
 
 

 
 

る
そ
の
ま
 ュ
 
に
、
そ
の
内
的
 結
 ム
ロ
の
動
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
 を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
 0M
.
 

ゥ
 
ヱ
 ー
・
ハ
ー
の
「
 
ヱ
 ー
 ト
 

 
 

ェ
 

い
う
疑
問
が
残
る
。
単
に
歴
史
社
会
的
影
響
や
制
約
 か
ら
説
明
し
、
あ
る
い
は
、
主
張
さ
れ
た
観
念
や
教
 説
 を
そ
れ
と
し
て
理
解
し
た
だ
 

 
 

団
 

げ
で
は
、
当
の
思
想
を
、
そ
の
生
き
た
現
実
に
お
 い
て
と
ら
え
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

こ
の
歴
史
社
会
的
制
約
と
宗
教
的
主
観
性
と
を
切
り
離
す
 の
で
は
な
く
、
当
の
主
体
に
お
い
て
実
際
に
そ
れ
ら
が
 結
び
あ
わ
さ
れ
て
 ぃ
 

神
 

(575) 

スと ロゴス 

想 個 た 的 実 
主 の 他 諸 に あ 
体 恵 方 制 は る   
的 解 こ 

  
と 欠 想 そ に お 問   
あ も し 個 重 典   
ま う ね り 制 絡 
さ 0 を 出 約 0 
し に 整 し さ 申 

くも そかし、 理 てれで つと 
の か 類 こ つ り 

生 わ 男 lJ の の あ 
ぎ ら す 思 べ げ 
た ず る 頽 ら 理 
場 、 こ の れ 解 しよ 面に これ とは 背後 た宗 

お ら 可 に 教 ぅ 

い の 能 あ 的 ・ と 

て 場 で る 確 す   
れ 果 ま 的 に 想   
る こ こ を ラ イ乍 

の の れ 分 。 業   
ぅ が 作 た 歴 ま 

な当業り史 のは " 社 ず " 
と 居、 一 ま 金 塊 

 
 

「
神
の
国
」
の
 
エ
 ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
 

ス
イ
ス
宗
教
社
会
主
義
思
想
（
 L
.
 
ラ
ガ
 ッ
 ）
の
動
態
論
的
理
解
の
試
み
 

金
井
新
 
三
 

  



誌
 さ
れ
 ぅ
る
 。
こ
れ
が
通
常
の
か
み
に
お
け
る
宗
教
的
 

ロ
ゴ
ス
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
宗
教
思
想
が
具
体
的
 

歴
史
に
働
き
か
け
て
 
そ
 

 
 

特
定
の
宗
教
的
思
想
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
な
り
の
 自
己
完
結
 牲
 に
お
け
る
言
葉
（
教
理
や
神
学
）
と
し
て
、
 

。
 ゴ
ス
 は
静
的
に
確
 

与
え
る
こ
と
に
よ
 

つ
あ
る
動
態
（
 ェ
 

容
や
性
格
に
と
っ
 

向
性
が
重
要
と
な
 っ

て
 、
 新
た
な
歴
史
社
会
的
現
実
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
 あ
る
。
思
想
を
こ
の
歴
史
の
形
成
の
働
き
に
た
 づ
 さ
 ね
 り
つ
 

｜
 ト
ス
）
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
 思
 う
 0
 そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
新
た
な
方
向
づ
 け
 0
 円
 

て
 決
定
的
な
 働
 ぎ
を
す
る
も
の
と
し
て
、
個
々
の
思
想
に
 お
 げ
る
、
個
性
的
な
意
味
付
与
、
個
性
的
な
方
向
づ
 け
 の
 亡
心
 

る
 0
 こ
れ
を
こ
こ
で
は
「
ロ
ゴ
ス
」
と
い
う
言
葉
で
あ
 ら
わ
し
た
。
 

あ
る
特
定
の
宗
教
思
想
が
 、
 自
ら
を
常
に
新
に
形
成
し
 つ
つ
、
生
き
て
働
き
つ
つ
あ
る
と
 き
 、
そ
こ
に
は
、
既
存
 の
 半
ば
慣
習
化
し
た
 

伝
統
的
社
会
的
生
活
態
度
や
生
活
倫
理
（
 ェ
ト
 ）
（
 

@
A
 

2
 
ハ
 
レ
 と
、
 新
し
く
湧
き
上
り
つ
つ
あ
る
新
鮮
な
創
造
的
宗
教
意
識
 と
の
対
立
相
克
の
鋭
い
 

緊
張
関
係
が
生
じ
て
い
る
の
が
ふ
つ
り
で
あ
る
 0
 こ
の
 激
し
い
緊
張
こ
そ
、
総
じ
て
、
深
刻
な
宗
教
的
苦
悩
や
求
 道
 と
い
っ
た
も
の
、
 ま
 

た
 劇
的
な
回
心
や
新
生
の
源
泉
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
 ま
 た
 、
以
下
に
本
稿
で
問
題
と
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
の
 、
歴
史
社
会
の
批
判
と
 

新
形
成
へ
と
 向
ぅ
 宗
教
的
意
欲
 や
ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
の
 生
ず
 る
 源
泉
で
も
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
活
力
に
溢
れ
た
宗
教
 思
想
は
 、
 常
に
先
行
す
 

る
 既
存
の
精
神
的
物
質
的
 力
 と
結
合
し
て
自
ら
を
現
実
 的
な
も
の
と
し
て
 現
 わ
し
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
 批
 刊
 し
、
の
り
こ
え
て
ゆ
 

く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
に
せ
ょ
刻
々
と
移
り
 変
る
 歴
史
社
会
の
論
理
と
し
て
、
常
に
新
た
な
歴
史
の
形
 成
 を
め
ざ
す
も
の
と
い
 

え
る
。
す
な
 ね
 ち
、
様
々
な
現
存
秩
序
に
新
し
い
（
 肯
 定
 と
否
定
の
）
意
味
 づ
 げ
を
与
え
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
 新
 し
い
質
と
方
向
づ
 け
 を
 

 
 
 
 

（
 l
l
 
）
 

均
衡
を
求
め
て
せ
め
ぎ
合
う
と
こ
ろ
の
、
思
想
の
生
き
 た
 現
場
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

ら
れ
 ぅ
る
 。
そ
れ
は
、
存
在
か
ら
働
き
か
け
ろ
、
倫
理
 

化
し
合
理
化
す
る
力
と
、
宗
教
的
主
体
の
非
合
理
的
主
観
 

性
 が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
 

ス
 」
と
し
て
の
思
想
の
把
握
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
に
 し
て
、
宗
教
的
思
想
の
生
き
て
働
く
 力
 を
と
り
出
そ
 う
 と
し
た
試
み
と
し
て
み
 

 
 



と
 

 
 

 
 

  

ニ
 

「
神
の
国
」
の
 エ
 ト
ス
歴
史
的
社
会
的
 被
 制
約
性
に
お
け
る
「
神
の
国
」
 

 
 

 
 

-
4
 

舛
 
）
 

 
 

め
か
ら
終
り
ま
で
、
一
貫
し
て
、
牧
師
た
ち
の
運
動
で
あ
 っ
た
 。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
 

 
 

思
想
の
中
に
生
き
て
い
る
、
そ
の
担
い
手
た
ち
に
固
有
 な
エ
 ト
ス
的
特
徴
を
み
て
ど
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
は
 な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 そ
 

3  (577) 

ゴス 

@
3
 
し
 

法
 と
し
て
一
定
の
即
事
的
妥
当
性
を
持
つ
と
考
え
て
い
 る
の
で
あ
る
 
0
 

 
 

 
 

存
在
超
越
的
主
観
性
と
宗
教
的
意
識
の
主
観
性
て
、
何
よ
り
も
、
こ
の
 

が
 
激
し
い
仕
方
で
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
 

ね
 
ち
、
宗
教
の
 

ロ
 
コ
ス
 

は
、
そ
れ
が
既
存
の
諸
 

ヱ
 
ト
ス
に
制
約
さ
れ
、
 

そ
 
れ
ら
を
部
分
的
に
含
ん
 

レ
で
 
即
ち
 

、
ヱ
 

ト
ス
的
拘
束
に
対
立
す
る
創
造
的
 

志
 
向
性
と
し
て
、
 

、
、
 

、
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
 

こ
 
の
よ
う
な
、
歴
史
形
成
 

に
 
関
わ
り
つ
つ
あ
る
動
態
（
エ
ー
ト
ス
）
に
お
い
て
み
る
 

場
合
に
の
み
、
特
定
宗
教
思
想
の
個
性
と
し
て
の
ロ
ゴ
 

ス
が
 

、
そ
の
明
確
な
 

志
 

向
 
と
動
的
構
造
に
お
い
て
と
り
出
し
 

ぅ
 
る
と
思
わ
れ
る
。
 

従
っ
て
、
こ
つ
志
向
性
の
分
析
に
お
い
て
は
、
あ
る
 

宗
 
教
 
思
想
に
含
ま
れ
て
 

ぃ
 

 
 

る
 
根
本
的
な
主
観
的
確
信
を
、
い
わ
ば
、
存
在
超
絶
的
 

な
 
「
純
粋
意
識
」
、
「
絶
対
的
主
観
性
」
と
し
て
扱
わ
ね
ば
 

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
志
向
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
既
存
秩
序
の
 

ヱ
 
ト
ス
的
制
約
 

を
 
超
脱
し
ょ
う
と
す
る
、
ま
さ
し
く
そ
の
運
動
論
理
（
 

ロ
 
，
コ
ス
）
 

L
 
し
し
て
、
 

こ
 

こ
で
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
 

よ
う
な
絶
対
的
主
観
性
そ
れ
自
体
の
存
立
可
能
性
は
別
 

に
 
問
題
と
な
ろ
う
。
 

し
 

か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
的
設
定
に
よ
っ
て
 

、
現
実
に
働
き
つ
つ
あ
る
宗
教
思
想
が
、
そ
の
主
体
に
 

お
い
て
構
成
し
た
リ
ア
 

よ
う
な
方
法
に
よ
る
思
想
の
動
態
論
的
分
析
が
、
こ
こ
で
 

0
 
対
象
で
あ
る
ス
イ
ス
宗
教
社
会
主
義
の
「
神
の
国
」
 

思
想
の
性
格
理
解
の
方
 

 
 



  

れ
は
ま
ず
牧
師
と
い
う
宗
教
的
知
識
人
ヱ
リ
ー
ト
た
ち
 の
 小
市
民
的
性
格
と
し
て
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
神
の
 国
 」
は
そ
の
 ょ
う
 な
 知
 

誠
人
た
ち
の
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
 0
 ま
た
、
 
一
 
フ
ガ
ッ
 が
こ
の
思
想
を
形
成
し
て
ゆ
く
際
に
影
響
を
 ぅ
げ
 た
 多
く
の
哲
学
的
神
学
 

約
数
 説
 、
ス
イ
ス
社
会
の
精
神
的
伝
統
な
ど
も
、
「
神
の
 
国
 」
思
想
の
歴
史
的
規
定
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
 
ら
を
「
神
の
国
」
思
想
 

の
ヱ
 ト
ス
的
諸
側
面
と
し
て
以
下
に
の
べ
た
い
 0
 

㈱
 

ラ
ガ
ツ
 に
お
け
る
「
危
機
感
」
の
問
題
 

宗
教
社
会
主
義
や
、
そ
の
後
の
弁
証
法
神
学
（
「
危
機
 
神
 学
 」
）
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
現
代
 ョ
 ー
 ロ
 

の
 プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
テ
 

イ
ズ
ム
を
強
く
規
定
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
思
想
運
動
が
 、
 い
 づ
れ
も
、
強
い
時
代
的
な
「
危
機
感
」
に
よ
っ
て
 動
 か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
 

あ
る
 0
 無
論
こ
れ
ら
の
思
想
に
お
い
て
、
問
題
は
常
に
 神
学
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ラ
ガ
 ッ
 に
つ
い
 て
 い
 う
 な
ら
、
教
会
に
 

お
け
る
正
し
い
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
想
の
喪
失
、
 

@
5
 ）
単
な
る
 勢
力
争
い
と
な
っ
た
教
会
党
派
な
ど
へ
の
嘆
き
や
批
判
 、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
、
 

-
6
0
 

）
 

新
し
い
「
神
の
探
求
」
、
新
し
い
（
国
民
的
）
教
会
共
同
 体
へ
の
模
索
な
ど
と
し
て
、
強
い
宗
教
的
危
機
意
識
の
 形
を
と
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
の
危
機
意
識
は
、
ま
ず
一
つ
の
大
き
な
社
会
 階
層
的
性
格
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
 、
 当
時
の
小
市
民
的
知
識
 

人
 が
持
っ
た
に
ち
が
い
な
い
「
危
機
感
 ｜
 根
本
的
な
思
 索
と
 行
動
へ
の
衝
迫
」
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
 的
 問
題
は
、
ま
ず
も
っ
 

（
 
7
 ）
 

  

て
 当
時
の
ス
イ
ス
市
民
社
会
に
お
け
る
教
会
の
問
題
な
 の
で
あ
る
 0
 

当
時
（
一
九
世
紀
末
）
の
教
会
が
、
ス
イ
ス
の
み
な
ら
 ず
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
お
い
て
も
深
い
焦
慮
と
危
機
 意
識
の
中
に
あ
っ
た
 

こ
と
は
改
め
て
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
啓
蒙
主
義
 的
り
べ
 
ラ
リ
ズ
ム
の
聖
書
批
判
や
実
証
主
義
的
科
学
 生
 義
が
、
 ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
 

伝
統
的
宗
教
的
確
信
に
対
し
て
、
ま
た
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
 が
 教
会
の
ブ
ル
ジ
ョ
 ヮ
的
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
対
し
て
 行
っ
た
決
定
的
な
攻
撃
 

に
よ
っ
て
 、
 「
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
」
の
理
念
と
、
そ
の
 指
導
者
と
し
て
の
教
会
の
立
場
は
、
す
で
に
（
 少
 く
と
 も
理
論
的
に
は
）
崩
壊
 

