
～
 

乙
ヰ
い
 
Ⅰ
き
田
 
ヰ
 
⑧
も
め
 
魁
 Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
～
～
も
 

ま
由
卜
の
オ
 
悪
 さ
ヨ
 Ⅰ
 お
簿
め
叶
 
Ⅰ
 叩
 
や
め
せ
 0
 す
 。
 宙
ギ
セ
代
串
 

こ
コ
 
才
の
～
の
申
せ
 

巾
 「
の
の
の
、
 

目
簿
紡
お
プ
申
 
お
か
 
打
 。
）
の
づ
け
）
が
 

あ
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、
本
書
に
お
い
て
、
教
会
と
国
家
の
 分
離
に
つ
い
て
の
学
説
 

史
を
踏
ま
え
、
整
理
し
、
批
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
 そ
 れ
に
留
ま
ら
ず
、
少
数
派
で
、
迫
害
ば
か
り
受
け
、
社
会
 的
に
の
け
者
と
さ
れ
て
 

い
た
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
綿
密
な
歴
史
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
 て
 。
ご
ね
に
反
論
し
て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
内
容
を
 紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
、
 バ
プ
テ
ス
ト
派
の
教
義
が
、
具
体
的
生
活
の
中
で
、
 い
か
に
力
を
持
つ
に
到
っ
た
か
の
過
程
を
考
え
て
み
た
 @
 
@
V
 
。
 

彼
は
、
教
会
と
国
家
の
分
離
の
・
原
則
が
、
い
か
な
る
 思
 想
 、
い
か
な
る
人
物
か
ら
由
来
し
た
か
 仁
 つ
い
て
二
つ
 の
 根
本
的
誤
り
が
あ
 

る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
分
離
は
、
啓
蒙
思
想
に
 内
包
す
る
合
理
的
思
考
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
 
す
る
考
え
方
で
、
こ
の
 

説
 を
と
る
場
合
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
 や
 マ
デ
ィ
ソ
 イ
か
 ・
 中
心
人
物
と
な
る
。
二
つ
め
の
誤
り
は
、
分
離
は
 、
宗
 教
 改
革
の
急
進
派
に
よ
 

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
考
え
方
で
、
こ
の
場
合
に
は
 
p
 ー
ジ
ャ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
、
英
雄
的
立
場
に
 す
 え
ら
れ
る
。
こ
れ
 仁
 

対
し
・
マ
ク
ラ
フ
リ
ン
は
、
分
離
は
合
理
主
義
者
と
 敬
 虔
 主
義
者
の
協
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
主
張
す
る
 。
 、
、
、
｜
ド
も
 

、
す
で
に
 

同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
マ
ク
ラ
フ
リ
ン
の
 新
 し
さ
は
、
そ
の
過
程
を
 、
デ
 4
 セ
ン
ト
と
し
て
の
 バ
プ
テ
 ス
ト
派
の
理
念
の
発
展
 

と
し
て
と
ら
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
・
そ
の
 関
 心
は
 、
外
面
に
表
わ
れ
た
、
法
律
上
の
変
化
を
追
 う
 こ
と
 に
 留
ま
ら
ず
、
社
会
的
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大
后
す
る
二
つ
の
教
義
の
共
存
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
 
-
 

フ
ン
 ド
 に
神
の
国
を
建
設
す
る
と
い
う
使
命
の
完
遂
の
た
 

め
に
必
要
で
あ
っ
た
。
 

37 

姻
 
こ
の
契
約
に
よ
っ
て
、
聖
徒
の
子
供
に
は
、
 

仮
 り
に
 、
回
心
体
験
が
な
く
と
も
、
洗
礼
が
認
め
ら
れ
た
。
 

も
 ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
、
将
来
・
  

 

魏
 
回
心
体
験
を
得
る
可
能
性
が
潤
い
と
予
想
さ
れ
て
い
 

た
 ね
 げ
で
あ
る
。
聖
徒
の
信
仰
 
心
が
 、
ま
る
で
遺
伝
 
す
 る
か
の
よ
う
な
、
一
見
・
 
矛
 
㏄
 

 
 

 
 

 
 

プ
 

「
男
子
は
、
み
な
割
礼
を
受
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
 い 。
こ
れ
は
、
私
と
あ
な
た
方
、
お
よ
び
、
後
の
子
孫
 と
の
間
の
私
の
契
約
で
あ
っ
 

 
 

ス
 

一
方
、
契
約
神
学
の
中
核
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
 契
 約
 が
あ
る
。
 

  派の 

ナ - し 

理念について 

A
 
 幼
児
洗
礼
否
定
 

（
 
5
 ）
 

ヒ
ュ
ー
リ
タ
 
ソ
 が
ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
渡
っ
た
時
、
聖
書
に
 基
づ
く
国
家
建
設
と
い
う
理
想
を
持
っ
て
い
た
。
本
国
 で
の
迫
害
を
逃
れ
、
 

自
分
た
ち
の
信
仰
の
自
由
を
求
め
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
が
 、
 
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
 
ソ
ド
 で
実
践
し
た
制
度
は
神
政
政
治
 で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
 

（
 
6
 し
 

た
の
が
契
約
神
学
で
あ
っ
た
。
契
約
神
学
の
中
で
も
 特
 に
、
 バ
 プ
 テ
ス
ト
派
と
の
関
わ
り
で
問
題
と
な
る
の
は
、
 

教
会
員
の
資
格
と
、
 
幼
 

児
 洗
礼
の
評
価
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
国
の
腐
敗
に
対
 し
、
 真
に
神
に
選
ば
れ
た
者
の
み
に
よ
る
教
会
を
建
設
す
 る
こ
と
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
 

ン
の
 使
命
で
あ
り
、
こ
の
使
命
に
よ
っ
て
・
教
会
員
が
審
 蒼
 さ
れ
た
。
教
会
員
と
な
れ
る
の
は
・
回
心
体
験
（
 終
 4
 山
口
 
麻
 
四
ト
苦
汁
二
）
を
吐
月
Ⅱ
 

つ
 

も
の
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
こ
の
体
験
は
・
主
観
的
で
 な
く
、
他
人
に
も
識
別
し
 ぅ
 る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 か
っ
た
。
こ
こ
に
、
 
見
 

（
 
7
 ）
 

え
る
聖
徒
（
 丘
絃
荘
 の
 紹
ぎ
ヰ
 ）
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
 

彼
ら
は
、
教
会
の
純
粋
さ
を
保
つ
た
め
、
厳
し
い
審
査
 に
よ
っ
て
偽
善
者
を
排
 

除
す
る
 2
5
 
努
め
た
が
・
人
間
は
、
す
べ
て
罪
人
で
あ
 る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
区
別
は
相
対
的
で
あ
り
、
ま
た
、
 独
断
に
陥
り
や
す
か
っ
 

免
除
の
二
点
に
つ
い
て
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
動
き
を
み
 

て
み
よ
う
。
 



っ
て
・
わ
ず
か
に
、
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
 

，
フ
 テ
ス
ト
派
の
運
命
を
変
え
に
の
が
、
大
覚
醒
と
呼
ば
 れ
る
宗
教
運
動
で
あ
る
。
大
覚
醒
に
対
す
る
評
価
 は
様
  

 

 
 

か
く
、
会
衆
派
は
、
大
覚
醒
反
対
派
と
、
賛
成
派
に
分
裂
 
し
た
。
賛
成
派
の
ほ
う
は
、
回
心
体
験
を
基
軸
に
、
現
状
 
の
 教
会
を
非
難
し
た
。
 

今
ま
で
隠
れ
て
い
た
問
題
が
、
こ
の
機
会
に
爆
発
し
た
。
 

特
に
、
そ
の
非
難
は
、
回
心
体
験
の
な
い
牧
師
宮
口
 n
o
 
コ
づ
 の
Ⅱ
什
の
串
Ⅰ
（
）
 

日
 （
の
 
ド
 
の
 パ
 
の
）
 

に
向
 げ
ら
れ
た
。
彼
ら
は
、
会
衆
派
の
腐
敗
を
取
り
除
き
 、
改
革
し
よ
う
と
し
た
内
部
の
パ
ワ
ー
で
あ
り
、
後
に
 、
会
衆
派
よ
り
分
離
し
 

。
、
た
す
で
に
 

（
Ⅰ
 

1
 
 

ゅ
 

大
下
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
 う
 に
 、
分
 離
 派
の
神
学
は
、
会
衆
派
の
そ
れ
で
あ
り
・
非
難
の
対
象
 は
 、
む
し
ろ
、
そ
の
 徹
 

（
 
り
 @
 
し
 

底
 と
か
、
布
教
の
方
法
に
あ
っ
た
。
分
離
派
が
、
そ
の
 存
在
を
確
立
す
る
に
は
、
新
た
な
神
学
が
必
要
で
あ
っ
た
 。
そ
し
て
、
分
離
派
が
 

選
ん
だ
道
の
主
な
も
の
は
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
に
な
る
こ
 と
だ
っ
た
。
次
に
、
そ
の
例
を
紹
介
し
ょ
う
。
 

 
 

フ
 テ
ス
ト
派
の
代
表
的
指
導
者
で
あ
る
が
、
も
と
は
、
 

分
離
派
 仁
 属
し
て
い
 

 
 

た
 。
彼
は
、
大
覚
醒
の
中
で
、
神
の
言
葉
を
聞
き
、
一
生
 を
 、
牧
師
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
決
め
た
。
初
め
は
、
 会
衆
派
の
教
義
に
基
づ
 

ト ，点 教 
派 は " 会 

の " プ 員 

力 持 テ の 

ほ 来 ス 資 
    ト 格 

常 人 派 の 
に き は 条 
卯 な 、 件 
え 間 幼 に 
9 題 児 あ り 洗礼となれて 、 
い る を 幼 
た が 認 児 
    め 洗 
" ピ ず 礼     の 
テ l ピ 妥 

ス り ュ 当 
ト タ l 性 
派 ソ リ に 

0 社 タ あ 
勢 会 ン っ 

力 は がはた " " 。 
弱 正 一 定 く、 の 統 と 

敬 し 限   
で ・ 聖 件 
あ 俗 は 
9 面 つ 

、 画 い 

ィ で て 

ギ 権 い 

リ カ て 

握 ス政 も を ・ 

府 っ そ 
か て れ 
ら い を 

のる 寛限め 認 
容 り た 
の     
奥 バ こ 

励 プ の 

L こ テ オ目 

よ ス 違 

時
代
を
経
る
に
つ
れ
、
体
制
化
し
つ
つ
あ
っ
た
ピ
ュ
ー
 り
 タ
ン
社
会
に
、
敬
虔
な
感
情
が
低
下
し
つ
つ
あ
っ
た
。
 聖
徒
の
二
代
目
で
、
 

8
 3
 

洗
礼
は
受
け
た
が
、
回
心
体
験
を
経
て
い
な
い
 う
ち
 に
 子
供
が
生
ま
れ
る
事
態
が
生
じ
た
。
こ
の
子
供
を
ど
 う
す
 る

か
。
こ
こ
に
決
定
さ
の
 

 
 

れ
た
の
が
、
一
六
六
一
一
年
の
半
途
契
約
で
あ
る
。
（
 

9
 ）
半
途
 美

籠
の
評
価
は
別
と
し
て
、
初
代
に
お
い
て
は
不
動
に
み
 え
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
 社
 

会
と
 、
そ
れ
を
支
え
る
ニ
ュ
ー
イ
ン
ク
ラ
ン
ド
・
 ウ
ヱ
イ
 が
 、
危
機
に
直
面
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
 し
 か
も
、
そ
の
原
因
は
 、
 



大覚醒の時期のバプテスト 派の理俳について 

一 が 章 か 0 自 づ く二 )  全 く一 ) 
立耳 ロ     正 し が 

、 て の す 々 年 る 向 当 て   
化 い 国   

勢 さ に   し る 民 
て こ 教 

力 れ は た往一 プ 体 
を て   。 @  五 テ 制 

" と 金 
あ [  。 で、 

払 い 一   ス の 
      ト 根 

会 あ 
大 た 人 の   
し 時 一 テ 人 脈 本   
た 期 人 

。 に の         は 、 な 揺 
粋 申 f 

派 0 一 が 
さ 

一 は 浸 
政 

見 、 を し 仁 、 セ す を清 

政 
治 

、 力 を な 一 四 神 し を 
受 と 要 っ セ 0 学 お 
身 な 求 て 九 年 に   
的 ら す 以 王 に 支 
で な る 

ナな 聖徒 

の   
は か 個 米年はえ に、 ら 子 て 
あ っ 人 バ は 教 れ 孫   
る た 主       " 全 て Ⅴ ァ Ⅰ ナ， し 
が 。 義 カ 三 三 い 特     

、 し ゃ ス 二 三 た 
パ か   

権 と 

を吾 

を 
ッ し 教 は五 " " 金砂 " 。 

力 " 区 教 二 具 く 

根 
え Ⅰ 

ス 大 刷 会 - - と る 
拠 
Ⅴ ナ ヒ 

を 覚 度 税 0 五 も     
満 酸 を 0 0 0   と 

足 に 否 撤 0 0 数 
自 

Ⅴ @ し ン ら 
よ の さ せるす ょ矩 廃 と に ふ 一 面   教 
て     合法、 

同 派 代 る ま セ 灯 
さ の 的 が た 年 撃 
せ 分 要   

に な 
精神 地 
上 縁 

る 裂 素 の 
に に が 

的 
ここは与 のの " え 特 動 

兄 よ 含 喜 朗 一 た 権 
る つ ま 

教 て れ 借間 は " 一 九 " 。 階 
級 

区制 

義 " て 
度 

、 会   を と 

を そ い つ 
持 の た 次 め 家人力 派 0 ス @ 教 

39  (39) 

ぎ
 つ
り
、
現
状
の
腐
敗
を
正
そ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
に
 は
 限
界
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
 時
 

い
、
幼
児
洗
礼
否
定
の
教
義
 酪
 引
か
れ
た
。
数
年
の
間
、
 

ハ
 
・
 
ッ
カ
ス
 は
・
ひ
た
す
ら
、
聖
書
 

幼
児
洗
礼
否
定
は
、
大
覚
醒
の
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
（
之
の
毛
 

目
菩
 （
）
の
論
理
的
帰
結
で
あ
る
と
 

フ
 テ
ス
 上
 派
へ
の
転
向
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
 士
 
示
教
 更
 に
残
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
 

走
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
契
約
神
学
そ
の
も
の
を
、
 再
 検
討
し
ょ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 

カ
ス
 は
、
契
約
神
学
の
誤
り
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
 て
 Ⅰ
 
る
、
 
（
 
4
 
l
 O
 
）
 

 
 

に
 、
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
巡
回
説
教
師
 仁
 出
会
 

研
究
に
専
念
し
、
迷
い
の
末
に
、
つ
い
に
、
 

の
結
論
に
達
し
た
。
彼
の
・
分
離
派
か
ら
 バ
 

な
ぜ
な
ら
、
バ
ッ
カ
ス
は
、
幼
児
洗
礼
を
否
 



自
分
の
信
じ
る
教
派
の
牧
師
へ
の
寄
付
の
他
に
、
強
制
 的
に
課
せ
ら
れ
る
教
会
 税
は
 、
か
な
り
の
負
担
と
な
っ
た
 。
最
初
に
不
払
い
闘
争
 

巳
 
教
会
 税
 不
払
い
曲
手
 

中
世
に
お
い
て
、
 ョ
 ー
 p
"
 パ
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
一
色
 に
 塗
り
固
め
ら
れ
、
宗
教
の
統
一
が
大
前
提
と
さ
れ
て
い
 た
 。
人
は
 、
 生
ま
れ
 

て
す
ぐ
に
洗
礼
を
受
け
、
一
定
の
年
齢
に
達
す
れ
ば
、
 教
 会
 に
通
い
、
牧
師
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
税
金
を
 支
払
う
。
こ
れ
は
、
 自
 

分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
よ
う
な
環
境
に
生
ま
 ね
 つ
い
た
た
め
の
義
務
で
あ
り
、
人
々
は
、
疑
問
を
抱
く
 こ
と
す
ら
な
か
っ
た
。
 

教
会
側
は
 、
 常
に
、
一
定
の
会
員
と
収
入
と
、
加
え
て
、
 尊
敬
を
保
持
し
て
い
た
。
宗
教
改
革
を
経
た
後
は
 、
教
 舎
内
の
改
革
は
、
絶
対
 

主
義
国
家
の
拾
 頭
 と
関
わ
り
つ
つ
、
国
の
事
情
で
多
様
 な
形
式
を
と
っ
た
。
し
か
し
・
一
つ
の
国
の
頂
点
に
 
、
 一
つ
の
教
派
が
す
え
 も
 

れ
 る
点
で
、
以
前
と
ほ
何
ら
、
変
化
は
な
か
っ
た
。
 ス
 コ
 "
 ト
ラ
ン
ド
は
改
革
派
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
支
配
下
 の
 領
土
は
ル
タ
ー
派
 、
イ
 

ギ
リ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
が
・
公
定
の
宗
教
に
定
め
 ら
れ
た
。
地
縁
的
結
合
と
し
て
の
教
区
制
度
が
体
制
固
め
 の
力
と
な
っ
た
。
 

こ
の
様
式
が
、
ア
メ
リ
 ヵ
 に
も
伝
え
ら
れ
た
。
教
会
と
国
 家
の
分
離
と
い
う
、
新
し
い
理
念
が
、
実
生
活
に
具
体
 化
さ
れ
る
に
は
、
 一
 

つ
の
地
域
に
 、
 一
つ
の
教
派
と
い
う
考
え
方
が
棄
て
ら
れ
 ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
切
り
崩
す
 カ
 と
な
っ
た
の
が
 、
前
述
の
幼
児
洗
礼
 否
 

定
 で
あ
り
、
今
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
、
教
会
 税
 不
払
 い
 闘
争
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
教
派
が
平
等
に
存
在
し
 、
 人
が
、
そ
の
中
か
ら
 

自
分
に
合
っ
た
教
派
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
ど
の
教
派
も
 、
 常
に
優
位
を
保
つ
保
証
は
な
い
。
こ
の
危
険
性
を
 、
幼
 児
 洗
礼
否
定
の
教
義
が
 

内
包
し
て
い
た
。
で
は
、
教
会
 税
 不
払
い
闘
争
は
ど
 う
 だ
ろ
う
か
。
公
立
教
会
制
度
の
下
で
、
デ
ィ
セ
ン
ト
 と
し
 て
 生
き
る
者
に
と
っ
て
 、
 

ス な っ 

の 保 て 
圧 つ い 

力 こ た 
も と こ 

見 が と   
せ き ・ 

な る 強 
い で 味 
要 あ で 
索 る あ 

でうっ あ 。 た 
る ピ 。 

  ユ 教 

l 義 
リ 内 
タ 容 
ン の 
社 優 
金 位 

" 向と 部 " 
の そ 
た れ 
機 を 
と 姥、 

、 要 
反 と 

l す 
ヒ 。 る 

ユ 社 
l 会 
リ 条 

件が タン 

政 あ 
策 つ 
を て と 
つ 初 
て め 

いて こ 

、 現 

老 実 
暗 面 
の で 

ィ の 

ギ 勢 
り 力 
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棚
の
提
出
で
あ
り
、
大
体
に
お
い
て
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
 
の
数
の
多
い
所
が
成
功
を
お
さ
め
た
。
バ
 プ
 テ
ス
ト
派
 
が
 少
数
で
あ
り
、
社
会
全
体
 

 
 

 
 

辮
か
ら
、
の
 げ
 者
に
さ
れ
、
差
別
さ
れ
て
い
た
時
期
に
 は
 、
不
払
い
闘
争
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
い
意
味
を
持
た
な
 か
っ
た
。
 

 
 

大
 

4
1
 

と
こ
ろ
が
、
大
覚
醒
が
起
り
、
敬
虔
な
感
情
が
広
ま
る
に
 つ
 れ
、
教
会
 税
 の
問
題
 も
 、
あ
ら
た
な
局
面
を
迎
え
た
 。
会
衆
派
か
ら
分
離
 

期のバプテ 

ま
た
・
免
税
の
法
律
は
、
す
ぐ
に
全
地
域
に
有
効
性
を
 持
っ
た
の
で
は
な
く
、
法
律
を
現
実
に
有
効
化
す
る
運
動
 が
 進
め
ら
れ
た
。
 各
 

（
 
6
 
l
 ）
 

各
の
町
に
よ
っ
て
、
成
功
し
た
 場
ム
ロ
 
も
あ
り
、
 あ
 名
曲
目
の
 

 
 

方
法
は
 、
 主
に
請
願
書
 

て
 

バ
 プ
 テ
ス
ト
派
は
 、
 早
く
か
ら
、
こ
の
税
金
に
対
 し
 不
満
を
持
っ
て
い
た
が
、
行
動
は
散
発
的
で
あ
っ
た
 

一
方
、
一
七
二
八
年
、
 イ
 

刊
 
ギ
リ
ス
本
国
か
ら
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
・
 バ
 プ
 テ
ス
ト
派
、
ク
ウ
ェ
ー
カ
ー
派
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
 に
 対
し
、
教
会
税
を
免
除
す
 

 
 
 
 

輪
る
 法
律
が
押
し
つ
げ
ら
れ
た
。
デ
ィ
セ
ン
ト
は
 、
税
 金
を
支
払
わ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
 実
益
が
あ
り
な
が
ら
、
一
方
 

ゆ
 
で
、
村
八
分
的
な
、
社
会
的
制
裁
と
い
う
意
味
も
含
 ま
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
他
の
教
派
の
人
々
か
ら
、
 脱
 税
者
 ケ
リ
 
パ
 Ⅰ
。
 
由
 的
の
～
）
 

と
い
 

 
 

の
 教
派
の
人
々
が
支
払
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 

つ
な
が
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
は
、
教
会
側
の
操
作
 に
よ
っ
て
、
教
会
外
の
力
が
結
束
す
る
こ
と
は
な
か
っ
 こ
 
ヰ
ハ
 
c
 

植
民
地
時
代
に
は
、
強
制
的
に
、
全
住
民
に
（
非
教
会
 員
も
含
む
）
教
会
 税
 が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
ピ
ュ
ー
リ
タ
 ン
の
 指
導
者
の
中
に
 

ほ
 こ
れ
を
嫌
 う
 人
々
も
い
た
が
、
こ
の
課
税
が
な
け
れ
ば
 、
牧
師
の
生
活
が
維
持
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
っ
 た
 。
税
金
を
払
 う
と
い
 

ら
こ
と
は
、
同
時
に
、
教
会
運
営
に
対
す
る
権
利
も
認
 め
ら
れ
る
の
だ
か
ら
・
こ
れ
が
徹
底
す
れ
ば
、
ピ
ュ
ー
 り
 タ
ン
社
会
の
世
俗
化
に
 

を
お
こ
な
っ
た
者
は
、
そ
れ
が
持
つ
意
義
を
、
十
分
に
は
 理
解
し
て
い
な
か
 

で
は
成
功
し
な
い
こ
と
に
気
づ
 き
 、
政
教
分
離
の
方
向
へ
 進
ま
ざ
る
を
え
な
 

的
 レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
ず
、
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
、
人
間
 の
 尊
厳
の
問
題
と
し
 

思
わ
れ
る
。
次
に
、
具
体
例
に
基
づ
い
て
、
バ
 プ
 テ
ス
ト
 派
の
行
動
を
追
っ
 っ

 た
で
あ
ろ
う
 
0
 し
か
し
、
そ
の
過
程
で
、
寛
容
の
レ
ベ
ル
 
ノ
ン
 

か
っ
た
。
し
か
も
、
税
金
を
払
う
か
，
払
わ
な
い
か
の
経
済
 
済
 

て
 争
わ
れ
た
た
め
に
、
不
屈
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
が
生
ま
れ
た
 と
 

て
み
よ
う
。
 



（
 
ぱ
 ）
 

こ
こ
で
、
ア
ッ
シ
ュ
フ
ィ
ー
ル
ド
（
卜
の
 
ゴ
ト
は
匡
 
）
の
例
を
 と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
バ
プ
テ
ス
ト
派
、
ク
ウ
ェ
ー
 カ
 l
 派
の
教
会
 税
 免
除
 

ら
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
は
、
教
区
制
度
の
崩
壊
に
つ
な
が
 ゑ
 。
会
衆
派
側
で
、
こ
れ
を
簡
単
に
認
め
る
は
ず
が
な
 か
っ
た
。
 

ハ
 "
 カ
ス
 が
バ
プ
テ
ス
ト
派
に
転
向
し
た
時
、
全
く
 、
既
 拝
め
 バ
プ
テ
ス
ト
派
に
ム
ロ
流
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
 
当
時
の
バ
 プ
 テ
ス
ト
 

派
は
地
域
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
り
、
し
か
も
、
ほ
と
ん
 ど
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
は
、
大
覚
醒
に
反
対
で
あ
っ
た
。
 最
 初
、
バ
 "
 カ
ス
 は
 、
自
 

分
の
教
会
の
仕
事
に
専
念
し
、
わ
ず
か
六
年
間
に
 、
彼
 の
 教
会
は
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
中
で
最
大
の
規
模
 と
な
っ
た
。
一
方
、
彼
 

は
 巡
回
説
教
師
と
し
て
旅
行
し
、
オ
ー
ル
ド
，
 バ
プ
 テ
ス
 ト
 
（
 
0
 二
 %
P
 

丘
が
 

抜
 ）
の
中
の
ア
ル
ミ
ニ
ア
ニ
ズ
ム
 的
 要
素
の
代
わ
り
に
、
 カ
 

ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
 的
 要
素
を
取
り
入
れ
る
よ
 う
 、
説
得
し
て
 回
っ
た
。
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
発
展
の
た
め
、
い
か
な
る
 教
派
に
も
値
ょ
ら
な
い
 

大
学
の
設
立
（
 ま
ミ
コ
ヒ
 コ
ミ
の
Ⅰ
の
 

プ
セ
 
）
に
も
参
加
し
た
 。
ま
た
、
多
く
の
協
会
が
 、
 バ
プ
テ
ス
ト
派
の
結
集
の
 た
め
に
結
成
さ
れ
た
。
 

そ
の
最
大
の
も
の
は
、
 ヮ
 ー
レ
ン
協
会
（
 毛
ギ
 （
の
 
コ
 卜
の
 
の
 
o
 住
 P
 曲
 。
 コ
 ）
で
あ
っ
た
。
 

ヮ
 ー
 レ
ソ
 協
会
は
、
多
様
な
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
教
義
の
中
 か
ら
共
通
項
を
選
び
、
そ
れ
を
中
核
に
、
全
体
を
統
一
 し
ょ
う
と
し
た
が
、
 

そ
の
共
通
項
が
、
「
教
会
税
の
重
荷
か
ら
の
解
放
」
で
あ
 っ
た
 0
 
 
一
七
六
九
年
に
 、
ヮ
 ー
レ
ン
協
会
の
中
に
 、
苦
 情
 処
理
委
員
会
（
の
（
田
の
・
 

き
コ
 お
の
。
日
 ョ
ぎ
お
 ）
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
委
員
会
が
 、
教
会
 税
 の
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 こ
の
年
は
、
政
治
的
に
 

憶
 
イ
ギ
リ
ス
の
圧
力
が
強
ま
り
、
植
民
地
人
の
権
利
に
 つ
い
て
の
議
論
が
高
ま
っ
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
 委
員
会
の
仕
事
は
 、
宗
 

教
の
自
由
の
た
め
の
請
願
書
を
書
く
こ
と
と
、
 バ
プ
テ
 ス
ト
派
の
迫
害
の
具
体
例
を
、
集
約
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
 ハ
ッ
カ
 ス
 は
・
現
実
の
 

迫
害
の
例
を
集
め
る
中
で
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
を
支
え
る
 理
論
を
練
り
、
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
、
請
願
書
、
新
聞
記
 事
 、
手
紙
な
ど
に
反
映
 

さ
せ
た
。
 

制
 的
な
課
税
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
ひ
と
 に
ぎ
り
の
バ
プ
テ
ス
ト
派
に
許
可
さ
れ
た
免
税
を
・
 

仮
り
 に
 
、
分
離
派
に
許
し
た
め
 

 
 
 
 

し
た
人
々
は
、
幼
児
洗
礼
否
定
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
 

問
題
に
注
目
し
た
。
彼
ら
は
、
契
約
神
学
を
非
難
し
た
 

の
と
同
じ
よ
う
に
、
頭
花
 



大覚醒の時期の バ 

し
 、
つ
い
に
、
本
国
の
国
王
に
直
訴
し
て
成
功
し
た
。
 

こ
の
例
は
特
別
で
あ
り
、
す
べ
て
の
解
決
に
忙
な
ら
な
か
 っ
た
 。
し
か
し
、
バ
ッ
カ
ス
は
、
こ
の
事
件
を
体
験
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
 、
多
 

く
を
学
ん
だ
。
免
税
を
勝
ち
と
る
に
は
・
一
方
で
会
衆
 派
を
認
め
つ
つ
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
存
在
を
も
認
め
て
も
 ら
う
と
い
う
寛
容
の
理
 

砂
 で
は
無
理
で
あ
る
。
請
願
書
に
対
し
、
ム
本
来
 
派
は
誠
立
 
思
を
示
さ
ず
、
む
し
ろ
、
政
治
的
に
は
植
民
地
に
圧
制
を
 し
い
て
い
る
本
国
が
 、
 

43 (43) 
 
 

万
 

こ
の
件
が
、
苦
情
処
理
委
員
会
 

仁
 訴
え
ら
れ
た
。
 
委
員
会
が
請
願
書
を
書
き
、
総
会
（
の
の
口
耳
已
下
劣
 

の
日
ヴ
与
 

）
に
訴
え
た
が
失
敗
 

 
 

な
い
と
、
宗
教
上
の
微
妙
な
争
い
を
避
け
る
た
め
、
 

バ
 フ
 テ
ス
ト
派
の
土
地
が
売
り
 

患
 な
牧
師
と
教
 

ム
 
本
を
支
え
る
た
め
に
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
 

に
も
課
税
さ
れ
、
ま
た
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
集
会
所
が
 

建
っ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
 

の
 法
律
（
一
七
二
八
年
）
は
、
当
地
で
は
無
視
さ
れ
て
い
 た
 。
デ
ィ
セ
ン
ト
と
、
そ
う
で
な
い
者
と
の
区
別
が
困
 難
 で
あ
り
、
本
人
た
ち
 

が
 申
請
し
て
も
、
査
定
者
側
は
、
税
金
を
払
い
た
く
な
 い
た
あ
の
口
実
と
み
な
し
、
厳
し
く
、
税
金
を
と
り
た
て
 た
 。
一
七
三
四
年
、
免
 

除
の
対
象
に
な
る
者
の
リ
ス
ト
が
作
製
さ
れ
、
記
入
も
 れ
の
者
も
、
二
人
の
保
証
人
の
署
名
が
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
 に
 、
リ
ス
ト
に
記
入
さ
 

れ
た
。
こ
の
段
階
で
、
オ
ー
ル
ド
・
バ
プ
テ
ス
ト
や
ク
 ウ
ェ
ー
カ
ー
は
、
満
足
し
た
。
一
方
、
こ
の
規
定
に
は
、
 次
の
よ
う
な
条
件
が
つ
 

い
て
い
た
。
「
新
し
く
開
拓
さ
れ
た
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
 
に
お
い
て
、
集
会
所
が
建
て
ら
れ
、
有
能
で
学
識
が
あ
 り
 、
正
統
派
に
属
す
る
 

（
 
9
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

牧
師
が
就
任
し
て
、
初
め
て
、
デ
ィ
 セ
ソ
ト
 の
教
会
 税
 は
 免
除
さ
れ
る
。
」
 

ス
ミ
ス
（
の
 
日
ざ
プ
 
・
 0
 ゴ
田
汀
が
サ
 

）
一
家
は
、
ア
ッ
シ
ュ
フ
 ィ
 １
ル
 ド
 に
移
住
し
、
そ
こ
に
、
息
子
を
牧
師
と
す
る
、
 ハ
 ブ
 テ
ス
ト
教
会
を
 

創
設
し
ょ
う
と
し
た
。
住
民
の
大
多
数
が
 、
バ
プ
 テ
ス
 ト
 派
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
土
地
所
有
者
は
、
こ
の
勢
力
 に
 恐
怖
を
感
じ
た
。
 ス
 

て
 
ミ
ス
の
息
子
は
、
免
税
を
申
し
出
た
が
、
大
学
を
出
 て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
却
下
さ
れ
た
。
一
方
・
土
地
 所
有
者
は
、
大
量
の
会
衆
派
 

 
 

 
 

鼻
 の
シ
ェ
ル
ウ
ィ
ン
（
お
の
 
づ
 ・
Ⅰ
が
の
 

0
 ヴ
の
ゴ
 
の
 ヒ
 
麦
田
 
コ
 ）
七
包
 
牧
師
に
雇
っ
た
。
「
正
統
」
 



ッ
カ
ス
 を
中
心
と
し
た
委
員
会
の
闘
い
は
、
革
命
期
 も
 続
け
ら
れ
た
が
、
法
律
上
の
政
教
分
離
（
 "
 公
立
教
会
 制
度
 

一
八
三
三
年
ま
で
、
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
方
、
 

植
民
当
時
か
ら
、
宗
教
色
の
薄
い
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
は
 、
こ
の
 

慌
一
セ
 八
六
年
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
各
々
が
、
特
殊
 な
 宗
教
状
況
の
中
で
、
特
殊
な
対
応
を
示
し
て
い
る
。
 で
は
・
 

散
状
況
の
違
い
が
、
両
者
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
 こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
に
、
ヴ
ァ
ー
 ジ
 二
マ
ノ
か
 

り
 

成
立
の
過
程
を
追
っ
て
み
た
い
。
 

 
 

0
 コ
 ㏄
Ⅰ
の
的
 

緊
 （
 
0
 邑
巴
 ）
の
教
会
が
集
中
し
、
イ
ギ
リ
ス
 国
 軋
乙
一
ム
耳
 

の
 教
会
は
全
地
域
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
が
、
ヴ
ァ
ー
 ジ
 -
 
一
ア
仁
 、
少
し
 、
 多
い
。
本
国
イ
ギ
リ
ス
の
公
立
教
会
は
  
 

る
か
ら
、
教
会
を
通
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
植
民
地
全
体
 を
 統
括
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
 ラ
ン
ド
 の

 廃
止
）
は
、
 

制
度
は
、
す
で
 

ど
の
よ
う
な
 宗
 

宗
教
自
由
 法
の
 

（
 
ト
コ
ぬ
目
 
c
a
 
コ
 ）
 

ス
 国
教
会
で
あ
 

は
、
本
国
の
教
 

Ⅲ
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
宗
教
自
由
法
成
立
に
つ
 い
て
 

請
願
書
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
。
会
衆
派
に
 よ
 る
迫
害
 
0
 例
が
、
委
員
会
に
集
ま
れ
ば
集
ま
る
ほ
ど
、
国
家
と
教
 会
の
分
離
 仁
 基
づ
く
 宗
 

教
の
自
由
の
必
要
性
が
強
ま
っ
た
。
こ
こ
に
、
税
金
不
 払
い
の
闘
い
が
、
単
な
る
物
質
上
の
も
の
で
な
く
、
人
間
 の
 尊
厳
、
権
利
の
問
題
 