し
て
い
た
の
で
あ
る
 

（
 
8
-
 
0
 だ
が
「
 ツ
 ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
チ
ュ
ー
 リ
ッ
ヒ
」
と
「
 力
ル
ヴ
 ア
ン
の
ジ
ュ
ネ
 
ー
 ヴ
」
を
擁
す
 6
 国
、
ま
た
「
社
会
主
 

(578) 4 



 
 

 
 

2
 
 
そ
の
反
応
は
、
ま
ず
非
政
治
的
倫
理
的
で
あ
り
、
 

っ
 い
 で
、
社
会
活
動
 仁
 、
そ
し
て
後
に
は
必
要
に
迫
ら
れ
 て
 政
治
に
加
わ
っ
た
 

 
 

と
 、
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
の
全
体
を
 、
 次
の
よ
う
に
ま
と
 め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

の
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

朋
壊
 に
対
し
て
、
極
め
て
敏
感
に
反
応
し
た
こ
と
。
 

 
 

よ
，
っ
 
。
 

 
 

ハ
 ー
が
指
摘
し
て
い
る
小
市
民
的
知
識
人
の
社
会
階
層
的
 

特
徴
に
極
め
て
よ
く
ム
ロ
致
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 一
九
世
紀
の
終
り
ま
で
散
発
的
な
も
の
に
止
ま
っ
て
 い
た
。
全
体
的
に
い
え
ば
、
教
会
は
現
実
的
な
労
働
者
の
 境
遇
問
題
を
憂
慮
し
 、
 

個
々
に
そ
の
解
決
を
助
け
る
こ
と
を
不
可
避
の
課
題
と
 し
て
認
識
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
、
搾
取
的
な
資
 木
主
義
経
済
体
制
に
対
 

す
る
批
判
を
持
た
な
か
っ
た
 ね
 げ
で
は
な
か
っ
た
 0
 し
 か
し
他
方
で
、
社
会
主
義
運
動
の
も
た
ら
す
、
国
民
の
階
 級
約
 分
裂
に
対
し
て
 

は
 、
決
然
た
る
反
対
者
で
あ
り
つ
つ
げ
 后
 
@
1
@
-
 

し
 
。
こ
の
場
合
、
 教
会
が
守
ろ
う
と
し
た
の
は
、
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
 た
 「
ス
イ
ス
誓
約
共
同
 

体
 」
の
の
 
目
 毛
色
お
 ユ
 の
 
0
 ゴ
の
芭
ぎ
 
。
 
0
 の
 コ
 Q
 の
の
の
目
の
の
 

ゴ
曲
 
（
 
庁
 と
い
 ぅ
 、
建
国
（
一
二
九
一
年
）
の
理
念
に
象
徴
さ
れ
る
 

（
 
@
 
）
」
，
 

伝
 統
帥
市
民
社
会
の
倫
理
 

（
 エ
 ト
ス
）
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
 0
 こ
の
点
は
 、
ビ
ツ
 ィ
ウ
ス
 は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
主
義
的
牧
師
た
ち
に
 お
い
て
も
、
多
か
れ
 少
 

な
か
れ
同
じ
で
あ
り
、
ラ
ガ
 ッ
 も
ま
た
例
外
で
は
な
い
。
 「
神
の
国
」
思
想
の
確
立
以
前
の
 ラ
ガ
ッ
 は
、
自
他
夫
 に
 許
す
「
愛
国
的
説
教
 

義
の
後
進
国
」
と
し
て
の
ス
イ
ス
に
あ
っ
て
 ほ
、
 「
 ョ
｜
 ロ
ッ
パ
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
」
は
 、
 「
ス
イ
ス
的
国
民
兵
 同
体
」
へ
と
戦
線
を
後
 

返
 さ
せ
つ
つ
も
、
根
強
い
説
得
力
を
持
ち
つ
 づ
 げ
て
い
 た
す
 
。
 
-
 

ス
イ
ス
に
お
い
て
、
社
会
問
題
を
危
機
感
を
も
っ
て
受
 け
 と
め
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
を
守
る
意
識
に
お
い
て
で
 は
な
く
、
積
極
的
に
 

 
 

神
の
問
い
と
し
て
と
り
組
む
べ
ぎ
で
あ
る
と
い
う
主
張
 は
 、
 A
 、
 ビ
ツ
 イ
ク
ス
を
も
っ
て
晴
夫
と
す
る
。
し
か
し
 、
被
 お
よ
び
同
類
の
仝
 斤
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い る総の そ 索 
の 0 レ 目 の に 彼 

申 そ 漂 白 お は 
に し で 己 い 、 

ては、 、神の の て 、力 もある （ i 7 啓示 カント 

  
か さ 

    
  

たぜ 

の 

な 道   
を 戦 い 史   思 

ほ の お れ よ 

一 国 い た っ こ 3 
挙 」 て て の 
に 思 神 「神の「 根 ょ 衆・ し が 
し 想 決 の 国 本 ぅ の か 、 その 立 興て は 定的 国」 」の ㈲ 的に 教育、 倫 しなが 主 ね 理 った まず、 型的な な神の は、常 希望と 千年玉 規定さ 又著 彼 ら 義的主 げでは 千年玉 力にょ に歴史 干 は 、 国論的 れたも ラガ ッ 述を通 自身は 

っ に 年 社 の の し 、 張 
て 一 の   

は 観 る 現 な   えに、 歴史それ 就す し、 論 約 議 った @ 機感」 ラディ いつづ 

徐 で 。 世 歴 と さ げ 力 政 
が 通 た か 治 

々あ にるの徐の こを史 に 的 
形 。 ユ 々 完 

ケ @ ヒ 

成 し l に 成   
さ か ト 造 へ ぎ 彼 理 無 

る の 
の 居 、 

的 力     で、 

も こ 的 え 望 で、 想 革 あ 
あ と 

る 運 
  

である のであの ょぅ 「願 な て、遂 。 動 追 直 
る な 望 に 。 の 来 援 

エ 
全 を 的 こ 、 イ o 時間立場 @ ま 体 徹 な 
が   医 大 

し 衆 
ス て 的 
イ 

ス 
ゆ カ 
く を 

の こ 持   小市   
民 そ は 
的 し 至 
知 て も 
識 そ な 
  れ か 
の な っ   エ   ナ、 Ⅰ 

    ス 

失 神 に さ Ⅰ @ ヒ 

労働こと 

大   



 
  

 

@
 舛
 ）
 

の
の
否
定
し
え
な
い
正
義
の
要
求
 

国
 

に
 
お
い
て
認
め
、
 

包
含
し
う
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
で
あ
る
 0 

 
 

 
  

 

神
 

r
 

 
 

」のエトスと p ゴス 

い
み
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
初
期
時
代
の
全
思
想
 

を
お
お
り
の
で
あ
る
。
そ
の
集
成
と
も
い
 

5
 べ
 き
 最
初
 
0
 代
表
作
「
 

汝
 、
な
す
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
す
な
 
ね
 ち
、
人
間
の
内
な
る
「
神
の
像
」
を
信
じ
、
 

そ
の
 
ょ
う
 
な
「
神
の
子
」
と
し
て
の
人
間
が
な
す
 

愛
他
 
的
 倫
理
の
行
為
に
よ
っ
 

て
の
み
、
実
証
主
義
（
コ
ソ
 

ト
 ）
 や
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
 

二
｜
 
ケ
ェ
 
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
徳
生
活
上
 

の
ヵ
 
オ
ス
を
克
服
す
る
 

（
田
り
 

-
 

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
主
 

義
の
目
指
す
も
の
が
、
具
体
的
に
は
先
に
の
べ
た
「
 

ス
 イ
ス
 
的
 共
同
体
」
の
形
 

成
 で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
 

こ
の
進
歩
主
義
的
倫
理
主
義
的
な
歴
史
神
学
が
崩
壊
す
る
 

直
接
の
き
っ
か
け
は
、
ブ
ー
ア
戦
争
に
お
け
る
植
民
地
 

主
義
者
英
国
の
勝
利
 

@
 
㏄
 
@
 

て
い
た
 
ラ
ガ
ッ
 
に
と
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
深
刻
な
自
己
 

反
省
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
の
衝
撃
と
失
望
 

と
が
い
か
に
深
い
も
の
 

で
あ
っ
た
か
は
、
弟
の
ラ
ゲ
ッ
に
そ
れ
を
告
げ
た
手
紙
 

か
 ら
も
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
 

、
 「わ
た
し
は
お
そ
ろ
 

し
く
苦
し
み
ま
し
た
。
 

そ
し
て
涙
を
抑
え
切
れ
ま
せ
ん
て
し
た
」
。
 

O
@
3
@
@
 
 

，
 と
書
い
て
い
 

る
 。
が
ら
ん
こ
の
行
 

き
 づ
ま
り
は
、
単
に
こ
の
事
件
に
 

よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
 

は
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
 

よ
う
 
に
 、
 彼の
内
に
ほ
あ
の
 

危
 機
感
の
深
ま
り
と
共
に
徐
々
に
確
か
な
も
の
と
な
っ
て
 

ゆ
 く
あ
る
認
識
が
あ
っ
 

た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
彼
の
望
む
来
る
べ
き
 

理
 想
の
共
同
体
が
、
も
は
や
こ
の
 

ょ
う
 
な
観
念
論
的
歴
史
 

哲
 学
 と
理
想
主
義
的
倫
理
 

主
義
に
よ
っ
て
は
実
現
さ
れ
え
な
い
と
い
う
認
識
。
 

即
 ち
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
倫
理
的
精
神
的
分
裂
と
カ
オ
ス
が
 

こ
 れ
に
よ
っ
て
は
の
り
 

ぎ
 

ら
れ
え
な
い
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
で
は
、
何
に
よ
っ
 

て
そ
れ
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
キ
リ
ス
 

ト
 教
に
よ
っ
て
 

0
 し
か
 

し
 、
ど
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
か
 

0
 
彼
に
と
っ
て
答
え
は
一
つ
し
か
あ
り
え
な
い
。
 

そ
 れ
は
社
会
主
義
を
 

、
そ
 

  



  

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
の
決
定
的
影
響
下
 に
ラ
ガ
ッ
 を
と
ら
え
た
と
こ
ろ
の
、
従
っ
て
 、
 著
し
く
「
 

聖
書
主
義
的
」
、
「
 

神
 

中
心
主
義
的
」
な
こ
の
「
神
の
国
」
は
、
が
ら
ん
単
純
 に
 、
あ
る
が
ま
ま
の
社
会
主
義
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な
 い
 。
そ
れ
を
厳
し
く
 批
 

@
 
四
 ）
 

の
音
生
心
へ
の
行
為
的
服
従
と
し
て
の
み
価
値
が
あ
る
。
 

即
ち
、
言
葉
に
で
は
な
く
、
行
為
と
関
係
し
て
い
る
の
 
で
あ
る
 0
 
こ
の
よ
う
な
 

「
神
の
国
」
の
内
的
確
立
と
同
時
に
、
ラ
ガ
 

ッ
 は
、
は
っ
 ぎ
り
と
社
会
主
義
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
 は
 、
マ
ル
ク
シ
ズ
女
桂
 

会
主
義
も
ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
 的
 メ
シ
 ャ
 ニ
ズ
ム
の
淵
源
 
か
 ら
出
た
も
の
と
し
て
、
「
神
の
国
」
の
千
年
王
国
論
と
 類
 縁
 関
係
に
立
つ
の
で
あ
 

 
 

然
 的
で
す
ら
あ
る
。
社
会
主
義
は
「
神
の
国
」
の
感
動
 
的
な
「
し
る
し
」
と
し
 

て
 、
そ
の
千
年
王
国
論
の
歴
史
観
の
中
に
し
っ
か
り
と
く
 み
 込
ま
れ
る
。
社
会
主
義
は
い
ま
や
「
神
へ
の
道
」
と
 ょ
 ば
れ
、
サ
ン
・
 
シ
モ
 

@
 
㎝
 -
 

ン
 、
プ
ル
ー
ド
ン
、
マ
ル
ク
ス
ら
は
、
偉
大
な
そ
の
「
 予
 言
者
」
と
な
る
の
で
あ
る
 0
 そ
れ
に
伴
っ
て
 、
 「
ス
イ
ス
 的
 共
同
体
」
よ
り
も
、
 

国
際
的
連
帯
が
重
要
と
な
る
。
正
し
く
秩
序
づ
げ
ら
れ
 た
 世
界
の
中
で
こ
そ
、
正
し
い
い
み
で
の
「
ス
イ
ス
的
 共
 同
体
」
も
可
能
で
あ
る
 

-
 
り
 
Ⅰ
 
z
 
つ
 
）
 

と
 考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

-
 
穏
 -
 

す
と
こ
ろ
の
、
（
人
間
の
自
由
に
な
ら
な
い
と
い
う
い
 み で
 ）
「
活
き
た
 神
 」
で
あ
る
。
信
仰
は
、
こ
こ
で
 は
、
こ
 ぅ
 し
て
啓
示
さ
れ
る
 神
 

こ
う
し
て
、
彼
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
全
く
新
し
い
 理
解
が
必
然
的
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
宗
教
社
会
主
義
に
 お
が
る
キ
リ
ス
ト
教
 

歴
史
内
在
的
な
神
で
は
な
く
、
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
 

（
 
@
 の
 
@
 

お
 げ
る
「
 父
 な
る
 神
 」
、
す
な
 
ね
 ち
、
世
界
の
外
か
ら
、
 

世
界
に
臨
む
神
が
信
じ
 

理
解
で
あ
り
、
そ
こ
に
質
を
一
新
し
て
よ
み
が
え
っ
た
 
「
神
の
国
」
で
あ
り
、
そ
の
千
年
王
国
論
で
あ
る
。
そ
こ
 で
は
、
社
会
主
義
の
思
 

 
 

想
 と
運
動
の
根
本
的
な
影
響
力
を
ま
ず
見
逃
し
え
な
い
が
 、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ブ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
 的
 
「
神
の
国
 」
に
よ
っ
て
自
ら
を
 理
 

解
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
 、
 自
ら
「
 キ
リ
ス
ト
教
」
 
ハ
 
と
い
う
「
十
本
 数
 」
）
と
称
す
る
こ
と
を
 
好
 ま
な
い
。
そ
れ
は
余
り
 

@
 
お
 @
 

に
人
間
的
だ
か
ら
で
あ
る
 0
 
ゆ
え
に
む
し
ろ
、
「
神
の
国
 」
の
機
能
と
し
て
み
自
ら
を
理
解
す
る
 0
 
こ
こ
で
は
 

も
は
や
 
へ
｜
 ゲ
ル
的
 

（
 
抑
 ）
 

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
神
は
教
会
や
牧
師
・
信
徒
を
通
じ
 て
 で
は
な
く
世
界
と
直
接
し
、
そ
こ
で
の
出
来
事
を
通
し
 て
そ
の
 意
 ギ
心
を
あ
ら
ぬ
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「神の国」のエトスとロゴス 

（
㏄
）
 

制
 す
る
原
理
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
「
 神
 の
国
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
志
向
性
と
し
て
後
述
し
た
い
。
 

㈲
林
木
飲
助
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 

「
・
バ
ル
ト
主
義
者
は
悠
然
と
パ
イ
プ
を
ふ
か
し
、
ブ
ル
 

ソ
 ナ
｜
 主
義
者
は
ス
マ
ー
ト
に
 ツ
ィ
 ガ
レ
ッ
ト
を
た
し
な
 み
、
ラ
ガ
 ッ
 主
義
者
 

は
 夜
更
け
ま
で
机
に
向
 ぅ
 。
共
通
し
て
い
る
の
 ほ
 た
だ
、
 金
持
の
奥
さ
ん
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
だ
」
と
い
う
 。
当
時
は
や
っ
た
と
い
 

（
 
囲
 
@
 ㌧
 

わ
れ
る
一
口
は
な
し
の
よ
う
な
も
の
が
今
で
も
チ
ュ
ー
 り
ッ
ヒ
 に
残
っ
て
い
る
 0
 当
時
の
ス
イ
ス
が
生
ん
だ
こ
れ
 ら
の
神
学
者
た
ち
は
、
 

「
偉
大
な
あ
の
人
々
」
と
し
て
、
大
学
神
学
部
で
は
教
会
 史
 の
み
な
ら
ず
様
々
な
講
義
の
中
に
言
及
さ
れ
る
の
が
 ふ
つ
り
で
あ
る
 0
 し
た
 

が
っ
て
こ
れ
は
、
こ
の
人
々
の
大
き
な
業
績
の
威
圧
に
 

る
 0
 こ
れ
ら
の
人
々
は
み
な
ス
イ
ス
の
献
本
 
欲
的
 プ
ロ
テ
ス
 

へ
ぎ
え
 き
し
て
、
学
生
達
の
間
に
さ
さ
や
か
れ
つ
づ
 け
て
 

タ
ソ
 テ
ィ
。
ス
ム
（
 
力
 ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
）
を
ふ
ま
え
て
い
 る
 0
 し
た
が
っ
て
 、
そ
 

い
る
痛
快
な
皮
肉
で
あ
 

る
 0
 し
か
も
巧
み
に
事
実
を
伝
え
て
い
る
 0
 ラ
ガ
ッ
お
よ
 び
 周
囲
の
宗
教
社
会
主
義
者
た
ち
の
禁
欲
主
義
的
生
活
 ぶ
り
、
そ
し
て
、
彼
ら
 

@
 
㏄
 @
 

を
 最
期
に
現
在
で
は
そ
れ
が
も
 う
 み
ら
れ
な
く
な
っ
た
 ，
 
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
終
り
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
小
市
 民
 的
な
あ
り
方
。
す
な
 

ね
 ち
、
世
代
が
変
っ
て
 、
 新
し
い
神
学
運
動
（
弁
証
法
 神
学
）
が
起
り
、
生
活
態
度
を
も
含
め
て
、
空
気
が
す
っ
 か
り
変
っ
た
の
で
あ
 

の
 禁
欲
的
モ
チ
ー
フ
は
常
に
深
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
だ
が
、
一
本
気
で
硬
骨
漢
的
な
 、
 「
わ
か
ら
ず
 や
 」
の
禁
欲
主
義
者
た
 

ち
は
い
な
く
な
っ
た
。
 ラ
ガ
ッ
 と
そ
の
友
人
た
ち
は
そ
 の
さ
い
ご
の
生
き
残
り
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
 う
 。
 

ラ
ガ
ツ
 に
み
る
 場
ム
ロ
 
、
禁
酒
や
禁
煙
は
と
ろ
ん
の
こ
と
、
 何
よ
り
そ
の
勤
勉
で
厳
格
な
生
活
態
度
、
ま
た
、
市
電
 に
は
で
き
る
だ
け
 乗
 

ら
ず
に
歩
い
て
い
た
こ
と
（
こ
れ
は
と
ろ
ん
健
康
の
た
 め
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）
 や
、
 特
に
自
動
車
を
ぎ
 ら
 い
 、
自
動
車
文
明
が
人
 

 
 

間
を
滅
ぼ
す
と
い
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
の
こ
 と
は
 、
そ
の
禁
欲
的
生
活
態
度
（
 エ
 ト
ス
）
を
伺
わ
せ
る
 に
 十
分
で
あ
ろ
う
 0
 ま
 

た
 彼
の
社
会
的
実
践
に
お
い
て
も
、
禁
酒
運
動
に
は
じ
 ま
り
、
さ
ら
に
廃
娼
運
動
を
伴
い
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
 角
 度
か
ら
倫
理
的
な
労
働
 

（
竹
 

W
-
 

運
動
を
行
っ
て
か
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、
 社
 会
主
義
的
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
 含
 も
、
人
間
的
 エ
 ゴ
イ
 
9  (583) 
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ス な 化 寒 生 ル 
2 

い   本 し 誤 

で そ   
精 っ ど る の は れ し 題 お に な 
神 て れ 。 す な に か に い 交 禁 
と か が べ い よ し 関 て さ 欲 
緒 ろ 青年 て か っ な し 入 れ 主 
合 国 さ 

し 象 れ 
て に る 
い 生 暴 
る ぎ 力   
か て で   
に い あ 

なめッそ い ン のの処体 封金のは 居 、 、   
o い ど   

。 ナ 反 ょ す を 想 そ   必 し 投 力 あ げ ト カ 
愛 ） ぅ 

に か で 要て拒 な " 否使 行りて " い ス ） 否 定 
よ も な 場 う の で 因 る の 」 
る 出 い 合 ガ 圭 す 塞 こ 中 に 
暴 発 か 
力 し の 
か て 判 おい すらあ ク @ まま、 ソ 、 張は ら、 真 を とを 深 に 倫 の は く て 

、 な 新 特 
支 さ は るど 。 似 余興いっ「 り 酌 み き 神に 
配 れ   

笹色 窺 
よ で 」   

力 に 的 い め て 禁 る 
ろ 暴な暴 は（ 否 答 な っ の い 欲   

力 ぃ カ 定 ・え 原 て 暴 る 的 だ 

か 、 そ強 。 的 
を て 理 暴 力 点 口 が 
絶 い 玉 歩 行 で ゴ     

で の 制 
あ 判 装   

即 に し 味 ェ を 原理 
従 、 い と めぐ ち、 深いしな ての 総 ョ トス 

っ そ う す 
て の 性 る   

、 寒 椿     的 は は こ た 彼 

愛 力 を と 

と が 根 もよ   

的 ど 要 の ズ 

ヱ も な 点 ム 
ト 同 作 て   と 

ス 様 業 は し 
の で で 、 て 

モ あ あ 社 の 

谷合皮 チ｜ 搾 る 。 り、 「 
フ こ 持 主 取 
と れ に 党 」 

給 ら 挽 肉 や 
び の 年 の 「 
つ 、 の 誰 階 
げ ぃ 彼 ょ 級 
て ず に り 支   
す 根 て 格 を 
る 木 は で 排 
の 的 唯 あ す 
は に 一 

無 理 「の 反生板 りる 、 い と 

な （ 中 本 ぅ 

禁欲的 ソチことで ア 輩とも 的（ラ 

は ご た デ 倫 
な ， 『 つ ィ 理 
い Ⅱ た 力 に 

で 禁 国 ル よ 

あ ろ）平でて 山際） つ 

ぅの 。 陸運 和あ っ貫 ー 
格 動 た し 

  て 

を 帯 （ 反さい 
び 戦 ら る 
て   に と 

      
ま す目 連   
ず 否 勤 役 
禁 ） の は 
欲 な 重 こ 



神の国   
 
 のュ トスとロゴス 

た
 、
歴
史
的
社
会
的
な
生
活
態
度
と
な
り
、
市
民
社
会
的
 

倫
理
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
そ
れ
（
エ
ト
ス
）
と
、
 

こ
こ
で
新
し
く
生
じ
て
 ュ
 
I
 

@ う 

ス に 

と み 
ロ " え 
ゴ る 

ス   
の ブ 

緊 ル 
張 ン 
か ナ 

ら l 

成 の 
ろ う 
居 、 ガ 
オ目 @ ロ @       
の 批 
勘 判 

態は ） 当 
的 つ 

分 て 
折 い 
か る 
ら よ 

す ぅ 

れ に 
ば み 
，え 

「林木 
慾宅 
（ あ 
こ ろ     
で だ 

は暴 が 
」れ 否 力 ， 
定 ま 

と で 
し の 
て べ 

あ て 
ら き 
ね た 

ト た） ね ヱ ー 

ス 
も （ 
ま 工 
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自
由
と
い
う
「
原
理
」
か
ら
出
発
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
 な
い
 0
 支
配
 欲
 に
よ
る
暴
力
は
「
こ
の
世
の
国
」
の
原
理
 で
あ
り
、
愛
と
 

自
由
は
「
神
の
国
」
の
原
理
で
あ
る
。
こ
の
区
別
を
失
 わ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

3
 、
次
に
、
こ
の
「
神
の
国
」
と
「
こ
の
世
の
国
」
と
を
 和
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
と
、
「
神
の
国
」
に
よ
っ
 て
 
「
こ
の
世
の
国
」
 

を
 克
服
し
ょ
う
と
す
る
試
み
が
あ
り
 ぅ
る
 。
前
者
は
歴
 史
的
に
教
会
が
と
っ
た
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
は
「
 こ
の
世
の
国
」
 

に
 
「
神
の
国
」
が
屈
服
す
る
こ
と
を
い
み
し
た
。
神
の
名
 に
お
い
て
征
服
戦
争
が
行
わ
れ
、
搾
取
が
行
わ
れ
た
か
 ら
で
あ
る
。
 
ゆ
 

え
に
、
自
分
に
と
っ
て
は
、
後
者
の
方
向
に
お
い
て
、
 

武
 器
 を
と
る
こ
と
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
愛
と
自
由
に
お
 
げ
る
「
神
の
 

国
 」
を
不
十
分
な
が
ら
あ
ら
わ
し
て
ゆ
く
以
外
に
な
い
。
 そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
う
者
の
道
で
あ
る
と
思
 う
 。
 そ
れ
は
十
字
架
 

へ
の
殉
教
者
的
な
道
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
今
自
分
 が
 銃
を
と
る
こ
と
は
、
同
じ
く
（
精
神
的
な
）
死
を
 ぃ
 み
し
て
い
る
。
 

4
 、
こ
れ
は
国
家
の
否
定
に
っ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
 に
 も
か
か
わ
ら
ず
自
分
が
国
家
の
存
在
意
義
を
認
め
て
そ
こ
 に
 生
き
て
い
る
の
 

は
 、
妥
協
で
は
な
く
、
自
分
の
限
界
の
ゆ
え
で
あ
る
。
 あ
 く
ま
で
（
現
在
の
形
態
に
お
け
る
）
国
家
は
最
期
に
は
 克
服
さ
る
べ
 
き
 

も
の
と
し
て
あ
る
。
 

こ
こ
で
ま
ず
明
か
な
の
は
、
ラ
ガ
 ッ
 が
「
禁
欲
」
（
暴
力
 否
定
）
と
い
う
宗
教
的
社
会
の
 ニ
 ト
ス
の
 絶
体
 化
を
 、
 
フ
ル
ン
ナ
ー
と
同
様
 

否
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
 0
 し
か
し
、
す
ぐ
に
 っ
づ
い
 て
、
彼
は
愛
 と
自
由
と
い
う
「
神
の
国
」
の
原
理
を
持
ち
 込
み
、
そ
れ
を
は
っ
 
ぎ
 

り
 絶
対
的
な
原
理
（
判
断
基
準
）
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
 結
果
と
し
て
は
、
こ
の
原
理
か
ら
、
暴
力
否
定
は
結
局
 は
や
は
り
絶
対
的
な
も
 

の
と
し
て
改
め
て
と
り
直
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
 従
っ
て
、
ラ
ガ
 ッ
 は
こ
こ
で
な
ん
ら
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
間
 い
に
答
え
て
い
な
い
 
よ
 



思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
神
の
国
」
思
想
の
動
態
（
 ェ
 ｜
 ト
ス
）
に
お
い
て
、
存
在
に
働
き
か
け
 ろ
 宗
教
的
意
 識
が
 、
ど
の
よ
う
な
そ
 

れ
 自
体
の
運
動
論
理
（
ロ
ゴ
ス
）
に
お
い
て
そ
 う
 す
る
 の
か
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
宗
教
 的
 主
観
性
が
様
々
の
 ェ
 

ト
ス
と
相
克
す
る
そ
の
仕
方
で
あ
る
。
 

宗
教
社
会
主
義
に
お
け
る
「
神
の
国
」
の
主
観
的
意
識
 の
中
で
は
、
千
年
王
国
論
的
な
も
の
と
禁
欲
的
な
も
の
と
 が
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
 ュ
 

｜
 ト
ピ
ア
 的
 意
識
を
形
づ
く
り
つ
つ
、
複
雑
に
交
錯
 し
、
 し
か
も
相
互
に
鋭
い
緊
張
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。
 前
 者
は
、
主
と
し
て
、
 