と
し
て
争
わ
れ
た
理
由
が
あ
る
。
 

ッ
カ
ス
 の
理
念
は
・
真
の
宗
教
（
彼
に
と
っ
て
は
、
 

ハ
 ブ
 テ
ス
ト
派
）
に
基
づ
く
、
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
建
設
 で
あ
り
、
そ
の
背
後
 

に
 、
政
教
分
離
の
原
理
が
あ
っ
た
。
同
様
に
、
政
教
分
離
 を
 求
め
た
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
 や
マ
 ・
テ
ィ
 
ソ
ン
 は
、
自
然
 法
 に
基
づ
く
人
間
の
権
 

利
を
重
視
し
、
回
心
体
験
を
中
心
と
す
る
敬
虔
主
義
の
 大
覚
醒
に
は
同
意
せ
ず
、
理
性
に
拠
り
所
を
求
め
た
。
 次
 に
 、
ヴ
ァ
ー
シ
ニ
ア
の
 

例
 を
み
て
み
よ
う
。
 

( 何 )  侶 



大覚醒の時期のバプテスト 派の理俳について 

ム
ム
 
の
腐
敗
に
絶
望
し
、
あ
ら
た
に
、
会
衆
派
と
し
て
の
 理
想
を
抱
い
た
人
々
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
。
こ
の
点
 が
、
 大
き
な
相
違
で
あ
 

る
 。
同
様
に
デ
 イ
 セ
ン
ト
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
ニ
ュ
 @
 イ
ソ
 グ
ラ
ソ
ド
 
の
デ
 イ
 セ
ン
ト
は
 、
 倒
す
相
手
が
会
 衆
派
 で
あ
り
、
会
衆
派
 

の
 信
仰
が
 使
ム
 叩
に
 基
 つ
い
て
い
る
限
り
、
宗
教
上
の
間
 題
 が
 争
点
と
な
っ
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
デ
 イ
 セ
ン
ト
 ま
 、
自
主
、
 

-
 

Ⅰ
、
 L
 害
 @
 受
 け
 め
げ
れ
 

ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
側
は
、
支
配
が
ゆ
き
届
か
ず
、
 堕
落
し
た
牧
師
も
多
か
っ
た
。
特
に
、
本
国
か
ら
の
 独
 立
の
気
運
が
高
ま
り
・
 

独
立
官
事
 ロ
の
 起
草
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
を
中
心
に
お
こ
 な
 わ
れ
る
頃
は
、
デ
ィ
セ
ン
ト
が
倒
す
相
手
と
、
独
立
盲
 芸
ロ
 
を
 起
草
し
て
い
る
人
々
 

が
 倒
す
相
手
と
が
、
一
致
し
た
。
こ
の
た
め
・
宗
教
上
 

こ
れ
を
、
さ
ら
に
徹
底
化
し
、
具
体
化
す
る
よ
う
に
、
 

次
 

0
 間
頭
 が
、
 主
に
、
政
治
の
レ
ベ
ル
で
論
争
さ
れ
る
こ
と
 

に
 開
か
れ
た
議
会
に
は
、
デ
ィ
セ
ン
ト
か
ら
・
多
く
の
 

と
な
っ
た
。
 

請
願
書
が
届
い
た
 

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
邦
憲
法
の
中
の
「
権
利
の
官
三
目
」
が
 

決
 定
 さ
れ
る
前
に
 
、
 二
つ
の
案
が
提
出
さ
れ
、
争
わ
れ
た
。
 

シ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
。
 が
 

独
立
官
事
口
を
起
草
中
だ
っ
た
の
で
、
代
わ
り
に
、
 

メ
イ
 ソ
ソ
 が
起
草
し
た
。
パ
イ
ソ
ン
案
を
み
る
と
、
 

ぜ
 二
日
の
 コ
の
プ
 
0
 目
に
甲
の
 
コ
 ）
 
0
 せ
 ヰ
目
 
0
 

Ⅰ
 
仁
 二
の
の
 
叶
ヰ
 0
 （
の
 
ハ
 
p
 田
円
 

0
 二
）
目
汁
 
プ
 の
の
 パ
 の
Ⅱ
の
）
の
の
 

0
 ト
 Ⅰ
の
目
的
 

p
O
 

口
 ，
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
公
立
教
会
制
度
を
認
め
 る
 、
「
寛
容
」
の
段
階
 

に
 留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
マ
デ
ィ
ソ
 ン
 が
対
案
 を
 提
出
し
た
。
そ
の
内
容
 は
、
ボ
 毛
色
 モ
 0
%
 
片
山
こ
（
 

色
 （
 0
 
 
ヰ
オ
の
Ⅱ
 

臣
目
が
 コ
宰
 ヰ
ヒ
 
の
の
 

の
 
x
e
q
 
宙
お
 ，
と
な
っ
て
お
り
、
宗
教
の
自
由
が
権
利
と
 し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
マ
デ
ィ
ソ
 ン
 の
案
が
取
 り
 入
れ
ら
れ
て
、
「
権
利
 

の
 育
三
ミ
ロ
」
は
、
一
七
七
六
年
、
六
月
に
可
決
さ
れ
た
。
 

 
 

シ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
自
伝
に
よ
る
と
、
こ
の
請
願
書
の
山
 は
 、
無
視
し
え
な
い
 カ
 を
持
ち
、
議
題
に
せ
ざ
る
を
え
 な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
 イ
 

ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
は
、
議
会
で
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
 、
む
し
ろ
、
無
視
さ
れ
、
バ
プ
テ
ス
ト
派
が
結
成
し
た
 き
情
 処
理
委
員
会
が
 、
 

そ
の
中
心
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
寛
容
か
ら
、
権
利
と
 し
て
の
宗
教
の
自
由
へ
の
理
念
の
発
展
は
、
税
金
不
払
い
 と
い
う
、
一
見
、
世
俗
 

的
な
争
い
の
中
か
ら
、
体
験
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
 で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
 
一
 ジ
ニ
ア
の
場
ム
巴
ム
ロ
 理
 主
義
者
の
頭
 脳
の
争
い
が
、
表
面
に
 

出
て
い
る
。
し
か
し
、
共
通
に
舌
口
え
る
こ
と
は
、
両
地
 

域
の
 デ
 イ
 セ
ン
ト
た
ち
は
、
請
願
書
提
出
と
い
う
方
法
で
 、
地
道
に
、
自
分
た
ち
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の
宗
教
の
自
由
を
確
保
し
ょ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
と
に
 か
く
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
で
は
、
デ
ィ
セ
ン
ト
の
請
願
書
 が
 取
り
入
れ
ら
れ
た
ひ
 

シ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
は
、
当
時
の
論
争
を
、
ど
の
の
ち
の
 r
a
t
 

の
 n
o
 
臣
 （
の
の
丑
の
 

，
 （
必
死
の
闘
い
）
と
表
現
じ
て
い
る
。
ジ
ェ
 

フ
ァ
ー
ソ
ン
は
・
デ
ィ
 

之
の
笘
の
の
の
の
 

田
 
0
 コ
 o
h
 

下
の
の
の
 

日
ヴ
与
，
と
 決
定
さ
れ
、
 
課
 

セ
ン
ト
の
要
求
を
、
合
理
主
義
思
想
に
よ
っ
て
体
系
化
し
 

税
は
免
除
さ
れ
な
い
が
、
停
止
さ
れ
、
一
歩
の
前
進
で
 

、
法
文
化
し
て
提
出
し
た
が
、
教
会
税
の
廃
止
、
公
立
 あ

っ
た
。
 
一
セ
 八
一
年
 

教
会
の
廃
止
な
ど
の
 革
 

新
的
内
容
は
、
決
定
に
ま
で
到
ら
な
か
っ
た
。
 

次
の
議
会
（
一
七
七
六
年
、
十
一
月
三
十
日
）
で
は
、
 教
 ム
 本
税
に
対
し
、
ニ
ー
㌃
 
ぽ
の
 
Ⅰ
 
0
 ヴ
 ぜ
の
目
の
も
の
 

目
年
の
 
Ⅰ
 偉
 ㌧
 由
 Ⅰ
 ト
オ
 
の
目
い
 
コ
年
 0
 Ⅱ
 ヰ
 
す
の
 

に
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
起
草
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
古
木
 
教
 自
由
法
案
が
上
程
さ
れ
た
。
 

一
セ
 八
四
年
一
一
月
、
 

ト
リ
ッ
ク
・
ヘ
ン
 
り
｜
 

が
 、
キ
リ
ス
ト
教
を
維
持
す
る
た
め
の
課
税
を
提
案
し
た
 

0
 月
幅
す
 
舛
ヰ
 
0
 で
付
せ
㏄
 ヨ
 0
 宙
の
Ⅰ
㏄
田
の
の
 

仁
づ
で
 
0
 Ⅱ
Ⅰ
 0
 Ⅱ
 こ
ゴ
 
の
 ハ
い
才
ニ
 

の
ヰ
 
し
 
の
 コ
 

r
e
 

目
性
。
 

戸
 ，
こ
れ
は
、
特
定
の
教
派
に
は
限
ら
な
い
が
、
 

キ
リ
ス
ト
教
一
般
を
維
持
す
る
た
め
の
税
金
な
ら
ば
 よ
 い
と
す
る
考
え
方
で
、
 

一
定
、
進
歩
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
越
え
て
、
一
七
八
六
 年
に
可
決
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
宗
教
自
由
法
の
内
容
 は
、
 驚
く
べ
 き
 も
の
が
 

あ
る
。
論
旨
は
 、
 次
の
三
点
で
あ
る
。
 

㈱
全
能
の
神
は
 、
 人
の
心
を
自
由
な
も
の
と
し
て
 創
り
給
 う
 た
か
ら
、
強
制
に
 よ
 る
統
一
は
罪
で
あ
る
。
 

同
一
個
の
人
間
に
 、
 信
じ
な
い
信
条
の
普
及
の
た
め
に
 税
 金
を
強
制
す
る
こ
と
は
罪
で
あ
る
。
 

㈱
宗
教
上
の
見
解
は
、
市
民
権
と
は
関
係
な
い
。
 

ハ
ッ
カ
 ス
 の
考
え
方
と
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
考
え
方
 ほ
、
 共
に
、
十
八
世
紀
の
ム
ロ
 理
 主
義
の
影
響
を
受
け
て
お
 り
 、
類
似
す
る
点
が
 

多
い
。
両
者
と
も
、
教
会
と
国
家
と
の
分
離
を
目
標
と
 し
た
が
、
宗
教
に
対
す
る
関
わ
り
方
に
 、
 大
き
な
差
が
あ
 る
 。
バ
ッ
カ
ス
は
 、
宗
 

教
 家
と
し
て
、
ま
ず
、
会
衆
派
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
 試
練
を
経
、
次
に
 、
 バ
プ
テ
ス
ト
派
へ
の
転
向
に
際
し
、
 

神
学
的
に
苦
し
ん
だ
。
 

ハ
 ブ
 テ
ス
ト
派
に
な
っ
て
か
ら
は
、
デ
ィ
セ
ン
ト
 と
し
 て
 、
税
金
の
こ
と
で
、
現
実
に
迫
害
も
受
け
、
多
く
の
 道
 害
の
例
も
み
て
ぎ
た
。
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大覚醒の時期の ， プ テスト派の理俳について 

イ ム 派 こ ト 

@ 主 ン を 射 れ 旅 大   グ 唱 バ を の 覚 

3  ） 2  ） 1 ） ぅ え プ 補 珪 酸 

ンたテわ俳か ド 、 スね に ち 

の メ ト ば つ 独 立 宗教派 革 イヒ と なら て Ⅰ 、 
状 ュ い な 老 台 
況 l う い 察 に   よ と し 華リ 

0 % さ 
        

思想研 - ） 0 コ 絶な 図 % 二 こ、 れは、 
安武 ュあ 究   
を 解 ン で 最 
と 決 グ も 近   り し う     

あ え シ - ま 

げ な ド 地 す 
" い に 域 ま 

披 閲 は の す 
  0 題 、 例     

    し 次 者の関 家と 時期・ ぎない 

  

曲 Ⅱ せ 

てに の 、 多 様 仝 。 を 

｜、 会衆内面 な宗 後、 写 し 

内 ム 
を 派 教 綿 て 
理 の 居、 密 か 

ノせ 

の Ⅱ め 解し牧師 な地 想が 。 。 
っ で 付 城 本 
つ " 正 則 稿 
" ア し 研 で "   のの - 

熱応 
にす 

当時 ノ レく て おに、 究は 
の ニ り よ バ 

注る も 。 目ぃのの 戸 刃 。   二 ア "   
目 ポ   全 て テ 

し ス い 下 之の毛 け 。 l ズ 衆 、 ス 
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お
わ
り
に
 

体
験
を
通
し
て
の
、
粘
り
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
一
生
 を
 支
え
た
。
同
様
に
 、
 新
し
い
考
え
方
を
生
み
出
し
た
 二
 人
 を
と
め
あ
げ
た
が
・
 

ハ
ッ
カ
 ス
 の
ほ
う
に
、
深
い
関
心
を
覚
え
た
こ
と
は
 確
 か
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

㍍
 弊
 ㍍
 酩
 

る
 。
野
村
文
子
、
「
半
途
契
約
か
ら
大
覚
醒
へ
」
（
「
国
際
学
研
究
 

ヒ
、
 
№
 3
 、
一
九
 セ
 六
年
）
 、
 
「
ア
ン
テ
ィ
ノ
ミ
ア
ン
論
争
か
ら
 大
 覚
醒
へ
」
（
「
国
紬
 

際
 学
研
究
 ヒ
、
 
№
 4
 、
一
九
 セ
セ
年
 ）
。
 

（
 
4
 ）
の
ロ
ロ
㏄
 
村
 p
.
 
田
卸
毛
 
ぎ
の
 

n
o
 

寸
 
こ
 %
 沖
 さ
 Ⅱ
 
ぎ
艶
卜
 き
さ
 
の
 う
 
ト
 市
隠
忠
 
ぎ
ぉ
ぎ
 も
き
め
 
淀
 D
Q
,
 

、
目
ま
 

づ
 の
「
 
許
勾
 0
 ま
 ・
 之 e
 圭
ぺ
 0
 Ⅰ
 
打
 ト
 
め
の
 
N
.
 
や
・
 
印
 

図
表
 工
 
（
五
十
 
頁
 ）
を
参
照
 

（
 
5
 ）
大
下
尚
一
、
「
ピ
ュ
 
一
 リ
タ
ニ
ズ
ム
の
形
成
と
伝
統
」
（
 
ヨ
 
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ア
メ
リ
カ
 ヒ
 講
座
ア
メ
リ
カ
の
文
化
 1
 、
南
雲
堂
、
一
九
 

六
九
年
）
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 
6
 ）
日
田
二
の
「
・
ロ
の
「
（
 

ぜ
 ・
 由 「
き
ま
も
 
ぎ
 ～
 
っ
 ～
か
も
 

薫
ぎ
 ㌔
 め
 
Ⅰ
 
さ
 の
め
り
 

、
ヱ
 笘
 Ⅱ
㌧
の
㍉
 

円
 0
 へ
 
い
オ
ヴ
 

0
0
 
ガ
の
 
・
 コ e
 毛
べ
 0
 Ⅱ
 
オ
 ・
（
Ⅱ
の
㌧
・
 

0
 ド
ト
 の
何
の
 

リ
ト
 の
ひ
ト
 

-
0
 
ゴ
 
・
㏄
 

（
 
7
 ）
口
目
的
 曲
コ
 
・
田
の
日
 
目
コ
 
年
の
こ
玉
ぎ
 
ぎ
こ
 ㏄
さ
ぎ
 
宙
 ～
 巳
 下
ぃ
 
ミ
 采
も
鍵
執
さ
 コ
ヘ
 
「
～
～
さ
さ
き
 

e
a
 

、
二
の
毛
 

ぺ
 0
 （
 
オ
 ニ
け
 
ぎ
 の
（
の
中
（
 

せ
 ㌧
（
 
の
 
㏄
の
・
リ
ム
 

e
 ミ
ン
ト
 

o
r
 

ガ
、
 

目
ゆ
つ
 

の
 

（
 
せ
 ）
 巾
 0
 で
の
・
 

力
 0
 サ
の
 
「
（
の
 
，
パ
お
ぬ
 
亜
 い
 
玉
ヰ
 む
せ
 
の
 0
S
 ミ
 Ⅰ
 さ
 ～
 0
 キ
ミ
 
さ
下
 ち
さ
き
 
驚
 漬
か
を
 ぎ
よ
ぺ
 ～
～
 

a
n
 
憲
き
由
さ
魍
ミ
 Q
.
 
下
 ぎ
り
 
0
 円
 
0
 コ
 口
目
 -
 
せ
 
0
 Ⅱ
の
 
ざ
せ
 

㌧
Ⅱ
㏄
の
の
・
 

z
 の
 
ゼ
ド
 
目
の
Ⅰ
の
の
 

ぜ
，
ト
の
 

㏄
の
・
 

0
.
 
㏄
 

（
 
9
 ）
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
考
察
し
た
の
が
、
前
述
の
 
、
 「
 
半
途
契
約
か
ら
大
覚
醒
へ
」
で
あ
る
。
 

（
 
却
 ）
大
覚
醒
に
つ
い
て
の
解
釈
と
貸
料
を
集
め
た
も
の
に
、
 次
の
書
が
あ
る
。
再
三
 ヨ
目
 ・
り
目
お
ま
 し
 ・
の
 
宙
，
 
-
 パ
ぎ
 の
 「
 
氏
さ
 
～
も
い
 

%
 ぬ
蕊
ぉ
 
Ⅰ
 
3
 八
 
%
 

ト
 v
e
n
@
 

ト
 m
*
 
叢
い
い
ぶ
 e
@
 

の
～
 

@
@
 

，
 目
 
0
 す
コ
薫
ぷ
 
-
@
 

の
 セ
 
・
俺
の
 0
 （
）
の
・
之
の
韻
 

せ
 0
 目
 、
）
の
～
 

0
.
 

ま
た
、
同
書
に
は
、
大
下
尚
一
氏
に
よ
っ
て
書
評
 

も
 出
て
い
る
。
 

目
 
同
志
社
ア
メ
リ
カ
研
究
 L
 、
№
 9
 、
一
九
 セ
 三
年
、
四
八
 t
 五
 0
 ぺ
ー
ジ
。
 

（
Ⅱ
）
の
 0
 の
 
コ
 ・
の
・
 
0
,
 わ
臣
 へ
き
済
ま
心
さ
も
め
 

令
 さ
速
攻
め
き
 
ぎ
 之
 げ
き
 目
コ
暉
 
ぎ
さ
 
み
 Ⅰ
 
ベ
 Ⅸ
 0
 （
Ⅰ
㏄
も
 

、
 

0
 レ
 め
で
 
帝
 ～
の
ら
 
さ
吋
ミ
幡
さ
 

～
～
 

o
@
@
a
 

～
 
～
 
め
 
～
 
め
 Ⅰ
 藪
 い
せ
ぬ
￥
 

寮
 
～
 
馬
 

憶
悪
 ～
 
由
涛
ぎ
き
馬
ら
芙
ミ
ト
き
隠
ト
め
ま
ぎ
 

が
ら
お
 ゴ
 0
 コ
し
 

0
0
 

オ
 Ⅰ
 （
円
の
 

ロ
 ，
 0 円
ド
の
む
い
 

）
・
 
ト
の
 
の
め
 

（
は
）
大
下
尚
一
、
「
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
バ
ッ
カ
ス
と
分
離
主
義
 」
 盆
 ア
メ
リ
カ
研
究
 ヒ
 №
 8
 、
一
九
 セ
 四
年
、
一
 ｜
 一
八
 ぺ
｜
 シ
 。
）
 

（
 
M
 ）
以
下
、
 
ヲ
 （
 
り
 
Ⅰ
 o
E
m
 
ゴ
 （
 
山
コ
 
・
 ヨぷ
 
串
田
 ョ
 P
 
 か
寮
 き
如
 
鳶
か
 
浅
 本
ぉ
 
も
 き
雨
戸
ま
 い
 
ふ
き
さ
ま
 ゑ
 ～
 
め
 
～
 
帝
 
H
s
 
Ⅰ
 
簿
 ～
～
 

ぎ
ギ
 Ⅰ
 ぃ
コ
す
，
い
 
（
 
0
 も
玉
コ
 

，
い
 0
 ㏄
 
ヰ
 
0
 コ
，
 

）
の
の
～
・
を
ま
と
ひ
た
も
の
で
あ
る
。
 

（
Ⅱ
 
円
 
）
 ト
す
 
～
 
Q
.
.
b
.
 

の
㏄
 

（
 
巧
 ）
い
き
～
 

d
.
.
b
.
 

）
 
0
0
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CONGREGATIONAL CHURCHES 

エ 750 

Ⅰ 工 ChUrCtch     

AKGLICAN@ CHURCHES 

    

メ
が
 
Ⅰ
 

打
 
・
 ダ
，
 

（
№
）
 胃
 Ⅱ
 o
E
 

頓
オ
 

-
 
～
 
コ
，
壷
ぷ
 
二
 %2
0
 
：
 巨
げ
ミ
邑
さ
晦
ぎ
ぉ
 

も
も
 沖
 の
め
さ
～
 

、
 Ⅰ
㏄
㏄
も
 

@
 
Ⅰ
㏄
め
い
こ
屯
で
・
）
㏄
㏄
 

@
@
 
二
本
㏄
 

（
 
朽
 
Ⅲ
）
～
 
レ
す
 
Q
.
,
 

つ
 ・
 
D
.
 
）
 
ト
の
 
乙
 
で
 ）
の
 
吋
 

（
 
m
 ）
 
ヲ
宙
 Ⅰ
 0
 亡
幅
ヨ
ぎ
 
・
 %
@
 

ぎ
立
 

5
0
 
，
ヰ
 Ⅰ
 鳶
 ㏄
 巳
 n
 
か
だ
め
黛
も
 
き
 め
 ら
ま
 い
 
「
～
 

n
Q
 

さ
捧
 ～
 
ぃ
 
～
～
 

め
 
安
ぃ
 づ
 S
 荘
 ～
～
～
 

0
 さ
や
や
 
二
甲
く
目
め
 

（
㎎
）
 き
ミ
 ・
 
，
っ
 
・
）
）
の
 

（
 
釦
 ）
の
の
 ロ
 の
守
口
・
内
し
 

毛
 ぎ
の
 

n
o
 

寸
 
二
曲
～
 
め
 
～
 
っ
 ふ
き
～
も
～
～
俺
 

の
歪
 
Ⅰ
 く
 
叩
も
ぺ
ミ
 

ぎ
さ
ぎ
 ら
ま
㏄
Ⅹ
 

ロ
 
n
a
,
 
や
ゴ
戸
 
）
 
ト
 

（
 
抽
 ）
こ
の
章
の
具
体
的
事
実
は
、
す
べ
て
、
 

し
 。
セ
 
ロ
 ・
Ⅰ
二
 
%
 コ
つ
 ・
 
、
の
 
d
 ：
 パ
お
 
0
 田
 ず
ち
ぬ
 

あ
っ
㌔
 パ
 お
っ
 
ま
 a
 め
焉
 法
馬
 
湊
 も
や
㌧
 ユ
コ
 
の
 0
 （
 
0
 コ
ヒ
コ
 -
 
せ
 0
 「
の
（
（
 

宝
 

づ
 q
2
 ダ
レ
 ム
の
 
も
く
甘
 
お
の
せ
・
 

5
%
0
.
 

ム
 
か
ら
の
も
の
で
あ
 て
リ
 
。
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図表 I 

      An き 上土 Can 

      Bap 七土 s 七 

      ConRr<e 爪 ca 七 %nna. エ 

DR     Dutch Reformed 

GR     German Reformed 

      LUthe コ an 

      P Ⅰ eSby 七 e で 土 an 

RC     Rnman Ca も rho エ lic 

RELIGION@ IN@ AMERICA 

GroWth 主 n Numbe で of Churches 

  
  

  

Ⅰ 

イ l 

  

3o 

l 

(50)  50 



 
 

て
 発
生
し
た
。
自
然
宗
教
は
社
会
学
的
に
見
れ
ば
自
然
 

成
長
的
共
同
体
を
基
盤
と
す
 (
 

 
 
 
 

 
 

る
 一
つ
の
随
伴
的
機
能
で
あ
る
。
共
同
体
制
の
維
持
と
い
 

9
 種
族
的
倫
理
の
側
か
ら
の
要
求
に
基
づ
い
て
伝
統
 

慣
 習
的
 秩
序
の
権
威
づ
 
け
 
5
 

 
 

宗
 
教
如
き
学
び
の
立
場
の
徹
底
が
、
窮
極
の
関
心
事
で
あ
 

る
 。
だ
か
ら
 師
主
 、
直
弟
子
間
の
関
係
は
、
い
つ
の
 

世
 代
 に
と
っ
て
も
 
範
 た
る
意
義
 

窩
を
保
持
し
、
こ
の
意
味
で
 サ
ふ
か
 は
、
わ
れ
わ
 れ
 自
身
の
実
存
が
常
に
そ
こ
へ
と
遡
源
す
べ
き
宗
教
性
 

成
立
の
原
初
で
あ
る
と
舌
口
 

わ
 

氷
見
 

潔
 

 
 

世
界
宗
教
の
原
初
形
態
と
し
て
、
 

師
 主
を
中
心
と
す
る
 直
弟
子
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
 、
前
主
の
実
践
に
弟
 

ま
ね
 

子
 
一
人
一
人
が
共
感
し
、
自
己
の
存
在
を
挙
げ
て
こ
れ
 を
 学
ぶ
と
い
う
、
い
わ
ば
実
存
の
行
的
呼
応
関
係
を
基
礎
 と
し
て
成
り
立
つ
と
 考
 

え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
師
主
の
実
践
に
お
い
て
表
現
さ
 れ
た
宗
教
的
真
理
が
連
帯
原
理
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
 真
理
の
本
質
は
普
遍
的
 

愛
の
統
合
性
に
外
な
ら
な
い
 0
 サ
ー
ク
ル
の
 結
 ム
ロ
は
 
、
，
 」
の
普
遍
的
 統
 ム
ロ
性
の
実
現
た
る
以
上
、
理
念
的
に
は
 
万
 人
 に
対
し
開
か
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
弟
子
た
ち
に
 よ
 る
 字
 び
の
行
は
師
主
の
実
践
に
お
け
 る
 統
合
の
作
用
性
に
協
力
し
、
全
人
類
的
協
同
の
建
設
 に
 参
与
す
る
と
い
う
 意
 

味
を
有
す
る
。
こ
う
し
た
サ
ー
ク
ル
の
あ
り
方
を
原
初
 形
態
と
呼
ぶ
理
由
は
、
た
ん
に
そ
れ
が
世
界
宗
教
形
成
の
 歴
史
的
発
端
を
な
す
と
 

群
 

い
う
点
に
の
み
存
す
る
の
で
は
な
い
。
お
よ
そ
宗
教
 ぬ
 実
存
に
と
っ
て
、
 
師
主
 と
の
信
仰
的
、
行
 的
 同
時
代
 性
 と
い
う
語
に
表
わ
さ
れ
る
 

種
の
論
理
と
世
界
宗
教
の
哲
学
 



と
 自
覚
的
に
位
置
づ
げ
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
 徹
底
し
た
糾
明
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

-
l
-
 

て
 田
辺
元
博
士
に
 よ
 る
「
種
の
論
理
」
を
再
評
価
す
べ
き
 こ
と
を
、
私
は
提
議
し
た
い
。
以
下
小
論
で
は
 

し
て
宗
教
的
実
存
の
自
覚
論
と
し
て
成
熟
し
て
ゆ
く
経
過
 を
 論
じ
、
次
い
で
「
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
 証
 」
 へ
 

主
 イ
ェ
ス
の
学
び
の
立
場
へ
と
具
体
化
さ
れ
、
世
界
宗
教
 的
 協
同
の
建
設
へ
の
展
望
を
開
く
の
で
あ
る
こ
 こ

の
要
求
に
応
え
る
も
の
と
し
 

ま
ず
種
の
論
理
が
犠
悟
道
を
介
 

と
 至
る
過
程
で
そ
の
自
覚
が
師
 

と
を
明
に
し
ょ
う
と
試
み
る
。
 

と
し
て
作
用
す
る
の
で
あ
る
 

故
 、
宗
教
と
い
っ
て
も
そ
 

れ
は
あ
く
ま
で
種
族
的
倫
理
に
従
属
的
で
あ
る
。
こ
の
場
 

合
 基
盤
共
同
体
と
し
て
 

の
種
族
社
会
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
所
謂
閉
じ
た
社
会
で
あ
 

っ
て
、
自
然
的
規
定
に
よ
る
有
資
格
個
体
の
み
を
 

易
う
 
ち
と
し
て
許
容
す
る
。
 

 
 

 
 

 
 

す
る
。
こ
こ
で
は
愛
と
い
い
、
倫
理
性
と
い
う
も
、
 

根
 本
に
お
い
て
共
同
体
自
身
の
こ
う
し
た
排
他
的
利
己
性
に
 

規
定
さ
れ
た
形
で
現
 

わ
 

れ
る
外
な
い
。
同
胞
間
の
親
密
な
愛
は
、
異
邦
の
者
 

ど
 も
に
対
す
る
烈
し
い
憎
悪
に
裏
打
ち
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
 

愛
の
及
ぶ
範
囲
は
無
論
 

共
同
体
の
勢
力
伸
展
に
伴
い
空
間
的
に
拡
大
さ
れ
得
よ
う
 

。
し
か
し
か
か
る
同
一
性
的
自
己
拡
張
に
よ
っ
て
は
、
 

決
し
て
そ
れ
は
全
人
類
 

的
 普
遍
 
愛
 に
転
化
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
排
他
的
 

愛
と
 
無
制
限
に
開
か
れ
た
愛
と
の
間
に
は
、
厳
と
し
た
質
的
 

相
 
違
 が
存
す
る
。
そ
れ
 

故
 

師
 主
を
中
心
と
す
る
サ
ー
ク
ル
が
普
遍
的
愛
の
統
合
性
 

を
 
結
合
原
理
と
し
て
成
立
し
て
く
る
と
い
う
な
ら
ば
、
 

そ
 こ
に
は
愛
の
質
的
転
換
 

の
 
絆
に
 
よ
 る
倫
理
を
否
定
克
服
し
て
普
遍
的
 

愛
 に
基
づ
く
 

実
践
様
式
を
創
出
す
る
と
い
う
し
か
た
で
、
転
換
を
証
 

示
 
、
垂
範
す
る
。
弟
子
 

た
ち
が
彼
の
行
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
同
じ
 

転
換
運
動
を
自
己
の
実
存
に
お
い
て
行
ず
る
試
み
に
 

外
 な
ら
な
い
。
 

既
述
の
如
く
 

師
主
 
、
直
弟
子
間
に
お
け
る
 

行
的
 
呼
応
が
実
 

存
の
宗
教
生
成
立
の
原
初
た
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
 

て
み
れ
ば
、
彼
ら
の
 

行
 に
特
有
の
こ
の
転
換
 

動
 性
の
解
明
は
、
宗
教
 

折
罵
字
の
 

根
本
課
題
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
何
故
な
ら
そ
れ
を
な
す
 

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
 

て
 、
 
師
 生
の
実
存
の
全
人
類
に
と
っ
て
の
模
範
た
る
所
以
 

が
 理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
実
存
が
 

そ
れ
の
学
び
の
立
場
へ
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類
種
 個
の
三
者
が
論
理
の
契
機
と
し
て
の
普
遍
特
殊
 

個
 別
に
各
々
対
応
す
る
こ
と
は
 
@
 う
 ま
で
も
な
い
が
、
田
辺
 
哲
字
 に
お
い
て
特
に
 

種
 が
独
自
の
意
味
 
づ
 げ
を
得
て
く
る
直
接
の
動
機
は
 
、
実
 践
の
指
針
と
し
て
の
社
会
存
在
論
の
見
地
に
存
し
た
。
 

社
会
は
個
人
に
対
し
、
 

そ
の
存
在
を
先
天
的
に
拘
束
、
規
制
し
、
或
る
場
合
に
 

ほ
 こ
れ
を
圧
殺
、
春
尽
す
る
如
 
き
 圧
倒
的
強
制
力
を
有
す
 
る
 。
か
か
る
力
の
根
拠
 

は
 ・
社
会
を
個
人
間
の
交
互
作
用
的
間
柄
と
見
る
自
由
主
 

義
的
 社
会
論
に
よ
っ
て
は
到
底
究
明
さ
れ
得
な
い
と
 

考
 え
た
博
士
は
、
社
会
的
 

共
同
の
根
底
に
原
初
的
、
実
質
的
な
統
一
の
存
す
る
こ
 

と
に
想
到
し
た
。
そ
し
て
実
証
的
社
会
学
の
成
果
に
依
拠
 

し
つ
つ
、
か
か
る
統
一
 

学
哲
が
 未
開
民
族
の
ト
ー
テ
ム
社
会
に
典
型
的
に
現
わ
れ
 

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
つ
そ
れ
が
生
の
自
然
的
 

趨
 性
 に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
 

翻
ら
に
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
根
底
的
意
義
 
を
 決
し
て
減
ず
る
の
で
な
い
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、
 

こ
 れ
を
種
と
術
語
化
し
た
の
で
 

 
 

黙
約
生
の
形
造
る
原
初
的
統
一
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
 

と
し
て
そ
れ
は
個
の
現
存
在
  

 
 
 

%
 
 を
 先
天
的
に
規
定
す
る
基
体
た
る
性
格
を
有
す
る
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

  

論
 "
 

 
 

に り も 叙 
担 小 舎 述 
い 論 む は 

得 ほ の 田 

一 る 主 で 辺 
一 と 張 あ 哲 

考 し る 学 
え 得 こ の 

る る と 発 
。 も を 展 

0 千 匹 

で め 関 
は 記 す 
な し る 
い て 大 
が お 局 

、 か 的 
わ れ 見 
が は ミ直 

国 な し   
の ．い る   
憶 索従と j じ 、 」 

の っ を 

伝 て 主 
続 出 眼 
を 辺 と 

継 哲 す 
ぐ 学 る 
  
大概 教 ホ 関 に 
哲 す み 
写 る な 

の 専 も 

建 門 の 
設 的 で 

へ 特 あ   
案 突 か 
と と つ 

し し 上ヒ 

て て 較 
の の 的 

意 費 目 

義 裕 由 

もよ           
十 国 秋 
分 よ な 



も
の
と
し
て
理
解
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
観
点
か
 5
 種
の
存
在
性
格
は
、
さ
ら
に
立
入
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
 で
あ
る
。
種
は
共
同
体
 

的
 統
一
と
し
て
、
相
互
に
排
他
的
対
立
関
係
に
立
つ
。
 換
 冒
 す
れ
ば
 種
的
 統
一
は
特
殊
相
対
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 特
殊
性
を
存
在
論
的
に
 

原
理
つ
げ
る
の
が
、
質
料
の
概
念
で
あ
る
 0
 こ
こ
で
 質
 料
 と
は
、
生
命
の
存
在
の
た
め
の
自
然
的
物
質
的
条
件
の
 総
体
を
指
す
。
生
の
種
 

に
そ
の
こ
と
に
よ
 

立
つ
原
初
的
統
一
 

と
い
う
こ
と
を
 意
 

自
己
の
否
定
契
機
 

用
い
ら
れ
る
語
で
 

異
な
位
置
を
占
め
 

し
か
し
な
が
ら
 

ら
直
接
態
を
要
請
 

た
で
自
ら
の
他
者
 

る
 。
論
理
の
始
 元
 

い
う
説
明
が
 、
へ
 り

 、
自
己
の
前
提
と
し
て
直
接
態
を
要
請
せ
ざ
る
を
 得
 な
い
の
で
あ
る
。
今
田
辺
博
士
に
よ
り
個
の
理
性
的
存
在
 に
先
 

と
し
て
種
が
把
握
さ
れ
た
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
 こ
の
要
請
を
満
た
す
直
接
態
と
し
て
種
が
名
乗
り
を
 上
 げ
た
 

抹
 す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
種
は
、
論
理
以
前
の
非
 合
理
的
直
接
 育
 と
い
う
性
格
規
定
を
受
け
る
。
弁
証
法
は
 種
を
 

と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
媒
介
の
性
格
に
徹
し
得
る
 で
あ
ろ
う
。
「
種
の
論
理
」
と
は
、
か
か
る
見
通
し
の
も
 と
に
 

あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
は
類
 種
 個
の
十
全
な
媒
介
関
係
 を
 成
立
せ
し
め
る
前
提
と
し
て
、
種
が
他
二
者
に
先
立
っ
 て
特
 

る
も
の
と
、
さ
し
あ
た
り
理
解
さ
れ
よ
 う
 。
 

そ
も
そ
も
の
問
題
は
、
こ
こ
で
言
う
直
接
性
の
意
味
 如
 何
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
一
体
、
絶
対
媒
介
を
標
 傍
し
 よ
三
 

元
 カ
 

す
る
こ
と
は
、
論
理
の
自
己
廃
棄
に
体
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
 ぅ
 。
と
こ
ろ
が
論
理
媒
介
が
そ
う
し
た
自
己
廃
棄
と
い
う
 し
か
 

た
る
直
接
態
を
措
定
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
媒
介
の
 
一
 様
式
な
の
だ
と
い
う
主
張
を
、
元
来
弁
証
法
は
含
む
の
 
で
あ
 

た
る
直
接
 態
は
 、
一
切
の
媒
介
の
自
己
止
揚
で
あ
り
、
 

そ
 の
 意
味
で
媒
介
自
身
に
 よ
 り
媒
介
さ
れ
た
直
接
態
で
あ
 る
と
 

｜
 ゲ
ル
以
来
弁
証
法
家
の
定
式
と
な
っ
て
い
る
。
田
辺
 博
 モ
も
例
外
で
な
く
、
種
の
直
接
性
を
あ
く
ま
で
媒
介
さ
 ね
 た
 

い
 う
 、
基
本
的
要
求
を
掲
げ
る
。
こ
の
要
求
の
徹
底
は
不
 回
避
的
に
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
へ
と
導
く
。
お
よ
そ
一
切
 が
 媒
介
さ
れ
て
あ
ら
ぬ
の
 

 
 
 
 

ば
な
ら
ぬ
以
上
、
媒
介
（
論
理
）
そ
の
も
の
も
ま
た
、
 自
 ら
の
他
者
た
る
直
接
 態
 に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
な
 く
て
は
な
ら
な
い
。
 
さ
 

も
な
い
と
そ
れ
自
身
一
つ
の
無
媒
介
直
接
 態
に
 堕
し
て
し
 ま
う
 こ
と
に
な
ろ
 
う
 。
か
く
て
論
理
は
媒
介
を
絶
対
的
 に
 貫
こ
 う
 と
す
る
ま
さ
 

と
い
う
の
も
周
知
の
如
く
弁
証
法
は
、
何
物
を
も
直
接
 態
 と
し
て
許
容
せ
ず
、
一
切
を
他
に
 よ
 る
 被
 媒
介
の
関
係
 に
お
い
て
把
握
す
る
と
 

騒 



的
 統
一
は
、
そ
れ
に
全
面
的
に
依
存
す
る
。
つ
ま
り
 

種
 族
 共
同
体
は
一
定
の
土
地
を
占
有
し
、
そ
こ
に
お
け
る
 

自
 然
 資
源
を
独
占
的
に
利
 

用
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
立
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
 

う
 じ
た
自
然
条
件
共
有
の
超
世
代
的
指
標
た
る
血
縁
が
 

、
個
 の
 成
員
性
を
先
天
的
に
 

決
定
づ
け
る
。
こ
れ
に
 
よ
 り
種
は
既
往
的
空
間
性
に
固
 
定
 さ
れ
た
排
他
的
自
然
統
一
で
あ
り
な
が
ら
、
個
の
現
存
 

在
 に
と
っ
て
は
倫
理
性
 

と
 自
然
的
 愛
 と
が
そ
こ
に
由
来
す
る
原
初
的
統
合
と
し
て
 

、
基
体
た
る
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
 

先
 程
の
論
理
的
考
察
に
た
 

ち
 帰
る
な
ら
ば
・
特
殊
相
対
と
し
て
の
種
の
統
一
は
 

、
 ぬ
め
 根
源
的
統
合
の
質
料
に
お
け
る
自
己
 

外
 化
と
し
て
 与
 え
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
 

れ
る
。
類
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
理
念
的
絶
対
性
で
あ
る
 

が
 、
質
料
に
自
己
を
外
化
す
る
と
い
う
し
か
た
で
、
 

自
 己
 否
定
的
に
現
実
世
界
 

の
 相
対
的
統
合
と
し
て
の
種
を
措
定
す
る
。
こ
の
意
味
で
 

種
は
類
の
自
己
否
定
性
に
 
よ
 り
媒
介
さ
れ
た
直
接
態
な
 
の
で
あ
る
。
 

次
に
 種
 と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
個
の
存
在
性
 

格
は
如
何
な
る
も
の
か
。
既
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
如
く
 

、
 個
の
生
存
は
種
に
よ
 

っ
て
先
天
的
に
規
定
さ
れ
る
。
解
釈
学
的
 

境
位
 と
し
て
は
 
、
そ
の
こ
と
は
、
現
存
在
が
血
縁
地
縁
的
統
一
の
既
往
 

的
 空
間
性
の
う
ち
へ
と
 

投
げ
入
れ
ら
れ
た
者
と
し
て
自
己
を
見
出
し
て
い
る
 

状
 況
 、
所
謂
 被
投
性
 と
し
て
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
 

論
理
的
に
根
拠
づ
け
る
 

も
の
は
、
血
と
 
王
 と
の
全
面
的
繋
縛
の
う
ち
に
あ
る
 

個
 の
 既
往
 的
 持
続
性
と
し
て
の
身
体
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
 

身
体
存
在
た
る
こ
と
に
 

お
い
て
、
個
は
種
の
限
定
拘
束
 

下
 に
ひ
き
渡
さ
れ
て
あ
る
 
者
と
し
て
自
己
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
身
体
 

は
 種
の
質
料
的
基
体
性
 

哲
 
0
 個
に
お
け
る
対
自
化
と
看
 
徴
 さ
れ
る
。
身
体
の
宿
 

@
2
-
 

す
 根
本
性
向
と
し
て
の
所
謂
 
我
性
は
、
 種
の
排
他
的
 利
 己
 性
の
対
自
化
さ
れ
た
も
の
 

学
 

ぬ
に
 外
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
積
極
的
に
個
の
自
由
 

意
志
を
誘
発
し
て
、
 
種
的
 統
一
そ
の
も
の
を
 
纂
奪
 せ
ん
 と
す
る
権
力
意
志
の
形
に
顕
 

古
本
 

  

 
 

理
し
か
し
個
は
決
し
て
一
方
的
に
種
の
限
定
を
蒙
っ
 て
 存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
近
世
観
念
論
哲
学
の
成
果
 

に
 立
脚
す
る
田
辺
博
士
に
と
  

 

橿
 
喘
 
て
 
っ
て
 

個
は
初
め
て
、
個
体
（
 

、
 個
は
本
質
的
に
理
性
存
在
者
で
あ
り
、
白
 

個
的
 主
体
）
と
呼
ば
れ
 

 
 

 
 



全
的
自
覚
を
指
針
と
し
、
最
高
善
の
実
現
を
追
求
す
る
 

道
 徳
 的
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
種
の
直
接
態
を
否
定
転
換
 

し
て
 種
的
 共
同
を
類
的
 

統
合
の
普
遍
的
道
義
性
に
立
脚
せ
し
め
る
と
い
う
、
 

種
 の
 類
化
作
用
と
し
て
特
徴
 
づ
 げ
ら
れ
る
。
種
の
直
接
態
 
な
 否
定
契
機
と
す
る
論
理
 

の
 絶
対
媒
介
性
と
は
、
か
か
る
行
為
の
発
動
に
即
し
て
 

現
 わ
れ
る
類
 種
 個
の
三
者
相
互
媒
介
の
動
性
を
い
り
に
 

外
 な
ら
な
い
。
 
今
 そ
の
 媒
 

今
関
係
を
整
理
し
て
み
る
な
ら
ば
、
類
は
種
の
直
接
 

態
 へ
と
自
己
 
外
 化
し
、
 種
的
 統
一
の
内
に
産
出
さ
れ
た
も
の
 
と
し
て
の
個
の
生
を
有
 

ら
し
め
る
が
、
個
は
個
体
た
る
こ
と
に
お
い
て
直
接
態
 

な
 否
定
し
、
種
を
類
の
も
と
へ
と
高
め
る
。
そ
の
意
味
で
 

個
体
は
 、
 類
の
降
下
と
 

種
の
向
上
と
の
両
方
向
の
転
換
動
力
で
あ
る
。
こ
の
 

転
 換
性
は
 「
基
体
 
即
 主
体
」
の
語
に
よ
っ
て
も
特
徴
 
づ
 げ
ら
 れ
て
い
る
。
こ
の
転
換
 

を
通
し
て
類
は
、
自
己
の
否
定
 
態
 た
る
種
の
直
接
態
 
な
媒
 介
 契
機
と
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
否
定
す
る
と
い
う
、
 

否
 定
の
否
定
す
な
わ
ち
 
絶
 

対
 否
定
の
し
か
た
で
自
ら
を
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

，
 
」
こ
か
ら
田
辺
博
士
は
類
を
絶
対
否
定
的
全
体
性
と
把
握
 

し
 、
そ
の
作
用
性
が
個
 

0
 行
為
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
事
態
を
、
普
遍
の
絶
対
 

否
 定
 的
無
 と
 呼
ぶ
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
類
の
絶
対
否
定
性
の
側
か
ら
見
る
な
 

ら
ば
、
個
体
の
転
換
性
は
そ
の
実
現
の
た
め
の
媒
介
 

と
 し
て
使
役
さ
れ
て
い
 

る
と
い
う
関
係
に
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
「
絶
対
は
こ
れ
（
 

Ⅱ
個
の
主
体
作
用
）
に
於
て
自
己
の
脱
落
を
自
己
に
 

回
 収
し
、
 個
の
主
体
を
通
 

じ
て
自
己
自
身
に
帰
る
の
で
あ
る
。
時
間
の
内
容
と
し
て
 

直
接
に
現
わ
れ
る
種
が
絶
対
の
内
に
於
け
る
絶
対
自
身
 

の
 脱
落
の
途
で
あ
る
と
 

す
れ
ば
、
個
は
絶
対
の
自
己
 
内
 遣
帰
を
表
は
す
」
と
 

ご
ロ
Ⅰ
 

3
 ）
 @
 わ
れ
て
い
る
と
お
り
、
種
の
直
接
態
を
否
定
契
機
と
す
る
 

個
体
の
行
為
は
、
徹
底
 

し
て
理
性
的
、
自
力
的
な
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
 

に
 絶
対
否
定
的
知
の
自
己
実
現
作
用
に
よ
っ
て
 

催
 起
さ
 れ
裏
づ
 げ
ら
れ
て
い
る
 

も
の
と
 担
 え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
当
然
、
行
為
に
お
け
る
 

主
体
は
有
限
微
弱
の
身
で
あ
り
な
が
ら
 

己
 れ
が
真
摯
に
 
行
為
す
る
限
り
、
絶
対
 

 
 

 
 

 
 

こ
れ
を
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
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種
 

7
 

し
 、
必
要
に
応
じ
て
は
そ
の
拡
張
を
は
か
る
の
で
な
く
 て
ほ
 な
ら
な
い
。
 
種
 的
基
体
の
根
本
的
存
在
性
格
は
そ
れ
 散
斑
狂
的
自
同
的
持
続
 
5
 

種
的
 統
一
は
土
地
占
有
恒
 よ
 る
排
他
的
空
間
統
一
と
し
 て
 存
立
を
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
種
族
共
同
体
は
常
に
 既
 得
の
空
間
性
を
固
守
 
(57) 

世界宗教の 

      

「
而
し
て
こ
の
絶
対
自
力
 即
 他
力
の
信
、
即
ち
如
何
な
る
 否
定
的
媒
介
と
し
て
の
歴
史
的
環
境
と
い
 へ
 ど
も
基
体
 即
 主
体
の
実
践
的
な
 

る
 否
定
的
媒
介
に
於
て
、
自
己
の
死
期
生
な
る
転
換
の
媒
 介
に
 化
せ
ら
れ
、
そ
の
統
一
に
於
て
全
体
が
実
現
せ
ら
 れ
る
と
い
ふ
 信
、
は
 

辮
証
 法
の
内
に
そ
れ
を
貫
く
信
に
外
な
ら
な
い
。
若
し
 之
 を
し
も
宗
教
的
信
仰
に
体
な
ら
な
い
と
い
ふ
な
ら
ば
、
 辮
証
 法
的
論
理
と
い
 

へ
 ど
も
宗
教
的
信
仰
と
相
即
す
る
と
い
ふ
 べ
 ぎ
で
あ
ら
 う
  
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
つ
ま
り
種
の
論
理
の
建
設
 難
 に
お
け
る
田
辺
哲
学
を
宗
教
哲
学
と
性
格
づ
け
る
こ
 と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
 

は
で
き
な
い
。
何
故
と
い
う
に
、
こ
こ
で
の
博
士
の
行
信
 的
 自
覚
は
、
到
底
宗
教
固
有
の
領
域
に
触
れ
る
も
の
と
 は
 考
え
ら
れ
ぬ
か
ら
で
 

あ
る
。
そ
の
所
謂
宗
教
的
 信
は
 、
絶
対
媒
介
の
論
理
が
 自
己
の
他
者
と
し
て
非
合
理
的
直
接
態
を
要
請
し
、
し
か
 も
ま
た
、
こ
れ
を
否
定
 

契
機
と
し
て
自
己
の
貫
徹
を
要
請
す
る
と
い
う
、
い
わ
 ば
 絶
対
合
理
主
義
の
含
む
二
重
の
要
請
か
ら
引
き
出
さ
れ
 て
い
る
。
そ
の
意
味
で
 

そ
れ
は
、
理
性
的
自
力
倫
理
の
付
随
者
た
る
に
す
ぎ
な
い
 。
こ
の
点
で
博
士
は
、
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
宗
教
 的
 信
を
根
拠
づ
け
る
と
 

い
う
 ヵ
 ン
ト
主
義
の
立
場
を
未
だ
脱
し
て
い
な
い
と
 言
，
 
え
 よ
 う
 。
し
か
し
種
の
論
理
そ
の
も
の
は
、
そ
の
媒
介
性
 の
 徹
底
に
お
い
て
、
 か
 

か
る
立
場
を
根
底
か
ら
覆
す
必
然
性
を
蔵
し
て
い
た
。
 そ
 の
点
を
次
に
解
明
し
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
 り
、
 後
の
働
悟
道
哲
学
 

に
お
け
る
自
力
倫
理
の
徹
底
否
定
と
し
て
の
他
力
救
済
 &
 
示
教
的
境
地
の
行
信
証
が
・
実
は
種
の
論
理
の
当
然
の
 帰
着
 処
 で
あ
っ
た
事
情
 

群
 
る
、
 明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。
 



性
で
あ
る
。
こ
う
し
た
 
趨
陸
 に
基
づ
い
た
実
践
様
式
が
 
当
然
 個
 に
は
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
種
族
的
伝
統
 

慣
 習
の
保
守
性
が
そ
れ
に
 

外
 な
ら
な
い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
個
体
の
自
由
意
志
の
 

発
動
を
抑
止
す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
が
・
他
面
 

そ
れ
に
従
 う
 限
り
個
の
 

身
体
性
に
お
け
る
自
然
的
生
の
自
同
的
持
続
は
可
能
な
 

の
で
あ
る
。
日
常
的
 
生
 に
お
け
る
個
の
頽
 
落
 態
と
は
・
 そ
 5
 し
た
従
順
性
に
無
自
 

覚
 的
に
浸
り
込
ん
だ
有
り
方
を
い
う
。
そ
こ
で
は
個
が
 

自
己
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
は
既
往
 

的
 身
体
性
に
外
 な
ら
ず
、
 種
的
 統
一
の
 

空
間
性
は
こ
の
自
己
の
持
続
を
保
証
す
る
環
境
世
界
の
有
 

意
味
性
と
し
て
馴
れ
親
し
ま
れ
、
既
存
的
な
も
の
は
 

無
 批
判
肯
定
的
に
実
践
 
様
 

式
 と
し
て
受
容
さ
れ
る
と
い
う
し
か
た
で
、
そ
の
都
度
 

現
前
化
さ
れ
、
か
っ
将
来
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
そ
 

う
あ
 る
も
の
と
予
期
さ
れ
て
 

い
る
。
だ
か
ら
日
常
的
 
主
 に
お
け
る
個
は
時
間
を
過
去
 
か
 ら
 現
在
を
通
っ
て
未
来
へ
と
一
様
に
流
れ
ゆ
く
も
の
と
 

理
解
し
、
そ
の
流
れ
の
 

内
で
「
昨
日
も
、
今
日
も
、
明
日
も
」
自
己
の
自
然
的
 

生
 が
連
続
す
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
 

道
徳
的
実
践
が
基
体
 
即
 主
体
の
転
換
に
徹
す
る
も
の
で
 

あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 
種
 的
基
体
の
克
服
と
い
う
こ
と
が
 
根
本
の
問
題
と
さ
れ
 

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
行
為
に
際
し
て
は
 

個
体
は
自
己
に
固
有
の
時
間
性
と
し
て
の
自
由
全
校
の
 

未
 来
 性
を
種
的
空
間
の
既
 

在
性
 に
自
覚
的
に
対
立
せ
し
め
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
 

既
 在
住
 も
被
投
 の
 原
 偶
然
的
事
実
性
の
限
定
拘
束
力
と
し
て
 

自
覚
化
さ
れ
る
の
で
あ
 

る
 。
だ
か
ら
行
為
に
お
け
る
個
体
は
未
来
と
助
柱
と
の
 

カ
 的
 緊
張
関
係
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
的
行
為
 

が
 現
実
に
な
さ
れ
る
と
 

は
 、
こ
の
緊
張
の
極
、
後
者
の
被
限
定
が
前
者
の
能
 

限
 定
 へ
と
瞬
時
的
に
媒
介
転
換
さ
れ
る
飛
躍
に
お
い
て
、
 

類
 的
 統
合
が
現
成
す
る
こ
 

と
と
理
解
さ
れ
る
。
行
為
転
換
の
時
間
性
は
瞬
間
と
し
て
 

規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
 
故
 道
徳
的
行
為
は
惰
性
 
的
 持
続
の
克
服
と
し
て
 

の
種
的
限
定
の
否
定
転
換
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
時
に
ま
 

た
 そ
こ
に
お
い
て
か
か
る
種
的
限
定
の
全
面
的
支
配
の
 

も
と
に
自
同
的
連
続
を
 

許
さ
れ
て
い
た
個
の
身
体
性
も
ま
た
否
定
転
換
さ
れ
る
 

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
個
に
と
っ
て
道
徳
的
行
為
が
 

死
期
生
の
決
死
 
打
 た
る
 

意
味
を
有
し
、
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
個
体
が
自
己
を
 

失
う
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
自
己
を
得
る
如
き
自
己
 

矛
 盾
的
 存
在
た
ら
ざ
る
を
 

得
な
い
所
以
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
う
し
た
転
換
の
自
力
遂
行
を
追
求
す
る
と
い
 

ぅ
 、
ま
さ
に
そ
の
点
に
道
徳
的
行
為
の
困
難
が
存
す
る
 

と
 言
 わ
 ね
ば
な
る
ま
 

い
 。
 種
 的
基
体
の
排
他
的
相
対
性
に
由
来
す
る
助
柱
 

的
限
 定
は
、
 類
の
普
遍
の
現
成
に
対
す
る
障
碍
と
し
て
、
 

執
 勘
た
 反
転
換
性
を
も
っ
 

て
 個
体
を
拘
束
す
る
。
だ
か
ら
道
徳
的
実
践
に
お
け
る
 

個
 体
は
現
実
に
は
 
瑳
 蹟
を
重
ね
る
。
そ
の
原
因
を
個
体
は
 

自
由
行
為
の
発
動
を
妨
 

げ
る
伝
統
慣
習
の
強
制
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
も
あ
ろ
 

5
 し
 、
よ
り
主
体
的
に
、
既
存
約
束
縛
を
ふ
り
ほ
ど
く
 

こ
 と
の
で
き
ぬ
自
己
の
身
 

体
 存
在
の
「
肉
の
弱
さ
」
と
し
て
意
識
す
る
，
」
と
も
あ
 

ろ
 う
 。
し
か
し
一
層
重
要
な
こ
と
は
、
個
体
自
身
が
道
徳
 

ぬ
 行
為
の
転
換
成
立
を
 

確
信
し
て
い
る
場
合
も
 
、
 実
は
そ
れ
は
自
己
 
斯
蝿
 に
す
 ぎ
 ぬ
の
で
あ
り
、
自
覚
の
徹
底
さ
れ
た
場
合
そ
の
こ
と
が
 

曝
 か
れ
ざ
る
を
得
ぬ
と
 

 
 

い
 5
 点
で
あ
る
。
形
式
的
に
 
@
 え
ば
行
為
転
換
が
自
力
で
 
遂
行
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
に
・
既
に
こ
の
立
場
 

の
 維
持
さ
れ
が
た
い
 
所
 

以
が
 示
唆
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
 

う
 。
何
と
な
れ
 ば
 、
そ
こ
に
は
行
為
転
換
の
前
後
を
通
じ
て
持
続
す
る
 

自
力
の
主
体
と
し
て
の
 

自
己
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
転
換
に
 

お
 げ
る
個
体
の
「
克
則
 
生
 」
と
い
う
あ
り
方
と
根
本
的
に
 
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
 

例
え
ば
道
徳
的
主
体
は
同
胞
愛
を
実
践
す
る
。
さ
し
あ
 

た
り
彼
は
、
そ
う
し
た
行
為
に
よ
っ
て
自
己
が
そ
の
属
す
 

る
 種
族
的
共
同
体
を
 

類
約
普
遍
に
立
脚
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
で
 

あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
同
胞
 

愛
は
種
 的
基
体
の
排
他
 
性
か
ら
「
異
邦
の
者
 
ど
 

も
を
敵
視
し
 
、
 憎
む
べ
し
」
と
い
う
合
法
と
表
裏
一
体
 

を
な
し
て
由
来
す
る
自
然
的
倫
理
性
に
体
な
ら
な
い
の
で
 

あ
っ
て
、
助
柱
的
な
も
 

群
 
の
の
持
続
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
個
体
の
行
 

為
は
何
ら
転
換
で
は
な
く
、
自
己
の
身
体
存
在
に
繋
が
 

る
 種
の
既
存
 的
 限
定
の
同
一
 

ゆ
 
性
的
持
続
で
あ
る
。
何
ら
か
の
 
折
 、
個
体
が
こ
の
，
 
」
と
を
思
い
知
る
に
至
っ
た
と
し
よ
う
。
つ
ま
り
種
族
的
 

同
胞
愛
の
裏
面
た
る
排
他
的
 

 
 

化
す
る
の
を
眼
の
あ
た
り
に
し
た
と
い
 

5
 如
き
場
合
で
 
あ
る
。
彼
の
道
徳
的
確
信
は
 

理
一
挙
に
覆
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
 
に
 自
己
の
為
し
た
一
々
の
同
胞
変
約
行
為
も
所
詮
は
種
 

族
 利
己
性
へ
の
 加
担
 以
外
の
 

種
 
の
 
け
 
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
、
悲
痛
な
思
い
 

、
既
往
的
な
る
も
の
に
よ
り
手
厳
し
く
復
讐
さ
れ
 

 
 

  

論
 
-
"
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は 標 し か 節 理 る る 
" 傍 て る で 性 理 と と 

理 す も に い の 性 こ こ 

論 る 明 美 わ 弁 批 る る 
理 の と 浅 ば 証 判 は で 
性 で 思 理 一 読 の 一 理 四   本性 半が 、る @ 。から 領域 き、 十二 モテ 被制 

@ 的 鯛 イブ 、行為しかも「批判 制 上 でも何 無 制約 背反 律 約 相 
さ に こ 為 音 読 を 対 約 
れ お こ の 遍 に な で 普 
る い で 立 を お す し 遍 者を 的 理性」 は自己て魂 わ 場に徹 理念と 頂 いて のであ 力 えし 、ょ、 

    
おい   

は な 自 前 そ 性 の 近 在 
営 ら 発 車 う の 試 帖 的 
ま な 的 の と 白 み 哲 に 
ね い 生 飯 す 己 が 学 関 

に わ   
と れ を り し の 粋 げ 得 

き 的 悪 り で あ 
り に へ 方 あ る 

言わ と自覚 と 繋縛さ 降込 と の否定 りなが   
る あ と と 白 前 
め る を し ら 以 
で と 重 て の で 

あ い れ 善 排 あ 
ろ う る を 他 る 

。 こ の 希 的 。 

と で 求 相 一 
は あ す 対 体 
よ る る 性 種 
る 。 の を が 

。 そ で 固 類 
倫 れ あ 執 的 
理 は り す 統 
的 畢 な る 合 
， 悔 寛 が と の 自己 悟に 道徳 ら、 いう 

お 的 か こ 杏 
い 生 え と 定 

て体っは は 自て、 に よ 

、 見 積 堕 つ 
こ の の 落 て 

5 既 既 以 有 
し 在 在 外 ら 

た 釣 的 の し 
根 有 限 何 め 
原 在 廷 も ら   
左 券 強 も そ 
処 体 さ な れ 
と が に い の 

し 血 屈 。 現   
て と し 道 戊 
の 上 て 徳 の 

白 と " 的 否 
己 の 堕 行 定 
の 種 落 為 契 
身 的 に は 機 
体 限 加 そ と 

性 定 担 う な 
が に す し る 

は 全 る た べ 
っ 両 罪 あ き 



種
 

前
提
さ
れ
、
行
為
主
体
 忙
隅
 々
「
あ
れ
」
を
為
し
た
こ
 と
に
伴
 う
 全
体
性
の
欠
損
を
告
白
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
 止
揚
的
に
普
遍
へ
と
 帰
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%
 
 的
 身
体
存
在
そ
の
も
の
か
ら
必
然
に
出
来
す
る
。
 故
 に
 批
判
は
主
体
自
身
に
宿
る
根
原
恵
の
摘
発
で
あ
り
、
 窮
極
的
に
は
そ
の
存
在
の
滅
 

の
 
尽
を
迫
る
の
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
 へ
｜
 ゲ
ル
の
場
 合
 「
あ
れ
も
、
こ
れ
も
」
と
い
う
し
か
た
で
全
体
を
包
 
括
す
る
理
性
的
普
遍
の
場
が
㏄
 

"
"
"
 

-
m
u
 

月
 

田
本
 

椅
 
理
性
の
同
一
性
的
全
体
に
帰
 
入
 し
得
る
。
こ
れ
に
 
反
 し
 田
辺
博
士
で
は
、
行
為
の
特
殊
性
は
種
的
限
定
に
 

纏
 綿
 さ
れ
た
行
為
主
体
の
既
往
 

教の哲学 

は
、
 著
し
い
対
照
を
な
す
。
こ
う
し
た
点
を
把
握
し
て
 実
 践
面
 に
お
け
る
理
性
批
判
の
方
向
を
推
し
進
め
た
最
初
 0
 人
は
 、
へ
一
 
ゲ
ル
で
 

あ
っ
た
。
彼
の
「
精
神
現
象
学
」
 

中
 、
理
性
道
徳
 か
 t
f
 
ゐ
 変
 臥
へ
の
移
行
部
で
は
特
に
そ
の
成
果
が
明
確
に
現
わ
れ
 

  

要
点
を
記
す
な
ら
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
道
徳
的
主
体
 
（
良
心
）
が
普
遍
性
の
確
信
に
基
づ
い
て
な
す
行
為
と
い
 え
ど
も
、
内
容
に
お
い
 

て
は
 不
可
避
的
に
特
殊
的
一
面
性
を
帯
び
る
。
そ
こ
で
 実
 践
 理
性
の
立
場
は
・
行
為
を
な
し
た
理
性
と
、
そ
の
 一
 両
性
を
告
め
る
理
性
と
 

に
 自
己
分
裂
を
起
こ
す
。
そ
し
て
前
者
は
普
遍
的
全
体
性
 を
償
 
っ
た
も
の
と
し
て
、
後
者
に
よ
り
 悪
 と
断
ぜ
ら
れ
 る
 。
だ
が
後
者
も
ま
た
 

行
為
も
せ
ず
に
実
は
「
友
行
為
」
と
い
う
一
つ
の
 特
殊
内
容
の
行
為
を
し
な
が
ら
１
１
批
判
を
行
っ
て
い
る
 こ
と
に
お
い
て
偽
善
で
 

あ
り
悪
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
分
裂
を
通
し
て
 双
 方
が
互
い
に
自
ら
の
至
ら
な
さ
を
謙
虚
に
自
認
悔
悟
し
て
 告
白
し
あ
う
こ
と
に
よ
 

り
 、
宥
和
が
も
た
ら
さ
れ
、
理
性
の
全
体
性
が
回
復
さ
れ
 る
 。
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
こ
の
叙
述
を
田
辺
博
士
は
理
性
批
判
の
精
神
 を
 徹
底
す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
、
こ
れ
を
絶
対
 批
判
と
命
名
す
る
。
 

そ
し
て
自
ら
の
倫
理
的
絶
対
合
理
主
義
も
終
に
は
こ
の
 絶
対
批
判
に
行
き
っ
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
、
 

へ
｜
ゲ
 ル
に
範
を
仰
ぐ
こ
と
に
 

よ
っ
て
明
確
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
の
絶
 対
 批
判
の
間
に
は
決
定
的
な
相
違
が
出
て
こ
ざ
る
を
 得
 な
い
こ
と
も
、
指
摘
さ
 

れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
 
件
 ん
の
箇
所
で
既
に
著
し
く
理
性
 二
九
論
へ
の
傾
向
を
強
め
て
い
た
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
・
行
為
を
 芸
術
制
作
性
典
型
化
さ
 

れ
る
如
き
表
現
作
用
と
し
て
 肥
 え
た
。
そ
れ
改
行
為
の
特
 殊
 性
と
は
、
理
性
主
体
が
自
己
を
表
現
す
る
に
際
し
 周
 囲
の
状
況
か
ら
 隅
 々

 蒙
 

っ
た
 制
限
に
す
ぎ
な
い
。
批
判
を
受
け
た
行
為
主
体
は
 、
 か
か
る
外
的
制
限
の
認
知
生
口
口
と
い
う
し
か
た
で
非
を
 

認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
 



順
 す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
田
辺
博
士
 の
 絶
対
批
判
は
 、
己
 れ
の
行
為
す
る
と
こ
ろ
悉
く
特
殊
 相
 対
に
 堕
さ
ざ
る
を
得
な
 

い
と
い
う
実
存
的
現
実
の
自
認
を
主
体
に
突
き
つ
け
る
。
 何
を
や
っ
て
も
志
に
反
し
て
 蹉
 蹟
を
重
ね
る
こ
と
に
し
 か
な
ら
な
い
と
い
う
の
 

が
 、
倫
理
的
生
の
窮
境
と
し
て
露
呈
さ
れ
る
わ
け
で
あ
 る
 ：
こ
こ
に
至
っ
て
類
的
普
遍
は
「
あ
れ
で
も
な
く
・
 こ
 れ
で
も
な
い
」
と
い
う
 

 
 

し
か
た
で
理
性
主
体
の
既
往
 的
生
 の
一
切
を
否
定
す
る
 力
 、
す
な
わ
ち
理
性
主
体
を
七
花
八
裂
の
絶
望
に
追
 い
落
 と
す
絶
対
 無
 と
し
て
 遭
 

遇
さ
れ
る
。
田
辺
哲
学
の
画
期
性
は
、
こ
う
し
た
窮
地
 に
お
け
る
理
性
主
体
が
絶
対
 無
 に
随
順
し
て
自
己
の
既
往
 的
 有
性
の
一
切
を
放
 拠
 

す
る
、
す
な
わ
ち
 我
性
 に
死
す
る
と
い
う
こ
と
に
 よ
 る
 倫
理
的
生
の
自
己
突
破
、
否
定
転
換
を
 、
 身
を
も
っ
て
 証
 示
し
た
と
い
う
点
に
存
 

す
る
。
こ
の
事
態
を
言
明
す
る
の
が
、
す
な
わ
ち
 犠
悔
 の
 概
念
で
あ
る
。
 

だ
か
ら
田
辺
博
士
の
所
謂
 繊
悔
は
 、
は
っ
き
り
と
た
ん
 な
る
悔
恨
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
悔
恨
と
は
倫
理
的
主
体
 

-
6
-
 

が
己
 れ
の
過
去
の
行
 

為
を
内
面
で
残
念
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
 悲
痛
の
度
合
が
如
何
に
高
か
ろ
う
と
も
、
そ
れ
自
体
で
は
 自
力
理
性
の
内
在
性
を
 

突
破
す
る
原
理
た
り
得
な
い
。
こ
れ
に
対
し
 繊
悔
 と
は
 上
述
の
如
 き
 絶
対
批
判
の
窮
ま
り
に
お
い
て
主
体
が
悔
悟
 の
念
 と
と
も
に
既
往
 の
 

自
己
に
つ
い
て
存
在
資
格
な
し
と
自
認
し
、
随
順
的
 自
 己
 放
棄
と
し
て
の
死
の
行
道
を
敢
え
て
す
る
こ
と
で
あ
る
 。
そ
 う
 す
る
こ
と
に
 
ょ
 

り
 、
自
己
の
端
的
な
否
定
者
と
し
て
の
そ
の
意
味
 で
 超
越
的
絶
対
他
力
と
し
て
の
絶
対
無
を
現
成
せ
し
 め
る
。
だ
か
ら
そ
の
 行
 

わ
ざ
 

ず
る
と
こ
ろ
は
 我
 性
の
有
へ
の
執
着
を
滅
し
た
業
と
し
 て
 、
一
転
無
碍
の
自
在
性
を
得
る
。
そ
こ
に
ち
ょ
う
ど
 倫
 理
的
 現
実
を
公
案
と
す
 

る
 悟
道
に
も
 讐
 え
ら
れ
る
、
 
犠
 悔
の
不
可
思
議
転
換
性
 が
あ
る
と
三
口
わ
れ
る
 ハ
 
り
で
あ
る
。
 @
 
し
か
り
 
@
 
し
と
 を
 よ
 り
如
拙
 
い
 
底
 的
に
考
察
す
る
な
ら
 

ば
 、
主
体
に
 
よ
 る
 凰
悔
 行
の
発
端
が
既
に
絶
対
無
へ
の
 随
順
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
 お
り
、
こ
の
 