歴
 

定
形
成
へ
の
参
与
へ
と
志
向
す
る
肯
定
的
な
 ユ
 ー
ト
ピ
 ア
的
 志
向
性
で
あ
り
、
後
者
は
こ
れ
に
対
し
て
、
一
切
の
 歴
史
的
形
成
物
を
徹
底
 

核 社   れ禁教でをい が 欲意あ 絶る 

性 力 め 含が識る対 む 対の。 的 「 神 
  主 上 持 こ 原 の       

そ 立 思 親 的 しつれ て （に 理 と 目 」 
宗 い 禁 対 し の 

  
向 拘 完 
  

め る ス こ な 識 
性 束 成 の 志 0 の で い か 

が ;  か な   向 そ ） 彼 と ら 
  ら め コ 。 性 し 絶 が い 発 

こ、 自 ざ   ス   
  

す、 り立目 由な ゅ か ゴ こ で の つ い 

） 弘 %- は ヨ る 」 定 そ 
に 争 。 の し れ   

ピ     
に、 お、 識 」     ア 
い、 と ピ 的   ゴス 方 て 彼の 禁欲 自由 は前 

同 居、 的 の 者 ） 
づ 想 ヱ 原 で と 

ら、 り 識 
士 ， c@ 、 か出 精 

思、 す 造 
ね 、 場 を 

と 
  
ね 、 合 も 

た 、 に つ し   
万 の こ て 

の 小 （ なら を一 造 ヱト の と トス とは 向に み、 
そ 、 こ す て l と て 絶 い 
ひ の で 
て、 意に   
し ュ た あ 体 欲 絶 る が 
<@ I@ o 
と ト こ る 。 がと い ロ性と 対こ ここ 

ら ピ の 

えァ意 らと 識 
かゴ に ス はをで " 否 " 

れ し を 
強 と 主 定 暴 

る て 歴   
と の 史 そ の 宗 の 定 

(586)  12 



  
的
に
拒
絶
し
、
そ
れ
を
超
脱
す
る
こ
と
へ
と
志
向
す
る
 

否
定
的
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
 

的
 志
向
性
で
あ
る
 

0
 従
っ
て
 
、
あ
 
る
 既
成
の
歴
史
的
秩
序
 

や
エ
 
ト
ス
を
な
ん
ら
か
の
い
み
に
お
い
て
肯
定
し
 

、
そ
 
れ
と
結
合
す
る
場
合
に
は
、
千
年
王
国
論
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
 

が
 、
そ
れ
を
拒
否
す
る
 

場
 ム
ロ
に
は
、
い
つ
も
禁
欲
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
、
そ
の
つ
 

ど
 「
神
の
国
」
の
主
観
的
意
識
の
志
向
性
を
代
表
し
て
 

働
 く
よ
う
 
に
思
わ
れ
る
。
 

㈱
千
年
王
国
論
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
意
識
 

ラ
ガ
ッ
 
お
よ
び
宗
教
社
会
主
義
の
「
神
の
国
」
が
 

、
歴
 
史
の
具
体
的
形
成
と
ま
た
そ
の
完
成
を
め
ざ
す
千
年
王
国
 

論
 で
あ
る
こ
と
は
、
 

こ
の
「
神
の
国
」
思
想
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
が
、
し
か
 

し
 、
す
べ
て
の
「
神
の
国
」
思
想
が
そ
う
で
は
な
い
し
 

、
ま
た
、
す
べ
て
の
 

千
 

牛
王
国
論
が
そ
う
な
の
で
も
な
い
。
「
神
の
国
」
の
千
年
 

王
国
論
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
、
歴
史
的
形
成
へ
と
志
向
 

す
 る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
 

自
明
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
 

0
 む
し
ろ
、
歴
史
の
 

一
 
小
 す
と
こ
ろ
で
 

は
 、
「
神
の
国
」
が
彼
岸
的
も
し
く
は
 

内
 面
 主
義
的
に
と
ら
え
ら
 

ね
 、
歴
史
と
生
の
か
な
た
に
観
念
さ
れ
た
場
合
が
少
 

く
 な
か
っ
た
。
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
二
王
国
論
」
は
そ
の
 

古
 典
的
側
 
で
あ
ろ
う
。
 

こ
 

れ
に
対
し
て
、
こ
の
ル
タ
ー
的
方
向
に
激
し
く
抵
抗
し
 

た
、
、
、
ュ
 

ン
ツ
ア
ー
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
此
岸
志
向
的
 

「
神
の
国
」
、
即
ち
 

、
 

千
年
王
国
論
が
情
熱
的
に
語
ら
れ
た
と
い
え
 

よ
う
 
。
 し
 か
し
、
マ
ン
ハ
イ
ム
の
理
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
、
 

そ
 こ
で
の
「
神
の
国
」
 

は
 、
現
世
に
お
い
て
は
、
た
だ
瞬
時
の
間
、
歴
史
の
か
な
 

た
か
ら
圧
倒
的
な
仕
方
で
介
入
し
、
熱
狂
的
パ
ト
ス
に
 

お
い
て
人
々
を
と
ら
え
 

ヤ
 る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
常
に
現
世
へ
の
 

徹
 

 
 

 
 

底
 的
な
失
望
と
断
罪
と
、
そ
こ
か
ら
刹
那
的
に
人
々
を
の
 

  

が
れ
さ
せ
る
宗
教
的
陶
酔
 

と
 

こ
の
「
受
肉
」
原
理
は
、
同
時
に
、
目
覚
め
た
「
歴
史
上
 

思
議
」
の
中
に
受
止
め
ら
れ
、
保
持
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
 

、
は
な
ら
な
い
 

0
 フ
ル
ー
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ム
 ハ
ル
ト
に
み
ら
れ
た
よ
 
う
 に
、
そ
れ
が
単
な
る
実
践
的
 ハ
イ
 ェ
 テ
ィ
ズ
 ム
 の
中
で
保
持
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「
 
神
の
国
」
は
、
そ
の
 現
 

-
 
何
 -
 

世
へ
の
介
入
（
受
肉
）
を
感
得
し
た
個
人
の
、
個
人
的
 実
践
に
お
い
て
、
 
間
歌
 的
に
歴
史
と
結
合
す
る
に
す
ぎ
な
 い
 0
 ミ
ュ
ン
ツ
ア
ー
の
 

国
論
的
意
識
を
形
成
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
周
知
の
 

そ
れ
ら
と
結
合
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
 

す
る
）
地
点
に
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
 ゐ
 

り
、
 彼
を
現
実
世
界
に
生
か
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

と
な
る
か
ら
で
あ
る
 0
 
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
「
 

運
動
に
お
い
て
も
、
根
木
的
に
は
、
同
じ
こ
と
が
い
え
 

ど
 壮
大
に
ま
た
徹
底
的
に
世
界
史
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
 

ラ
ガ
ッ
 に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
「
し
る
し
」
 

の
し
る
し
」
を
 見
き
ね
 め
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
 決
 

の
で
あ
る
 0
 従
っ
て
、
ラ
ガ
 ッ
 に
お
い
て
、
そ
の
「
神
の
 

で
は
、
「
神
の
国
」
の
歴
史
へ
の
介
入
と
い
う
こ
と
ほ
 
、
 

と
を
も
い
み
し
て
い
る
 0
 ラ
ガ
ッ
 に
お
い
て
は
、
 
ブ
｜
 

と
う
り
、
超
越
的
な
歴
史
の
構
想
と
し
て
の
救
済
 史
が
 

る
で
あ
ろ
う
 0
 そ
れ
は
、
い
わ
ば
歴
史
の
 一
 エ
ピ
ソ
ー
ド
 

不
敬
意
識
に
と
っ
て
の
、
具
体
的
な
、
歴
史
的
社
会
的
方
 

（
世
俗
化
さ
れ
）
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
合
 
2
@
4
 

神
の
国
」
は
現
実
生
活
に
お
け
る
人
間
に
と
っ
て
生
 き
 

定
 的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
救
済
 史
 が
世
界
 

「
神
の
国
」
思
想
が
現
実
的
運
動
と
な
り
、
具
体
的
 積
 

い
乱
 c
 ゴ
 0
%
 は
 こ
 の
点
こ
関
わ
る
概
念
で
あ
る
。
，
 

V
 
,
 
-
3
@
4
 
 

神
に
 ょ
 

国
 」
思
想
が
 、
へ
｜
 
ゲ
ル
的
歴
史
哲
学
と
結
合
し
つ
つ
 

ど
の
よ
う
に
し
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
 へ

｜
 ゲ
ル
に
お
い
て
ほ
 

極
 的
影
響
力
と
な
り
 ぅ
 

向
づ
 げ
が
初
め
て
明
か
 

史
 と
交
わ
る
（
歴
史
化
 

、
世
俗
化
し
た
千
年
三
 

ァ
 人
の
反
植
民
地
運
動
 

た
 具
体
的
な
も
の
と
な
 

で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
 

っ
て
与
え
ら
れ
る
「
 
時
 

１
ム
ハ
ル
ト
、
ま
た
 

る
 可
能
性
は
、
こ
の
点
か
ら
の
み
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 「
神
の
国
」
思
想
は
、
こ
の
線
上
に
お
い
て
の
み
、
 

現
 美
的
な
選
択
を
な
し
、
 

現
実
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
 あ
る
。
 

だ
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
「
し
る
し
」
に
お
い
て
、
「
 神
の
国
」
が
 、
 常
に
特
定
の
既
成
秩
序
、
既
成
の
社
会
 ぬ
 勢
力
を
肯
定
し
 、
 

や
 、
社
会
主
義
の
思
想
と
運
動
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
 そ
 し
て
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
、
相
対
的
世
界
へ
と
ふ
み
 込
 む
こ
と
は
、
「
神
の
国
」
 

の
 絶
対
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
危
険
で
あ
る
こ
と
 は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
そ
の
時
に
は
、
「
神
の
国
」
の
 ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
相
対
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「神の国」の エ トスとロゴス 

ピ 切 て を   ユ 
々 る な 教 的 な 岸 た 

的 と 

のが 重、 禁意ュ 

ユ   
徹 こ と ・ 意 

居、 窒 何 

に は れ の 

ェ 国 
木目 、 る ュ 

繍ア成対 ユ 対化 ー 「神の 

ト ヒ 。 

@%  つ 
  

英 的 意識 批判 すな 意識 ァ 

も 度 
  

十本数 神 「   
こ ろ 

の な 致 
禁 そ 志 せ 

確 l の お れ   h@ - い ら 

15@ (589) 

的
 エ
ト
ス
と
な
り
、
さ
ら
に
は
、
特
定
の
存
在
秩
序
 そ
 の
も
の
の
虚
偽
意
識
的
擁
護
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 と
 も
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
点
か
ら
、
千
年
王
国
 論
的
 志
向
性
は
、
禁
欲
的
志
向
性
と
の
鋭
い
緊
張
関
係
 に
 陥
り
、
後
考
に
よ
る
 

へ
 
4
*
@
 

4
 
Ⅰ
 

厳
し
い
批
判
に
た
え
ず
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
 あ
る
。
 



の
国
」
は
、
人
間
の
自
力
的
努
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
し
 て
 、
ひ
た
す
ら
神
の
音
生
心
と
力
に
よ
っ
て
の
み
成
る
と
 
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ラ
ガ
 ッ
 の
み
な
ら
ず
、
お
し
な
べ
 て
 「
神
の
国
」
の
「
実
践
者
」
に
お
け
る
深
い
矛
盾
的
 な
 意
識
の
状
態
が
生
ず
 

る
 。
神
の
意
志
に
従
っ
て
、
こ
の
世
を
造
り
変
え
る
こ
と
 が
 命
ぜ
ら
れ
、
そ
こ
に
強
い
（
千
年
王
国
論
的
）
使
命
 立
 
思
議
が
生
ず
る
一
方
で
、
 

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
営
為
は
、
信
仰
者
の
そ
れ
を
も
含
め
 て
 、
原
理
的
に
 又
 極
め
て
端
的
に
、
そ
の
 っ
ど
 無
価
値
で
 あ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
 

な
い
か
ら
で
あ
る
（
純
粋
な
禁
欲
の
モ
チ
ー
 こ
 0
 ま
さ
 し
く
 ア
 ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
意
識
構
造
で
あ
る
と
い
え
よ
 ぅ
 。
だ
が
、
こ
の
矛
盾
 

す
る
二
つ
の
志
向
性
の
緊
張
が
失
わ
れ
る
と
き
に
、
一
方
 で
は
様
々
な
形
で
の
（
 独
 差
目
的
使
命
感
と
し
て
の
）
「
 

選
民
意
識
」
を
、
他
方
 

で
は
、
こ
の
世
と
隔
絶
し
た
（
 -
 
」
れ
も
ま
た
、
独
善
的
な
 
禁
欲
主
義
と
し
て
の
）
「
静
寂
主
義
」
を
結
果
し
た
こ
と
 ほ
 つ
い
て
、
歴
史
上
 多
 

く
の
実
例
が
あ
る
で
あ
ろ
う
 0
 ま
た
、
こ
の
緊
張
の
中
 か
ら
の
み
、
神
の
「
道
具
」
と
し
て
、
肯
定
的
で
あ
る
と
 同
時
に
否
定
的
に
自
ら
 

@
 
仰
 @
 

を
 規
定
す
る
、
特
殊
な
実
践
的
自
己
意
識
が
生
ず
る
の
 で
あ
る
。
 

-
 
仰
 ）
 

6
 人
間
の
願
望
意
志
 
旧
 。
二
の
 
コ
 は
、
禁
欲
的
 ニ
 ー
ト
ピ
 ア
を
 支
配
す
る
第
三
者
（
 神
 ）
の
命
令
書
生
心
の
 o
 ）
 
p
n
 
コ
と
 対
照
的
で
あ
る
。
「
 神
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
 

べ
ル
 の
 塔
 」
の
物
語
り
が
示
す
 

の
 反
逆
）
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
 

の
 、
自
由
な
人
間
的
願
望
と
し
 は

 、
人
間
的
な
も
の
は
 罪
牲
 と
し
て
、
端
的
に
「
 神
 」
的
 

な
も
の
と
対
立
し
て
い
る
 

0
 旧
約
聖
書
の
「
・
 バ
 

よ
 う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
な
自
律
的
試
み
は
、
最
終
 的
に
は
「
人
間
の
人
間
に
よ
る
支
配
」
（
Ⅱ
 神
へ
 