行
 そ
の
も
 

の
が
も
と
も
と
絶
対
 無
に
よ
 り
 催
 起
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
 も
 こ
そ
絶
対
無
の
超
越
的
転
換
 力
 に
働
か
れ
て
、
無
碍
 自
在
性
へ
の
復
活
が
起
 

 
 

こ
り
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 蛾
 悔
は
決
し
て
主
体
の
行
 為
 と
言
わ
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
主
体
が
絶
対
 無
の
他
力
に
働
か
れ
て
 

行
ぜ
し
め
ら
れ
行
ず
る
絶
対
的
自
己
否
定
と
し
て
の
 宗
 教
 的
行
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
主
体
は
死
・
復
活
と
 い
 う
 絶
対
的
断
絶
転
換
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界 宗教の哲学 

負 カ 
を 遂 
-@  目 l@  "" 丁丁 

提 を 
し 期 

し 

そ て 
ね い 
の た 

徹 侶 
底 傲 
的 に 
に 外 
打 な 
ち ら 
ひ た 
し い 
が 3   
れ し 
る か 
， 」 も 

と 他 
を 面 

  
て 対 
は 他 
じ カ 
め 即 
て 自 

開 力 
か 」 

れ の 
て 行 
ぎ ィ 言 
た の 

も 3% き 

の 地 
で は 

あ あ 
る く ま 

で， 
    

ハ 5 5 ツ 

し 

古 - Ⅰ 

観 
念 
論 

的 
自 

に
 曝
さ
れ
る
 0
 そ
 

こ
う
し
て
今
や
 

実
践
の
否
定
転
換
 

働
き
の
様
式
が
自
 

い
る
点
で
も
、
 
面
 

起
し
て
い
る
の
が
 

し
か
た
で
転
換
を
 

「
絶
対
自
力
 即
他
 

無
は
 、
こ
の
自
力
 

余
儀
な
く
さ
れ
る
 

と
し
て
経
験
さ
れ
 

「
絶
対
自
力
 即
他
 し

て
か
か
る
転
換
を
行
ぜ
し
め
る
 カ
 と
し
て
の
絶
対
 無
は
 す
な
わ
ち
愛
と
し
て
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

無
期
 愛
と
 性
格
 づ
 げ
ら
れ
る
絶
対
無
 さ
 Ⅰ
種
の
論
理
 当
 初
に
お
け
る
絶
対
否
定
的
無
 と
 比
較
し
て
み
よ
う
。
両
者
 と
も
 

構
造
に
現
在
の
統
一
を
与
え
る
類
の
根
源
的
統
合
の
働
 き
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
 そ
の
 

己
の
否
定
 態
 １
１
種
の
直
接
 態
 、
相
対
有
を
介
し
 て
の
所
謂
否
定
の
否
定
と
し
て
の
絶
対
否
定
性
と
把
握
さ
 れ
て
 

者
の
間
に
一
貫
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
両
者
の
現
 成
 に
対
応
す
る
主
体
の
行
信
的
態
度
に
は
、
根
本
的
転
倒
 の
生
 

知
ら
れ
る
。
種
の
論
理
は
当
初
あ
く
ま
で
絶
対
合
理
主
 義
の
立
場
で
あ
り
、
主
体
の
倫
理
的
行
為
が
種
の
類
化
と
 い
，
ヮ
 

成
就
す
る
こ
と
に
 よ
 り
絶
対
否
定
的
全
体
が
現
成
す
る
 も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
 故
 そ
の
作
用
の
超
越
他
力
 ま
、
 

ル
 

力
 」
の
信
の
対
象
と
し
て
、
い
わ
ば
、
自
力
遂
行
の
背
 面
 に
要
請
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
無
 即
愛
の
 絶
対
 

理
性
が
倫
理
的
現
実
に
お
け
る
苦
闘
の
う
ち
で
絶
対
 批
 判
に
 曝
さ
れ
、
か
の
信
念
に
完
全
に
行
き
詰
っ
て
自
己
 断
 滅
を
 

と
こ
ろ
に
端
的
な
超
越
他
力
性
に
お
い
て
現
成
し
、
 

主
 体
の
死
を
生
死
を
超
え
た
生
へ
と
復
活
せ
し
め
る
絶
対
 転
 換
刃
 

る
 。
従
っ
て
絶
対
 無
は
 
「
絶
対
他
力
即
自
力
」
と
し
て
 

行
信
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
立
場
 よ
 り
見
れ
ば
 当
 初
 め
 

力
 」
の
行
信
は
、
実
践
の
否
定
転
換
性
を
理
性
が
な
お
 観
念
的
に
把
握
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
倫
理
行
為
に
そ
れ
 0
 目
 



哲
学
を
繊
悟
道
そ
れ
は
哲
学
的
理
性
の
超
越
的
 否
 定
 転
換
刃
に
働
か
れ
る
こ
と
の
自
覚
と
し
て
、
も
は
や
「
 哲
学
な
ら
ぬ
哲
学
」
 
た
 

方
 を
と
っ
て
き
た
。
そ
れ
 故
 あ
ら
た
め
て
種
の
論
理
の
再
 

る
超
 望
観
 学
 で
あ
る
と
舌
口
わ
れ
る
と
し
て
建
設
す
べ
 

構
成
と
い
う
形
で
問
題
を
と
り
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
 

き
こ
と
を
提
議
す
る
に
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ
 類

種
個
が
 各
々
如
何
な
 

は
 種
の
論
理
に
お
け
る
 

類
種
 個
の
三
者
媒
介
関
係
を
峨
 悔
 転
換
の
自
覚
か
ら
 再
 構
成
す
る
と
い
分
課
題
を
指
し
示
し
て
い
よ
う
。
し
か
し
 此
 小
論
で
は
、
上
述
の
 

五
年
と
い
う
中
断
期
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
絶
対
 批
 判
 、
 俄
 悔
を
種
の
論
理
そ
の
も
の
の
必
然
的
展
開
と
し
 て
 示
そ
う
と
す
る
や
り
 

る
あ
り
方
、
働
き
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
相
即
し
て
 繊
悔
 転
換
の
自
覚
が
成
立
し
て
き
た
の
か
、
既
に
お
 ょ
 そ
の
解
明
は
試
み
ら
れ
 

て
い
る
。
す
な
わ
ち
類
は
無
期
愛
の
超
越
的
転
換
 力
 、
個
 は
死
 
・
復
活
と
い
う
し
か
た
で
転
換
の
媒
介
契
機
と
な
 る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
 

た
だ
種
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
察
す
べ
 き
 点
を
残
し
て
 ぃ
 る
 。
と
い
う
の
も
種
は
自
然
的
生
の
根
源
た
る
直
接
 態
 と
し
て
 繊
悔
 行
の
否
定
 

契
機
と
な
る
わ
け
だ
が
、
 

俄
 悔
の
絶
対
転
換
性
に
基
づ
き
 、
 他
の
二
契
機
の
示
す
転
換
 動
 性
と
相
即
的
に
種
に
も
 ま
た
否
定
転
換
さ
れ
た
 

あ
り
方
と
い
う
も
の
が
、
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
 ず
 だ
か
ら
で
あ
る
。
 

質
料
的
有
の
原
理
に
基
づ
い
て
自
然
的
 主
 に
お
け
る
 個
 0
 社
会
存
在
を
規
定
す
る
種
の
基
体
性
が
、
 

峨
悔
 に
よ
り
 生
 じ
ら
れ
る
の
で
あ
 

る
こ
と
、
 梅
説
 を
要
す
ま
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
 て
繊
悔
が
 個
を
社
会
か
ら
離
脱
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
 を
 意
味
す
る
の
で
は
な
 

い
 。
 織
悔
 は
あ
く
ま
で
具
体
的
行
で
あ
っ
て
・
倫
理
的
 現
 実
に
 よ
 る
媒
介
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
社
会
 的
 実
践
の
性
格
を
固
持
 

す
る
。
そ
こ
で
個
が
 無
即
 愛
の
転
換
 力
 に
働
か
れ
て
 生
 死
を
超
え
た
生
に
復
活
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
場
合
、
 そ
 の
こ
と
が
 行
 的
に
証
さ
 

れ
る
場
と
し
て
の
社
会
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
 れ
は
復
活
せ
る
個
が
絶
対
無
の
超
越
的
 変
 に
対
す
る
感
 謝
 報
恩
と
し
て
の
 愛
他
 

な
 行
証
す
る
社
会
空
間
で
あ
り
、
無
期
愛
の
絶
対
還
相
に
 協
力
奉
仕
せ
ん
と
す
る
個
の
相
対
還
相
と
し
て
の
相
互
 教
化
に
お
い
て
成
り
 丈
 

つ
 空
間
的
連
帯
性
で
あ
る
。
そ
の
有
性
は
絶
対
無
の
空
性
 に
 媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
仮
で
あ
り
、
絶
対
還
相
の
 媒
介
と
し
て
の
方
便
 せ
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問
 う
た
 。
そ
の
主
旨
は
・
 
お
ょ
 そ
理
性
に
 
よ
 る
一
切
の
 自
力
的
試
み
の
 犠
悔
に
 帰
着
せ
ざ
る
を
得
ぬ
所
以
を
明
示
 し
 、
こ
の
認
識
の
上
に
 

㎝
 



「
 
俄
悔
道
 

と
し
て
の
哲
学
」
提
唱
に
際
し
、
田
辺
博
士
に
 

と
っ
て
決
定
的
な
導
き
と
な
っ
た
宗
教
思
想
は
、
親
鸞
 

の
 
他
力
念
仏
門
で
あ
 

群
 っ
た
。
 

俄
悔
 
転
換
の
行
道
の
自
覚
は
、
一
貫
し
て
 

親
 鸞
の
教
え
に
信
頼
す
る
と
い
う
形
で
推
し
進
め
ら
れ
た
 

の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
 

艶
 以
降
博
士
は
急
速
に
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
傾
斜
を
強
め
 

て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
の
必
然
性
を
、
わ
れ
わ
れ
は
困
難
 

な
く
理
解
で
き
る
と
思
う
。
 

 
 

れ
る
限
り
、
前
章
に
お
け
る
種
の
転
換
 

動
 性
に
見
ら
れ
 

る
 
如
く
、
 

俄
 悟
道
は
種
族
 

倫
 

%
 
 
理
の
否
定
転
換
、
社
会
解
放
と
相
即
す
る
の
で
あ
か
ら
田
辺
博
士
は
・
キ
リ
ス
ト
教
を
最
も
歴
史
的
 

 
 

 
 

実
践
と
不
可
分
で
あ
る
。
こ
ら
し
た
社
会
変
革
の
歴
程
 

ぬ
 

史
的
 
動
 性
を
明
確
に
示
し
て
い
る
世
界
宗
教
と
い
え
ば
 

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
こ
こ
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"
 
/
 
Ⅹ
 

界
 と
し
て
の
意
義
を
も
つ
。
種
の
転
換
さ
れ
た
あ
り
方
 と
は
、
こ
れ
に
 

る
 種
の
転
換
 動
 性
が
、
直
接
 態
 ・
方
便
世
界
と
し
て
把
握
 さ
れ
る
。
 直
 

方
便
世
界
の
相
互
教
化
 愛
 他
の
霊
的
協
同
性
へ
と
転
換
 昇
華
さ
れ
る
の
 

種
 の
こ
う
し
た
転
換
 動
性
は
 ・
 繊
 悔
の
宗
教
的
社
会
 革
 新
 と
し
て
の
 

性
を
打
破
し
、
こ
れ
を
超
越
的
 愛
 に
根
底
 づ
 げ
ら
れ
た
 人
類
的
協
同
 へ
 

に
 死
し
て
絶
対
無
の
愛
に
生
死
を
超
え
て
復
活
せ
し
め
ら
 れ
る
個
は
 、
 

に
 参
与
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
の
行
道
を
た
の
ま
ず
反
復
す
 る
 限
り
に
お
 

的
 自
覚
は
、
社
会
革
新
へ
の
参
加
を
離
れ
て
は
あ
り
 得
 な
 Ⅰ
 
ト
と
 舌
ロ
わ
れ
 

外
 な
ら
な
い
。
そ
こ
で
類
の
無
 即
愛
 ・
個
の
死
・
復
活
 に
 対
応
す
 

接
態
 に
お
け
る
血
縁
地
縁
的
共
同
性
が
、
絶
対
 無
 の
 媒
 介
 に
よ
り
 

で
あ
る
。
 

性
格
を
明
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
 働
 偕
行
は
種
族
的
 共
 同
の
排
他
 

と
 媒
介
す
る
と
い
う
建
設
性
を
有
す
る
。
自
己
と
種
族
 と
の
罪
業
 

こ
の
転
換
 力
 へ
の
感
謝
報
恩
と
い
う
し
か
た
で
必
然
に
 @
 
し
の
建
設
 

い
て
、
個
は
宗
教
的
実
存
た
り
得
る
。
そ
の
意
味
で
実
存
 か
り
古
本
数
 

る
の
で
あ
る
。
 





種の論理と世界宗教の 哲学 

宗
教
は
自
然
成
長
的
種
族
宗
教
の
段
階
を
克
服
し
た
 倫
 理
 宗
教
と
し
て
の
特
性
を
明
確
に
備
え
る
に
至
っ
た
と
 言
 ，
え
 
・
 
よ
あ
ノ
ひ
 

無
論
普
遍
 と
種
 と
を
区
別
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
預
言
 者
の
活
動
の
一
面
を
な
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
区
別
 さ
れ
引
き
離
さ
れ
た
 

両
者
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
に
生
涯
を
捧
げ
た
と
い
う
 点
 

し
か
な
い
。
し
か
し
苦
言
口
を
呈
し
困
難
な
道
を
説
く
者
に
 

む
し
ろ
預
言
者
的
実
存
の
本
領
は
認
め
ら
れ
る
 

、
 民
が
素
直
に
耳
を
傾
げ
る
は
ず
も
な
い
。
和
解
の
成
 立
 ど
こ
ろ
か
 預
 舌
口
者
 
自
 

で
あ
ろ
う
。
種
族
の
既
 

-
7
 
）
 

在
 的
状
況
が
罪
悪
で
あ
る
以
上
、
預
言
者
 は
 展
人
に
悔
 改
め
を
勧
め
、
神
の
恩
寵
を
期
待
す
る
と
い
う
し
か
た
で
 双
方
の
宥
和
を
は
か
る
 

身
 、
民
に
忌
避
さ
れ
孤
絶
の
境
に
追
い
込
ま
れ
る
。
 預
吾
 
一
口
者
的
実
存
に
固
有
の
悲
劇
性
と
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
 

こ
 う
し
た
境
遇
の
中
で
彼
 

が
な
お
 民
 と
の
連
帯
と
神
の
召
命
と
の
双
方
に
対
し
 誠
 

こ
う
し
た
 エ
 レ
ミ
ヤ
、
第
二
イ
ザ
ヤ
と
い
う
発
展
の
延
長
 

実
 た
ら
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
種
族
の
罪
を
一
身
に
ひ
 

線
上
に
 イ
ヱ
ス
 の
実
存
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
 

ぎ
 受
 け
 、
自
ら
率
先
し
 

前
 二
者
は
預
言
者
で
 

て
 神
の
前
に
 戯
 悔
を
行
じ
、
種
族
の
た
め
と
り
な
し
を
は
 か
る
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
預
言
者
的
実
存
の
自
覚
の
徹
 底
 が
連
帯
 戯
悔
賄
 罪
の
 

行
 に
体
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
 を
 明
確
に
証
し
た
預
言
ロ
者
と
し
て
、
田
辺
博
士
は
 
ェ
レ
、
、
、
 

ヤ
を
 評
価
す
る
。
彼
が
 

さ
な
が
ら
死
人
の
生
を
生
き
た
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
、
 そ
 し
て
そ
の
自
覚
の
根
本
が
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
と
い
う
種
族
 の
 悲
運
に
あ
た
っ
て
 自
 

ら
 首
に
擁
を
負
っ
た
と
い
う
行
為
に
象
徴
さ
れ
る
徹
底
 し
た
連
帯
 俄
悔
 で
あ
っ
た
点
に
、
博
士
は
自
ら
の
 俄
 悟
道
 と
 軌
を
一
に
す
る
も
の
 

を
 見
出
す
の
で
あ
る
 0
 こ
の
 エ
 レ
ミ
ヤ
の
自
覚
は
、
第
一
 
一
イ
ザ
ヤ
に
受
け
継
が
れ
る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
神
の
側
 か
ら
の
恩
寵
に
よ
る
 救
 

済
 と
い
う
観
念
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
事
業
の
 た
め
に
用
い
ら
れ
て
種
族
を
代
表
し
て
 繊
悔
婿
罪
 を
行
 ず
 る
 「
神
の
悩
め
る
 
僕
 」
 

と
い
う
実
存
把
握
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
預
言
者
 絢
実
存
の
自
覚
態
の
頂
点
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

あ
り
、
イ
エ
ス
は
世
界
宗
教
の
師
主
で
あ
る
。
彼
の
実
 存
は
 、
上
述
の
如
く
「
神
の
悩
め
る
 僕
 」
を
も
っ
て
一
応
 の
 完
成
に
達
し
た
預
 @
 

音
的
実
存
を
克
服
す
る
と
い
う
性
格
に
お
い
て
理
解
さ
 れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
如
何
な
る
点
に
認
め
ら
れ
 
る
か
。
論
理
的
に
言
え
 

ば
、
 既
に
田
辺
博
士
自
身
明
に
し
た
よ
う
に
・
個
が
 蛾
 悔
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
実
は
超
越
的
他
力
に
よ
 り
催
 起
さ
れ
て
い
る
の
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る
わ
け
で
あ
る
。
 

し
か
し
田
辺
博
士
の
論
理
的
把
握
が
そ
う
で
あ
る
に
せ
 よ
 、
実
際
に
お
い
て
イ
ェ
ス
の
説
い
た
神
の
国
が
・
黙
示
 文
学
的
終
末
観
の
伝
 

統
 に
規
定
さ
れ
た
超
現
世
的
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
 と
も
否
定
で
き
な
い
。
終
末
観
が
神
話
的
宇
宙
表
象
に
と
 ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
 

神
の
国
が
上
述
の
如
き
実
存
的
意
義
を
も
つ
と
 は
 言
う
 ナ
 
」
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
田
辺
博
士
は
・
終
末
観
を
宗
 
教
 的
実
存
の
自
覚
へ
と
 

媒
介
す
る
可
能
性
を
 ィ
ヱ
ス
 の
福
音
そ
の
も
の
の
内
に
立
 証
す
る
と
い
う
課
題
、
換
言
す
れ
ば
 ィ
ヱ
ス
 に
お
け
る
 終
末
観
の
非
神
話
化
を
 

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
絶
対
が
相
対
を
あ
く
ま
で
媒
介
 

と
し
て
用
い
、
そ
の
根
原
票
 
に
 纏
綿
さ
れ
た
あ
り
方
を
 
新
し
い
生
へ
と
復
活
 
せ
 
8
 

し
め
る
と
い
う
働
き
に
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 戯
 聴
は
転
換
救
済
の
意
味
を
も
ち
得
た
の
で
あ
っ
た
。
 

預
言
者
の
場
合
、
未
だ
の
 

 
 

こ
の
 俄
 悔
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
自
覚
に
徹
す
る
も
、
、
、
、
、
、
、
 

の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
絶
対
が
義
の
神
と
し
て
 

直
 接
的
 有
性
に
お
い
て
 
相
 

対
 に
対
時
し
て
い
る
限
り
、
相
対
は
そ
の
前
で
 

俄
悔
を
 自
力
主
体
的
に
行
な
 
う
外
 な
い
の
で
あ
る
。
 
俄
悔
 が
そ
の
 超
越
的
転
換
性
に
お
い
 

神
の
普
遍
的
 義
 と
し
て
の
性
格
は
、
類
 
約
愛
 へ
と
止
揚
 

れ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
神
の
本
質
を
そ
の
よ
 

う
 

て
 真
に
自
覚
さ
れ
る
た
め
に
は
、
絶
対
は
自
己
否
定
的
に
 

さ
れ
る
。
彼
の
説
く
神
の
国
の
福
音
に
お
け
る
 

悔
 改
め
と
 

真
の
絶
対
性
に
徹
す
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
愛
の
絶
 

な
も
の
と
し
て
知
る
実
存
形
態
こ
そ
・
イ
ェ
ス
な
の
で
 

あ
る
。
彼
に
お
い
て
、
 

対
 無
性
と
し
て
信
じ
ら
 

は
、
 神
の
超
越
的
 
愛
に
 

よ
 り
 催
 起
さ
れ
る
 俄
 悔
の
謂
で
あ
っ
て
 
、
 「
そ
の
神
の
愛
 
の
 絶
対
転
換
が
絶
望
的
な
る
自
己
を
赦
罪
救
済
す
る
 

超
 越
 性
を
讃
仰
し
感
謝
し
、
 

も
っ
て
神
へ
の
愛
を
懐
く
と
同
時
に
、
そ
れ
を
表
現
し
報
 

思
 す
る
た
め
に
、
必
然
神
に
協
力
し
て
・
他
の
人
間
に
 

対
す
る
神
の
愛
に
参
加
 

す
る
。
隣
人
愛
こ
れ
で
あ
る
。
か
く
て
神
の
愛
と
神
へ
 

の
愛
と
 、
し
か
し
て
こ
の
隣
人
愛
と
が
、
私
の
い
は
 

ゆ
 る
 愛
の
三
一
性
を
形
 
造
 

る
 。
こ
れ
が
神
の
国
の
原
理
に
体
な
ら
な
い
。
」
と
言
わ
（
 

8
 ）
 

れ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
 
俄
悔
行
 に
お
け
る
転
換
 
救
済
の
積
極
面
と
し
て
 

前
に
還
相
の
語
で
表
現
さ
れ
た
も
の
が
、
今
や
イ
ェ
ス
 

の
 福
音
に
お
け
る
神
の
国
の
建
設
原
理
と
し
て
の
愛
の
一
一
 

三
性
に
一
層
具
体
的
な
 

形
を
見
出
し
て
い
る
の
を
知
る
。
神
の
国
は
復
活
せ
る
 

個
 の
麦
地
絢
実
践
に
よ
り
 
う
 ち
立
て
ら
れ
る
方
便
世
界
的
 

協
同
と
し
て
理
解
さ
れ
 



 
 

 
 

 
 

（
 
q
.
 

）
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

解
す
る
試
み
を
一
応
考
察
し
 

6
9
 

弁
証
す
る
と
い
う
課
題
に
直
面
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

イ
ェ
ス
は
神
の
国
が
き
わ
め
て
近
い
将
来
に
接
近
し
て
い
 る
こ
と
を
説
い
た
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
 、
 神
の
国
の
 発
端
は
既
に
兆
し
て
 

い
る
と
い
う
認
識
が
彼
に
お
い
て
は
支
配
的
で
あ
る
。
 ，
 
」
の
点
で
彼
は
 、
 神
の
国
を
た
ん
に
予
言
し
た
古
の
預
 @
 者
 と
は
も
ち
ろ
ん
、
 そ
 

れ
を
近
い
将
来
の
も
の
と
し
て
準
備
し
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
 と
も
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
田
辺
博
士
は
 、
イ
ェ
ス
が
 繊
悔
行
の
 

超
越
的
転
換
性
を
如
実
性
感
得
し
て
い
た
こ
と
の
必
然
的
 帰
結
で
あ
り
・
ま
た
そ
の
証
左
で
も
あ
る
と
理
解
す
る
 0
 と
い
う
の
も
、
 繊
悔
 

が
 本
質
的
に
絶
対
の
側
か
ら
の
恩
寵
に
 よ
 り
 催
 起
さ
れ
 る
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
が
行
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
 お
い
て
既
に
神
の
救
済
 

事
業
の
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
確
な
の
で
な
く
て
 は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
実
存
イ
エ
ス
に
と
っ
て
 、
神
 の
国
が
既
に
力
強
く
 地
 

上
に
侵
入
し
つ
つ
あ
る
と
の
信
は
不
動
の
も
の
だ
っ
た
 の
で
あ
る
。
彼
の
福
音
は
、
あ
く
ま
で
 俄
悔
 転
換
を
条
件
 と
す
る
未
来
的
な
神
の
 

国
が
既
に
兆
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
未
来
期
既
存
の
不
 思
議
を
身
を
も
っ
て
証
す
る
こ
と
に
極
っ
た
の
で
あ
る
 と
 言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
 

彼
は
自
ら
 繊
悔
 転
換
を
不
断
に
行
じ
て
み
せ
る
こ
と
に
 よ
り
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
超
越
的
恩
寵
の
転
換
刃
へ
と
 人
々
を
覚
醒
せ
し
め
る
 

こ
と
に
身
を
捧
げ
た
。
そ
れ
 故
 イ
エ
ス
の
出
現
は
、
各
人
 の
 実
存
を
神
の
国
の
既
存
と
未
来
と
い
う
両
面
か
ら
 規
 定
 さ
れ
た
革
命
的
中
間
 

特
性
の
只
中
に
投
げ
込
ん
だ
の
で
あ
り
、
実
存
に
と
っ
て
 は
 一
刻
一
刻
が
・
彼
に
な
ら
っ
て
 繊
悔
 転
換
を
行
ず
る
 か
 否
か
と
い
う
逃
れ
よ
 

騨
ぅ
 の
な
い
二
者
択
一
の
試
練
た
る
意
味
を
も
つ
。
 ，
 
」
 ぅ
 し
た
時
間
把
握
の
内
で
、
終
末
観
の
本
質
た
る
現
世
 否
定
性
は
繊
 悔
 行
の
瞬
時
性
 

ゆ
 
へ
と
媒
介
さ
れ
、
そ
れ
の
死
の
行
道
と
し
て
の
否
定
 的
 側
面
を
明
確
に
自
覚
せ
し
め
る
も
の
と
な
る
。
か
く
 し
て
終
末
は
「
我
々
の
現
存
 



注
 

（
 
1
 ）
「
種
の
論
理
」
に
関
す
る
諸
論
文
と
は
、
筑
摩
書
房
刊
「
 田
辺
元
全
集
」
第
六
、
七
巻
に
大
島
康
正
教
授
の
解
説
を
付
し
 て
 収
め
ら
れ
て
い
る
 諸
 

論
文
を
い
う
。
そ
れ
ら
の
発
表
時
期
は
一
九
三
二
 ｜
 一
九
四
一
 年
 で
あ
る
が
、
た
だ
一
篇
だ
け
 俄
 恒
道
哲
学
の
提
唱
後
に
も
、
 

種
の
論
理
の
再
 構
 

成
 と
い
う
課
題
と
正
面
か
ら
取
り
組
む
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
 る
 。
「
種
の
論
理
の
實
 
践
的
 構
造
」
（
一
九
四
六
年
）
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
さ
ら
に
 訂
 

正
 補
筆
さ
れ
、
「
種
の
論
理
の
癖
話
法
」
と
改
題
さ
れ
て
、
 

翌
一
 九
四
七
年
に
単
行
本
に
な
っ
て
い
る
。
 

（
 
2
 ）
田
辺
博
士
自
身
は
、
身
体
性
の
こ
う
し
た
意
味
を
特
に
正
 面
か
ら
と
り
上
げ
て
論
じ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
詳
細
な
 解
明
は
、
な
お
わ
れ
わ
 

れ
 自
身
の
考
察
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
既
に
武
 
内
義
範
教
授
は
「
 数
 行
信
讃
の
哲
学
」
（
一
九
四
一
年
初
版
）
 

中
で
、
身
体
の
種
 

的
 基
体
性
に
着
眼
さ
れ
、
以
降
身
体
性
に
つ
い
て
の
宗
教
哲
学
 的
 究
明
を
進
め
て
こ
ら
れ
て
い
る
。
武
内
義
範
「
執
行
信
 譚
の
 哲
学
」
（
弘
文
章
）
 

五
八
 ｜
 六
四
頁
参
照
。
 

（
 
3
 ）
田
辺
元
「
種
の
論
理
と
世
界
図
式
」
（
全
集
第
六
巻
）
 

二
 一
二
頁
 

（
 
4
 ）
司
書
 

二
 二
二
頁
 

（
 
5
 ）
 ヱ
 0
%
 
匹
 ，
 巾
ゴ
畔
臣
 
0
 日
の
 コ
 0
-
0
m
 
は
ロ
 の
の
の
の
 ガ
 （
の
の
，
 

ロ
の
 
Ⅱ
の
の
ぎ
の
Ⅱ
の
 
匹
ヴ
降
 
的
の
韻
ず
の
の
の
 
臼
ム
 ・
（
の
・
）
し
が
の
の
の
 

毛
 ）
の
の
 

0
 コ
 "
 年
 pO
 の
 
0
 オ
の
コ
 

の
 

の
の
の
（
の
・
年
が
㏄
め
の
の
の
 

目
コ
コ
 の
の
 
-
 
コ
 0 メ
ト
 

0
 Ⅰ
 
い
 
り
 p
 
甘
 ヒコ
 
幅
 ・
（
 ン
ト
 
の
 
ユ
 の
 
む
 づ
 0
 コ
局
 匹
ガ
目
臼
お
 ～
）
の
・
柱
の
由
 

（
 
6
 ）
田
辺
博
士
の
繊
 悔
 概
念
に
つ
い
て
は
、
全
集
第
九
巻
に
 付
 さ
れ
た
武
内
義
範
教
授
の
解
説
 中
 ・
 五
 0
 四
 １
玉
 0
 セ
 頁
を
参
 照
 。
 

（
 
7
 ）
関
根
正
雄
「
イ
ス
ラ
エ
ル
宗
教
文
化
史
」
（
岩
波
全
書
）
 

第
 四
章
「
預
言
者
」
就
中
一
五
八
頁
参
照
。
 

（
 
8
 ）
田
辺
元
「
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
 証
 」
（
全
集
第
十
巻
）
 
一
 
0
 セ
頁
 

（
 
9
 ）
司
書
 

一
 0 八
頁
 

た
 。
ま
だ
問
題
は
多
く
残
る
の
で
あ
り
、
特
に
種
族
的
 倫
 理
の
克
服
と
い
う
観
点
か
ら
、
律
法
と
福
音
と
の
関
係
 

 
 

と
 な
ろ
 う
 。
「
キ
リ
ス
ト
教
の
辮
 
証
 」
は
怠
り
な
く
こ
れ
 と
 取
り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
同
じ
問
題
を
 
「
律
法
と
愛
」
と
い
う
 

)
 

 
 
 
 
 
 

形
で
自
覚
化
し
た
パ
ウ
ロ
の
 イ
ヱ
ス
 に
対
す
る
関
係
に
 
ま
で
説
き
及
ん
で
い
ろ
。
だ
が
小
論
は
も
は
や
そ
こ
ま
で
 立
ち
入
る
余
裕
を
も
た
 

な
い
。
種
の
論
理
が
 俄
 悟
道
を
介
し
て
世
界
宗
教
建
設
の
 哲
学
と
な
り
得
た
過
程
を
大
雑
把
に
辿
っ
た
こ
と
を
も
 っ
て
、
今
は
ひ
と
ま
ず
 

筆
を
 摘
 こ
 う
と
思
 5
 。
 



 
 

た
 つ
ほ
ど
類
似
点
の
な
い
も
の
が
他
に
あ
り
 

ぅ
る
 だ
ろ
う
 
か
 。
演
劇
に
は
、
 

舞
 

台
 、
役
者
、
昂
揚
し
た
雰
囲
気
、
観
客
、
連
続
し
た
 

演
 技
 、
大
勢
の
人
々
が
い
る
と
い
う
感
じ
、
ど
 

う
 ら
ん
を
 
塗
 っ
た
 
役
者
た
ち
の
大
声
 

 
 

劇
な
ど
が
必
ず
っ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 

反
 省
 と
は
、
人
間
が
ひ
と
り
静
か
な
状
態
で
行
な
 

う
 も
の
 の
ひ
と
っ
な
の
で
あ
る
。
 

報
 
し
か
し
こ
の
食
い
違
い
を
な
く
す
た
め
に
人
類
学
 

者
が
と
る
方
向
は
、
単
一
の
人
間
の
反
省
で
は
な
く
、
 

複
数
の
人
間
が
集
合
的
に
行
 

 
 

な
り
共
同
体
な
り
が
自
ら
を
描
写
し
理
解
し
そ
れ
に
 

準
 じ
て
行
動
し
ょ
う
と
す
る
そ
 

 
 

か
の
方
法
す
な
わ
ち
集
合
的
反
省
作
用
と
表
現
し
た
方
 

が
よ
 い
か
も
し
れ
な
い
。
集
合
的
反
省
作
用
は
本
質
的
 

に
 （
思
索
で
は
な
く
）
具
体
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特
別
寄
稿
 

儀
礼
Ⅰ
カ
ー
ニ
バ
ル
Ⅰ
 

演
｜
リ
 

ミ
ナ
ル
か
ら
り
ミ
ノ
 

 
 

ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
 

W
.
 