い
も
の
と
し
て
、
原
理
的
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
 
こ
の
よ
う
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
意
識
が
、
す
べ
て
 

て
の
ユ
 ー
ト
ピ
 ァ
と
ぎ
 び
し
く
対
立
す
る
こ
と
は
い
 う
ま
 で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
願
望
や
試
み
を
支
配
す
 

つ 対 
な し 

  
め 禁 
る 欲 
と 的 
い な 

う 土 ， 巳 、 
点 識 
で は あ 
る 常 

o し、 に 」 

ナ "  し @ し 

が め 

つ 世 
て 性 

と 

こ の 

0 対 
意 、 立 
識 セこ 

0 %   
粋 る 

な 絶 
核 粋 
心 に 

  
あ 的 
ら 神 
の 的 
る な 
白 も 

伏 の 
的 へ 

大 と 

神 間駒 「 
な の 
8 国 
の 」 

の の 

否 ュ 

定 i 
ひこ ト 

あ ピ 
る ア 

と を 

(590) 

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
千
年
王
国
論
的
な
も
の
が
、
 

常
 に
ヱ
 ト
ス
化
Ⅱ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
Ⅱ
世
俗
化
を
結
果
す
る
 志
向
性
で
あ
る
の
に
 

16 



 
 

 
 

国
阿
が
、
現
実
的
制
度
秩
序
と
結
合
し
て
い
る
か
ぎ
り
」
へ
と
人
を
押
し
出
す
こ
と
。
即
ち
、
そ
こ
で
の
生
 

 
 

ユ
ー
ト
ピ
ア
を
、
す
べ
て
に
対
し
て
開
か
れ
た
意
識
に
 

す
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
 

 
 

れ
る
。
絶
対
的
な
閉
鎖
性
（
否
定
）
が
、
絶
対
的
な
 

開
放
性
を
結
果
す
る
と
い
 

5
 の
は
逆
説
的
で
あ
る
が
、
 

こ
 こ
で
「
開
か
れ
た
」
と
い
う
 

 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
未
来
に
向
け
て
、
終
る
こ
 

と
の
な
い
宗
教
的
実
践
的
 

生
 

の
 

 
 
 
 

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
閉
鎖
性
を
全
く
ま
め
が
れ
 

ぅ
 る
の
は
、
純
粋
な
絶
対
的
禁
欲
意
識
だ
け
で
あ
る
。
「
 

神
の
国
」
へ
の
排
他
的
 
17@ (591) 

じはい忙しいてるなぜ て " 。 な " との 。 らら従 " 
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
「
神
の
国
」
の
実
現
を
熱
望
し
な
 

が
ら
も
、
自
ら
の
実
践
に
よ
っ
て
そ
れ
を
作
り
出
す
こ
と
 を
 原
理
的
に
 
禁
 

れ
た
こ
こ
で
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
意
識
は
 、
 常
に
、
最
後
ま
 で
、
「
絶
対
的
な
批
判
」
の
（
単
な
る
）
意
識
と
し
て
 
止
 ま
り
 っ
 づ
 け
 ね
ば
 

な
い
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
、
「
神
の
国
」
の
 ユ
ー
ト
ピ
ア
に
対
し
て
禁
欲
の
モ
チ
ー
フ
が
与
え
る
 第
 二
の
特
徴
で
あ
 

純
粋
な
禁
欲
意
識
の
志
向
性
は
明
か
に
こ
の
こ
と
を
 要
 ま
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
そ
れ
は
「
批
判
と
い
う
機
能
 」
そ
の
も
の
と
し
 

ユ
ー
ト
ピ
ア
意
識
と
な
る
の
で
あ
る
 0
 無
論
、
こ
の
こ
と
 は
 、
「
神
の
国
」
の
コ
ー
ト
ピ
ス
ト
た
ち
が
、
現
実
に
 何
事
も
な
し
え
な
 

い
う
こ
と
を
い
み
し
て
は
い
な
い
 0
 現
実
に
は
、
彼
ら
 も
ま
た
多
く
の
こ
と
を
、
「
神
の
国
」
の
為
に
な
し
た
の
 で
あ
る
 0
 し
か
 

そ
の
実
践
は
、
禁
欲
の
純
粋
志
向
か
ら
す
れ
。
 
ほ
 、
「
 絶
 対
酌
批
判
」
の
そ
の
 っ
 ど
の
具
体
的
表
現
で
あ
る
以
上
の
 意
味
を
持
っ
て
 

う
な
い
の
で
あ
る
 0
 そ
の
実
践
に
お
い
て
は
、
「
願
望
 

実
践
」
は
 、
 他
の
コ
ー
ト
ピ
ス
ト
に
 船
 る
よ
う
に
は
 
自
然
に
接
続
し
な
 

禁
欲
の
モ
チ
ー
フ
は
、
こ
れ
に
特
殊
な
屈
折
を
与
え
る
 

い
か
え
れ
。
は
、
「
神
の
国
」
の
実
践
に
お
け
る
歴
史
 
の
形
成
力
 
め
 特
質
 

こ
の
根
本
的
な
否
定
（
禁
欲
）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
 る
 点
で
あ
る
 0
 そ
こ
か
ら
、
こ
の
実
践
の
特
殊
な
強
さ
 と
ま
た
弱
さ
が
 生
 

@
 
毬
 @
 

く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
 



確
信
と
願
望
が
強
け
れ
 ば
 強
い
ほ
ど
、
こ
の
意
識
は
他
 の
 全
て
の
現
在
的
制
度
秩
序
に
対
し
て
、
さ
め
た
意
識
と
 な
る
で
あ
ろ
う
 0
 こ
の
 

意
識
は
、
そ
れ
ら
 諸
ヱ
 ト
ス
の
閉
鎖
性
 士
 自
己
絶
対
化
 へ
の
傾
斜
を
極
め
て
敏
感
に
感
じ
と
り
批
判
す
る
能
力
と
 し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
上
目
付
 

識
 と
な
る
の
で
あ
る
。
 

ラ
ガ
ッ
 に
お
い
て
は
、
こ
こ
か
ら
、
一
切
の
人
間
的
 ュ
｜
 ト
ピ
ア
が
一
顧
を
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
 あ
る
が
、
さ
ら
に
、
 

（
㏄
）
 

制
度
的
教
会
も
、
社
会
主
義
政
党
も
否
定
さ
れ
る
に
 至
 っ
た
 。
こ
れ
ら
の
否
定
の
論
理
は
、
即
事
的
に
は
さ
ま
ざ
 ま
で
あ
る
が
、
そ
の
 核
 

心
は
禁
欲
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
志
向
性
と
し
て
み
る
と
き
 極
め
て
理
解
し
や
す
く
な
る
。
 ラ
ガ
ッ
 に
と
っ
て
は
、
 教
 会
も
ボ
ル
シ
 ヱ
 ヴ
ィ
 ズ
 

ム
 政
党
も
共
に
、
自
己
を
唯
一
の
救
済
の
制
度
と
み
な
し
 、
 ド
グ
マ
に
よ
っ
て
身
を
か
た
め
た
、
一
個
の
閉
ざ
さ
 ね
 た
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
 試
 

み
 １
 
@
 彼
は
も
 ち
ん
こ
の
舌
口
葉
を
使
っ
て
は
い
な
い
が
 
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
禁
欲
的
志
向
性
は
 、
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
 

一
切
の
「
党
派
性
」
の
拒
否
の
志
向
性
で
あ
ろ
う
。
従
っ
 て
こ
れ
は
、
必
然
的
に
彼
を
「
ア
ナ
キ
ス
ト
」
と
し
た
 の
で
あ
る
 0
 さ
ら
に
い
 

え
ば
、
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
共
同
体
」
的
在
り
方
に
 対
す
る
徹
底
し
た
懐
疑
と
も
い
え
よ
 う
 。
こ
の
禁
欲
的
 志
 向
性
は
 ラ
ガ
ッ
 に
お
い
 

て
 、
実
際
に
は
、
 カ
ソ
ト
的
 個
人
主
義
（
「
人
格
的
自
由
 
」
）
的
倫
理
主
義
と
結
合
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
 
、
そ
の
場
合
に
は
、
 最
 

上
の
共
同
体
は
、
個
人
の
自
由
を
出
来
う
る
限
り
制
約
 し
な
い
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
と
な
っ
た
 0
 そ
 し
て
同
様
の
論
理
 は
彼
 

を
 フ
ェ
デ
ラ
リ
ズ
ム
へ
と
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
 フ
ェ
デ
 ラ
ソ
ズ
ム
 の
主
張
も
、
現
実
に
は
、
ス
イ
ス
に
 土
 看
的
な
民
主
々
義
的
伝
 

統
 
（
 エ
 ト
ス
）
と
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
禁
欲
 的
 志
向
性
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
で
あ
れ
社
会
で
あ
れ
、
 ょ
 り
 大
き
な
共
同
体
が
 ょ
 

り
 小
さ
な
そ
れ
を
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
へ
の
拒
否
 と
 し
て
の
フ
ェ
デ
ラ
リ
ズ
ム
の
原
理
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
 、
 単
な
る
「
連
合
主
 

義
 」
と
し
て
の
フ
ェ
デ
ラ
リ
ズ
ム
な
の
で
は
な
い
 0
 こ
 れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
エ
ト
ス
・
 p
 ゴ
ス
 の
動
的
相
克
と
し
 て
の
ヱ
 ー
ト
ス
億
倍
 
涯
 
迫
 む
 

分
析
す
る
こ
と
か
ら
、
十
分
に
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
 る
の
で
あ
る
。
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「神の国」のエトスとロゴス 
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ト
 
0
3
7
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中
ト
 

：
 

韓
 
ミ
 
参
照
。
 

リ
ッ
ヒ
お
よ
び
リ
ン
ト
前
掲
。
 

ラ
 ガ
ツ
自
身
も
晩
年
に
至
っ
て
 な
お
「
 へ
｜
 ゲ
ル
は
誰
に
も
真
似
で
き
な
い
仕
方
で
、
歴
史
を
 そ
の
巨
大
さ
と
 

深
さ
に
お
い
て
理
解
し
、
ま
た
事
物
を
相
互
の
つ
な
が
り
に
お
 い
て
み
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
…
…
ま
た
 へ
｜
 ゲ
ル
は
「
 神
の
国
」
の
 歴
 

彼
は
、
そ
の
社
会
実
践
の
最
初
（
一
八
九
四
年
）
か
ら
、
英
国
 

し
 Ⅰ
～
の
片
の
 

コ
 ・
 り
 
4
1
.
 
の
の
 

労
働
者
組
織
で
あ
っ
た
の
「
 巳
 （
 
-
@
4
n
 

「
の
 
@
 
コ
 の
中
で
、
講
演
、
教
 

約
転
換
（
レ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
へ
の
。
一
八
九
八
年
）
 以
 

し
 
Ⅰ
の
 0
 ）
宏
二
の
 ，
い
 の
 １
 の
の
・
 
ト
の
 
あ
の
 

・
 
@
 

べ
 Ⅱ
 曲
 ・
 P
P
o
 
曲
 

口
偉
 「
の
コ
 

カ
 Ⅱ
 
い
 
の
 
ガ
 ・
通
常
「
南
町
戦
争
」
と
呼
ば
れ
る
南
ア
フ
リ
カ
 

し
 年
の
 0
 ）
）
の
什
一
 

Q
 Ⅱ
 
宙
コ
ら
ぃ
仁
幅
の
 

0
-
 
目
の
Ⅱ
の
持
主
 

@
0
 
ず
 
0
 づ
 ミ
の
岸
り
コ
 
の
の
 
ゴ
 が
 岸
 

史
 と
の
関
連
で
、
そ
の
補
足
的
な
現
象
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
 

ロ
コ
お
 （
㌧
 目
 0
 「
 
ヨ
 ぎ
り
 主
碑
 
の
の
 

目
 「
 
0
1
 
ニ
 
ト
一
の
 

Q
o
 

一
 

ち
の
援
助
の
た
め
に
 ラ
ガ
ッ
 は
宣
伝
、
募
金
な
ど
に
東
奔
西
走
 

桂
 
@
 に
、
 ㏄
Ⅱ
～
 

e
 ヰ
 
0
 コ
・
 
之
 「
・
 
俺
 （
 
ト
 
㏄
 
の
 む
）
 
一
 Ⅱ
セ
曲
二
幅
 

ロ
 @
 
月
日
 岸
コ
由
ヲ
日
 

。
 年
 

め
の
い
下
の
（
 

0
-
0
 

的
 
@
0
 目
 コ
 
ら
門
億
ず
 
@
 
オ
 @
 
コ
ト
 の
・
Ⅰ
 
曲
す
 
Ⅰ
 
ゴ
岸
コ
 

由
の
Ⅱ
 

ダ
 宮
む
 コ
ぃ
ゴ
 

て
 ）
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
彼
に
は
一
貫
し
て
、
よ
り
 

演
じ
て
い
る
」
と
の
べ
て
い
る
（
 呂
ミ
 ・
 打
い
 
の
お
）
。
 

こ
の
突
然
の
「
神
の
国
」
へ
の
新
し
い
確
信
と
希
望
を
彼
は
「
 

の
 影
響
を
強
く
 ぅ
 け
て
い
た
。
こ
れ
は
最
後
ま
で
持
続
す
る
。
 

へ
一
 ゲ
ル
の
「
神
の
国
 し
 理
解
に
つ
い
て
は
、
の
 ゴ
 「
 
ぢ
 （
 
ド
 コ
ミ
 麓
 

ハ
と
 マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
役
割
、
そ
し
て
わ
た
し
 

育
 コ
ー
ス
担
当
な
ど
に
よ
り
活
動
し
て
い
た
（
同
時
に
、
愛
国
 

来
、
批
判
的
と
な
っ
た
。
 

ラ
ガ
ッ
 は
一
八
九
六
年
以
来
、
当
時
 

誰
か
ら
 受
 げ
と
っ
た
も
の
で
も
な
く
・
・
・
・
・
・
神
か
ら
直
接
来
た
 

キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
者
キ
ン
グ
ス
レ
ー
、
 

力
一
 ラ
イ
ル
、
 
ロ
 

に
お
け
る
植
民
地
の
対
英
反
乱
（
一
八
九
九
 ｜
 一
九
 0
 二
年
）
 

し
ス
 に
（
言
ミ
・
Ⅱ
 ぴ
ト
 ㏄
㏄
 
由
 @
 炭
 Ⅱ
 
鰍
ヰ
ゆ
コ
 

・
 之
コ
白
 0
 。
の
 0
 ）
。
 

が
 生
涯
か
け
て
も
一
度
そ
れ
に
光
を
あ
て
て
み
た
か
っ
た
と
こ
 

コ
幅
 
-
 弓
 Ⅱ
の
 
@
 
す
 け
Ⅰ
㎎
 
ト
の
 
0
 肛
 

葵
 
Ⅰ
の
 
o
P
,
 
縛
 
0
0
 ：
 
&
 べ
 
・
参
照
。
 

こ
れ
ま
で
ま
だ
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
役
割
、
特
に
 フ
 

e
 Ⅱ
コ
の
 
目
 0
 Ⅱ
が
（
Ⅰ
㏄
の
 

づ
 ・
の
・
 
ト
 
ト
ー
ト
 

N
.
 