タ
ー
ナ
ー
 



あ
る
。
儀
礼
と
表
現
的
な
芸
術
に
の
み
境
界
性
が
顕
 わ
 れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
科
学
的
仮
説
や
実
験
あ
る
い
 は
 哲
学
的
思
索
で
す
ら
 

ま
た
遊
び
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
 科
 学
的
法
則
や
枠
組
は
、
幻
想
の
な
か
で
 つ
 ぎ
 つ
 ぎ
と
 生
 れ
 出
る
他
の
領
域
の
遊
 

び
と
比
べ
れ
ば
、
よ
り
精
密
な
も
の
で
あ
る
し
、
日
常
的
 な
 「
直
説
法
的
」
現
実
と
の
関
係
も
、
よ
り
一
層
明
確
 で
は
あ
る
。
 

境
界
性
と
は
 べ
 ル
ギ
ー
生
れ
の
民
俗
学
者
ヴ
ァ
 ソ
 ・
 ジ
 ヱ
 ネ
ッ
プ
が
用
い
た
用
語
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
通
過
儀
礼
の
 第
二
段
階
を
意
味
す
 

る
 。
彼
は
通
過
儀
礼
を
二
種
類
に
分
類
し
た
。
ひ
と
つ
は
 誕
生
、
成
人
、
結
婚
、
死
と
い
っ
た
人
生
危
機
に
行
わ
 れ
る
儀
礼
で
あ
り
・
 い
 

ま
ひ
と
っ
は
年
が
変
わ
る
重
要
な
時
点
と
か
、
社
会
全
体
 に
関
す
る
大
き
な
変
化
す
な
わ
ち
戦
争
と
か
伝
染
病
の
 流
行
、
と
い
っ
た
集
団
 

的
 危
機
の
時
点
で
行
わ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
。
前
者
は
主
 に
 外
部
か
ら
は
隠
さ
れ
た
秘
密
の
場
所
で
個
人
個
人
に
 
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
 

で
、
地
位
上
昇
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
お
お
い
。
 と
 こ
ろ
が
後
者
は
個
人
で
は
な
く
集
団
に
対
し
て
行
わ
れ
 る
 儀
礼
で
、
秘
密
性
で
 

ほ
 な
く
公
開
性
を
そ
の
特
徴
と
し
、
身
分
の
転
換
と
か
 逆
 転
 あ
る
い
は
時
に
は
日
常
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
混
乱
さ
え
 表
現
す
る
こ
と
も
少
な
 

く
な
い
。
 

@% 

文字 集合       
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ね
め
 と
 %
 宴
 が
あ
る
。
さ
ら
に
近
代
初
期
社
会
に
は
 

ヵ
 ｜
 ニ
バ
ル
 
と
 演
劇
が
、
電
子
技
術
の
進
ん
だ
社
会
に
は
 

映
画
と
テ
レ
ビ
が
そ
の
役
割
㏄
 

7
3
 

儀
を
果
し
て
い
る
。
 

 
 

・
単
純
社
会
に
は
儀
礼
な
い
し
神
聖
な
る
集
会
が
あ
り
 

  

  

ノ
ン
 

間
 ・
時
間
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
（
仮
定
法
的
）
 空
 間
 ・
時
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
の
主
要
な
変
化
な
い
し
 成
長
に
際
し
て
重
要
な
役
割
 

私
が
現
在
と
り
わ
け
興
味
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
後
者
 0
 集
団
儀
礼
に
み
ら
れ
る
「
身
分
逆
転
」
の
儀
礼
で
あ
る
 

「
身
分
逆
転
」
と
 

い
 う
 呼
称
の
由
来
は
 、
 暦
の
上
で
の
主
要
な
変
化
の
時
機
 に
 行
わ
れ
る
儀
礼
に
は
通
常
の
社
会
的
地
位
が
逆
転
す
 る
こ
と
が
お
お
く
の
 文
 

化
で
み
ら
れ
る
、
と
い
う
事
実
に
 よ
 る
の
で
あ
る
。
 た
 と
え
ば
貧
者
が
富
者
の
よ
う
に
、
富
者
が
貧
者
の
よ
う
に
 振
舞
 5
 。
王
侯
貴
族
が
 

早
 め
ら
れ
、
平
民
が
支
配
の
印
を
身
に
つ
げ
る
。
た
だ
 し
こ
の
よ
う
な
儀
礼
上
の
逆
転
の
背
景
に
は
、
そ
れ
を
 一
 部
 と
す
る
よ
り
大
き
な
 

筋
書
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
 そ
 れ
る
の
集
団
的
儀
礼
の
な
か
に
社
会
が
自
ら
を
批
評
し
 批
判
す
る
方
法
が
内
在
 

し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
誕
生
，
成
長
・
 死
 ・
再
生
と
い
う
直
線
的
不
可
逆
的
発
展
と
い
う
 シ
ン
 ボ
リ
ズ
ム
は
顕
著
で
は
 

メ
タ
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
 

な
い
。
む
し
ろ
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
る
の
は
、
超
高
圧
 
胴
 
す
な
わ
ち
儀
礼
参
加
者
お
よ
び
観
客
に
あ
る
種
の
行
動
 を
 可
能
に
さ
せ
る
 よ
う
 

な
 表
象
と
表
現
の
体
系
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
体
系
に
 よ
っ
て
儀
礼
参
加
者
や
観
客
は
、
い
か
に
自
分
た
ち
が
 自
 ら
の
理
念
的
諸
規
準
か
 

ら
か
け
離
れ
て
い
る
か
あ
る
 ぃ
は
 そ
れ
ら
を
侵
犯
し
て
 い
る
か
を
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
し
、
ま
た
急
激
な
社
会
 変
化
の
も
と
で
の
同
種
 

の
 儀
礼
で
ほ
、
そ
れ
ら
の
理
念
そ
の
も
の
を
問
い
質
す
 ，
 
」
と
さ
え
可
能
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

演
さ
て
こ
こ
で
以
下
に
お
け
る
私
の
議
論
の
ポ
イ
ン
 

劇
 
あ
り
ふ
れ
た
空
間
が
利
用
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
場
所
、
、
、
、
、
、
、
 

広
場
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
お
お
い
。
そ
れ
ほ
秘
密
の
場
 

ゑ
開
 性
 を
も
っ
超
社
会
的
儀
礼
に
は
必
ず
公
開
的
境
界
 

 
 

所
で
行
わ
れ
る
行
事
で
は
な
い
。
日
常
生
活
で
用
い
る
 街
 

性
 が
関
連
し
て
く
る
。
そ
の
種
の
儀
礼
は
 、
 村
と
か
町
の
 

ま
り
現
実
的
な
直
説
法
的
空
 

路
 と
か
広
場
と
い
っ
た
 

誰
で
も
の
目
に
つ
く
 



お 行 ま こ る の る あ と 

社
会
自
体
が
自
ら
を
検
証
し
ょ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
 そ
 0
 社
会
の
一
部
を
取
り
出
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 そ
 の
場
合
に
は
ま
ず
 ひ
 

つ
の
枠
組
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
取
り
 出
さ
れ
た
部
分
の
イ
メ
ー
ジ
と
か
象
徴
と
か
を
吟
味
し
 た
り
評
価
し
た
り
、
 

る
い
は
必
要
と
あ
ら
ば
再
構
築
な
い
し
再
編
成
す
る
こ
と
 が
 可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
儀
礼
に
お
い
て
は
そ
 う
し
 た
 枠
組
の
内
側
に
あ
 

も
の
が
「
神
聖
な
る
も
の
」
、
外
側
に
あ
る
も
の
が
「
 俗
 な
る
も
の
」
、
「
日
常
的
な
る
も
の
」
と
さ
れ
る
こ
と
が
 
お
お
い
。
 

枠
組
の
設
定
と
は
領
域
を
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 聖
化
さ
れ
た
空
間
に
は
境
が
あ
る
。
寺
院
の
場
合
に
は
 そ
れ
は
恒
久
的
な
も
 

で
あ
る
し
、
中
央
ア
フ
リ
カ
の
場
ム
ロ
に
は
そ
の
時
々
に
 
よ
 っ
て
境
界
が
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
枠
組
設
定
に
は
時
間
 も
ま
た
関
係
し
て
く
 

。
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ュ
ネ
ッ
プ
の
指
摘
の
通
り
、
儀
礼
に
は
 始
め
、
中
間
・
終
り
が
明
確
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
音
響
 効
果
が
用
い
ら
れ
る
 

と
も
お
お
い
。
鈴
の
音
、
叫
び
声
、
歌
声
、
打
楽
器
の
立
 
日
な
ど
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
神
聖
時
間
と
世
俗
時
間
は
劇
 
的
に
区
別
さ
れ
る
。
 

た
儀
礼
に
は
踊
り
、
身
振
り
、
 歌
 、
物
真
似
な
ど
が
つ
き
 も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
 感
 寛
 が
喚
起
さ
れ
象
徴
 

為
や
事
物
が
す
べ
て
の
感
覚
コ
ー
ド
に
感
応
す
る
の
で
 あ
る
。
 

ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
出
現
以
来
、
西
洋
で
は
儀
礼
の
 も
つ
厳
粛
 さ
 、
厳
格
さ
が
著
る
し
く
強
調
さ
れ
が
ち
で
あ
 る
 。
し
か
し
世
界
の
 

お
く
の
儀
礼
で
は
・
い
ま
で
も
、
祝
祭
的
、
歓
喜
的
、
 遊
 興
的
 部
分
が
必
ず
付
随
し
て
い
る
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
が
「
 遊
び
」
と
呼
ん
だ
も
 

  
一 

私
自
身
、
こ
う
し
た
表
現
に
は
粗
雑
で
単
純
化
に
過
ぎ
 

6
 点
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
社
会
過
程
 

と
表
現
的
行
動
様
式
 
4
 

と
の
関
連
性
に
つ
い
て
の
考
察
の
第
一
歩
を
行
な
お
 

う
と
 
す
る
に
は
、
ま
ず
大
胆
な
一
歩
か
ら
始
め
そ
の
の
ち
 

細
 部
を
埋
め
る
よ
 
う
 に
し
の
 

て
い
く
こ
と
が
・
お
そ
ら
く
最
善
の
方
法
で
あ
ろ
う
と
 

思
 う
の
で
あ
る
。
 



か
る
よ
う
な
大
規
模
な
公
開
的
祝
祭
で
あ
る
。
こ
の
種
 
の
 儀
礼
は
し
ば
し
ば
風
刺
的
喜
劇
的
性
格
を
持
っ
て
 

い
 る
 。
さ
ら
に
そ
れ
は
す
べ
て
 

廿
の
人
間
は
基
本
的
に
は
平
等
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 

強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
線
の
も
と
に
 

身
分
の
逆
転
と
日
常
で
ほ
 
下
 

儲
位
の
人
間
が
逆
に
頂
点
と
な
る
よ
う
な
役
割
階
梯
が
 
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
規
範
的
で
直
説
法
的
 

な
 階
梯
制
約
権
力
、
富
、
 
権
 
75  (75) 

 
 

ほ
 な
く
、
公
共
的
関
心
事
が
境
界
的
関
心
と
い
う
 

レ
ソ
 
ズ
を
 通
し
て
浮
彫
り
に
さ
れ
 

 
 

の
が
 。
複
雑
な
形
式
で
厳
粛
さ
と
相
互
に
作
用
し
あ
っ
て
 い
ろ
。
固
定
さ
れ
定
型
化
さ
れ
た
一
連
の
象
徴
的
行
動
 が
 存
在
す
る
一
方
、
同
 

時
に
、
即
興
性
に
委
ね
ら
れ
る
べ
 き
 部
分
が
儀
礼
に
は
 存
在
す
る
。
文
化
史
的
観
点
 よ
 り
考
え
る
な
ら
ば
、
後
世
 の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
 様
 

式
の
分
野
は
、
厳
粛
な
も
の
も
娯
楽
的
な
も
の
も
含
め
、
 こ
の
種
の
複
合
的
性
格
の
儀
礼
を
母
体
に
し
て
そ
こ
か
 ら
 発
生
し
た
も
の
で
あ
 

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

儀
礼
に
は
儀
礼
な
り
の
形
式
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
 世
俗
的
な
社
会
構
造
が
一
時
停
止
し
た
場
合
に
、
は
じ
め
 て
 現
出
可
能
と
な
る
 

特
殊
な
形
式
で
あ
る
。
儀
礼
前
と
儀
礼
後
の
社
会
生
活
 を
 支
配
す
る
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
、
規
則
規
定
、
慣
 

習
 で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
 

社
会
規
制
の
体
系
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
私
の
 先
の
表
現
で
い
え
ば
、
文
化
の
八
直
説
法
 ノ
 で
あ
る
と
い
 
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
。
 

し
か
し
儀
礼
に
お
い
て
は
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
 な
 状
況
が
現
出
す
る
。
一
方
に
お
い
て
儀
礼
の
全
プ
ロ
 セ
ス
 を
通
じ
て
生
起
す
 

る
 枠
組
設
定
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
非
常
に
堅
固
な
手
順
上
の
 規
定
あ
る
い
は
典
礼
規
定
と
も
い
え
る
よ
う
な
規
則
に
 沿
っ
て
進
行
す
る
。
 
と
 

い
 う
 の
は
、
そ
れ
が
儀
礼
を
構
成
す
る
各
局
面
や
 ヱ
ピ
ソ
 ｜
ド
の
 連
続
を
成
立
さ
せ
操
作
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 。
し
か
し
他
方
、
儀
礼
 

の
 仮
定
法
的
性
格
は
、
そ
の
中
枢
の
境
界
的
局
面
に
お
い
 て
は
と
り
わ
け
、
現
実
的
事
実
よ
り
も
む
し
ろ
仮
説
、
 

要
望
、
可
能
性
を
表
現
 

す
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
カ
リ
ス
マ
 的
 」
と
か
「
 ヌ
 、
ノ
ー
ゼ
 的
 」
と
か
「
神
聖
な
る
リ
ア
 り
 テ
ィ
」
と
か
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
表
現
で
い
 

 
 

副
 

え
ば
「
始
原
の
時
」
と
か
「
驚
異
の
時
」
な
ど
と
 表
 現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
 な
じ
み
深
い
入
社
儀
礼
の
秘
 

癩
儀
 が
そ
れ
の
代
表
的
 側
 で
あ
る
。
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バル・演劇 

 
 

と
「
 俗
 」
と
に
対
応
す
る
と
み
な
し
が
ち
で
あ
る
。
 し
 か
し
人
類
学
者
に
と
っ
て
は
、
両
者
は
同
一
の
儀
礼
の
場
 の
 両
極
性
と
し
て
分
析
 

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
厳
粛
な
礼
拝
形
式
 に
し
っ
て
中
枢
的
価
値
が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
表
現
さ
れ
る
 。
他
方
、
祝
祭
 や
ヵ
｜
 

ニ
バ
ル
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
社
会
構
造
を
集
合
的
に
 吟
味
す
る
と
い
う
創
造
性
が
か
な
り
自
由
に
許
容
さ
れ
 、
し
ば
し
ば
風
刺
が
 許
 

さ
れ
る
。
人
々
は
生
活
か
ら
一
時
離
れ
、
そ
の
本
質
を
 考
え
て
み
る
。
 

部
族
儀
礼
に
お
い
て
は
厳
粛
さ
と
遊
び
と
が
共
通
の
根
 一
 
冗
を
持
ち
、
相
互
に
侵
通
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
関
 速
 し
て
社
会
分
業
が
 

進
歩
し
た
段
階
に
お
け
る
儀
礼
に
お
い
て
は
、
注
目
す
 べ
き
こ
と
に
、
祝
祭
的
遊
び
と
い
う
方
向
で
専
門
化
さ
れ
 た
 表
現
分
野
が
存
在
す
 

る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ー
ニ
バ
ル
と
部
族
儀
礼
と
の
違
い
は
 ま
だ
あ
る
。
 ヵ
 ー
ニ
バ
ル
は
社
会
変
化
そ
れ
も
大
規
模
 な
も
の
に
対
し
て
さ
え
 

一
層
柔
軟
に
対
応
す
る
 よ
う
 で
あ
る
。
 

カ
ー
ニ
バ
ル
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
 

祭
 お
よ
び
饗
宴
の
期
間
を
指
す
。
 ヵ
 ー
ニ
バ
ル
の
語
源
 は
 「
カ
ル
ネ
バ
レ
」
 

す
な
 ね
ち
、
「
 
肉
 、
別
離
」
で
あ
る
と
い
 5
 巷
間
の
説
は
 、
 恐
ら
く
作
り
話
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
 カ
｜
 二
 バ
ル
の
も
つ
遊
び
的
 

境
界
的
性
格
を
い
い
当
て
て
い
る
。
そ
れ
は
日
常
的
 生
 活
 と
厳
粛
な
生
活
と
の
中
間
形
態
で
、
快
楽
が
優
先
し
 、
 政
治
的
法
律
的
に
不
当
 

な
 事
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

以
下
、
現
代
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
も
っ
と
も
優
れ
た
 カ
 ｜
ニ
 ハ
ル
研
究
者
、
 N
.
 

デ
ー
ビ
ス
と
 

R
.
 ベ
ズ
ソ
 チ
ャ
 の
 二
人
の
研
究
を
し
 

ば
ら
く
引
用
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
か
れ
ら
の
提
供
 す
る
諸
事
実
は
、
開
放
さ
れ
た
境
界
性
と
は
、
社
会
が
健
 全
 で
あ
る
か
な
い
か
を
 

判
定
す
る
た
め
に
そ
の
現
状
を
高
い
位
置
か
ら
見
延
 わ
 そ
う
と
す
る
「
 目
 」
で
あ
る
、
と
い
う
私
の
見
解
を
例
証
 し
て
い
る
か
ら
で
あ
 



 
 

 
 

 
 

に
 達
し
た
農
村
の
未
婚
男
性
た
ち
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
「
 

十
五
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
頃
に
は
、
農
村
の
若
者
は
通
 

常
 二
十
歳
代
前
半
ま
で
 

 
 

た
 」
。
毎
年
、
四
旬
節
の
前
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
後
な
ど
の
 

カ
ー
ニ
バ
ル
の
た
め
に
、
若
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
中
 

か
ら
王
や
修
道
院
長
を
 

ア
 ペ
イ
 
.
 
オ
 
フ
 

選
出
し
た
。
こ
の
人
物
が
「
 

出
 鱈
目
修
道
院
」
と
呼
ば
 

れ
て
い
た
集
団
の
長
な
の
で
あ
っ
た
 

0
 そ
の
集
団
は
 
カ
｜
 ニ
バ
ル
の
た
め
の
集
団
 

で
、
そ
れ
は
友
人
や
家
族
に
よ
る
形
式
ば
ら
な
い
集
り
に
 

よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
り
、
ま
た
時
に
は
ギ
ル
ド
や
職
業
 

集
団
に
よ
っ
て
運
営
さ
 

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
文
献
史
家
が
「
 

遊
び
協
会
」
と
呼
ん
で
い
る
組
織
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
 

い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
 

だ
っ
た
。
 

中
世
の
祝
祭
用
の
修
道
院
の
慣
習
は
 

、
 後
に
政
治
的
性
 
格
を
帯
び
た
。
デ
ー
ビ
ス
は
別
の
章
で
、
仮
面
を
 

つ
 げ
女
 0
 服
装
を
し
た
男
た
 

ち
が
女
の
特
徴
を
風
刺
と
し
て
演
じ
て
い
る
様
子
を
紹
介
 

し
て
い
る
。
カ
ー
ニ
バ
ル
の
枠
組
に
お
い
て
は
こ
 こ
で
は
単
に
父
系
社
会
 

の
中
心
的
思
想
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
 

女
 性
の
主
要
な
特
性
は
「
類
規
則
性
」
な
い
し
「
無
秩
序
 

性
 」
で
あ
る
、
と
考
え
 

 
 

ら
れ
て
い
た
。
デ
ー
ビ
ス
は
言
 

う
 。
「
女
性
に
お
い
て
 

は
低
劣
な
も
の
が
高
貴
な
も
の
を
支
配
し
て
い
た
 
も
し
女
が
自
由
に
な
っ
 

た
ら
、
女
は
外
的
世
界
で
自
分
よ
り
上
位
に
あ
る
人
々
を
 

支
配
し
た
い
と
願
 
う
 の
で
あ
る
。
女
の
無
秩
序
さ
が
 

女
 を
 邪
悪
な
妖
術
に
走
ら
 

せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
教
会
の
主
張
で
あ
っ
た
。
だ
か
 

ら
 女
が
神
学
的
思
索
に
耽
っ
た
り
説
教
し
た
り
と
い
っ
 

た
 女
に
相
応
し
く
な
い
 

行
動
を
し
た
場
合
、
そ
れ
は
ま
た
女
の
無
秩
序
さ
の
な
 

せ
る
わ
ざ
で
あ
る
と
さ
れ
た
」
。
 

ヵ
 ー
ニ
バ
ル
に
現
出
す
 

る
 王
国
や
出
鱈
目
修
道
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 礼

 

カ
ー
ニ
バ
ル
に
表
現
さ
れ
た
女
性
原
理
の
破
壊
的
 

威
力
は
・
社
会
変
化
の
時
に
は
明
確
に
浮
き
上
が
っ
て
 

  

7
9
 

儀
 
（
カ
ー
ニ
バ
ル
の
最
終
日
）
と
い
う
境
界
的
世
界
か
 

ら
 政
治
的
状
況
へ
と
そ
れ
が
移
行
し
て
表
現
さ
れ
る
。
 

@
 
ァ
 ー
ビ
ス
は
農
民
運
動
や
一
 

演
 
劇
険
 
社
会
秩
序
を
も
脅
か
し
ら
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
お
 

な
ほ
ど
の
可
能
性
の
領
域
に
属
す
る
も
の
、
「
 

あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ぶ
る
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
弱
者
の
力
 

｜
 呪
 い
 
批
判
す
る
 

力
 
は
、
強
者
の
力
ー
 

｜
 抑
圧
し
規
制
す
 

る
 力
に
限
界
を
設
定
す
 

辺
性
 の
ゆ
え
に
「
仮
定
法
的
」
陰
影
を
有
し
て
お
り
、
 

そ
 れ
が
カ
ー
ニ
バ
ル
と
い
う
場
に
お
い
て
さ
ら
に
強
化
さ
 れ
 倍
増
さ
れ
て
い
る
か
 

 
 

ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
危
険
性
と
は
単
に
女
性
特
有
の
 「
無
秩
序
性
」
の
そ
れ
で
は
な
い
。
無
秩
序
性
と
は
、
 

超
 境
界
的
な
る
も
の
、
 
危
 

な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
女
の
役
割
が
表
現
す
る
人
 物
は
 、
日
常
的
な
「
直
説
法
的
」
世
界
に
お
い
て
す
ら
 そ
の
地
位
の
劣
性
と
周
 

出
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
田
鰻
 自
 修
道
院
」
で
の
男
の
役
割
・
女
の
役
割
の
双
方
と
も
が
 、
カ
ー
ニ
バ
ル
の
持
つ
 

 
 

境
界
的
領
域
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
 で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
女
の
役
割
の
方
が
深
 い
 意
味
に
お
い
て
境
界
的
 

カ
｜
 

得
た
 

な
っ
 

除
 か
 

ア
 

ニ
バ
ル
の
無
秩
序
性
が
ゆ
え
に
若
い
農
民
が
修
道
院
長
に
 な
っ
た
り
、
職
人
が
王
子
に
な
っ
た
り
す
る
。
た
だ
し
 

 
 

権
力
は
あ
く
ま
で
（
世
俗
的
に
）
ム
ロ
法
的
な
も
の
す
 

な
 わ
ち
男
が
本
来
有
す
る
権
力
で
あ
る
。
し
か
し
「
間
 抜
 け
 

 
 

た
 男
の
も
つ
権
力
は
 、
 
（
女
性
の
も
つ
力
で
あ
る
と
い
う
 
点
で
）
本
来
の
秩
序
に
対
し
て
挑
戦
す
る
も
の
な
の
で
 

 
 

 
 

っ
 活
力
溢
れ
る
権
力
で
、
変
装
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
そ
の
 力
を
得
て
も
安
全
な
の
で
あ
る
。
 

｜
 
ビ
ス
の
資
料
の
中
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
カ
ー
ニ
バ
ル
 に
お
い
て
は
男
女
の
本
質
の
違
い
な
ど
構
造
的
側
面
が
 か

れ
ら
が
そ
こ
 

な
尼
僧
院
長
」
 

あ
る
。
そ
れ
は
 

は
っ
き
り
と
 描
 き 危 に で 

な
ど
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
男
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
。
 そ
 の
場
合
、
こ
こ
に
は
二
重
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
み
ら
れ
る
 の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

院
 に
は
・
 ヵ
 ー
ニ
。
ハ
ル
全
体
を
統
轄
す
る
「
役
員
」
が
 
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
役
割
に
は
「
王
女
、
貴
婦
人
、
そ
れ
 に
 と
く
に
尼
僧
院
長
」
 



「 た 一 ク 主 を の 直 方、勇としたんで 「 のぺ 以 された たちは ていた か 以上 ラッ そ 。 年 ウ う１ のた % し デ - １ 

の 前 は の そ 領 ソ の ド の ィ ク め て ビ 説 

法
的
」
反
抗
と
い
う
状
況
に
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ス
が
 掲
げ
る
い
く
 っ
 か
の
例
は
、
「
儀
礼
的
祝
祭
的
逆
転
 」
が
新
た
に
、
は
っ
き
り
と
政
治
的
目
的
に
利
用
さ
れ
 る
そ
の
過
程
 

い
る
。
一
七
 セ
 0
 年
代
の
 
ギ
 ー
ジ
。
 レ
｜
 地
方
の
例
で
は
 、
 顔
を
黒
く
塗
り
女
の
服
装
を
し
た
男
の
農
民
た
ち
が
 、
 新
し
い
 領
 

 
 

に
 土
地
を
測
量
し
ょ
う
と
し
た
測
量
技
師
た
ち
を
襲
撃
し
 た
 。
一
六
二
九
年
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
（
い
わ
ゆ
る
   

「
隊
長
」
が
女
た
ち
と
女
装
の
男
た
ち
の
織
工
を
率
い
て
 
エ
 セ
ッ
ク
ス
の
マ
ル
 
ド
ソ
 近
く
で
穀
物
騒
動
を
起
し
 た
 。
一
六
三
 

ル
ト
 シ
ャ
ー
地
方
の
酪
農
牧
畜
地
域
で
は
、
一
団
の
男
 た
 ち
 が
か
れ
ら
の
森
を
王
が
封
鎖
し
た
こ
と
に
対
抗
し
て
 暴
動
を
起
し
 

暴
徒
を
率
い
て
い
た
の
は
女
装
の
男
た
ち
で
、
自
ら
「
 レ
デ
ィ
・
ス
キ
ミ
ン
ト
ン
」
と
名
乗
っ
て
い
た
 0
 
一
八
一
 二
年
四
月
、
 

将
軍
の
夫
人
た
ち
」
と
名
乗
る
女
装
の
二
人
の
織
工
は
 数
百
人
の
群
衆
を
率
い
て
蒸
気
織
機
を
壊
し
工
場
に
放
火
 し
た
。
 

側
 が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
な
 む
 ち
、
い
ま
ま
で
 
ヵ
 ｜
 ニ
バ
ル
の
「
遊
び
」
の
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
 ろ
の
、
女
性
 

ナ
が
 持
っ
制
御
し
え
な
 い
 反
抗
能
力
が
男
性
に
利
用
さ
れ
 、
 新
し
い
形
で
政
治
的
行
為
と
い
う
伝
統
的
に
男
性
の
 も
の
と
さ
れ
 

、
制
御
し
え
な
い
女
の
性
的
 力
や
ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
お
よ
び
 

域
 に
採
り
入
れ
ら
れ
た
。
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

デ
一
 

で
あ
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
無
茶
苦
茶
 

0
 行
為
の
全
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
、
ま
た
男
で
あ
れ
ば
 起
 

そ
の
行
使
の
自
由
を
手
に
す
る
こ
と
で
（
こ
れ
は
 ヵ
 ー
 二
 

ピ
ス
 は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
 0
 
 「
一
方
に
お
い
て
、
変
装
 

な
方
法
で
行
動
し
た
の
は
、
 "
 女
で
あ
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
 

り
う
る
で
あ
ろ
う
残
虐
な
復
讐
と
い
う
恐
怖
か
ら
も
お
 ハ

ル
 や
ゲ
｜
 

そ
ら
く
解
放
 

に
よ
っ
て
 男
 

な
 い
 "
0
 
 

他
 

か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
）
、
豊
穣
を
促
進
し
共
同
体
の
利
 
益
 と
規
準
と
を
防
御
し
、
不
当
な
支
配
に
対
し
て
真
実
 を
貫
 ぬ
こ
う
 

で
あ
っ
た
」
。
 

ぅ
 」
愚
か
な
尼
僧
院
長
と
か
尼
僧
と
い
っ
た
役
割
を
通
 常
 演
じ
て
い
た
人
々
が
、
批
判
と
冷
笑
に
満
ち
た
 ヵ
 ー
 二
 

 
 

 
 

溌
 に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
カ
ー
ニ
バ
 

ル
 「
好
き
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
人
々
つ
ま
り
女
性
の
 

「
無
軌
道
性
」
を
「
 

装
 
㏄
 



 
 

る
 例
か
ら
二
例
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
ひ
と
っ
は
右
翼
 に
よ
る
批
判
、
い
ま
ひ
と
つ
 

 
 

 
 
 
 

㌃
は
左
翼
に
よ
る
批
判
で
、
双
方
と
も
 
め
ィ
 
・
ナ
ポ
レ
 
オ
ン
に
よ
る
一
八
四
八
年
の
革
命
か
ら
一
八
五
二
年
に
 お
 げ
る
彼
の
帝
位
就
任
古
里
 舌
 

1
l
1
 

8
 

儀
 

に
 至
る
ま
で
の
急
激
に
変
化
し
た
政
治
状
況
に
関
す
る
 も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
機
は
ま
た
、
地
方
の
民
衆
に
対
す
 る
 抑
圧
が
増
大
し
て
い
 

  /
@
;
@
 

 
 

う
に
新
し
い
方
法
で
利
用
し
た
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
 革
命
の
自
由
 帽
 と
い
っ
た
新
し
い
象
徴
が
カ
ー
ニ
。
ハ
ル
の
 
行
進
の
中
に
採
り
入
れ
 

 
 

四
 

い
ま
ひ
と
り
の
カ
ー
ニ
バ
ル
研
究
者
ロ
バ
ー
ト
，
 ベ
ズ
ッ
 チ
ャ
 
カ
 0
 ヴ
 0
%
 零
 き
の
す
㏄
は
、
民
衆
の
持
つ
祝
祭
性
 
を
 、
社
会
的
文
化
的
 

政
治
的
変
化
に
関
す
る
単
な
る
一
指
標
と
し
て
で
は
な
 く
、
そ
 5
 し
た
変
化
を
生
み
出
す
発
動
力
と
し
て
 肥
 え
て
 い
る
。
彼
が
集
中
的
に
 

考
察
し
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
第
二
共
和
制
時
代
で
 あ
る
。
 

。
 
ヘ
 す
ハ
 
ッ
土
 
リ
ヤ
ド
 
休
 ま
ず
モ
ー
Ⅱ
ノ
ス
・
ア
グ
ロ
 シ
 ミ
が
 屈
 Ⅰ
 
由
 
り
の
 臣
的
 目
安
 0
 コ
の
 説
に
基
づ
い
て
論
を
進
め
て
い
る
。
 

つ
 ま
り
フ
ラ
ン
ス
十
九
 

世
紀
初
期
に
お
け
る
民
衆
の
「
精
神
構
造
」
に
お
け
る
 一
 一
面
に
わ
た
る
進
化
で
あ
る
。
ひ
と
っ
は
政
治
面
に
お
 

け
 る
 伝
統
的
な
も
の
か
ら
 

フ
 オ
ー
ク
ロ
ア
 

進
歩
的
な
も
の
へ
の
進
化
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
 日
 学
生
活
面
に
お
け
る
民
俗
性
か
ら
近
代
性
へ
の
進
化
で
あ
 る
 。
こ
の
ふ
た
り
の
 進
 

化
 プ
ロ
セ
ス
は
平
行
し
て
は
い
た
も
の
の
、
ま
っ
た
く
 同
時
に
起
っ
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
農
民
が
進
歩
的
政
 治
 理
念
を
表
明
し
よ
う
 

 
 

と
し
た
場
合
、
そ
れ
を
民
俗
的
行
事
の
文
脈
の
中
で
試
 み
た
こ
と
も
し
は
し
ば
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
行
動
の
中
で
 、
か
れ
ら
は
カ
ー
ニ
バ
 

め
 が
持
つ
風
刺
の
側
面
を
さ
ら
に
強
調
し
た
の
だ
っ
た
。
 そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
ン
・
ジ
ェ
イ
ッ
プ
も
そ
の
 著
ミ
 @
n
u
e
 

～
 ま
き
津
，
 

劇
 
き
奏
 や
さ
き
 
藩
音
 
n
o
 
毬
 ぎ
ま
 遣
 き
ぎ
の
申
で
触
れ
て
 
ぃ
 る
 。
 

癩
ヵ
 ーニ
バ
ル
に
は
お
お
く
の
伝
統
的
象
徴
お
よ
び
 象

徴
行
動
が
あ
る
。
民
衆
は
そ
れ
ら
を
政
治
的
立
場
を
 表
明
す
る
の
に
相
応
し
い
 よ
 



府
 ）
を
表
象
す
る
人
々
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
 か
れ
ら
の
一
人
は
み
す
ば
ら
し
い
馬
匹
乗
り
、
手
に
は
 汚
ら
し
い
三
色
旗
 

持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
時
折
そ
の
旗
を
背
後
の
地
面
に
 引
き
づ
り
な
が
ら
行
進
し
て
い
た
。
 

時
折
、
掃
除
人
た
ち
が
そ
の
旗
を
持
っ
男
に
近
づ
き
、
 彼
 を
そ
の
帯
で
殴
り
馬
か
ら
下
ろ
し
他
の
者
が
馬
に
乗
ろ
 ぅ
 と
す
る
仕
草
 

見
せ
た
。
加
え
て
、
純
白
の
服
装
を
し
た
掃
除
人
た
ち
 と
は
対
照
的
に
、
色
彩
豊
か
な
衣
服
を
着
た
五
、
六
人
の
 人
々
が
 、
 胸
の
前
 

「
改
革
」
と
い
う
名
の
雑
誌
を
広
げ
な
が
ら
、
掃
除
人
の
 
前
を
行
進
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
白
い
部
隊
が
三
色
 旗
そ
 そ
れ
に
集
ま
 

人
々
を
掃
き
散
ら
し
て
い
る
と
い
う
光
景
に
み
え
た
の
で
 あ
る
。
」
 

る に を を 

た
 
頃
で
も
あ
っ
た
。
 

第
一
の
事
例
は
、
 

南
仏
の
 

ガ
ー
ル
県
の
町
ウ
 

ゼ
己
賎
の
 

に
関
す
る
報
告
で
、
一
八
四
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
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礼
 
共
和
制
を
葬
る
こ
と
で
あ
っ
た
…
 @
 。
こ
の
刷
新
の
 メ
カ
ニ
ズ
ム
が
暴
動
の
口
火
を
切
っ
た
の
で
 

儀
 

こ
こ
で
は
色
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
 い
る
。
私
は
か
つ
て
部
族
社
会
に
お
 

カーニバル・ 演劇 

掲 ト 右 
げ り 翼 べ 
て ッ が ズ   
い ク 仕 ッ 

た 派 掛 チ 

こ を げ ャ 
と 象 た は 
で 徹 大   
" し 衆 一 

か て 的 八 
ね い 示 四 
ら た 威 九 
は 。 連 年 
パ そ 動 ・ の 
ロ の で カ 

デ 踊 あ l 

のは ィ り る。   
意 見 掃 か 
味 慣 除 の 
な れ 人 出 
変 た の 来 
他 形 戎 事 
さ 武 装 を 
せ で は っ 

た あ 確 ぎ   
の っ か の 

で た に ょ 

あ が 伝 う 

る "  統 かこ 

。 し 的 要 
そ か で 約 
の し あ し 
主 吹 る て 
題 子 が い 

も よ Ⅵ こ " る 

も 代 し 。 

「
（
そ
れ
は
）
左
翼
エ
リ
ー
ト
に
対
し
て
 

か
し
白
色
は
ま
た
正
統
主
義
者
党
の
 

力
 

・
っ
て
帯
を
持
ち
三
色
旗
と
新
聞
雑
誌
を
 

ぽ
や
 カ
ー
ニ
バ
ル
の
埋
葬
で
は
な
く
、
 

あ
る
」
。
 

げ
る
色
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
 

詳
 
葵 (83) 

の
 カ
フ
ェ
」
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
襲
撃
す
る
一
方
、
 

カ
 ト
リ
ッ
ク
系
の
若
者
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の
家
族
や
 ム
 ム
川
 

仕
 

り
し
て
い
た
。
 

々
」
と
も
呼
び
う
る
人
々
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
 ウ
ゼ
 で
 は
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
お
お
く
が
、
現
体
制
へ
の
対
抗
 手
段
 

的
 社
会
的
共
和
派
」
と
し
て
左
翼
を
支
持
し
た
の
で
あ
 っ
た
 。
他
の
ほ
と
ん
ど
の
町
村
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
 う
 に
  
 

も
 宗
教
と
政
治
と
社
会
構
造
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
社
会
 豹
文
化
的
全
体
を
形
成
し
て
い
た
。
カ
ー
ニ
バ
ル
の
 始
ま
 
る
 一
別
 

と
し
て
、
「
民
主
 

こ
ゥ
ゼ
 に
お
い
て
 

で
す
ら
「
共
和
派
 

を
 報
復
攻
撃
し
た
 

ガ
ー
ル
具
に
は
、
十
七
世
紀
の
力
 、
、
、
 

ザ
ー
ル
戦
争
か
ら
 王
制
復
古
派
の
白
色
テ
ロ
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
 