の
・
づ
り
 

一
 0
.
 Ⅰ
 り
 年
年
・
 
す
ワ
 
r
 

一
方
、
ナ
ウ
マ
ン
 
ら
 ド
イ
ッ
福
音
社
会
主
義
に
対
し
て
は
、
 

ナ
 

本
格
的
な
社
会
主
義
思
想
と
活
動
へ
の
歩
み
が
見
出
さ
れ
る
の
 

持
す
 
e
 ぺ
，
円
せ
 Ⅰ
の
コ
 
%
e
 
の
 刃
 e
i
o
h
.
Q
0
 

（
（
の
の
・
 

せ
の
 （
 
降
ぴ
コ
宙
コ
 

抜
の
 
9
,
 

ブ
 ー
ア
人
 た
 

の
隼
の
の
目
の
「
「
 

由
 

バ
ー
ト
ソ
ン
 ら
 

唯
一
の
全
国
的
 

約
説
教
者
と
し
 

ウ
マ
ン
の
思
想
 

ろ
の
役
割
、
 
を
 

ォ
 イ
エ
ル
バ
：
 

の
神
り
 

宙
 
-
0
 
目
 N
 目
 Ⅱ
 

の
で
あ
る
」
 

で
あ
る
。
 

（
 
呂
旧
ゲ
 
の
め
の
Ⅰ
）
 と
の
 べ
て
い
る
。
一
九
 0
 三
年
一
肩
の
こ
 
と
で
あ
る
。
ま
た
翌
年
秋
に
は
、
彼
は
マ
ル
ク
ス
の
 
日
 資
本
論
 ヒ
を
 精
読
し
 

て
い
る
が
「
そ
れ
は
文
体
の
無
味
乾
燥
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 巨
大
な
ド
ラ
マ
の
よ
う
に
訴
え
か
け
る
。
わ
た
し
は
十
年
前
に
 こ
れ
を
読
む
べ
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の
 

一
二
一
 
0
 
頁
 以
下
。
 

 
 

即
 

（
 即
 ）
拙
論
（
日
 &
 示
教
研
究
 b
 中
 ）
二
八
頁
以
下
。
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

廻
 

（
 姐
 ）
 
回
 、
二
毛
 頁
 。
後
期
の
フ
ル
ー
ム
ハ
ル
ト
は
 社
会
的
活
動
か
ら
再
び
以
前
の
（
父
に
近
い
）
静
穏
な
生
活
へ
 と
 戻
っ
て
ゆ
く
。
 

 
 

 
 

（
 蛇
 ）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
 
注
 （
 托
 ）
に
引
用
し
た
 
ラ
ガ
ツ
 の
 
へ
 一
 ゲ
ル
理
解
を
参
照
。
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l て社 、 ム 二目 

けコ 

巳 （ 0 
㌧）の 

い o コ 
  
    
いの 

邦 
訳 トド。 彼 

  
  
  
  
  
  
  
と 
    
  
  
  
  
。 @ 

鈴 （ 
木 
訳 
  
未 
来 

社 ・ 

  
九     
八円 八 

詳 

年、 大学教 

  
@ 

ぎ
だ
っ
た
 

/
.
 

」
と
日
記
に
し
る
し
て
い
る
（
 

目
麓
 
（
（
 

日
三
 
～
の
 

r
.
H
 

の
 
・
 ト
 
0
 
㏄
）
。
 

 
 

 
 

 
 

刃
 
主
母
 
0
 
コ
岸
監
の
 

0
 
ま
 
の
の
 

ゴ
 
の
Ⅱ
（
の
り
 

ヰ
 
の
（
（
 

ハ
 
以
下
 
セ
く
 

の
）
（
「
の
～
 

ぃ
 
二
）
 
い
申
 

ユ
ぃ
 
ゴ
ト
の
め
 

N
.
 

ロ
ら
 

ゲ
 の
・
 
ト
か
ト
 

ー
 
l
 
ト
切
の
 

（
 
笏
 ）
末
の
 

@
O
 

す
，
の
 

・
の
）
・
㏄
 

め
由
，
ゆ
 

N
 
、
い
か
 

ト
 Ⅰ
 
ぃ
 
@
 
已
へ
い
コ
ゆ
 

0
 
由
佳
 
ヨ
 
・
の
・
肚
の
・
 

申
卜
 
し
 
い
 

（
 
為
 ）
・
 
オ
の
 
@
n
 

ゴ
 
・
の
・
 

0
.
 

切
の
。
 

P
 
㏄
の
 
曲
 
・
 ト
 
の
の
 

h
.
 

め
 
p
P
 

か
い
 

い
 h
.
 

切
目
 

㏄
 絹
燵
 

 
 

 
 

・
 
ト
の
 

0
 
Ⅱ
の
・
㏄
の
・
 

ノ
ゆ
 

0
 
ゆ
 
・
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止
め
、
果
敢
な
批
判
を
遂
行
し
た
の
ほ
、
 

K
.
 マ
 ス
パ
ー
 
ス
 で
あ
っ
た
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
か
く
も
情
熱
的
に
非
 

神
話
化
に
挑
ま
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
 

、
 次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
は
、
そ
の
論
議
の
広
さ
と
 

活
発
さ
に
 
よ
 Ⅰ
 て
、
宗
 

教
の
中
心
に
関
係
あ
る
一
つ
の
出
来
事
に
な
っ
て
い
る
 

。
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
既
に
、
哲
学
者
に
と
っ
て
は
疎
遠
 

な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
 

無
関
心
的
な
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
更
に
 

、
 フ
ル
ト
マ
ン
は
…
…
哲
学
の
領
域
で
生
じ
、
そ
れ
故
に
 

哲
 学
の
批
判
に
晒
さ
れ
た
 

（
 
l
l
 

）
 

第
神
ポ
 

捌
 

@
@
J
f
 
 

言
葉
を
語
っ
て
い
る
。
口
上
の
 
起
す
る
の
に
充
分
で
あ
る
、
こ
と
を
挙
げ
て
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
非
神
話
化
を
批
判
す
る
 

し
 二
つ
の
 

 
 

 
 

 
 

日
 
宗
教
は
西
洋
哲
学
の
源
泉
で
あ
り
、
哲
学
は
絶
え
ず
こ
 

ね
 ち
に
よ
っ
て
自
ら
の
思
惟
 

の
 

が
を
定
位
し
っ
づ
 
け
て
 
ぎ
た
。
そ
れ
故
、
神
学
の
問
 

題
 が
宗
教
の
根
幹
に
関
係
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
哲
学
 

も
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
対
し
 

@
3
@
 

ャ
て
 無
関
心
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

25  (599) 
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（
 
6
 ）
 

す
る
と
考
え
る
。
 

第
二
の
理
由
の
と
こ
ろ
で
、
非
神
話
化
が
哲
学
の
舌
口
業
 

を
 語
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
｜
 の
 
「
存
在
と
時
間
口
 

（
・
。
 

ぎ
ぎ
 亡
臣
 
宙
ぃ
 9
%
 ）
で
展
開
さ
れ
た
概
念
性
に
依
存
 し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
 0
 神
学
が
こ
れ
ま
で
 哲
 学
 に
依
存
し
て
き
た
、
 

と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
 0
 神
学
は
哲
学
的
思
惟
を
 自
己
化
し
な
が
ら
、
自
ら
の
思
惟
を
洗
練
し
て
ぎ
た
。
 し
 か
し
、
そ
の
自
己
化
の
 

仕
方
如
何
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
 神
学
は
哲
学
の
批
判
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
 の
 非
神
話
化
は
、
上
述
 

の
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

哲
学
的
批
判
の
射
程
内
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
  
 

し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由
だ
け
で
は
、
ま
だ
 非
神
 話
化
 批
判
に
際
す
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
あ
の
情
熱
を
充
分
に
 説
明
し
え
な
い
た
 る
 

ぅ
 。
哲
学
と
神
学
と
が
相
互
に
出
会
え
る
の
は
、
信
仰
 と
い
う
こ
と
を
通
し
て
で
あ
る
。
神
学
の
基
盤
は
啓
示
 信
 仰
 
（
 
0
 由
 0
 ロ
 サ
い
 
円
仁
 
コ
 の
 中
 

牲
 a
u
 
サ
 0
 ）
に
存
す
る
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
哲
学
に
も
 一
 つ
の
信
仰
の
可
能
性
を
認
め
、
哲
学
的
信
仰
（
 づ
オ
目
 
0
 の
。
 
づ
す
 
ぢ
 。
 
ぽ
 0
 Ⅱ
の
 団
岸
ヴ
 
0
 ）
 

を
 棲
棲
す
る
。
か
く
し
て
、
哲
学
と
神
学
と
は
、
思
惟
 に
よ
 る
信
仰
の
自
己
確
認
と
い
う
作
業
を
通
じ
て
相
会
す
 る
 。
換
言
す
れ
ば
、
 
哲
 

学
 と
神
学
と
は
、
「
信
仰
 
対
 信
仰
」
（
 

4
 ）
（
の
 
吏
仁
ヴ
 
の
内
の
幅
の
 

コ
 の
 下
臣
 汀
 ）
の
関
係
と
し
て
、
対
立
緊
張
の
磁
場
の
中
に
位
 宣
 す
る
こ
と
に
な
る
。
 

殊
に
、
神
学
が
宗
教
を
歪
曲
す
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
に
 は
 、
哲
学
は
神
学
と
闘
 う
 の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
哲
学
 と
 神
学
と
は
、
「
交
わ
り
 

（
 
三
 
Ⅰ
）
 

つ
つ
闘
争
す
る
敵
対
者
」
（
 
F
o
 
日
日
日
田
 窯
の
コ
ロ
 
の
三
目
 
短
日
 っ
 片
の
冥
す
の
 嗜
簗
 ）で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
 

信
仰
は
不
動
の
自
己
確
信
で
あ
り
、
最
早
交
わ
り
（
 本
 。
 日
日
目
 守
笘
ざ
コ
 ）
を
必
要
と
し
な
い
と
考
え
る
の
は
、
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
的
な
思
 

惟
の
方
法
で
は
な
い
 0
 ヤ
ス
パ
ー
ス
で
は
、
自
他
の
真
 理
 の
た
め
に
、
究
極
的
に
は
一
つ
の
真
理
を
求
め
て
、
 

交
 わ
り
を
繰
返
し
敢
行
す
 

る
こ
と
が
信
仰
の
生
命
に
と
っ
て
不
可
避
と
さ
れ
る
。
 そ
 れ
 故
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
 三
 二
の
反
発
（
 臼
 
。
 
り
 （
の
 
づ
 
）
（
の
 
の
 
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

我
々
は
非
神
話
化
批
判
に
集
注
さ
れ
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 情
熱
が
、
理
性
的
な
「
交
わ
り
の
意
志
」
（
 
木
 。
 日
 m
E
n
 
痔
 燵
 （
 
ぎ
コ
 の
 
毛
 ぎ
の
）
に
発
源
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ブ
ル
ト
マ
ン
 

は
 
、
非
神
話
化
を
通
じ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
 

、
「
新
約
聖
書
の
世
界
像
は
神
話
的
世
界
像
で
あ
る
」
が
、
世
界
像
に
す
ぎ
な
い
ず
そ
こ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
 

不
 

信
仰
と
は
本
来
同
ん
で
あ
る
か
」
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
 

と
 

 
 し

た
 
0
 し
か
し
な
が
 

ら
 
、
そ
の
証
示
の
方
法
が
問
題
で
あ
る
。
 

非
神
話
化
の
試
み
は
、
先
ず
神
話
的
思
惟
が
近
世
以
降
 

に
於
 
い
て
、
事
実
上
、
科
学
的
思
惟
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
 

@
7
 

）
 
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
 

来
た
し
て
い
る
の
は
、
新
約
聖
書
的
世
界
像
が
既
に
過
 

夫
 の
も
の
と
な
っ
た
神
話
的
思
惟
方
法
に
従
っ
て
記
述
さ
 

れ
て
お
り
、
科
学
的
に
 

思
惟
す
る
現
代
の
我
々
が
そ
れ
を
最
早
理
解
で
き
な
い
 

で
い
る
こ
と
に
因
由
す
る
、
と
想
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
 

。
こ
こ
に
新
約
聖
書
を
 

非
神
話
化
す
る
と
い
分
課
題
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
 

る
 。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
 

ヤ
ス
 
パ
一
 
ス
は
 
「
神
話
的
思
惟
は
過
去
 

の
も
の
で
は
な
く
、
常
に
我
々
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
 

」
（
）
の
）
と
反
駁
 

す
 

 
 

  

 
 

@
 

の
 

 
 