宗
 教
 紛
争
が
続
い
て
い
 

た
 。
一
八
三
 
0
 年
の
 セ
月
 革
命
以
来
、
 
ウ
ゼ
 の
プ
ロ
テ
ス
 
タ
ン
ト
上
層
階
級
は
町
の
行
政
と
軍
と
を
支
配
し
て
い
 た
 。
し
か
し
プ
ロ
テ
ス
 

タ
ン
ト
で
あ
る
ギ
ゾ
ー
が
一
八
四
八
年
に
失
脚
し
て
か
ら
 は
 、
権
力
は
宿
敵
で
あ
る
貧
し
い
カ
ト
リ
ッ
ク
大
衆
 階
 級
 へ
と
移
行
さ
れ
た
。
 

フ
 p
 テ
ス
タ
ン
ト
は
、
ブ
ル
ボ
ン
王
朝
の
第
三
次
復
活
が
 差
し
迫
っ
て
い
る
と
恐
れ
た
。
他
の
町
で
は
プ
ロ
テ
ス
 タ
ン
ト
は
「
秩
序
の
人
 

こ
の
光
景
自
体
の
中
に
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
即
興
っ
 ま
 り
 新
し
い
要
素
の
導
入
の
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 吹
子
に
代
 る
帯
や
最
 

近
の
事
件
に
対
す
る
批
判
的
論
評
が
そ
れ
で
あ
る
。
 ベ
ズ
 ，
 ・
チ
ャ
は
こ
の
事
例
に
符
合
す
る
歴
史
的
文
化
的
文
脈
 の
い
く
 っ
 か
の
特
徴
を
 

掲
げ
て
い
る
。
 



ナ
こ
 

L
 。
 

 
 

最
後
に
 、
 町
の
ま
た
別
の
所
で
は
、
若
い
農
民
の
一
団
 が
 こ
ぶ
し
を
振
り
上
げ
歌
を
歌
い
、
白
を
倒
せ
 @
 
 
と
呼
 び
な
が
ら
行
進
し
 

こ
の
事
件
は
 
ブ
ユ
イ
 
・
 ド
 ・
ド
ン
地
方
の
イ
ソ
プ
ー
ル
Ⅰ
 
毬
 。
才
の
に
お
け
る
一
八
四
九
年
の
聖
灰
水
曜
日
の
出
来
 

事
 に
関
す
る
も
の
で
 

あ
る
。
こ
こ
で
は
白
か
劣
勢
で
赤
が
優
勢
と
な
っ
て
い
る
  
 

「
こ
の
月
の
二
十
一
日
、
仮
装
行
列
の
一
団
が
イ
ソ
 ヮ
｜
 
か
め
 広
場
に
現
わ
れ
た
。
ひ
と
り
は
富
裕
層
の
衣
服
を
 ま
と
い
顔
に
は
白
い
 

面
を
被
り
、
手
に
は
 牛
 用
の
む
ち
を
持
ち
牛
を
率
い
る
 牧
夫
の
ふ
り
を
し
て
い
た
。
そ
の
背
後
に
は
二
人
の
男
が
 続
い
て
い
た
が
、
 
か
 

れ
ら
は
頸
木
を
持
ち
労
働
者
の
身
形
を
し
、
そ
の
顔
に
は
 赤
い
面
を
被
っ
て
い
た
。
そ
の
あ
と
に
は
荷
馬
車
が
あ
 り
 、
荷
馬
車
の
中
に
 

は
 五
、
六
人
の
男
が
乗
っ
て
お
り
、
こ
の
地
方
で
 グ
ュ
ィ
 
オ
ー
ム
と
呼
ば
れ
て
い
る
藁
人
形
を
支
え
て
い
た
。
 

こ
の
 地
 楡
の
意
味
を
明
快
で
あ
る
。
つ
ま
り
富
裕
な
貴
族
 階
級
が
権
力
を
意
味
す
る
頸
木
の
も
と
に
大
衆
を
抑
圧
 し
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

こ
れ
と
同
時
に
町
の
別
の
所
で
は
、
仮
面
を
つ
げ
た
別
の
 集
団
が
荷
馬
車
に
乗
っ
て
や
っ
て
ぎ
た
。
一
人
は
赤
い
 縁
 な
し
帽
を
被
り
 

木
の
棒
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
捧
で
白
い
 縁
 な
し
 帽
を
被
っ
た
藁
人
形
の
脇
腹
を
突
き
刺
し
て
い
る
。
こ
れ
 は
、
 先
の
比
 楡
 の
 反
 

 
 

射
 な
い
し
補
足
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
の
ケ
ー
ス
と
は
 逆
 に
 富
裕
な
貴
族
階
級
を
破
壊
す
る
こ
と
で
復
讐
を
し
て
 
い
る
民
衆
な
の
で
あ
 

る
 。
 

ス
の
 農
村
地
域
に
お
い
て
も
そ
れ
は
重
要
な
役
割
を
果
し
 て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
 べ
ズ
ソ
 チ
ャ
の
あ
げ
る
次
の
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

網
 に
検
討
し
、
 白
 、
赤
、
黒
の
三
色
が
文
化
的
に
第
一
義
 的
 意
味
を
持
っ
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
第
二
 共
和
制
時
代
の
フ
ラ
ン
 

桝 
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つ こ まだ あり 制 和 後に 人 た 赤 「 象徴 行 の 

、 は ほ 物 い 的 進 ま   
あ を 子 っ 緑 と 的 統 
と 巡 供 て の 一 は 的 
に る と い 花 七 お 側 
時 』 し て 輪 九 そ 面 
を と て 、 そ 0 ら が 
家 書 天 そ し 年 く お 

  徴 ぃ オ の て 伏 兵 お 
す て と 人 労、 に 和 く 

る あ 教 物 働 、 行 制 戒 
入 る 訓 の の、 わ の っ 

物 着 を 手 蔓 、 れ 第 て 
が 板 衷 は き た 一   
続 を わ 労 と 余 年 た 
い も す 働 い 式 目 聖 
た っ 人 者 ぅ ぺ を 灰   

た 立 民 で ヱ こ 日 

。 つ と 飾 ン と の 
荷 て を ら ト に こ 

馬 ぃ 表 れ で あ の 
車 た わ た あ っ " 
を 。 す 荷 る た レ 

引 ひ 別 馬 革 と l 
い と の 革 命 居、 ド   
て り 人 が 祝 わ か 
い は 初 通 典 れ ら 
る 大 の る と る 四 の き 肩 。 を 日 

は な に そ 意 こ 後 
ロ 木 置 の 識 の に   
の い て 車 結 は 和 
伝 て い に び 、 派 
合 お た ほ つ 伝 集 
官 り 。 白 げ 統 団 
の 、 こ 由 た 的 が 
格 い の を も な 行 
好 ま 白 象 の 力 進 
を ひ 由 徴 で l を 
し と の す あ ニ 行 
た り 入 る っ バ な 
村 は 物 着 た か っ 

人 『 の 飾 。 の た 

で 共 背 っ 持   

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
 

を
つ
げ
た
人
々
の
敵
す
な
わ
ち
富
裕
階
級
の
化
身
」
と
 な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
い
ま
や
新
し
い
構
造
上
の
 役
割
に
縛
り
っ
げ
ら
れ
 

藁
人
形
で
あ
る
 グ
ュ
イ
 オ
 ー
 

見
 主
義
者
を
意
味
し
て
い
た
。
 

解
釈
に
よ
れ
ば
、
 
グ
ュ
 4
 オ
 ｜
 

か
ら
「
カ
ー
ニ
バ
ル
の
象
徴
」
 

ム
の
 像
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
。
伝
統
的
に
 ほ
グ
ュ
 4
 オ
一
ム
と
は
道
化
の
こ
と
で
、
日
和
 

つ
ま
り
原
則
を
重
ん
ず
る
よ
り
も
そ
の
時
々
の
情
勢
に
よ
 っ
て
変
節
す
る
人
物
で
あ
る
。
 ベ
ズ
ソ
 チ
ャ
の
 

ム
は
 ・
か
つ
て
、
厳
格
な
構
造
に
対
比
し
て
そ
の
柔
軟
性
 の
あ
る
批
判
精
神
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
 

と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
い
ま
や
か
つ
て
の
意
味
は
持
た
 ず
 、
こ
の
状
況
で
は
 グ
ュ
イ
 オ
ー
ム
は
「
仮
面
 

ま
た
強
い
文
化
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
赤
は
単
に
反
 王
党
派
ば
か
り
で
な
く
 親
 革
命
派
を
も
表
わ
し
て
い
た
。
 秩
序
を
象
徴
す
る
の
が
 

白
 と
右
翼
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
赤
と
左
翼
が
象
徴
 す
る
も
の
は
無
秩
序
で
は
な
く
旧
秩
序
の
（
し
ば
し
ば
 血
 な
ま
ぐ
さ
い
）
転
覆
を
 

前
提
と
し
た
新
し
い
秩
序
で
あ
っ
た
。
 

イ
 ソ
フ
ー
ル
は
荒
々
し
い
町
だ
と
い
う
評
判
が
あ
り
、
 反
 王
党
派
で
富
裕
階
級
を
敵
視
し
て
い
た
。
色
の
シ
ン
ボ
 リ
ズ
ム
は
こ
こ
で
も
 



さ
て
私
は
こ
こ
で
目
を
転
じ
て
、
 

舞
 ム
口
演
劇
に
つ
い
て
 

払
 
珊
 じ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
 
舞
 ム
ロ
演
劇
 
は
 反
省
と
い
う
 
行
為
を
行
な
 う
 主
要
 

た
 。
行
列
が
、
引
退
し
た
郡
長
の
家
の
前
を
通
り
か
か
 っ
た
 時
、
ひ
と
り
の
農
民
が
音
頭
を
と
っ
て
「
山
よ
万
歳
 ?
 」
と
叫
ん
だ
」
。
 

そ
の
晩
 、
 ギ
ロ
チ
ン
の
こ
と
を
思
い
浮
べ
て
何
人
か
の
 背
筋
 肛
 冷
た
い
も
の
が
走
っ
た
に
違
い
な
い
 0
 事
実
、
 べ
 ズ
ッ
土
フ
 
ャ
ハ
 
り
報
 出
口
に
 

 
 

ド
 に
は
、
ギ
ロ
チ
ン
を
象
徴
す
る
も
の
が
馬
車
に
乗
っ
 て
 行
列
に
現
わ
れ
た
と
 

あ
る
 0
 た
と
え
。
 
ば
ラ
イ
ソ
 下
流
地
方
の
シ
ル
 メ
 "
 ク
 で
は
 そ
の
よ
う
な
 "
 ギ
 ロ
チ
 ソ
 "
 が
出
現
し
、
そ
れ
に
は
 
"
 
死
刑
執
行
人
 "
 が
 付
き
 

添
っ
て
い
て
、
彼
は
赤
い
べ
ル
ト
を
締
め
血
に
似
た
色
 の
 物
質
を
身
体
に
塗
り
つ
げ
て
い
た
。
そ
の
行
列
は
「
 ロ
 ヘ
ス
 ピ
エ
ー
ル
 よ
 、
永
遠
 

に
 T
.
 

ギ
ロ
チ
ン
よ
水
連
 

に
 Ⅰ
」
と
叫
び
な
が
ら
、
地
方
 貴
族
の
家
の
そ
ば
に
わ
ざ
わ
ざ
停
止
し
た
り
し
た
の
で
 あ
っ
た
。
 

以
上
、
私
が
提
示
し
た
開
か
れ
た
境
界
性
の
諸
 側
 が
強
 謝
 し
て
い
る
点
は
・
集
団
的
刷
新
行
動
の
果
す
役
割
っ
 ま
 り
 日
常
生
活
を
規
制
 

し
て
い
る
 社
ム
本
的
 
現
実
を
新
た
に
 枠
づ
 げ
し
直
し
構
成
し
 直
す
方
法
を
集
合
体
と
し
て
の
人
間
が
そ
こ
に
お
い
て
 産
み
出
す
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
開
放
的
で
集
ム
ロ
的
に
「
反
省
的
 
な
 」
民
衆
に
対
す
る
民
衆
の
行
為
が
あ
り
、
民
衆
は
そ
 の
 状
況
を
自
覚
す
る
こ
 

と
に
よ
っ
て
自
ら
を
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

五
 

自
服
、
三
番
目
は
黒
服
を
着
て
お
り
、
最
後
の
二
人
は
 そ
の
帽
子
に
特
権
と
書
か
れ
た
 サ
イ
 ソ
を
着
け
た
貴
族
の
 
格
好
を
し
て
い
た
。
 

 
 

行
列
の
最
後
に
は
 お
ょ
そ
 百
五
十
人
ぐ
ら
い
の
男
た
ち
 が
 武
装
し
て
行
進
し
 、
ラ
 
，
マ
ル
セ
 ィ
 ニ
ー
ズ
 と
 出
発
 の
歌
を
歌
っ
て
 い
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馬
車
に
先
行
し
て
十
人
の
儀
 
伏
 兵
が
い
て
、
そ
の
あ
と
 
に
 鎖
に
繋
が
れ
た
五
人
の
人
々
が
い
た
。
一
番
目
は
神
父
 

の
 衣
服
、
二
番
目
は
㏄
 



柏章 ま ま l   ， 十一二 

が
 参
考
に
な
る
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
「
流
れ
」
と
は
・
行
為
 が
あ
る
内
的
論
理
に
よ
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
と
連
続
し
て
い
く
 状
態
で
あ
っ
て
、
そ
こ
 

に
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識
が
介
在
す
る
必
要
が
み
ら
れ
な
い
 。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
一
瞬
か
ら
り
ぎ
の
 瞬
 間
 へ
と
統
合
さ
れ
て
 流
 

れ
て
い
く
状
態
の
よ
う
に
経
験
す
る
。
そ
こ
で
は
わ
れ
 わ
れ
自
身
自
ら
の
行
為
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
 
は
 意
識
し
な
い
し
・
 ま
 

劇
た
 、
刺
激
と
反
応
の
区
別
と
か
過
去
、
現
在
、
未
来
 0
 区
別
な
ど
も
ほ
と
ん
ど
無
い
。
 チ
 ク
セ
ン
ト
、
 
、
 
、
ハ
ル
 ュ
ィ
 に
よ
れ
ば
、
「
流
れ
」
 

癩
 
と
は
、
そ
れ
が
遊
び
で
あ
れ
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
れ
、
 ぜ
 

ム
術
 、
文
学
と
い
っ
た
創
造
的
経
験
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
 宗
教
経
験
で
あ
れ
、
人
問
が
 

 
 

在
す
る
経
験
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

「
流
れ
」
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
勝
れ
た
文
化
的
業
績
を
成
 止
 さ
せ
る
た
め
の
 一
 要
素
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
 。
し
か
し
一
方
に
お
 

。
げ
る
「
流
れ
」
と
他
方
に
お
け
る
「
枠
組
」
や
「
 反
 名
作
用
」
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

ま
ず
最
初
に
そ
の
著
 わ
 「
Ⅰ
 
ま
ぬ
 ト
夫
 
喜
匂
 漱
の
中
の
 ア
｜
 ビ
ン
グ
・
 ゴ
 フ
マ
ン
の
枠
組
つ
け
の
考
え
方
を
検
討
し
 
て
み
た
い
。
 ゴ
 フ
 7
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な
 分
野
の
ひ
と
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
文
化
の
 根
底
に
お
い
て
は
「
個
人
」
こ
そ
そ
の
文
化
の
方
向
付
 げ
に
お
い
て
重
要
な
 倫
 

理
的
 単
位
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
ド
ラ
マ
の
ム
ロ
本
の
 

作
成
権
を
個
々
人
に
委
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
 舞
台
演
劇
は
個
人
的
な
 

表
現
行
動
様
式
で
あ
る
と
同
時
に
、
も
ち
ろ
ん
集
団
的
 な
 表
現
行
動
様
式
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
に
は
役
者
、
 観
客
、
演
出
家
、
舞
台
 

係
な
ど
が
お
り
、
ま
た
そ
こ
に
音
楽
家
や
ダ
ン
サ
ー
な
 ど
が
含
ま
れ
る
場
合
も
お
お
い
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
そ
 0
 脚
本
や
台
詞
は
文
字
 

や
 音
声
と
い
う
伝
達
網
を
通
じ
て
異
な
る
社
会
や
時
代
 の
さ
ま
ざ
ま
な
一
般
大
衆
に
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 い
 ず
れ
に
せ
ょ
演
劇
は
境
 

界
的
 現
象
で
あ
り
、
記
述
的
な
語
り
を
交
え
な
が
ら
お
 お
く
の
反
省
的
コ
メ
ン
ト
を
与
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

演
劇
を
論
ず
る
 ぅ
 え
で
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
「
流
れ
」
で
 あ
る
。
儀
礼
や
カ
ー
ニ
バ
ル
に
も
「
流
れ
」
は
 欠
 せ
な
 ぃ
が
 、
枠
組
設
定
や
 

集
合
的
反
省
ほ
ど
中
心
的
役
割
を
果
し
て
い
な
い
。
「
 
流
 ね
 」
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
の
か
 つ
て
の
同
僚
シ
カ
ゴ
 
大
 

@
 
の
心
理
学
者
 

チ
 ク
セ
ン
ト
ミ
ハ
ル
 
ユ
ノ
 目
ぎ
 P
 モ
 の
の
守
の
む
の
 

コ
 ヰ
目
 
ぎ
巴
 さ
の
研
究
（
㏄
金
塞
荘
田
も
 
ゃ
お
 
荘
も
）
 

や
や
 
Ⅰ
 き
臣
 L
 「
 
き
沫
 
～
 
貸
レ
づ
 



評
価
を
、
役
者
が
忠
実
に
伝
達
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
か
 ら
 生
ず
る
。
た
だ
し
役
者
自
体
が
反
省
的
で
あ
る
こ
と
は
 決

し
て
な
い
。
な
ぜ
な
 

ら
ば
反
省
行
為
は
「
流
れ
」
を
阻
止
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 し

か
し
相
互
に
関
連
し
あ
っ
た
演
技
の
「
流
れ
」
の
中
 で
、
役
者
が
シ
ナ
リ
オ
 

「
流
れ
」
と
は
、
参
加
者
が
自
分
た
ち
を
ど
の
程
度
ま
で
 伝

統
的
シ
ナ
リ
オ
進
行
上
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
 

に
 同
一
視
す
る
か
に
 ょ
 

っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
伝
統
的
シ
ナ
リ
オ
 と

は
、
・
そ
れ
自
体
、
集
団
の
歴
史
に
関
す
る
反
省
的
で
 

超
越
的
な
評
価
の
役
割
 

 
 

を
 果
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
舞
ム
ロ
演
劇
の
「
流
れ
」
 

と
は
、
脚
本
家
が
個
人
的
な
基
盤
の
上
に
立
っ
て
下
し
 た
 社
会
構
造
に
関
す
る
 

現
実
に
対
し
て
 誤
 ま
っ
た
信
念
を
持
つ
よ
う
に
行
動
が
 実

行
さ
れ
る
枠
組
の
こ
と
で
あ
る
。
 

組
を
設
定
さ
れ
方
向
 づ
 げ
ら
れ
た
行
動
で
は
あ
る
も
の
 

コ
 フ
マ
ン
の
用
語
を
用
い
な
が
ら
私
の
考
え
を
述
べ
る
 @
 

の
 、
儀
礼
と
カ
ー
ニ
バ
ル
の
二
者
 

」
と
に
し
た
い
。
儀
礼
、
 
ヵ
 ー
 
二
 

 
 

「
現
実
の
持
続
な
い
し
客
観
化
の
要
素
」
と
定
義
し
た
 
社
 会
 構
造
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
。
 バ

ル
、
演
劇
の
三
者
は
い
ず
れ
も
社
会
に
枠
 

ほ
 、
 P
.
 バ
ー
ガ
ー
と
 T
.
 

ル
ッ
ク
マ
ン
が
 

そ
の
た
め
儀
礼
と
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
 

イ
ベ
ン
ト
 

ン
 の
場
合
、
枠
組
と
は
「
事
柄
を
支
配
す
る
組
織
原
理
」
 で

あ
る
。
枠
組
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
。
「
 自
 黙

約
枠
組
」
と
は
「
 方
 

向
づ
 げ
を
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
」
に
関
わ
る
も
の
で
、
 

「
社
会
的
枠
組
」
と
は
「
方
向
づ
け
さ
れ
た
行
動
」
に
 
関
 わ

る
も
の
で
あ
る
。
 
儀
 

 
 

礼
 、
カ
ー
ニ
バ
ル
、
 
舞
 ム
ロ
演
劇
は
「
社
会
的
に
枠
組
 づ
 げ
 ㌦
れ
て
い
る
」
と
い
い
 う
 る
で
あ
ろ
う
。
枠
組
が
第
一
 

次
 的
で
あ
る
と
い
う
 場
 

合
 、
そ
れ
ほ
意
味
解
釈
が
他
の
方
法
で
は
意
味
を
な
さ
 な

い
場
面
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
 は
 シ
ュ
ッ
ツ
な
ど
の
 
現
 

家
学
的
社
会
手
者
の
見
解
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 見

解
に
立
つ
と
、
社
会
生
活
と
は
、
所
与
の
行
動
に
は
い
 ず
れ
の
文
化
的
意
味
 枠
 

組
 が
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
交
渉
 す
 る
 連
続
的
プ
ロ
セ
ス
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
 。

私
の
考
え
で
は
、
 
第
 

一
次
的
枠
組
設
定
に
関
わ
っ
て
い
る
限
り
、
「
流
れ
」
の
 現

象
は
起
り
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
交
渉
 と

は
、
知
覚
と
行
動
と
 

 
 

を
 分
離
す
る
こ
と
が
お
お
い
か
ら
で
あ
る
。
 

ゴ
フ
マ
ソ
 
は
 映

画
や
演
劇
と
い
っ
た
表
現
様
式
を
第
二
次
的
枠
組
と
 し

て
把
握
し
て
い
る
。
 

 
 

さ
ら
に
彼
は
偽
造
的
枠
組
と
い
う
類
型
も
指
摘
す
る
。
 つ
 ま

り
信
用
か
手
段
に
詐
欺
か
働
く
人
物
が
作
り
出
す
 枠
 組
 の
よ
う
に
・
他
人
が
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っ
 た
く
別
の
も
の
」
に
変
容
し
て
い
る
と
思
 

う
 の
で
あ
 る
 0
 カ
ー
ニ
バ
ル
な
い
 

 
 

 
 

れ
し
儀
礼
は
舞
 4
 
口
演
劇
に
調
節
さ
れ
る
の
で
あ
る
 

。
た
と
え
ば
カ
ー
ニ
バ
ル
は
、
近
世
の
イ
タ
リ
ア
 

即
 興
 喜
劇
に
そ
の
形
を
み
と
 
ゅ
 

儀
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
日
本
の
能
は
十
四
世
紀
ご
 

ろ
に
現
在
の
形
式
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
 

そ
れ
以
前
の
い
く
つ
か
の
 
表
 
㏄
 

ニバル・ 演劇 

に の 

2 者 こ 
つ え の 

て 方 問 
意 が 題 
味 盲 に 
つ 効 つ 
げ で い 

さ あ て 
れ る ほ 
て か 、 

い も 変 
る し 容 
所 れ （ 
年 な ト 

の い う 
行 。 ン 

動 こ ス 

なれ 、 は フオ 

そ ゴ l 

の フ メ 
行 て l 
動 ン シ 
を が ョ 

模 「 ン 
型 調 。 ） 

は枠 とし 節作 ，ィ ， 
た 用バ組 
な 」 の 

に と 間 

ももに の 老 ず 
か づ れ 
に げ が ; 

変 る あ 
容 プ   
さ p た 

せ セ 場 
る ス 合 
一 で ， に 
連 、 生 
の す ず 
方 で   る 
法 に と 

で第 あ ーぅ い 
る 次 ゴ 

が 的 フ 

" 枠 マ 
た 組 ン 

と
か
ム
ロ
本
の
持
っ
反
省
的
内
容
を
伝
達
す
る
の
で
あ
る
。
 
ま
さ
に
こ
の
点
か
ら
「
泰
清
ら
し
い
演
技
」
の
も
つ
 効
 力
 の
一
部
が
生
ず
る
の
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
脚
本
家
は
「
反
省
す
る
」
。
役
者
は
「
 
流
れ
る
」
。
そ
こ
に
は
対
立
す
る
二
者
間
に
実
り
お
お
 ぃ
 緊
張
関
係
が
存
在
す
 

る
 。
観
客
は
「
感
動
す
る
」
。
文
化
的
問
題
が
目
の
前
に
 
完
全
に
視
覚
化
さ
れ
、
観
客
は
熱
心
に
反
省
す
る
こ
と
 が
で
き
る
。
 

儀
礼
や
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
い
て
は
、
社
会
構
造
そ
れ
 自
 体
が
 シ
ナ
リ
オ
の
作
者
な
い
し
根
源
で
あ
る
と
考
え
る
こ
 と
も
で
き
る
。
 デ
｜
 

ビ
ス
と
べ
 ズ
ソ
 チ
ャ
の
提
示
し
た
事
例
が
興
味
深
い
の
は
 、
そ
こ
に
社
会
構
造
自
体
が
分
解
し
て
い
く
様
子
を
み
 と
る
こ
と
が
で
き
る
か
 

ら
で
あ
る
。
 物
 ま
ね
や
身
振
り
と
い
っ
た
行
動
の
な
か
 に
 、
社
会
構
造
の
一
部
が
他
の
部
分
の
崩
壊
を
求
め
て
い
 る
の
が
は
っ
き
り
し
て
 

い
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
社
会
構
造
は
凝
集
し
て
い
ず
、
 階
級
と
か
性
と
か
が
分
離
独
立
し
た
り
反
省
的
に
な
っ
 た
り
し
て
お
り
、
そ
の
 

結
果
・
社
会
体
系
の
一
部
分
が
、
か
つ
て
は
全
体
に
共
 有
さ
れ
て
い
た
文
化
的
象
徴
を
用
い
て
、
他
の
部
分
の
批
 判
を
展
開
す
る
と
い
 5
 

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
儀
礼
を
支
え
て
い
る
社
会
構
造
 が
そ
の
伝
統
的
統
一
性
を
失
ぃ
分
解
し
て
い
る
わ
け
で
 あ
る
。
こ
の
点
で
、
 同
 

様
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
近
代
化
途
上
の
社
会
に
と
 っ
て
は
、
集
合
的
な
反
省
的
領
域
（
た
と
え
ば
部
族
儀
礼
 の
よ
う
な
）
は
、
そ
の
 

基
盤
と
な
る
社
会
構
造
が
ま
と
ま
っ
た
集
合
性
を
す
で
 に
夫
 な
っ
て
い
る
だ
げ
に
・
周
期
的
な
自
己
評
定
の
手
段
 と
し
て
は
、
不
適
切
な
 

も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
。
 



親
様
式
の
分
野
か
ら
発
展
し
た
も
の
の
 よ
う
 で
あ
る
。
 そ
 の
他
、
ギ
リ
シ
ア
喜
劇
と
当
時
の
祝
典
行
列
、
中
世
 ョ
 l
p
 
ッ
パ
 喜
劇
と
「
 愚
 

者
の
饗
宴
」
、
古
代
ロ
ー
マ
の
農
神
祭
と
「
愚
者
の
饗
宴
 」
そ
れ
ら
の
関
係
は
み
な
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

こ
こ
で
私
は
、
舞
台
演
劇
に
つ
い
て
は
、
「
境
界
的
」
と
 い
う
語
よ
り
も
む
し
ろ
「
擬
似
境
界
的
」
す
な
わ
ち
「
 境
界
に
類
似
し
た
」
 

 
 

と
い
う
語
を
当
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 舞
 さ
 演
劇
は
歴
史
的
に
み
て
真
の
境
界
的
側
面
を
有
す
る
 儀
 礼
 と
関
連
し
て
い
る
し
 

ま
た
そ
れ
に
と
っ
て
 伐
 る
も
の
で
あ
り
、
境
界
的
プ
ロ
 セ
ス
や
 状
態
と
い
く
つ
も
の
重
要
な
共
通
点
を
持
っ
て
 い
 る
 。
た
と
え
ば
「
仮
定
 

法
性
」
、
日
常
生
活
の
諸
分
類
か
ら
の
逃
避
、
象
徴
的
 逆
転
、
社
会
的
区
別
の
１
１
深
い
次
元
に
お
け
る
 

廃
 止
な
ど
で
あ
る
。
し
か
 

し
 
「
擬
似
境
界
的
」
領
域
と
「
境
界
的
」
領
域
と
が
 
異
 な
っ
て
い
る
点
は
、
両
者
が
反
省
的
立
場
で
在
庫
調
査
を
 す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
 

の
 大
き
な
違
い
で
あ
る
。
 

「
擬
似
境
界
的
」
分
野
戯
曲
以
外
に
も
小
説
評
論
、
 

絵
画
、
彫
刻
、
建
築
な
ど
は
、
 
つ
 ぎ
の
諸
点
で
 境
 界
 現
象
と
は
異
な
っ
 

て
い
る
。
 

ま
ず
境
界
現
象
は
部
族
社
会
お
よ
び
初
期
農
耕
社
会
に
顕
 著
に
み
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
集
団
的
で
 あ
る
こ
と
。
 
暦
 あ
る
 

い
は
生
理
的
な
い
し
社
会
構
造
的
周
期
と
関
連
し
て
い
る
 こ
と
。
社
会
過
程
全
体
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
 時
間
を
超
え
た
共
同
体
 

の
 集
合
的
経
験
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
 は
た
と
え
非
境
界
的
領
域
の
身
分
階
梯
 制
を
 
「
逆
転
」
 し
て
い
る
 よ
う
 で
は
あ
 

る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
機
能
的
し
あ
る
い
は
「
 順
 機
能
 的
 」
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
、
で
あ
る
。
 

他
方
、
擬
似
境
界
現
象
は
、
複
雑
な
構
造
を
持
っ
社
会
 

ヘ
ン
リ
ー
・
メ
イ
ン
の
語
で
い
え
ば
身
分
に
 伐
 っ
て
 契
 約
 が
主
た
る
社
会
的
 

紐
帯
と
し
て
優
先
す
る
社
会
に
お
お
く
発
生
す
る
。
 そ
ナ
 」
で
の
人
間
関
係
は
生
得
的
な
も
の
 

よ
 り
自
主
選
択
的
な
 も
の
が
優
先
す
る
。
 
こ
 

の
形
態
の
社
会
が
発
生
し
た
の
は
、
 

G
.
 
ギ
ュ
 ル
ヴ
ィ
ッ
 チ
八
 Ⅱ
 り
ハ
 

w
 
ハ
 
レ
お
ネ
 
ル
ハ
 
@
W
 
目
 ～
 セ
円
 
（
の
 
オ
 
の
い
う
（
 ギ
ハ
り
 
/
 シ
ア
・
 ロ
 １
％
 型
 、
エ
ト
ル
リ
ア
 

型
 、
ウ
ン
ブ
リ
ア
型
の
）
「
帝
国
形
成
の
過
程
に
あ
っ
た
 諸
 都
市
」
お
よ
び
封
建
時
代
後
期
社
会
に
お
い
て
で
あ
 ろ
 う
 。
し
か
し
そ
れ
ら
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ト
ー
レ
 臣
ヰ
 
0
 コ
ぎ
レ
ユ
 が
目
口
の
ぬ
昌
二
口
の
中
で
は
、
儀
礼
 

的
 境
界
性
は
自
ず
と
世
俗
化
 

 
 

か
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
主
張
さ
れ
 

て
い
る
。
彼
の
著
重
目
（
 
パ
 革
も
 パ
 悪
も
 
め
爵
 
「
も
さ
田
ト
～
 

の
 む
も
 
安
中
～
 

馬
 
）
か
ら
 引
 
Ⅵ
曲
用
し
て
み
 

よ
 
㏄
 

  二ノく ノ ン   演劇 

す す 
凝 る る す 売物 似境 。 
界 と な 
現 み わ 
豪 な ち 
は さ 値 
墳 れ 々 
界 6 人 
現 の や 
象 で 学 

と あ ・ 派 
む ま る 同 
異 。 士 
な が 

  

日 

@ 「 
衆 

常 」 
的 の 

  
な権 

威 
ぬ知 

を 
構 求 
ス三 め 

や て 

象 。 '" 克彦 @ も 

徴 い 

を 合 
逆、 ラノ @ @ 
転、 
さ そ 
せ れ 
る @ ま 

と 

い 自 

み， - - 
よ 

由 
市 

  場 
も ケ @ Ⅰ 

む   
ク二 

し   
ろ Ⅴ ブ Ⅰ 

破 、 出 
壊、 さ 
し れ 
て ナ - Ⅰ 

し 遊 
ま び 
（ ノ @   
    関 

が
 、
と
り
わ
け
顕
著
に
な
っ
た
の
は
、
主
に
資
本
主
義
 発
生
期
の
西
欧
社
会
で
あ
る
。
つ
ま
り
産
業
化
と
機
械
化
 が
 始
ま
り
社
会
経
済
的
 

諸
階
級
が
出
現
し
た
社
会
で
あ
る
。
擬
似
境
界
現
象
は
 集
合
的
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
（
そ
れ
は
 ヵ
 ー
ニ
バ
 

ハ
レ
ー
ド
見
世
物
、
 

サ
ー
 ヵ
ス
 な
ど
の
よ
う
に
境
界
的
な
先
行
現
象
か
ら
派
生
 し
た
場
合
が
ひ
じ
ょ
う
に
お
お
い
）
・
ま
た
「
私
的
」
 
な
 創
造
の
時
も
あ
る
 

た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
 う
 に
、
私
的
な
も
の
で
も
 集
 合
 的
効
果
を
も
っ
て
い
る
 

擬
似
境
界
現
象
は
周
期
的
で
な
く
不
定
期
で
、
し
ば
し
ば
 余
暇
の
領
域
と
さ
れ
て
い
る
時
間
空
間
で
発
生
す
る
。
 そ
れ
は
境
界
現
象
と
 

は
 異
な
り
、
中
心
に
あ
る
政
治
的
経
済
的
プ
ロ
セ
ス
 と
 は
 分
離
さ
れ
、
中
央
諸
制
度
の
周
縁
、
裂
け
目
、
中
間
 で
 発
生
す
る
傾
向
に
あ
 

る
 。
そ
れ
は
集
合
的
で
は
あ
る
が
部
分
的
（
あ
る
 場
ム
ロ
 
に
は
全
体
的
中
心
的
 汎
 社
会
的
儀
礼
の
解
体
を
象
徴
す
る
 ）
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
 

実
験
的
性
格
を
持
っ
。
さ
ら
に
そ
れ
は
し
ば
し
ば
脚
本
 家
 と
い
っ
た
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 境
 界
 現
象
よ
り
も
個
性
豊
 

か
で
奇
抜
で
「
と
ら
わ
れ
て
な
く
独
自
で
奇
妙
で
」
あ
る
 。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
客
観
的
Ⅱ
社
会
的
 軸
 よ
り
も
 個
 人
的
Ⅱ
心
理
的
 軸
 に
近
 

接
し
て
い
る
。
擬
似
境
界
的
傾
向
を
持
っ
作
家
や
芸
術
 家
 た
ち
の
間
に
「
徒
党
」
や
「
学
派
」
や
「
同
人
」
と
い
 っ
た
グ
ル
 ：
 プ
が
 形
成
 

さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
自
発
的
選
択
に
よ
っ
て
結
び
つ
げ
 ら
れ
た
集
団
で
、
境
界
現
象
の
よ
う
に
そ
の
生
得
的
 地
 位
 の
た
め
に
儀
礼
を
通
 

 
 

過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
義
務
的
性
格
は
持
 っ
て
い
な
い
。
擬
似
境
界
現
象
も
進
ん
だ
段
階
に
な
る
と
 、
そ
こ
に
競
争
が
出
現
 



向 や け た と は と る 似 
た
 興
味
深
い
用
語
に
意
味
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
 わ
れ
わ
れ
の
深
奥
に
存
在
す
る
神
話
か
ら
活
力
を
補
給
 す
る
道
を
求
め
て
い
 

し
 、
ま
た
補
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
 し
な
が
ら
、
破
壊
と
は
、
し
ば
し
ば
、
既
成
の
秩
序
に
 対
す
る
理
性
的
批
判
 

い
う
形
を
と
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ウ
、
イ
プ
セ
 ン
 、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
、
ブ
レ
ヒ
ト
の
戯
曲
に
は
そ
う
 し
た
啓
蒙
的
傾
向
が
 

っ
 ぎ
り
現
わ
れ
て
い
る
し
、
 ピ
ソ
 タ
 l
 、
ベ
ケ
ッ
ト
 、
ア
 ラ
バ
ル
の
戯
曲
に
も
そ
れ
が
暗
黙
の
う
ち
に
流
れ
て
い
 る
 。
演
劇
を
は
じ
め
 

す
る
擬
似
境
界
的
分
野
や
媒
介
は
、
不
正
、
非
効
率
、
 反
 道
徳
、
疎
外
な
ど
現
代
の
中
心
的
経
済
政
治
構
造
や
 プ
 ロ
セ
ス
が
生
み
出
し
 

と
 考
え
ら
れ
る
も
の
を
暴
露
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
境
界
現
象
と
擬
似
境
界
現
象
は
、
そ
の
占
め
 る
割
ム
ロ
 
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
と
も
、
常
に
並
存
し
て
 き
 た
 。
近
代
社
会
に
お
 

る
 宗
教
、
各
種
の
ク
ラ
ブ
、
秘
密
結
社
は
、
境
界
的
特
徴
 を
 備
え
た
入
会
儀
礼
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
部
族
社
会
 に
お
い
て
は
、
芸
術
 

踊
り
の
中
に
擬
似
境
界
的
ゲ
ー
ム
や
実
験
的
行
動
を
み
 い
 出
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
境
界
か
ら
 擬
 似
 境
界
へ
と
い
う
 傾
 

は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
身
分
か
ら
 契
 約
 へ
、
機
械
的
連
帯
か
ら
有
機
的
連
帯
へ
と
い
っ
た
 傾
 何
 が
は
っ
き
り
し
て
 

 
 

0
 表
面
的
合
理
的
現
実
的
理
解
を
破
壊
す
る
の
で
あ
る
。
 ア
ル
ト
ー
の
場
合
の
破
壊
と
は
、
「
高
部
族
化
」
と
 い
 う
ュ
ソ
グ
 の
そ
れ
に
 

「
錬
金
術
は
あ
る
働
き
の
精
神
的
な
写
し
で
あ
り
、
象
徴
 を 通
じ
て
現
実
的
事
象
に
も
働
き
か
け
 ろ
 。
そ
れ
と
 同
 様
に
演
劇
も
ま
た
 写
 

し
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
無
気
力
な
模
写
と
な
 っ
て
し
ま
う
よ
う
な
直
接
的
日
常
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
写
し
 
つ
ま
り
口
当
り
は
 

良
く
と
も
無
味
乾
燥
な
写
し
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
ま
 ひ
ど
 つ
の
祖
型
的
で
危
険
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
写
し
で
あ
る
 。
そ
れ
は
海
の
ィ
ル
 

力
め
よ
う
に
、
頭
を
み
せ
た
か
と
思
 う
と
 再
び
急
い
で
 深
 海
の
底
へ
と
潜
行
し
て
し
ま
う
諸
原
理
か
ら
構
成
さ
れ
 て
い
る
リ
ア
 
り
 テ
ィ
 

で
あ
る
」
。
 

ア
ル
ト
ー
は
、
演
劇
の
反
省
作
用
と
は
、
現
代
の
日
常
的
 現
実
を
創
造
力
豊
か
で
原
初
的
な
「
混
沌
と
し
た
宇
宙
 」
の
持
つ
「
人
間
離
 

れ
し
た
」
（
彼
の
用
語
）
深
さ
と
対
決
さ
せ
る
も
の
で
あ
 る
 、
と
考
え
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
演
劇
は
 、
わ
れ
わ
れ
の
上
滑
り
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八
 訳
者
付
記
 V
 

本
論
文
は
、
タ
ー
ナ
ー
教
授
が
昭
和
五
十
三
年
二
月
八
日
東
京
 大
学
宗
教
学
研
究
室
 ゼ
、
、
 

、
に
お
い
て
，
 
c
a
 ヨ
ア
 巴
の
三
の
 オ
め
コ
 
の
 -
 
コ
 洩
の
 0
 り
 -
 
の
ヱ
 
の
の
 
:
 

原
題
は
・
 ，
 
q
 ③
 ョ
タ
ヨ
 。
 ミ
リ
 民
屋
の
（
 こ
 c
t
@
o
 

コ
ニ
と
 題
し
て
 講
 潰
 し
た
も
の
で
あ
る
が
、
翻
訳
に
際
し
て
は
紙
面
の
構
成
上
一
 部
を
省
略
し
た
。
 

い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
 

私
が
い
ま
ま
で
用
い
た
用
語
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
 

つ
 ぎ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
 5
 。
儀
礼
や
カ
ー
ニ
バ
 ル
 の
よ
う
な
境
界
的
 

分
野
は
・
社
会
的
枠
組
、
複
合
的
反
省
性
、
集
団
的
流
れ
 、
共
有
さ
れ
た
流
れ
を
強
調
す
る
。
他
方
、
演
劇
と
か
 小
説
と
い
っ
た
擬
似
 境
 

界
約
 分
野
は
、
個
人
的
枠
組
、
個
人
的
反
省
性
、
主
観
 的
 流
れ
を
強
調
し
、
「
社
会
的
な
も
の
」
を
デ
ー
タ
 と
し
 て
 用
い
る
の
で
は
な
く
 

課
題
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

（
星
野
英
紀
 訳
 ）
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書評と紹介 

と る は 富想 、 歴公僕 究   
土 民 著 課 、 著ん史 史 でのは 
  0 者 頴 B 者での学は筆 歴 

  
れ る 頭体 あ 力 く （をは 々 

ズ う い 論 策晶     
l の 亜 し 史部 示ィ が格す 

書 

。 " コ 

荒 評 

と 

介 

  
  C"" の 

九頁 
聖 

セ 
廟 
fcs, 

七 
年 
九 
月 

ル
 両
朝
に
よ
る
西
北
 イ
 ソ
 ド
 か
ら
の
侵
入
と
そ
の
結
果
と
し
て
 成
立
し
た
 

北
イ
ン
ド
に
お
け
る
ト
ル
コ
お
よ
び
ア
フ
ガ
ー
 シ
 ネ
ム
ス
リ
ム
 
諸
民
族
の
 

支
配
に
帰
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
い
か
に
ム
ス
リ
ム
支
配
か
展
開
し
 、
十
八
世
 

紀
に
 イ
ギ
リ
ス
勢
力
に
従
属
す
る
に
至
っ
た
か
を
概
観
す
る
。
 つ
い
で
 ム
 

ス
リ
ム
で
あ
る
異
民
族
の
支
配
の
も
と
に
イ
ス
ラ
ム
が
イ
ソ
 ド
 に
 浸
透
し
 

修
道
場
）
と
言
う
語
の
説
明
、
ハ
 ツ
カ
 1
 等
に
お
け
る
ピ
ー
ル
 

紀
 に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
第
二
節
に
お
い
て
ほ
そ
の
活
動
 

子
達
の
生
活
に
 @
 及
し
、
ハ
ン
カ
ー
の
社
会
的
経
済
的
・
機
能
と
 

事
を
指
摘
す
る
。
ス
ー
フ
ィ
ー
の
布
教
活
動
が
活
発
に
な
る
の
 

べ
 、
本
書
の
主
た
る
研
究
対
象
と
な
る
「
ダ
ル
ガ
ー
」
（
 
鮮
お
卸
 

ラ
ン
ダ
ル
を
中
心
と
す
る
遊
行
の
宗
教
者
達
の
布
教
活
動
に
依
 

ィ
一
 諸
派
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
第
三
節
で
は
「
 ハ
ソ
 カ
ー
」
 ?
 

て
 行
っ
た
の
は
、
征
服
者
・
支
配
権
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
改
 &
 

ム
 の
数
が
増
加
し
た
か
ら
で
は
な
く
、
主
と
し
て
ス
ー
フ
ィ
ー
 意

義
を
述
 

と
 ス
ー
フ
 

や
そ
の
 弟
 

聖
者
や
 カ
 

は
 十
三
世
 

っ
て
い
る
 

す
 聖
廟
）
 

示
 ム
ス
リ
 

ゴ
 リ
コ
戸
ゆ
 

ア
 

の
 意
味
に
つ
い
て
簡
潔
に
解
説
す
る
。
 

第
二
章
で
は
、
サ
ル
タ
ナ
ッ
ト
三
王
朝
と
そ
れ
に
続
く
ん
ガ
ル
 帝
国
の
 

間
 、
即
ち
十
三
世
紀
初
頭
か
ら
十
九
世
紀
中
葉
に
至
る
六
五
 0
 
数
年
の
長
 

き
に
 亘
 っ
て
首
都
で
あ
っ
た
デ
リ
ー
の
変
遷
を
歴
史
的
に
素
描
 し
 、
ま
た
 

デ
リ
ー
に
造
営
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
建
造
物
に
つ
い
て
、
と
く
に
 サ
ル
タ
 ナ
 

ッ
ト
 ・
ム
ガ
ル
期
を
中
心
に
解
説
し
て
い
る
。
 

第
三
章
で
は
本
研
究
の
課
題
と
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
著
者
 は
ま
ず
 

イ
ス
ラ
ム
 
更
 に
お
け
る
ス
ー
フ
ィ
ー
研
究
が
、
従
来
は
 、
 南
ア
 
シ
ア
 や
東
⑤
 

 
 

南
ア
ジ
ア
な
ど
の
イ
ス
ラ
ム
の
諸
問
題
を
軽
視
あ
る
い
は
無
視
 し
て
 き
た
 

 
 

9
 

と
 言
う
欠
陥
を
指
摘
す
る
。
つ
い
で
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
 ス
｜
 フ
ィ
ー
 と
 



ス
ー
フ
ィ
ー
 

ズ
ム
 に
関
す
る
諸
研
究
を
概
観
し
て
、
 

い
 ス
ー
フ
 
ィ
 １
話
 
文
 

献
を
十
分
に
活
用
し
た
歴
史
的
研
究
が
ま
だ
充
分
な
さ
れ
て
い
 

な
 い
、
は
 

従
来
の
研
究
が
中
世
イ
ン
ド
史
の
基
礎
文
献
、
と
く
に
宗
教
父
 

献
の
叙
述
 

 
 

 
 

を
 強
調
す
る
。
従
っ
て
著
者
は
ま
ず
そ
れ
ら
の
文
献
資
料
の
歴
 

史
的
資
料
 

と
し
て
の
性
格
を
分
析
し
、
さ
ら
に
著
者
が
本
書
で
研
究
の
資
 

料
 と
し
て
 

用
い
る
建
造
物
の
歴
史
的
貸
料
と
し
て
の
価
値
を
論
じ
、
そ
れ
 

が
 第
一
級
 

の
 資
料
的
価
値
を
も
ち
得
る
事
を
主
張
す
る
。
こ
こ
で
著
者
は
 

、
本
研
究
 

に
お
い
て
は
、
主
に
「
ダ
ル
ガ
ー
」
を
研
究
資
料
に
し
て
、
 

サ
 ル
タ
ナ
ッ
 

の
呂
 
c
u
 

（
（
 

a
.
 

）
 
9
1
 

甲
お
 

燵
 ）
や
そ
の
他
の
種
々
の
文
献
に
も
と
 

ダ
ル
ガ
 
一
 と
の
結
び
っ
ぎ
を
明
ら
か
に
し
て
、
支
配
権
力
と
宗
 

ず
い
て
は
 

教
権
威
と
 

の
 関
連
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
著
者
の
意
図
を
明
言
す
る
。
 

ま
 た
 著
者
 

は
 、
ム
ス
リ
ム
社
会
全
般
の
中
で
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
聖
者
 

崇
 拝
し
 

ば
し
ば
 
墓
 崇
拝
と
し
て
現
わ
れ
る
が
を
研
究
す
る
 

場
 ム
ロ
の
 

基
礎
的
資
 

料
を
提
供
す
る
事
も
そ
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

続
く
第
二
部
と
第
三
部
と
は
い
わ
ば
「
研
究
資
料
篇
」
と
で
も
 

@
@
 

ロ
う
べ
 

き
 部
分
で
あ
る
。
イ
ン
ド
政
府
考
古
調
査
局
に
よ
る
報
告
（
 

も
め
 
ぎ
 ～
 憶
さ
 

ご
 
-
 
芯
ド
卜
 
㍉
～
 
白
 
㍉
寒
ま
 
こ
 
Ⅰ
 
き
ま
寮
 

㌔
 
さ
ミ
 
も
 
ミ
 
㌔
 宙
 @
S
 

㌔
 
ま
 寒
ら
 
ミ
 
悪
ま
心
さ
～
 

か
 も
 せ
 
0
@
 

い
る
が
、
主
と
し
て
著
者
自
身
の
一
九
五
 

0
 年
代
以
来
の
 

デ
リ
 ｜
 地
域
 仁
 

お
け
る
実
地
の
経
験
と
、
一
九
五
九
 

｜
 六
三
年
、
お
よ
び
一
九
 

七
一
・
七
 

二
年
に
行
っ
た
著
者
自
身
の
調
査
結
果
お
よ
び
そ
れ
に
も
と
 

ず
 く
 研
究
成
 

果
 で
あ
っ
て
、
本
文
の
約
六
 

0
 パ
一
セ
ン
ト
（
八
五
 

｜
 四
九
九
 
ぺ
 ー
 ジ
）
 

を
 占
め
、
 
本
 研
究
の
中
核
を
形
成
し
て
い
る
。
 

そ
の
中
第
二
部
は
デ
リ
ー
に
現
存
す
る
三
大
ダ
ル
ガ
ー
を
扱
い
 、

多
数
 
6
 

9
 

の
 写
真
を
付
し
て
詳
細
に
解
説
・
紹
介
す
る
。
第
一
章
で
は
、
 チ
 シ
ュ
テ
 

派
 三
聖
の
申
で
も
最
も
初
期
の
指
導
者
で
あ
る
 シ
ヱ
 イ
 ブ
 @
 ク
 
 
 

 
 

フ
 ソ
デ
ィ
ー
 
プ
 Ⅱ
 バ
 フ
テ
ィ
ヤ
ー
ル
Ⅱ
カ
ー
キ
ー
三
一
八
六
 
｜
 一
二
 0
 

0
 ）
の
ダ
ル
ガ
ー
を
 取
 挙
げ
る
。
こ
れ
は
今
日
の
ニ
ュ
ー
 @
 デ
 リ
 l
 の
 @
 
同
 

郊
メ
ヘ
 
ロ
ー
リ
ー
の
聚
落
の
東
の
は
ず
れ
の
地
区
に
あ
る
が
、
 

著
者
は
そ
 

の
 ダ
ル
ガ
ー
の
歴
史
的
背
景
、
そ
の
内
部
に
あ
る
 墓
と
 建
造
物
 、
ダ
ル
 
ガ
 

一
の
周
辺
と
近
傍
に
現
存
す
る
 墓
と
 建
造
物
を
詳
述
し
、
現
存
 す
る
 墓
と
 

建
造
物
の
時
代
区
分
を
論
じ
、
ダ
ル
ガ
ー
の
変
遷
を
跡
づ
け
て
 い
る
。
 

第
三
早
で
は
、
前
述
の
ス
一
フ
ィ
ー
聖
者
と
並
ん
で
サ
ル
タ
 ブ
 ツ
ト
前
 

期
の
 、
デ
リ
ー
に
お
け
る
最
も
著
名
な
聖
者
 シ
ヱ
 イ
 ブ
 @
 ニ
ザ
 １
ム
 ッ
 @
 

イ
 ー
 ン
 Ⅱ
オ
ー
リ
ヤ
ー
（
一
二
三
八
 ｜
一
 三
二
五
）
の
ダ
ル
 
ガ
 ｜
を
 、
 -
 
明
 

章
 と
ほ
ぼ
同
じ
手
法
と
順
序
で
詳
し
く
解
説
し
て
い
る
。
 

第
二
一
章
で
は
、
同
じ
く
 チ
 シ
ュ
テ
ィ
ー
派
の
有
力
な
指
導
者
 シ
 エ
イ
 ウ
ノ
 

Ⅱ
 ナ
 ス
ィ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
 
プ
 @
 マ
フ
ム
 l
 ド
（
了
一
七
四
１
丁
 三
 一
十
 

@
 
上
ハ
 
）
 

の
 ダ
ル
ガ
ー
を
扱
う
。
こ
の
ダ
ル
ガ
 一
は
 前
二
者
と
比
較
す
る
 と
や
や
 小
 

規
模
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
手
法
と
順
序
で
紹
介
し
て
 い
る
。
 

第
三
部
に
お
い
て
は
、
サ
ル
タ
ナ
ッ
ト
時
代
の
初
期
か
ら
 ん
ガ
 ル
 後
期
 

に
 至
る
間
に
・
デ
リ
ー
に
お
い
て
活
躍
し
た
と
舌
口
わ
れ
る
 

ス
｜
 フ
ィ
一
望
 

者
達
の
墓
が
今
日
も
な
お
デ
リ
ー
の
諸
地
域
に
残
っ
て
い
る
が
 、
こ
れ
ら
 

の
中
小
の
ダ
ル
ガ
ー
に
つ
い
て
、
現
存
す
る
建
造
物
を
中
心
に
 そ
の
歴
史
 

的
 背
景
を
考
察
す
る
。
第
一
章
で
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
そ
の
 人
物
の
存
 

在
 が
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
の
中
規
模
の
ダ
ル
 ガ
 １
を
紹
介
 

し
 、
第
二
章
で
実
在
が
ほ
ぼ
確
認
さ
れ
る
聖
者
の
墓
を
記
述
す
 る
 。
第
三
 



章
は
 
歴
史
的
に
不
明
確
な
聖
者
の
墓
、
第
四
章
は
歴
史
的
に
ほ
 

と
ん
ど
そ
 

の
 
存
在
が
不
明
確
で
、
地
方
的
伝
承
に
も
と
ず
く
聖
者
の
墓
を
 

扱
，
っ
 

て
 い
 

る
 。
 

第
三
部
に
は
「
竹
葦
」
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
上
述
の
ダ
ル
 

ガ
 
 
 

に
 、
デ
リ
ー
 

仁
 現
存
す
る
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
達
に
関
連
す
る
 

遺
 跡
 、
即
ち
 

①
ハ
ン
カ
 

l
 と
推
定
さ
れ
る
も
の
、
②
ス
ー
フ
ィ
ー
宗
教
施
設
 

と
 推
定
さ
 

れ
る
も
の
、
③
 

チ
ッ
ラ
一
 

ガ
ー
（
四
十
日
間
行
う
断
食
修
行
の
 

た
め
の
場
 

 
 

な
が
 

た
 理
 

ら
 、
あ
る
時
期
に
ス
ー
フ
ィ
ー
の
聖
者
に
よ
っ
て
、
住
居
や
修
 

道
場
と
し
 

て
 用
い
ら
れ
た
遺
跡
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
年
代
的
に
は
、
 

大
 体
 十
九
世
 

紀
 前
半
ま
で
に
建
て
ら
れ
た
も
の
に
限
り
、
と
く
に
サ
ル
タ
 

ナ
 ソ
ト
 
時
代
 

お
よ
び
 
ム
 ガ
ル
初
期
の
建
造
物
 

仁
 
重
点
を
置
い
て
い
る
。
 

第
四
部
に
お
い
て
は
、
前
二
部
で
紹
介
・
検
討
し
た
ダ
ル
ガ
ー
 

お
よ
び
 

そ
こ
に
残
存
す
る
 

墓
や
墓
 

建
築
等
に
関
し
て
、
著
者
自
身
が
こ
 

れ
ま
で
の
 

研
究
課
程
で
直
接
考
え
て
来
た
問
題
を
五
章
に
分
け
て
論
じ
て
 

い
る
。
 

ま
 

ず
 第
一
章
で
は
、
本
書
の
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
聖
者
崇
拝
 

と
墓
 
崇
拝
 

由
 を
さ
ぐ
る
。
イ
ン
ド
の
場
合
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
仏
教
 

ジ
ャ
イ
 

ナ
 教
の
よ
う
な
在
米
の
諸
宗
教
の
中
に
、
す
で
に
古
く
か
ら
 

聖
 者
 崇
拝
の
 

慣
習
が
あ
り
、
ス
ー
フ
ィ
 

一
 聖
者
達
も
自
然
に
支
配
層
や
民
衆
 

の
間
に
受
 

介
入
れ
ら
れ
、
崇
敬
を
集
め
る
に
至
っ
た
点
を
指
摘
す
る
。
 

ま
た
ム
ス
リ
ム
 

瑠
 社
会
に
お
い
て
、
特
定
の
日
に
死
者
の
墓
に
参
っ
た
り
、
 

墓
前
で
花
を
捧
 

翻
櫛
 Ⅱ
 U
 パ
 ㍉
 ぃ
は
鮎
パ
い
如
 

円
円
 
摘
叶
弼
韓
 

師
れ
パ
パ
 

如
 
 
 

墓
 崇
拝
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
慣
習
に
つ
い
て
、
体
験
談
を
交
え
 て
 紹
介
し
 

て
い
る
。
 

第
二
章
で
は
、
ま
ず
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
の
墓
と
、
そ
の
周
辺
に
 建
立
さ
 

れ
る
、
そ
の
聖
者
の
近
親
者
や
後
継
者
等
の
墓
群
を
問
題
と
し
 、
信
奉
者
 

等
の
墓
を
設
け
る
慣
習
の
起
っ
た
理
由
を
検
討
す
る
。
ま
た
 ダ
 ル
ガ
ー
の
 

内
城
や
そ
の
周
辺
に
は
、
か
な
り
の
数
の
権
力
者
や
支
配
属
 の
 墓
が
 造
ら
 

れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
義
を
興
味
深
く
分
析
す
る
。
つ
い
で
、
 墓
や
墓
建
 

築
 等
の
造
営
と
併
行
し
て
、
著
名
な
ダ
ル
ガ
ー
に
は
次
第
に
さ
 ま
ざ
ま
な
 

種
類
の
建
造
物
や
施
設
、
例
え
ば
モ
ス
ク
、
ジ
ャ
マ
ー
ト
Ⅱ
 ハ
 ｜
ナ
 
（
 集
 

会
堂
）
、
ハ
ン
カ
Ⅰ
 
ム
サ
一
 フ
ィ
ル
Ⅱ
 
ハ
 ー
 ナ
 
（
宿
泊
所
Ⅹ
 
ラ
ン
ガ
 

 
 

れ
ら
は
 誰
 

に
よ
っ
て
、
ま
た
い
か
な
る
目
的
で
建
立
さ
れ
た
か
を
検
討
す
 る
 。
 

第
三
章
に
お
い
て
は
、
 

ズ
 イ
ヤ
ー
ラ
ト
ガ
ー
（
巡
礼
 地
 ）
 と
し
 て
の
ダ
 

ル
ガ
ー
の
成
立
過
程
を
論
述
し
、
ま
た
上
述
し
た
デ
リ
ー
の
 三
 大
 ダ
ル
 ガ
 

｜
 に
つ
い
て
、
そ
の
周
辺
の
聚
落
の
成
立
を
辿
る
。
 

第
四
章
で
は
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
の
墓
 お
 よ
び
 墓
 

建
築
に
見
ら
れ
る
種
々
の
形
態
と
構
造
・
様
式
等
に
つ
い
て
 整
 理
し
 、
そ
 

の
 特
徴
を
論
じ
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
 

第
五
章
は
著
者
が
か
つ
て
発
表
し
た
論
文
「
デ
リ
ー
に
現
存
す
 る
ス
｜
 

フ
ィ
 一
 聖
者
の
偽
 廟
と
偽
墓
 」
（
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
 
ヒ
 策
エ
 八
九
冊
、
 

一
九
 セ
 六
年
）
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ダ
ル
ガ
ー
の
 信
 仰
の
実
際
 

と
 歴
史
的
事
実
と
の
矛
盾
を
問
題
と
し
て
い
る
。
第
一
節
で
は
 偽
廟
 の
 成
 

⑰
 

 
 

立
の
例
と
し
て
、
デ
リ
ー
地
域
に
現
存
す
る
シ
ヤ
ー
Ⅱ
ト
ゥ
ル
 ク
マ
 l
 ン
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の
 ダ
ル
ガ
ー
を
検
討
す
る
。
第
二
節
で
は
碑
文
改
変
の
例
と
し
 て
 、
こ
れ
 



ま
た
デ
リ
 l
 に
あ
る
ビ
ー
ビ
 
l
@
 ズ
ラ
イ
 
ハ
 ー
の
孫
娘
の
も
の
 
と
さ
れ
る
 

墓
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
 、
 
一
つ
の
墓
が
信
奉
者
に
意
 
味
 を
も
つ
 

の
は
歴
史
的
事
実
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
に
関
わ
る
何
ら
か
の
 （
伝
承
）
 

や
 
（
 噂
 ）
が
あ
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
 

偽
 廟
は
歴
史
学
的
に
見
れ
 ば
 倦
厭
 に
 

す
ぎ
な
い
が
、
伝
承
や
噂
に
も
と
ず
い
て
独
自
の
権
威
を
も
ち
 、
民
衆
の
 

崇
敬
の
対
象
と
な
る
事
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
墓
や
建
造
 物
を
歴
史
 

研
究
の
資
料
と
し
て
用
い
る
場
合
、
つ
ね
に
慎
重
な
調
査
の
姿
 勢
 と
方
法
 

と
が
必
要
で
あ
る
事
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
 

こ
の
後
に
著
者
は
、
 
付
 章
を
二
章
付
加
し
て
い
る
。
侍
童
第
一
 に
お
い
 

て
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
が
首
都
デ
リ
ー
に
お
け
る
活
動
の
拠
 点
 な
い
か
 

に
し
て
選
定
し
た
か
を
問
題
に
す
る
。
サ
ル
タ
ナ
ッ
ト
時
代
の
 チ
 シ
ュ
テ
 

ィ
 一
派
の
三
人
の
指
導
者
、
 

シ
ヱ
 イ
 ブ
 @
 ク
ト
ゥ
 ブ
 ソ
デ
ィ
ー
 

ソ
耳
 

イ
 ブ
 Ⅱ
ニ
ザ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
 ン
 お
よ
び
 
シ
ヱ
 イ
 ブ
 @
 ナ
 ス
ィ
ー
 ル
 ソ
デ
ィ
 

一
ン
 に
つ
い
て
考
察
し
、
か
れ
ら
は
原
則
と
し
て
支
配
属
と
の
 直
接
交
渉
 

を
 拒
む
と
舌
口
 う
チ
 シ
ュ
テ
ィ
ト
派
の
原
則
的
姿
勢
を
と
り
な
が
、
 

ら
も
、
 修
 

道
 と
宣
教
に
き
わ
め
て
適
し
た
地
点
を
活
動
の
根
拠
地
と
し
て
 選
ん
で
お
 

り
 、
原
則
は
と
も
か
く
、
か
れ
ら
は
ム
ス
リ
ム
の
軍
事
勢
力
を
 そ
の
宗
教
 

的
 実
践
や
宣
教
の
現
実
の
場
に
お
い
て
間
接
的
に
利
用
し
た
も
 の
と
解
釈
 

す
る
。
第
二
節
で
は
、
ハ
ン
カ
ー
の
社
会
的
意
義
に
つ
い
て
論
 じ
 、
ハ
ン
 

カ
 ー
 内
部
に
お
け
る
共
同
生
活
の
社
会
的
意
義
を
強
調
す
る
 K
 n
A
 八
 @
 ニ
 

ザ
 一
ミ
一
の
見
解
を
紹
介
し
・
ス
ィ
ー
デ
ィ
ー
 @
 モ
 ー
ぅ
 と
林
 す
る
 ぺ
ル
 

シ
ャ
人
の
例
を
挙
げ
、
ハ
ン
カ
ー
が
単
に
宗
教
的
実
践
の
た
め
 0
 施
設
で
 

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
社
会
的
・
政
治
的
色
彩
を
も
つ
 運
 動
の
拠
点
 

と
な
っ
た
場
合
も
あ
る
と
言
う
事
を
指
摘
す
る
。
第
三
節
で
は
 ハ
ン
カ
ー
 

の
変
 還
を
辿
り
、
社
会
的
・
政
治
的
意
義
の
一
端
に
つ
い
て
 考
 察
し
て
い
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る
 。
 

竹
葦
第
二
に
お
い
て
は
、
デ
リ
 l
 に
お
け
る
三
大
ダ
ル
ガ
ー
の
 
 
 

ン
ヱ
 イ
 ブ
 Ⅱ
 二
ザ
 ー
ム
ッ
デ
ィ
 
一
ン
の
 ダ
ル
ガ
ー
に
現
存
す
る
 

最
後
に
著
者
は
「
結
語
」
を
設
け
て
、
大
研
究
の
総
括
を
行
う
 

建
造
物
を
 

。
著
者
 

資
料
と
し
て
、
こ
れ
ら
 チ
 シ
ュ
テ
ィ
一
派
指
導
者
と
時
の
サ
ル
 タ
 ナ
ッ
ト
 

支
配
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
を
企
て
る
。
 

は
こ
こ
に
お
い
て
、
ダ
ル
ガ
一
の
権
威
は
、
本
来
そ
の
当
該
 聖
 者
の
生
前
 

の
 権
威
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
実
に
お
い
て
 は
つ
ね
に
 

ム
ス
リ
ム
支
配
層
の
支
持
と
援
助
と
に
よ
っ
て
そ
の
権
威
を
維
 持
す
る
こ
 

と
が
出
来
た
。
他
方
ム
ス
リ
ム
の
支
配
属
は
か
れ
ら
の
権
威
の
 誇
示
と
文
 

配
の
存
続
の
た
め
に
、
ダ
ル
ガ
一
の
存
在
を
十
分
に
利
用
し
て
 来
た
。
 
か
 

く
し
て
サ
ル
タ
ナ
ッ
ト
時
代
か
 、
 
ら
 ん
 ガ
ル
末
期
に
至
る
ま
で
、
 

ダ
ル
ガ
ー
 

の
 ス
ー
フ
ィ
ー
々
示
教
権
威
と
ム
ス
リ
ム
の
支
配
権
力
と
の
間
に
 

、
一
種
の
 

相
互
依
存
関
係
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
 

こ
の
研
究
の
最
大
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
著
者
の
独
創
性
を
示
 し
て
い
 

る
の
は
、
イ
ン
ド
中
世
史
、
と
く
に
宗
教
権
威
と
支
配
権
力
と
 の
 関
係
の
 

解
明
の
た
め
に
、
宗
教
文
献
を
考
慮
し
つ
つ
、
従
来
何
人
も
利
 用
 し
な
か
 

っ
た
 ス
ー
フ
ィ
ー
聖
者
の
聖
廟
を
、
詳
細
・
綿
密
に
調
査
研
究
 し
て
、
 そ
 

の
 結
果
を
最
大
限
に
利
用
し
た
点
に
あ
る
。
今
一
つ
の
特
徴
は
 、
卓
 れ
た
 

写
真
家
で
も
あ
る
著
者
が
、
大
半
は
自
ら
の
手
に
な
る
 四
 0
0
 
枚
 近
い
、
 

遺
跡
や
建
造
物
そ
の
他
の
写
真
を
掲
載
し
、
研
究
資
料
と
し
て
 か
り
 
本
堂
 日
小
リ
 

価
値
を
高
め
、
読
者
に
得
難
い
利
便
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
で
 あ
る
。
 

本
書
は
こ
の
よ
う
に
宗
教
権
威
と
支
配
権
力
に
つ
い
て
、
鋭
い
 洞
察
 カ
 



に
よ
る
深
く
か
っ
説
得
力
あ
る
考
察
と
価
値
高
い
情
報
を
提
供
 し
て
い
る
 

と
 同
時
に
、
イ
ソ
 ド
 の
ス
 l
 フ
ィ
ー
聖
者
・
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
・
 聖
 者
 崇
拝
 

墓
 崇
拝
・
ヒ
ン
ド
ゥ
 一
と
 ム
ス
リ
ム
と
の
関
係
交
渉
等
に
つ
い
 十
 Ⅰ
 
か
 り
生
貝
 

重
 

な
 知
見
を
曲
量
目
 
に
 与
え
て
い
る
。
ま
た
注
記
に
は
多
数
の
文
献
 が
 紹
介
 

参
照
さ
れ
て
い
て
非
常
に
有
用
で
あ
る
。
し
か
も
本
書
は
そ
の
 標
題
か
ら
 

受
け
る
よ
う
な
無
味
乾
燥
な
 、
陰
 う
つ
な
墓
の
研
究
で
は
な
く
 し
て
、
 ガ
 

１
ル
 読
 物
新
人
賞
に
輝
く
新
谷
 識
氏
 で
も
あ
る
著
者
の
旅
行
記
 的
 ・
随
筆
 

的
 要
素
が
各
所
に
見
ら
れ
（
例
え
ば
、
五
二
一
ぺ
ー
ジ
 注
 -
6
-
 

）
 
、
専
門
外
 

0
 者
に
も
近
づ
き
易
い
。
 

本
研
究
は
、
イ
ン
ド
の
ス
ー
フ
ィ
ー
研
究
に
と
っ
て
劃
期
的
貢
 献
 で
あ
 

る
の
み
な
ら
ず
、
中
世
 イ
 ソ
 ド
 思
想
史
・
宗
教
史
を
考
え
る
 上
 で
、
一
つ
 

の
 有
力
な
、
信
頼
出
来
る
道
標
と
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
 ま
た
仏
教
 

学
 研
究
に
お
い
て
最
近
関
心
を
集
め
て
い
る
仏
塔
（
の
（
 

口
づ
巴
研
 ゆ
ル
 
（
 
平
 m
W
 

彰
 博
士
「
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
 b
 山
高
扇
仏
書
林
、
昭
和
何
年
 、
江
島
忠
 