ハ
 で
あ
る
。
 

 
 

な
く
、
そ
れ
を
現
実
の
確
信
の
う
ち
で
再
興
し
、
純
粋
 

に
 
保
持
し
つ
づ
け
る
よ
う
 

要
 27 (601) 

( 一 ) 



に
 、
直
観
的
思
惟
が
形
象
 

皇
 ③に
よ
っ
て
思
惟
す
る
 
点
よ
 り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
形
象
的
思
惟
で
あ
る
と
い
う
 こ
と
も
出
来
る
。
 
但
 

@
 
Ⅵ
Ⅲ
）
 

求
 す
る
。
我
々
の
思
惟
は
非
神
話
化
さ
れ
 え
 な
 い
、
と
 い
 う
 の
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
非
神
話
化
批
判
の
骨
子
で
あ
る
 0
 と
こ
ろ
で
、
我
々
 
は
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
こ
の
よ
う
な
主
張
が
 、
 彼
の
理
性
（
 く
の
 
口
目
コ
片
 
か
 ）
の
立
場
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
江
上
 
思
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

  

ヤ
ス
パ
ー
ス
で
は
、
神
話
的
な
も
の
は
理
性
の
範
 晴
 で
あ
 る
 0
 「
神
話
は
、
哲
学
的
に
は
、
超
越
的
確
信
の
 ァ
プ
 リ
オ
 り
な
理
性
形
式
 

 
 

0
 コ
隼
の
（
 
づ
 窯
も
き
 s
s
 
窯
仁
ロ
め
 
）
で
あ
る
」
（
㌍
）
 0
 そ
れ
 故
 、
神
話
的
思
惟
を
廃
 

棄
 す
る
非
神
話
化
は
、
「
我
々
の
理
性
の
一
つ
の
根
本
能
 力
 を
解
消
す
る
こ
と
を
意
味
し
ょ
う
」
（
 
お
 ）
。
言
 う
 ま
で
 も
な
く
、
理
性
は
 マ
 ス
 

パ
ー
ス
哲
学
の
中
心
的
概
念
で
あ
る
。
非
神
話
化
は
こ
の
 中
枢
に
抵
触
す
る
た
め
に
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
 ブ
 ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
 

の
 全
体
が
改
め
て
問
題
に
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
 あ
る
 父
さ
 。
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
理
性
は
思
惟
と
し
て
、
存
在
（
 巨
窃
 の
 笘
 口
 ）
超
越
者
（
ゴ
ル
 已
 N
e
 
巨
臼
も
、
 
又
は
、
あ
ら
ゆ
 る
包
越
 者
の
包
 越
者
 

（
 
宙
 り
の
 
C
 目
 的
 ぺ
 文
繍
コ
年
の
が
 
ヱ
 の
の
 
C
 日
 碑
文
③
 コ
 隼
の
 
コ
 ）
 

を
 開
明
す
る
。
し
か
し
、
存
在
そ
の
も
の
は
如
何
な
る
 仕
 方
で
も
客
体
（
 0
 二
 %
 こ
 

に
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
他
方
、
有
限
的
な
理
性
的
 存
在
者
で
あ
る
我
々
の
思
惟
は
、
主
観
・
客
観
の
分
 
裂
 
（
の
 
目
 三
の
寸
（
・
 

0
6
%
 ガ
寸
 

砕
配
 （
 
け
コ
 
⑨
構
造
に
捕
え
ら
れ
て
い
て
、
常
に
対
象
的
 
に
し
か
思
惟
で
き
な
い
。
理
性
的
思
惟
も
そ
の
例
外
で
は
 な
い
 0
 し
か
し
、
理
性
 

に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
も
の
は
、
本
来
客
体
で
は
な
い
 が
 故
に
、
そ
の
 ょ
う
 な
も
の
と
し
て
は
直
ち
に
消
滅
す
 べ
 き
 性
質
を
具
え
て
い
 

る
べ
 ぎ
で
あ
る
 律
ヂ
 
@
 の
）
。
そ
れ
故
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
 
於
 い
て
理
性
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
も
の
は
、
存
在
の
 象
徴
（
の
 せ
日
 F
o
F
 

）
 ，
あ
 

る
ぃ
 は
暗
号
 

官
ま
隈
 ）
と
呼
ば
れ
る
。
理
性
的
思
惟
 は
 象
徴
的
思
惟
で
あ
る
。
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

神
話
的
思
惟
は
、
思
弁
的
思
惟
と
共
に
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
 
で
は
理
性
的
な
象
徴
的
思
惟
の
 一
 形
態
で
あ
る
と
晃
敏
 す
 こ
と
が
で
き
る
。
 
神
 

話
的
 思
惟
は
、
思
弁
的
思
惟
が
専
ら
純
粋
な
概
念
に
依
 存
し
ょ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
直
観
的
（
 麓
局
 
の
の
す
 

p
E
F
 

ざ
 ゴ
 ）
に
思
惟
す
る
。
 

そ
 

 
 

 
 

れ
 故
、
神
話
的
思
惟
は
、
第
一
に
象
徴
的
思
惟
で
あ
る
 が
 、
第
二
に
は
直
観
と
思
惟
と
が
統
一
さ
れ
た
直
観
的
 思
 性
 で
あ
る
。
し
か
し
 
更
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ヤ
ス
パ
ー
ス
の
神
話
概
念
は
、
直
観
的
、
実
存
的
、
 

そ
 し
て
象
徴
的
な
神
話
的
思
惟
に
対
応
し
て
、
次
の
よ
う
な
 

三
つ
の
主
要
契
機
を
 

刮
徴
 

判
 
批
 

含
ん
で
 

的
な
暗
号
文
字
（
臼
ま
 

い
 る
（
 
お
 １
お
）
（
 

招
 簗
ぉ
ォ
 

）
。
 
け
 「
 
目
 
神
話
は
神
聖
な
 

（
）
で
あ
る
。
 

@
 
㎏
）
 

 
 

  

レ
 
し
 

 
 

榊
 
る
が
、
便
宜
上
、
分
節
し
て
み
れ
ば
先
の
如
く
に
 

な
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
と
す
る
な
ら
、
我
々
は
神
話
に
対
し
て
如
何
な
る
 

態
度
を
保
持
す
べ
き
で
あ
ろ
 

 
 

パ
 
う
か
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
象
徴
論
で
あ
る
暗
号
の
理
致
 

冊
は
 
。
次
の
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
い
る
。
 

ャ
 

㈹
形
象
的
象
徴
は
経
験
的
実
在
性
を
基
礎
に
も
 

つ
 。
し
か
し
、
象
徴
に
付
着
し
て
い
る
経
験
的
実
在
性
は
 

、
そ
れ
が
象
徴
化
さ
れ
る
こ
 
29  (603) 

し
 
、
こ
の
場
合
の
形
象
は
象
徴
的
形
象
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

な
が
ら
、
そ
れ
を
透
視
す
る
も
の
は
主
体
の
眼
（
Ⅱ
 

空
 
想
 コ
 
%
 
コ
 
（
の
の
 

レ
 
の
）
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「
暗
号
は
主
体
 

性
 
に
よ
っ
て
透
徹
さ
れ
 

 
 

た
 
客
体
性
て
あ
る
」
。
 

O
@
3
"
1
 
 

真
の
象
徴
化
は
実
存
的
敢
行
で
あ
 

る
 
。
そ
れ
故
、
神
話
的
思
惟
は
第
三
に
実
存
的
思
惟
で
 

あ
る
。
 

要
約
す
れ
ば
、
神
話
的
思
惟
は
形
象
的
世
界
を
超
越
 

俳
 
御
し
な
が
ら
、
象
徴
を
通
し
て
存
在
そ
の
も
の
を
開
明
せ
 

ん
と
す
る
「
実
存
 

理
 

 
 

性
 
」
の
無
限
運
動
で
あ
る
。
 



と
に
よ
っ
て
既
に
経
験
的
な
性
質
を
失
っ
て
お
り
、
 

謂
 わ
ば
残
像
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
絵
画
を
例
に
と
れ
 

ば
 、
そ
の
手
法
が
写
実
 

的
で
あ
れ
ば
あ
る
 
種
 、
経
験
的
実
在
的
な
る
も
の
の
 

残
 像
 が
濃
厚
で
あ
る
。
か
か
る
残
像
は
 

、
 我
々
を
象
徴
 
界
か
 ら
 経
験
 界
 へ
逆
行
せ
し
 

め
る
誘
惑
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
残
像
に
拘
 

泥
 す
れ
ば
、
象
徴
の
世
界
へ
飛
行
す
る
代
り
に
、
逆
に
 

合
理
的
推
理
に
よ
っ
て
 

経
験
的
現
実
の
世
界
へ
降
り
立
と
う
と
す
る
下
降
作
用
 

が
 働
く
か
ら
で
あ
る
 
0
 し
か
し
、
象
徴
が
象
徴
に
な
る
た
 

め
に
は
、
我
々
も
ま
た
 

超
越
し
て
、
そ
う
い
う
 

残
 浮
を
超
克
し
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
。
神
話
的
思
惟
を
純
粋
に
保
持
す
る
と
は
、
自
ら
神
 

話
的
 イ
メ
ー
ジ
の
世
界
 

 
 

故
に
、
象
徴
の
真
理
は
歴
史
的
（
 

0
 世
界
を
飛
翔
す
る
こ
と
で
あ
る
。
神
話
の
暗
号
 

潟
お
目
臼
ま
 
c
h
 
）
 
文
 

 
 

告
知
す
る
真
理
を
、
 

無
 時
間
的
真
理
の
如
く
所
有
す
る
，
 

」
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
超
越
者
の
贈
物
と
し
て
、
 

実
 存
の
現
成
す
る
歴
史
的
 

瞬
間
に
聞
か
れ
 
ぅ
 る
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
 

こ
 の
 瞬
間
に
つ
い
て
、
「
突
如
、
一
つ
の
暗
号
が
具
体
的
状
 

況
に
掩
 い
て
、
そ
う
で
 

ほ
 げ
れ
ば
 
言
表
 不
可
能
な
超
感
性
的
現
実
の
符
号
と
な
 

る
 」
㊤
 ち
 と
述
べ
て
い
る
。
神
話
を
解
釈
し
な
が
ら
学
ぶ
 

こ
と
は
、
 
差
 当
り
可
能
 

性
 と
準
備
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
で
こ
。
 

㈲
象
徴
は
こ
の
形
態
で
な
け
れ
ば
開
示
さ
れ
 

え
ぬ
よ
う
 
な
 超
感
性
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
形
象
 

的
 象
徴
の
意
味
 
は
形
 

象
 そ
の
も
の
の
中
に
 

融
入
 し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
 

、
象
 徴
 的
形
態
か
ら
遊
離
さ
せ
て
、
そ
の
意
味
だ
け
を
抽
出
す
 

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
 

る
 。
「
象
徴
の
本
質
は
他
の
 

@
 語
に
翻
訳
で
き
な
い
こ
と
 

で
あ
る
」
（
）
の
）
。
象
徴
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
 

許
 さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
 

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
象
徴
の
解
釈
が
一
切
禁
絶
さ
れ
る
わ
 

げ
で
は
な
い
。
そ
れ
の
解
釈
の
問
題
は
 

、
 次
の
よ
う
な
 

仕
方
で
む
し
ろ
積
極
的
 

に
 存
し
て
い
る
。
「
神
話
的
象
徴
の
解
釈
は
 

、
 新
た
な
 
神
 話
に
よ
っ
て
、
象
徴
の
変
形
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
神
話
 

は
 相
互
に
解
釈
し
合
 

ふ
ノ
 
」
（
Ⅰ
の
）
。
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神
話
は
形
象
的
象
徴
の
重
畳
す
る
絵
巻
で
あ
る
。
し
か
 

し
 、
形
象
的
象
徴
に
は
、
我
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
躍
出
さ
せ
 

る
も
の
と
、
そ
う
で
 

な
い
も
の
と
が
存
在
す
る
。
神
話
は
こ
の
こ
と
を
通
し
 

て
、
 
我
々
に
よ
る
そ
れ
の
自
己
化
を
促
進
し
た
り
阻
止
し
 

た
り
す
る
。
我
々
は
 

そ
 

こ
に
 
拾
 い
て
大
い
な
る
 

障
擬
に
 
出
会
え
ば
、
そ
の
神
話
的
 

世
界
の
住
人
た
る
こ
と
を
断
念
し
、
反
対
に
イ
メ
ー
ジ
 

が
 自
在
に
変
形
開
展
 

す
 

る
 時
に
は
、
そ
の
世
界
を
跳
梁
す
る
新
た
な
歩
人
者
と
 

な
る
。
そ
こ
で
は
、
審
美
的
真
理
の
た
め
に
で
は
な
く
、
 

実
存
の
真
理
の
た
め
の
 

精
神
的
闘
争
（
内
田
 

降
 良
目
木
の
日
 

宮
 ）
が
闘
わ
れ
て
い
る
 

と
 言
 う
 べ
き
で
あ
る
（
 

S
 １
 %
 ）
。
か
く
神
話
の
解
釈
は
 

象
徴
的
解
釈
で
ほ
げ
れ
 

ば
な
ら
な
い
 
0
 神
話
は
い
コ
 

%
.
 