教
 
「
 
説
 出
世
部
の
仏
塔
テ
ク
ス
ト
」
 只
 三
蔵
」
Ⅲ
、
大
東
出
版
 社
 、
昭
和
 

討
 年
 5
 月
 ロ
 参
照
）
に
と
っ
て
も
貴
重
な
参
考
貸
料
と
な
る
で
 あ
ろ
う
。
 

著
者
は
本
研
究
の
前
に
、
す
で
に
関
連
し
た
種
々
の
論
文
を
発
 表
し
て
 

い
る
（
「
 
序
 」
参
照
）
。
と
く
に
「
東
京
大
学
史
蹟
調
査
団
」
 の
 一
員
と
し
 

て
 現
地
調
査
し
た
、
そ
の
共
同
研
究
の
成
果
が
、
一
九
六
七
年
 以
降
東
京
 

大
学
東
洋
文
化
研
究
所
か
ら
、
「
デ
リ
 L
 
 デ
リ
ー
諸
王
朝
 時
 代
 の
 建
 圧
迫
 

介
 
物
の
研
究
 ヒ
と
 題
す
る
大
部
な
三
冊
の
報
告
の
形
で
出
版
 さ
れ
て
い
る
。
 

臨
 
筆
者
の
洩
れ
き
く
所
に
よ
る
と
、
本
研
究
は
、
著
者
に
と
 
っ
て
は
、
こ
の
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
意
欲
的
な
著
者
は
、
早
く
も
本
書
の
末
尾
 ヱ
 八
七
 0
 ｜
七
 一
ぺ
｜
 

シ
 ）
に
お
い
て
、
自
己
の
将
来
の
課
題
に
言
及
し
て
い
る
。
 そ
 の
 
一
つ
は
 

ス
ー
フ
ィ
ー
指
導
者
の
思
想
や
か
れ
ら
の
具
体
的
な
生
活
の
実
 践
面
 に
関
 

わ
る
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
 

墓
や
 ダ
ル
ガ
ー
お
よ
び
そ
の
 他
の
ス
｜
 

フ
ィ
ー
遺
跡
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
ダ
ル
ガ
ー
の
 社
会
的
 

経
済
的
側
面
の
検
討
、
第
三
は
聖
者
崇
拝
の
諸
問
題
を
在
来
の
 イ
ン
ド
 
仁
 

お
け
る
諸
慣
習
と
の
関
連
に
お
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
る
こ
 と
 、
第
四
 

は
 ダ
ル
ガ
ー
 
や
墓
 お
よ
び
そ
の
他
の
ス
ー
フ
ィ
ー
宗
教
施
設
 と
 、
ヒ
ン
 ド
 

ゥ
 ー
を
主
と
す
る
他
の
宗
教
の
信
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
 再
 検
討
す
る
 

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
著
者
の
独
壇
場
で
あ
り
 、
著
者
の
 

み
が
よ
く
解
明
し
得
る
諸
問
題
で
あ
る
。
近
い
将
来
に
そ
れ
を
 実
現
し
、
 

本
書
の
姉
妹
篇
を
刊
行
さ
れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。
 

ハ
 付
記
 u
 
 こ
の
紹
介
の
印
刷
中
に
著
者
は
、
本
研
究
に
よ
っ
て
 、
学
士
院
 

賞
を
受
賞
さ
れ
た
。
心
か
ら
の
祝
意
を
表
し
た
い
。
 

99  (99) 



  
 
 

ヨ
 救
 い
 」
の
構
造
し
小
野
泰
博
善
 

 
 

耕
土
社
、
昭
和
五
十
二
年
、
二
二
四
頁
 

 
 

塩
谷
改
憲
⑨
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「
救
い
」
の
構
造
。
こ
こ
で
い
 

う
 「
救
い
」
と
は
、
観
念
的
な
 

、
  
 



形
而
上
的
な
救
い
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
も
っ
と
直
裁
で
 即
物
 
的
で
、
 そ
 

れ
ゆ
え
に
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
切
実
な
問
題
 で
あ
る
 病
 

気
の
治
癒
で
あ
る
。
信
仰
に
よ
る
救
い
と
し
て
の
病
気
の
治
癒
  
 

仰
 治
療
に
久
し
く
関
心
を
抱
ぎ
つ
づ
 け
て
キ
 た
と
い
う
著
者
の
 
 
 

の
 論
文
を
編
ん
で
、
一
冊
に
ま
と
め
た
の
が
、
こ
こ
に
紹
介
す
 る
 本
書
 で
 

あ
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
 ば
 、
信
仰
 治
症
史
坤
章
 と
た
る
。
信
仰
 治
療
に
つ
 

い
て
は
、
人
類
 史
 と
と
も
に
古
い
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
 人
 類
 学
的
な
 

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
歴
史
的
文
献
の
中
に
 も
 、
信
仰
 

治
療
に
つ
い
て
の
事
例
や
記
述
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
 
か
ら
で
あ
 

る
 。
著
者
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
本
書
で
言
及
し
て
い
る
こ
と
 些
 目
 う
ま
で
 

も
な
い
。
し
か
し
、
信
仰
治
療
に
つ
い
て
の
学
問
的
研
究
の
蓄
 積
は
極
め
 

て
 浅
い
。
こ
れ
は
著
者
が
い
う
よ
う
に
「
単
な
る
呪
術
に
過
ぎ
  
 

非
科
学
的
な
現
世
利
益
で
あ
る
と
い
う
風
に
み
な
さ
れ
て
、
 信
 伸
治
療
に
 

つ
い
て
は
、
一
般
に
科
学
的
反
省
が
加
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
 長
 
い
 間
放
置
 

さ
れ
て
ぎ
た
。
」
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
序
章
た
る
所
以
も
 、
 こ
こ
に
あ
 

る
と
い
え
よ
う
。
 

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
、
単
に
研
究
す
る
側
だ
け
に
責
め
ら
れ
 る
こ
と
 

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
近
代
日
本
の
新
宗
教
は
、
病
気
な
お
し
 か
ら
出
発
 

し
な
が
ら
も
、
そ
の
教
団
の
発
展
過
程
に
お
い
て
教
義
・
組
織
 が
 洗
練
 

整
備
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
し
だ
い
に
当
初
の
病
気
な
お
し
を
 陳
 じ
 ろ
傾
 

向
 が
あ
る
。
例
え
ば
、
病
気
な
お
し
を
伏
せ
た
り
限
定
化
し
た
 り
 、
ま
た
 

は
 方
便
化
す
る
と
い
っ
た
傾
向
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
が
 教
団
と
し
 

て
の
成
長
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
 反
面
、
教
 

担
 が
創
出
し
た
、
で
ぎ
あ
い
の
枠
組
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
 い
 新
し
 ニ
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閲
 す
る
。
次
に
具
体
例
と
し
て
。
教
団
の
信
仰
治
療
の
例
を
あ
 

げ
て
い
 

る
 。
第
二
部
は
、
カ
リ
ス
マ
の
誕
生
と
題
し
て
、
四
人
の
教
祖
 

が
あ
げ
ら
 

れ
る
。
宮
本
ミ
ツ
、
長
沼
妙
佼
・
中
山
み
き
、
そ
し
て
出
口
 

王
 仁
三
郎
で
 

あ
る
。
行
論
 は
 、
洗
脳
・
教
育
・
信
仰
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 

第
一
部
。
ま
ず
・
放
生
会
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
生
 

費
 に
供
し
 た
も
の
 

を
 、
仏
徒
の
作
為
に
よ
っ
て
生
き
て
放
つ
と
い
う
こ
と
に
意
味
 

づ
け
が
 
変
 

化
し
た
の
だ
と
い
う
柳
田
の
説
を
出
発
点
に
、
著
者
な
り
の
 

発
 想
な
 っ
 ぎ
 

つ
ぎ
と
展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
放
生
会
の
思
想
の
根
 

底
 に
は
、
 

「
人
間
の
生
死
を
超
え
る
時
間
意
識
の
自
覚
」
と
「
生
命
空
間
の
 

拡
大
」
 

と
が
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
ほ
 

、
 魂
の
不
死
と
輪
廻
の
思
想
で
あ
 
っ
て
 、
こ
 

こ
か
ら
動
物
と
の
生
命
の
連
帯
感
が
由
来
す
る
と
い
う
の
で
あ
 

る
 。
 例
え
 

蠕
 
徒
の
作
為
と
い
う
べ
き
例
を
援
用
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
 

ぱ
 、
畜
生
が
自
分
の
父
母
の
生
れ
代
り
と
い
う
因
縁
思
想
が
 

、
 

か
 は
異
論
が
あ
 

生
命
の
時
 

間
 的
空
間
的
拡
大
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
 

著
者
の
主
 

張
は
 、
仏
教
の
教
え
は
輪
廻
の
栓
桔
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
 

本
来
の
目
 

的
 が
あ
る
の
に
、
か
え
っ
て
咄
本
人
は
、
こ
の
思
想
に
ど
っ
ぷ
 

り
と
っ
か
 

っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
魂
の
不
死
と
輪
廻
に
も
と
 

づ
く
因
縁
 

の
 思
想
は
、
日
本
人
仁
は
魅
力
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
 

こ
の
思
想
 

は
 、
神
道
家
や
仏
徒
の
思
わ
く
を
よ
そ
に
、
日
本
人
の
あ
い
だ
 

に
 広
く
受
 

け
い
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
。
か
く
し
て
著
者
は
、
 

放
 生
 会
の
 思
 

想
 が
単
に
仏
徒
の
作
為
に
解
消
し
て
し
ま
っ
も
の
で
は
な
い
こ
 

と
を
結
論
 

介
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
立
論
 仁
 つ
い
て
は
、
著
者
自
身
、
 

 
 

翻
 

㍑
Ⅱ
㍊
靴
紐
 卸
 、
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㍑
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い
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し
い
宗
教
を
育
む
基
盤
に
な
っ
て
よ
み
が
え
立
て
く
る
と
あ
る
 。
こ
の
 指
 

摘
が
 本
書
で
は
 K
 教
団
や
四
人
の
カ
リ
ス
マ
を
論
じ
る
う
え
で
 の
 布
石
に
 

な
っ
て
い
る
。
 

さ
て
、
放
生
会
を
め
ぐ
る
著
者
の
思
考
は
、
生
命
へ
の
畏
敬
に
 と
 吸
飲
 

す
る
。
こ
の
生
命
へ
の
畏
敬
が
成
長
し
た
新
宗
教
の
う
ち
す
 て
 

お
し
の
根
木
に
通
じ
る
と
し
、
次
の
信
仰
治
療
に
つ
い
て
の
論
 

が
る
。
 

病
者
個
々
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
求
や
性
向
に
応
じ
得
る
よ
う
な
 

く
に
原
始
治
療
を
中
心
に
解
説
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
 J
.
D
 

ク
 0
 所
説
を
と
り
あ
げ
て
、
「
未
開
 大
 治
療
者
の
治
療
行
為
の
 

信
仰
治
療
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
研
究
を
ふ
る
い
に
か
け
な
が
、
 

ハ
 l
 ス
ナ
 か
 な
要
素
」
に
あ
り
、
「
治
療
者
と
患
者
、
そ
し
て
 

議
 に
っ
 な
 

た
 病
気
な
 

特
色
」
は
 

フ
ラ
ン
 

「
イ
ン
タ
 

そ
の
 雨
 

ら
、
と
 

 
 

者
を
含
む
集
団
ぐ
る
み
の
人
間
関
係
が
治
療
効
果
 仁
 大
い
に
あ
 ず
か
っ
て
 

い
る
。
」
と
し
、
こ
れ
は
「
現
代
の
精
神
療
法
の
基
本
的
要
素
を
 理
解
す
 

る
の
に
広
い
視
野
を
与
え
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
治
療
者
 と
被
 治
療
者
 と
 

の
間
に
介
在
す
る
も
の
が
、
現
代
医
療
で
は
、
薬
物
と
も
の
も
 の
し
い
 医
 

療
 機
器
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
」
未
開
人
の
治
療
に
あ
っ
て
は
、
 

「
信
仰
、
 

儀
礼
、
シ
ソ
 
ボ
ル
 の
よ
う
な
 
非
 ム
ロ
 
理
 な
要
素
で
あ
る
。
」
と
し
 
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
現
代
の
科
学
的
医
学
の
現
状
に
対
比
さ
せ
 
て
、
 「
 し
 

か
し
病
気
は
単
に
身
体
病
理
学
だ
け
で
処
理
で
き
る
も
の
で
は
 な
い
。
 治
 

療
 者
と
の
関
係
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
背
後
に
あ
る
家
族
や
そ
の
 女
 化
と
の
 相
 

 
 
 
 

互
 作
用
の
も
つ
意
味
、
さ
ら
に
患
者
の
自
我
 観
 お
よ
び
社
会
が
 患
者
を
ど
㈹
 

う
み
る
か
と
い
う
こ
と
も
身
体
状
況
に
有
力
な
影
響
を
も
つ
も
 の
と
し
て
㎝
 

甘
 
l
 
Ⅰ
 

考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
人
が
自
ら
の
生
命
を
ど
 う
み
 て
い
る
か
 



と
い
う
生
命
哲
学
も
無
視
で
き
な
い
と
い
う
。
」
と
し
て
い
る
。
 

で
は
、
未
開
人
は
、
病
気
の
原
因
を
ど
う
み
た
か
。
こ
れ
に
つ
 
い
て
 

経
過
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
つ
き
と
め
た
だ
 

は
 、
体
内
へ
の
異
物
の
侵
入
、
異
霊
の
侵
入
、
霊
魂
の
喪
失
、
 け

で
、
 現
 

タ
 。
フ
ー
の
 

違
反
、
邪
術
師
の
黒
呪
術
を
紹
介
し
な
が
ら
も
・
一
般
論
と
し
 て
は
次
の
 

よ
う
に
い
う
。
「
現
代
人
の
い
う
病
因
論
的
な
考
え
方
は
 、
こ
 
の
 病
気
の
 

代
の
医
師
は
治
療
処
置
を
ほ
ど
こ
す
に
不
便
は
感
じ
な
い
。
 す
 な
わ
ち
 科
 

学
は
普
遍
的
な
概
念
の
あ
て
は
ま
る
一
ケ
ー
ス
と
し
て
そ
の
 芭
 者
の
疾
患
 

を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
足
り
る
の
で
あ
る
。
病
名
を
確
 建
 さ
せ
る
 

こ
と
で
医
師
の
不
安
は
落
ち
つ
く
。
し
か
し
病
気
と
か
、
死
と
 か
 、
事
故
 

に
は
も
う
一
つ
の
原
因
が
あ
る
。
言
 い
 か
え
れ
ば
、
な
ぜ
他
の
 大
 で
は
な
 

く
し
て
、
こ
の
人
間
が
他
の
日
で
は
な
く
今
日
、
し
か
も
他
の
 場
所
で
は
 

な
く
罹
病
 し
 、
発
病
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
偶
然
 性
 で
ほ
 な
 

く
 必
然
性
へ
の
問
い
で
あ
る
。
」
そ
こ
で
は
・
病
気
が
起
っ
て
 く
る
メ
カ
 

ニ
ズ
ム
の
説
明
で
は
な
く
、
病
気
の
病
人
に
対
し
て
も
っ
て
 い
 る
 意
味
を
 

説
き
明
か
す
必
要
が
あ
る
。
な
れ
ば
こ
そ
、
治
療
法
と
し
て
、
 人
間
と
し
 

て
の
生
き
方
の
処
 法
 が
も
と
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
代
日
本
の
 新
古
本
敷
 の
 

病
気
な
お
し
が
、
こ
の
生
き
方
の
処
 法
 と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
 と
を
指
摘
 

す
る
の
で
あ
る
。
生
き
方
の
処
 法
は
 、
庶
民
の
だ
れ
に
で
も
わ
 か
る
手
近
 

な
 
「
 苦
 脳
の
意
味
づ
け
」
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
、
例
え
ば
 因
縁
思
想
 

と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
な
り
が
あ
っ
て
、
孤
独
な
人
間
 の
 
「
宇
宙
 

に
お
け
る
定
位
置
」
を
さ
と
ら
し
め
、
そ
し
て
、
生
き
る
指
針
 
と
し
て
 

は
 、
き
わ
め
て
へ
り
く
だ
っ
た
「
自
罰
的
な
態
度
 口
 に
立
た
せ
 
る
こ
と
を
 

 
 

通
じ
て
蘇
生
の
道
を
指
示
し
て
く
れ
る
と
説
く
。
 

こ
の
具
体
例
と
し
て
の
事
例
研
究
が
 、
 次
の
「
 K
 教
団
の
妻
 法
 浄
土
忌
 

想
 と
信
仰
治
療
」
で
あ
る
。
 

K
 教
団
と
は
 @
 う
 ま
で
も
な
く
 光
 秒
教
会
。
 

蛉
 
2
 

や
は
り
、
病
気
を
因
縁
 仁
 よ
っ
て
説
明
す
る
。
病
気
の
治
癒
は
 因
縁
の
除
 

鈴
 

 
 

去
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
教
団
は
・
規
模
と
し
て
は
小
さ
く
 、
教
義
に
㏄
 

対
す
る
哲
学
的
粉
飾
を
こ
ら
す
と
い
う
と
こ
ろ
仁
は
、
ま
だ
 至
 っ
て
い
な
 

い
 。
そ
れ
だ
け
に
、
病
気
の
治
癒
に
対
す
る
希
求
は
鮮
烈
で
あ
 る
 。
こ
れ
 

を
 描
く
に
あ
た
っ
て
著
者
は
、
前
節
で
開
陳
し
た
理
論
づ
け
を
 も
っ
て
 、
 

北
砂
教
会
の
信
仰
治
療
を
な
で
斬
り
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
 な
く
、
 む
 

し
ろ
、
そ
の
印
象
は
、
前
節
で
の
理
論
を
背
景
に
お
き
な
が
ら
 、
そ
れ
と
 

重
ね
る
わ
せ
る
よ
 う
 に
し
て
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
 う
か
 。
 前
 に
 述
べ
た
 

著
者
の
姿
勢
と
し
て
の
あ
た
た
か
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
、
そ
う
 い
っ
た
 描
 

き
 方
で
あ
る
。
 

第
二
部
は
カ
リ
ス
マ
の
誕
生
。
四
人
の
教
祖
論
で
あ
る
。
教
祖
 の
 定
義
 

ほ
、
 新
し
き
宗
教
的
価
値
の
創
唱
者
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
 、
こ
こ
に
 

あ
げ
ら
れ
た
四
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
団
に
お
い
て
、
教
祖
と
 し
て
の
 フ
 

オ
 ー
マ
ル
な
地
位
を
得
た
人
達
で
も
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
教
祖
研
究
の
主
流
は
、
歴
史
的
研
 
究
 
で
あ
 

り
、
 （
他
方
に
は
精
神
医
学
的
研
究
が
あ
る
）
歴
史
的
研
究
は
 、
い
わ
ば
 

客
観
的
事
実
を
実
証
的
に
掘
り
お
こ
し
つ
つ
、
教
祖
の
姿
を
再
 現
し
よ
う
 

と
す
る
伝
記
的
研
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
説
明
の
方
法
は
 、
教
 祖
の
思
想
 

と
そ
の
原
型
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
伏
流
水
を
尋
ね
た
り
、
あ
る
 い
は
教
祖
 

誕
生
の
パ
タ
ー
ン
 
や
 、
そ
の
社
会
的
条
件
・
時
代
的
背
景
と
関
 連
 づ
け
た
 

り
 、
そ
し
て
、
教
祖
と
し
て
教
団
形
成
に
お
い
て
果
し
た
役
割
 0
 分
析
 と
 

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
事
実
の
 っ
 み
か
さ
ね
 



書評と紹介     
経
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
で
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
 
0
 そ
 う
い
 っ
た
 意
味
 

で
、
厳
密
に
は
信
仰
低
き
余
人
の
立
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
 せ
 界
 で
あ
る
 

と
い
え
よ
う
。
」
と
述
べ
、
ま
た
、
出
口
王
仁
三
郎
を
論
じ
た
 し
め
く
く
 

り
で
、
「
筆
者
に
は
ま
だ
王
仁
三
郎
の
ど
こ
か
一
部
に
触
れ
た
 よ
う
な
感
 

じ
 し
か
な
い
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
長
沼
妙
佼
を
論
じ
る
 に
あ
た
 

っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
祖
を
論
じ
る
に
し
て
 も
 、
信
仰
 

治
療
を
論
じ
る
に
し
て
も
、
安
直
に
結
論
を
短
絡
さ
せ
ず
に
、
 常
に
 、
未
 

知
の
領
域
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
本
書
が
序
章
 で
あ
る
と
 

い
う
こ
と
か
ら
く
る
禁
欲
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
 ろ
う
。
 そ
 

し
て
、
著
者
の
こ
の
姿
勢
が
本
書
の
読
後
の
あ
と
 あ
 じ
を
高
め
 て
い
る
。
 

木
 喜
の
意
義
は
、
信
仰
治
療
に
つ
い
て
の
既
存
の
研
究
を
ふ
る
 い
に
か
 

け
て
、
有
用
な
理
論
を
と
り
あ
げ
、
今
後
の
研
究
の
た
め
の
 ス
 タ
ー
テ
ィ
 

ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
た
こ
と
。
現
代
医
学
へ
の
著
者
な
ら
で
 は
の
明
確
 

な
 位
置
づ
け
。
本
書
の
魅
力
は
、
研
究
対
象
 仁
 対
す
る
畏
敬
 と
 も
い
う
べ
 

き
 謙
虚
低
姿
勢
。
こ
の
姿
勢
こ
そ
、
今
後
の
研
究
の
成
果
を
た
 わ
 わ
に
 ろ
 

の
ら
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
著
者
の
紹
介
し
提
起
し
 た
 理
論
な
 

り
 分
析
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
示
唆
的
で
鋭
 い
 切
れ
味
を
示
し
 て
は
い
る
 

が
 、
そ
の
と
り
あ
げ
方
は
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
 仁
 列
挙
さ
れ
て
お
り
 、
理
論
 相
 

互
の
 シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
関
連
づ
け
は
、
必
ず
し
も
先
金
 と
 は
 吉
ロ
え
な
 

い
っ
タ
イ
ト
ル
に
は
「
救
い
」
の
構
造
と
は
あ
る
も
、
こ
の
 溝
 造
 概
念
に
 

 
 

つ
い
て
の
繊
密
な
説
明
は
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
理
論
の
構
造
化
 に
は
至
っ
 

 
 

ヲ
し
 
Ⅱ
 
リ
 な
 卜
リ
と
卜
リ
ラ
ブ
 

Ⅰ
 と
ネ
し
 
あ
る
 0
 と
は
舌
口
 
え
、
ヰ
 リ
ブ
 ヵ
 ノ
イ
ト
Ⅰ
 

ル
 に
 、
信
仰
㎝
 

治
療
 史
 序
章
と
あ
る
 よ
う
 に
、
現
在
の
研
究
段
階
で
は
、
ま
ず
 
 
 

集
抗
 し
、
そ
れ
ら
を
個
別
的
に
理
論
づ
け
る
と
い
っ
た
こ
と
な
 の
で
あ
ろ
 



-
 
つ
 。
 

思
う
に
、
医
学
は
文
明
で
あ
る
が
、
病
気
に
し
て
も
文
明
の
所
 

産
 と
し
 

て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
文
明
（
医
学
を
含
め
て
）
の
変
化
 

は
、
 
・
人
類
 

に
 新
し
い
病
気
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
病
者
但
し
て
 

も
 、
社
会
 

的
 条
件
 
仁
 と
り
か
こ
ま
れ
た
、
ひ
と
つ
の
役
割
、
ず
い
ぶ
ん
と
 

緊
張
に
満
 

ち
た
役
割
で
は
あ
る
が
、
役
割
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
 

よ
う
。
 
と
 

 
 

 
 

本
書
は
、
信
仰
治
療
に
つ
い
て
の
広
大
な
フ
ロ
ン
チ
ア
を
さ
し
 

一
 
亦
 し
て
 

く
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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会 報 

0
 常
務
理
事
会
 

日
時
五
月
 +
.
 
日
 （
水
）
午
後
五
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 
セ
 岩
室
 

出
席
者
安
洋
泰
彦
、
大
畠
 清
 、
小
ロ
健
一
、
桜
井
秀
雄
、
 
仁
 戸
田
上
 
ハ
 

二
前
、
腕
木
平
他
 

議
事
昭
和
五
三
年
度
に
行
わ
れ
る
日
本
宗
教
学
会
会
長
選
 
挙
 に
つ
 

い
て
、
そ
の
日
程
を
検
討
、
決
定
し
、
桜
井
秀
雄
氏
を
選
挙
 

管
理
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

0
 理
事
会
 

日
時
五
月
 +
.
 
日
 （
水
）
午
後
五
時
半
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
七
号
 室
 

出
席
者
前
記
常
務
理
事
会
の
出
席
者
六
名
の
ほ
か
、
安
斉
 

伸
 、
池
田
 

末
利
、
植
田
重
雄
、
小
池
 
長
之
 、
佐
 木
 秋
天
、
桜
井
徳
太
郎
 

の
 各
氏
 

議
事
一
、
木
年
度
の
日
本
宗
教
学
会
賞
の
審
査
委
 貝
 と
し
 て
 左
記
 

の
 セ
氏
が
会
長
か
ら
指
名
さ
れ
、
こ
れ
を
諒
承
し
た
。
 

安
達
泰
彦
、
後
藤
光
一
郎
、
小
山
田
丸
、
桜
井
秀
雄
・
 

玉
城
 康
 四
郎
、
藤
田
富
雄
、
森
岡
清
美
 

一
 、
十
一
月
三
日
（
金
）
 
｜
 五
日
（
日
）
に
わ
た
り
、
国
学
 

院
 大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
予
定
の
第
三
 

セ
 国
学
術
 

大
会
に
つ
き
当
番
 
校
 責
任
者
安
達
泰
彦
氏
か
ら
会
場
、
 

講
演
会
講
師
依
頼
そ
の
他
大
会
準
備
に
つ
い
て
の
説
明
 

報
 

会
 

を
ゥ
け
 
、
ま
た
日
程
に
つ
い
て
の
原
案
を
諒
承
し
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
の
件
。
別
記
 

二
 二
名
の
新
規
入
会
を
承
認
 

0
 宗
教
研
究
編
集
委
貝
金
 

日
時
五
月
一
九
日
（
金
）
午
後
五
時
半
 

場
所
画
廊
喫
茶
ル
ガ
ー
二
階
 

出
席
者
加
藤
智
見
、
後
藤
光
一
郎
、
芹
川
博
通
、
薗
田
 

稔
 、
 中
 村
 恭
子
 

議
事
 
ョ
 
宗
教
研
究
 
ヒ
 第
二
三
六
号
、
第
二
三
七
号
の
内
容
 

に
つ
い
 

て
 報
告
及
び
検
討
。
本
年
度
編
集
方
針
に
つ
い
て
検
討
。
 

O
C
I
S
R
 
 

（
国
際
宗
教
社
会
学
会
 

め
芭
 

C
I
S
w
 

特
別
会
議
が
本
年
一
二
月
（
二
七
 

｜
 二
九
日
）
六
本
 

水
国
際
 

文
化
会
館
で
開
か
れ
る
予
定
で
す
。
 

0
 新
入
会
見
紹
介
 

阿
満
利
磨
 
武
蔵
野
市
境
南
町
 

五
｜
一
 
１
匹
 ｜
一
 O
 四
 
N
 H
.
K
 

植
 丁
百
名
古
屋
市
名
東
区
 
猪
 高
河
猪
子
有
 
鱈
廻
閾
 
二
五
 ｜
 一
九
 

セ
 

内
野
久
美
子
札
幌
市
西
区
山
の
手
 

一
｜
一
 
0
 １
元
、
一
１
玉
 
小
西
方
 

小
野
和
輝
横
浜
市
神
奈
川
区
東
神
奈
川
二
１
元
 

｜
 一
国
 学
院
大
 

学
教
授
 

仝
 子
精
治
 
秋
田
県
大
館
市
有
 

浦
一
｜
 
セ
 ー
 四
五
聖
霊
 女
 手
短
期
 

大
学
講
師
 

 
 

 
 

 
 

院
大
学
㏄
エ
 



頼 山 山 松庄八 名 
宮 中 口 口松田 村 

本 和 真 芳隆 直 
宏 弘 孝 道 紀 日 高 

長 永田 武 鈴 柴染 
崎 井鳥 見 木田 田 

法 隆 照 幸 崇 佳史 
潤 正久 子 弘子 子 

大
学
院
 

ニ
一
鷹
 
市
下
連
筆
 四
 １
匹
 ｜
 三
六
筑
波
大
学
大
学
院
 

世
田
谷
区
弦
巻
 一
｜
 四
一
 ｜
三
 
筑
波
大
学
大
学
院
 

大
阪
府
箕
面
市
白
烏
一
五
九
阿
弥
陀
寺
内
智
 恩
院
 

蒲
郡
市
大
塚
町
役
 広
畑
 八
二
ー
三
愛
知
学
院
大
学
大
 

学
院
 

横
浜
市
港
北
区
綱
島
四
一
１
匹
 ｜
 一
嵩
 ｜
五
 0
 九
慶
 

広
大
学
大
学
院
 

大
田
区
中
央
 四
｜
 一
八
 ｜
 二
五
 

浄
土
宗
研
究
所
助
手
 

京
都
市
伏
見
区
久
我
森
の
宮
町
 ニ
 ー
三
四
大
谷
大
学
 

助
教
授
 

名
 さ
屋
市
千
種
区
 猪
 高
河
猪
子
石
大
畑
田
一
五
 ｜
二
 

人
情
コ
ー
ポ
 二
 0
 
一
 
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
 

横
浜
市
鶴
見
区
小
野
町
二
三
早
稲
田
大
学
大
学
院
 

鎌
倉
市
岩
瀬
一
 ｜
二
 0
1
 
一
二
上
智
大
学
大
学
院
 

世
田
谷
区
 桜
一
｜
 二
六
 ｜
 三
五
勝
 先
 院
内
曹
洞
宗
 

教
 文
化
研
究
所
生
 

三
鷹
市
下
連
雀
 ニ
 ー
セ
ー
二
三
ぎ
ょ
し
在
国
際
基
 

督
 教
大
学
非
常
勤
助
手
 

三
一
億
市
上
連
雀
 
ニ
ー
 一
四
 ｜
一
 
筑
波
大
学
大
学
院
研
 

究
生
 

神
戸
市
灘
区
上
野
道
セ
 ー
一
｜
 九
種
皆
焼
大
学
助
教
 

授
 

0
 新
会
員
名
簿
 

現
在
会
員
名
簿
を
新
し
く
作
成
中
で
す
。
返
信
ハ
ガ
キ
の
回
収
 に
御
協
蝸
 

力
 有
難
 う
 ご
ざ
い
ま
し
た
。
新
名
簿
は
秋
の
学
会
時
に
お
渡
し
 出

来
る
㈱
 

 
 

予
定
で
す
。
 

な
お
「
入
会
申
込
カ
ー
ド
」
を
請
求
な
さ
る
方
が
多
く
ご
 さ
い
 
ま
す
 

が
 、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
様
式
で
、
官
製
ハ
ガ
キ
で
お
送
り
下
 さ
っ
て
 

も
か
ま
い
ま
せ
ん
（
次
頁
参
照
）
。
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東
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学
助
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野
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文
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十
文
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氷
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京
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Death and Eternal Rebirth 
Tetsuo Y A M A O R ~  

At the end of the 10 th  century a brotherhood called "Nijiigo-Sammai- 

E" (Meditation-Meeting composed of 25 members), whose members 

were strongly united to attain nirv8r,a in the Pure Land after death, 

was founded by Genshin (942-1017) a t  kokawa monastery on Mt. 

Hiei near Kyoto, the capital of the Fujiwara dynasty. 

The present paper has been prepared to analyze the three kinds 

of documents (A,B,C) written for expounding the formation and the 

development of the brotherhood and to clarify the idea of death and 

rebirth which was deeply rooted in the minds of members. 

I. "Oj6-~6shii" (A) written by Genshin describes two dimensions 

of the consciousness or image of death appearing a t  the last mo- 

ments, viz. image of pure death (rebirth) and that  of impure death 

(not rebirth). 

11. "Nijugo-Sammai-Kishij" (B) written by Genshin and one of his 

disciples prescribes the procedure of funeral rites after death, through 

which the soul of a dead member was undoubtedly sent to  the Pure 

Land though his corpse remained buried in the grave of this world. 

111. "Nijiigo-Sammai-E-Kakochd" (C) written as a necrology by 

Genshin's disciples gives the names and careers of deadmembers. 

This sacred document was composed principally to strengthen the  

ties of dead members and living members and to confirm the 

symbolical immortality of the brotherhood in the mythological level. 

Rite I 

Thus we can summarize it in a diagram as  follows: 

corpse I 1 soul 

Myth I 

C 

Image 

I the live 

A I B 

impure death 

pure death 1 

1 the dead 



On the Ideas of the Baptists 
in the Great Awakening 

Fumiko NOMURA 

W. G. McLoughlin maintains that the role of religion in the American 

Revolution cannot be understood apart from its role before and after 

the Revolution, and that the Revolution was a religious as well as 

political movement. Other scholars ( for  example, S. E. Mead, R. N. 

Bellah, J.C. Brauer and B. Bailyn) also assume that there was a 

close interrelationship between religion and the American Revolution. 

If we limit this idea to the religious history, i t  can be understood 

as the change from the religious uniformity to the separation of churh 

and state. From this viewpoint, I took the focus on the Baptists in 

New England. The reasons are as  follows. The first is that t h e  

Baptists, as the Dissent under the Establishment, increased in mem- 

bers suddenly in this period. The second is that only Baptists des- 

cribed the separation of church and state in their theology clearly. 

This difference was out of the question, when the Baptists were 

minority and persecuted by the Establishment. But the Great 

Awakening changed the situation. The Congregationalists were 

divided by the Great Awakening and some members were converted 

into the Baptists. 

In case of Isaac Backus, he chose the doctrine of antipedobaptism 

as  the foundation of separating from the Congregationalism. Besides 

the antipedobaptism, the Separate-Baptists made efforts to release 

from compulsory religious taxation for strengthening their movement. 

Indomitable energy was drawn out from this struggle because i t  was 

based on faith. 

Finally, I tried to compare the situation of New England with that 

of Virginia from the viewpoint of separation of church and state. 



Die  "Logik der Art" u n d  die Phi losophie  

der Wel t re l ig ion  

Kiyoshi HIMI 

Dem Meister (Griinder) einer Weltreligion grundlich zu folgen, was 

oft mit dem Wort "existenziale Gleichzeitigkeit mit ihm" bezeichnet 

wird, ist die allerletzte Angelegenheit der religiosen Existenz uberhaupt. 

In diesem Sinne ist das existenziale Verhaltnis, das zwischen dem 

Meister und seinen ersten Jiingern besteht, keineswegs fur bloS ein 

historisch vergangenes Faktum zu halten. Es bedeutet denjenigen 

Ursprung, auf den immer zuriickgegangen werden muS, insofern wir 

uns  unsere religiose Existenz je sichern wollen. Daher ist es die 

Grundaufgabe der religionsphilosophischen Forschung, die Struktur 

de r  Tat,  die das obengenannte existenziale Verhaltnis bestirnmt, zu 

begreifen. 

Von diesem Gesichtspunkt aus versucht der Aufsatz, die "Logik der 

Art" von Dr. Hajime Tanabe (1885-1962) neuzubewerten, als diejenige, 

die  diese Forderung erfiillen kann. Zuerst wird der ProzeS erortert, 

wo die "Logik der Art" vermittelst des "Reuewegs (Metanoetik)" zur 

Dialektik der religiosen Existenz herangreift. Dann wird der Sachver- 

halt erklart, tlaS diese Dialektik in der "Dialektik des Christentums" 

(1948) sich zu der Gleichzeitigkeit mit dem Meister Jesus konkretisiert. 

Dadurch will der Aufsatz sozusagen das Prolegomenon sein zu einer 

eden kunftigen Religionshilosphie, die unsere hervorragendste Denkt- 

adition wird iibernehmen konnen. 