目
 せ
（
 
す
絃
 
0
 
牡
の
り
の
き
 

月
 （
 
非
 

⑳
如
何
な
る
象
徴
も
超
越
者
で
は
な
い
。
そ
れ
は
超
越
 

｜
 神
話
化
）
さ
れ
る
べ
 

き
 で
な
く
、
む
し
ろ
 

C
 日
 ・
 
日
 

者
の
象
徴
で
あ
り
、
地
楡
的
に
「
超
越
者
の
号
 

皐
 ㌍
（
 
哲
 

セ
田
す
 

0
 
（
 
0
 
の
打
目
Ⅱ
亡
臣
 

抽
 （
一
再
 

Ⅱ
簿
の
 

オ
 
の
隼
の
Ⅰ
 

由
イ
が
コ
 

の
・
 

｜
 神
話
化
）
さ
れ
る
バ
き
で
あ
る
。
（
 

6
 
）
ー
し
か
も
、
神
話
の
 

解
釈
は
、
内
的
行
為
（
 

ぎ
 目
の
～
の
の
目
銭
 

監
ぎ
 
）
と
し
て
 
実
 存
的
 
解
釈
（
の
 

甑
 紅
の
甲
 

立
臼
 
す
ロ
コ
 

（
の
「
 

づ
ぺ
 
の
（
が
（
 

w
o
 

コ
 
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
 れ
は
神
話
的
思
惟
の
内
部
で
の
み
正
当
に
遂
行
さ
れ
る
 

 
 

い
 
の
 
コ
 
ら
の
目
ぃ
）
 

と
呼
 
ま
れ
 

b
 
-
7
-
l
 
 

ぅ
る
 。
 そ
れ
故
に
、
客
観
的
形
 

態
 を
と
っ
た
象
徴
は
、
そ
れ
が
信
仰
の
具
体
的
状
況
に
 

於
 い
て
語
り
か
け
る
時
ま
 

で
、
浮
動
的
（
お
す
 

毛
 。
評
注
）
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

@
 
」
 
ぅ
 し
て
自
ら
を
開
い
て
、
我
々
は
か
の
瞬
間
を
待
望
す
 

る
の
で
あ
る
。
「
 

汝
 、
 

己
 れ
の
た
め
に
何
の
偶
像
も
彫
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
 

壬
 
百
集
 
は
 、
こ
の
謂
で
あ
る
㊤
 

8
 。
神
話
の
解
釈
は
多
義
的
 

で
あ
る
。
 

 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
的
見
地
ょ
り
、
更
に
詳
論
さ
れ
る
必
要
が
あ
 

る
 。
問
題
点
を
先
取
す
れ
 

 
 

 
 

 
 

の
 

 
 
 
 

ャ
 
が
号
 
（
 
お
 
文
字
を
字
義
通
り
唯
物
的
に
把
握
し
ょ
う
と
す
 

）
。
ま
た
㈲
に
つ
い
て
も
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
神
 

 
 

  



先
述
の
如
き
解
釈
と
信
仰
と
の
不
連
続
性
に
も
か
か
わ
 ら
ず
、
解
釈
こ
そ
信
仰
の
通
路
で
あ
る
。
聖
書
に
対
し
て
 事
前
に
何
ら
か
の
 解
 

釈
 が
施
さ
れ
、
理
解
が
な
さ
れ
て
お
ら
ぬ
げ
れ
ば
、
 

信
 仰
は
生
起
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
問
題
は
、
解
釈
 の
方
法
と
理
解
の
仕
方
 

に
あ
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
は
 、
 何
よ
り
も
先
ず
神
話
的
に
圧
 
明
 ら
れ
た
言
葉
が
予
め
解
釈
を
通
し
て
、
可
能
な
限
り
 正
 L
 
し
く
（
Ⅰ
ざ
ま
 蔽
 ）
 
晒
杜
 

解
さ
れ
て
 
お
 ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
お
お
。
 ブ
 ル
ト
マ
ン
に
と
っ
て
実
存
論
的
解
釈
は
、
「
学
的
に
正
 

し
い
理
解
」
（
 キ
い
 
の
の
の
 

コ
 ・
 

の
 O
 オ
 p
h
 
（
 
由
 い
す
Ⅰ
 
ざ
耳
ぬ
 9
 
 せ
 浅
の
（
の
す
の
 

コ
 ）
を
も
た
ら
す
た
 め
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
神
話
 解
釈
の
方
法
と
ど
の
よ
 

う
 に
相
違
す
る
か
は
、
容
易
に
推
測
し
え
る
で
あ
ろ
う
。
 ヤ
ス
パ
ー
ス
の
方
法
が
実
存
的
、
多
義
的
、
直
観
的
で
 あ
る
の
に
対
し
て
、
 
ブ
 

ル
ト
マ
ン
の
そ
れ
は
実
存
論
的
（
Ⅱ
学
的
）
、
そ
れ
故
に
 

一
義
的
、
概
念
的
で
あ
る
。
 

実
存
論
的
解
釈
に
関
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
彼
の
批
判
を
 集
中
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
学
的
性
格
に
対
し
て
で
あ
る
 0
 ブ
ル
ト
マ
ン
は
 、
 

学
的
解
釈
の
可
能
性
を
原
理
的
に
基
礎
づ
 け
よ
う
と
す
 る
 解
釈
学
（
 由
窯
ヨ
 の
 コ
 の
三
東
）
１
１
主
と
し
て
、
シ
ュ
ラ
 
イ
ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
 
目
デ
 

パ
ル
タ
イ
の
を
支
持
し
、
自
ら
そ
の
方
法
に
準
拠
 す る
 。
実
存
論
的
解
釈
は
「
解
釈
学
的
な
一
方
法
」
（
 由
 コ
 0
 
 
オ
の
Ⅰ
 
目
ノ
 
の
臣
の
仁
 

宙
の
 
。
甘
の
 

プ
 日
の
圧
 

甘
 。
年
の
し
で
あ
る
。
 

@
0
 

2
 
 

）
 そ
れ
故
、
ブ
ル
ト
マ
ン
に
と
っ
 て
 、
解
釈
学
的
考
察
は
実
存
論
的
解
釈
の
予
備
部
門
を
 な
す
。
彼
は
解
釈
学
的
 

( ㏄ 6) 32 

的 
解 ブ 局 否   
  問 l 
は ト 

学、 マ 

題 ス 
@ ま r こ   と か 

釈 新 四 て 
（ 約 に ち 

つ フ   
里童自 宅）のの   

て ト 

て ・ マ 

あ ン 
ろ は 

  於 
  

非神話化するの ののす af （ますの コ を て 

Ⅰ 日のⅡ方法 コ 
も、 

屈 は 、 
  

解 
釈 
と 

田 能ヱ。実存 
③ 論 

信仰 

と 

の   司斤 

す 釜 
ワ @ し 

Ⅹ - 十よ 

深 
の田の コ ぎ 

  断 
が Ⅰ 
  

絶 
の   

臣旺 0 
存 

  し 

で Ⅰ 
て 
  

0 トの 

田 po 
る 
    

） コ と 
が 

と き万 

呼 
@ 式 

ぬめ 

  
ら 

る 
  

  て 
  

実 る 

存   

一言舌計 目、 結 



ヤ スバースの 

撃さ ことの 解   
は っ 歴 

    
に 従 の 

主 夫 実 
体 の 存 
性 歴 的 
の 更 田 
常 主 食 

で 義 い 

を   
。 結 縁 

O Ⅱ に @ ） の 

）歴史 日臣の 

の 

  
  
冗 金 と 」 
に （ 

の踏破 noq 
さ し 

  
い 局 

  
フ ノン 。 れ る 。   
マ し 

ン の 

33@ (607) 

非神話化牡羊 lJ 

（
 
缶
乙
 

）
 

反
省
を
通
し
て
、
方
法
的
解
釈
が
学
的
・
客
観
的
と
な
 る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
立
論
す
る
。
 

歴
史
的
諸
現
象
（
 港
お
 圧
の
牙
（
）
 

ざ
ぎ
 ㌧
 オ
曲
コ
 

0
 日
当
 8
 
 の
 理
解
に
つ
い
て
客
観
性
 
6
 口
持
 
ガ
エ
ま
鯖
 
C
 
 が
問
題
で
 あ
る
場
合
、
そ
れ
は
 

自
ら
自
然
科
学
的
意
味
と
は
異
な
る
。
自
然
科
学
で
は
 認
識
す
る
主
観
（
 ぎ
 三
の
 
ガ
 （
）
が
代
置
可
能
で
あ
る
の
に
 
対
し
て
、
歴
史
現
象
の
 

理
解
に
は
「
そ
れ
を
把
捉
す
る
歴
史
的
主
体
（
 港
お
 日
の
 
オ
 （
 
ト
ざ
ゴ
 

の
の
ぎ
三
の
 
ガ
 （
）
」
の
参
与
が
不
可
欠
で
あ
る
。
も
 
し
も
主
体
が
自
己
固
有
 

の
 関
心
（
 ぎ
宙
ぺ
の
幼
 
⑨
よ
り
導
出
さ
れ
た
設
問
（
 
甲
騨
 の
の
（
の
 

p
p
E
 

コ
ぬ
 
）
に
動
か
さ
れ
、
そ
う
い
う
仕
方
で
理
解
の
 対
象
に
予
め
結
び
付
 

け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
解
釈
し
た
り
理
解
し
 た
り
す
る
こ
と
が
抑
々
成
立
し
な
い
。
「
理
解
は
理
解
す
 る
 主
体
の
極
度
の
生
動
 

性
 
（
 
目
汀
已
俺
 %
 ま
）
を
前
提
す
る
 0
 
」
か
か
る
前
提
に
 基
づ
く
と
き
、
諸
々
の
歴
史
的
現
象
は
多
面
的
（
丘
の
田
の
 

の
 p
d
w
 

ぬ
 ）
で
は
あ
っ
て
 

も
 、
多
義
的
（
 ユ
 の
二
の
三
舟
）
で
あ
る
と
想
像
す
る
の
は
 
虚
偽
で
あ
り
、
「
学
的
な
理
解
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
 原
 則
 的
に
一
義
的
行
田
，
 

ま
 二
包
で
あ
る
 ピ
 

歴
史
現
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
側
面
を
も
っ
一
つ
の
 多
面
体
で
あ
る
。
 或
 い
ほ
 、
 我
々
に
種
々
の
視
点
（
 づ
の
 
（
 
の
口
の
客
 

守
 ）
を
許
す
 複
 

合
体
で
あ
る
。
こ
の
複
合
体
の
多
面
性
に
、
人
間
存
在
 の
 多
面
性
、
従
っ
て
設
問
の
多
様
性
、
よ
り
一
般
的
に
は
 学
的
研
究
の
多
岐
性
が
 

対
応
す
る
。
そ
し
て
、
「
そ
の
よ
 
5
 な
 各
々
の
設
問
は
 、
 も
し
解
釈
が
方
法
的
に
遂
行
さ
れ
れ
ば
、
 n
 
設
問
の
種
類
 に
 相
応
し
た
各
面
で
口
 

一
義
的
、
客
観
的
な
理
解
に
導
く
。
」
 

-
@
-
 

2
 

フ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
学
の
特
色
は
、
「
歴
史
の
最
も
主
体
 
的
な
解
釈
が
、
ま
さ
し
く
そ
れ
の
最
も
客
観
的
な
解
釈
 
で
あ
る
し
と
述
べ
 ろ
 

れ
る
 よ
う
 に
 、
 何
よ
り
も
解
釈
者
の
主
体
性
を
重
視
す
 る
 点
に
あ
る
 0
 こ
こ
で
は
、
歴
史
を
受
動
的
に
「
観
る
 
@
 
」
と
」
 あ
 臼
の
色
が
排
 

  



し
か
し
、
上
述
の
如
 き
 ブ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
学
的
反
省
 は
 、
歴
史
学
（
 9
 お
圧
蓬
打
ま
 拐
の
 
コ
お
オ
 
p
h
 

（
）
の
方
法
論
 

的
 展
開
で
あ
る
と
 

 
 

見
倣
 す
べ
ぎ
で
あ
る
。
元
来
、
解
釈
学
は
歴
史
現
象
 一
 般
を
理
解
す
る
た
め
の
技
術
学
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
 聖
書
も
ま
た
一
つ
の
 歴
 

史
的
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 は
、
「
各
々
 の
 解
釈
に
妥
当
す
る
こ
と
は
、
同
様
に
聖
書
の
解
釈
に
 も
 妥
当
す
る
」
（
の
の
）
 

と
 

想
定
す
る
。
し
か
し
、
聖
書
は
歴
史
的
現
象
で
あ
る
と
 同
時
に
、
 否
 、
そ
れ
以
上
に
信
仰
の
書
で
あ
る
。
信
仰
望
 日
を
他
の
歴
史
現
象
と
同
 

列
 に
取
扱
う
こ
と
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
に
、
 な
お
疑
点
が
残
さ
れ
よ
 う
 。
信
仰
書
の
性
格
と
そ
の
 取
 扱
い
方
に
つ
い
て
は
後
 

述
 す
る
。
 

次
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
解
釈
学
が
特
に
「
実
存
論
的
」
と
 言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
実
存
論
的
 分
析
（
の
 
婆
降
 の
ま
 ざ
汀
 

下
コ
 
p
p
 

せ
の
 

0
 
）
に
依
存
す
る
た
め
で
あ
る
。
新
約
聖
書
に
対
 す
る
フ
ル
ト
マ
 ソ
 の
設
問
は
、
そ
こ
に
 狡
 い
て
人
間
の
 実
存
が
如
何
に
理
解
さ
 

 
 

対
し
て
一
定
の
間
 ぃ
が
 設
定
さ
れ
れ
ば
、
解
釈
学
上
の
原
 別
 と
し
て
、
理
解
を
十
 

全
 な
ら
し
め
る
た
め
に
、
そ
の
設
問
に
適
し
い
概
念
性
 
（
頭
の
の
ユ
 

%
 ざ
コ
カ
臼
 
（
）
の
発
見
が
必
要
と
さ
れ
る
。
ブ
ル
 ト
マ
ン
の
場
合
、
設
問
 

が
 聖
書
の
実
存
理
解
に
定
位
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
 実
 存
 の
問
題
を
主
題
的
に
論
じ
た
実
存
哲
学
 ｜
。
 ブ
ル
ト
 マ
ン
で
は
上
述
の
ハ
イ
 

デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
限
定
さ
れ
る
が
聖
書
の
解
釈
 に
 適
切
な
概
念
性
を
提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
 利
 片
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
実
際
、
「
神
話
に
 拾
 い
て
は
、
 

と
に
な
り
、
そ
の
学
的
性
格
を
一
層
強
め
る
こ
と
に
な
 

フ
ル
ト
マ
ン
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
概
念
性
を
利
用
し
た
 ナ
 

る
 。
 

人
間
自
身
が
彼
の
世
界
で
、
自
己
を
如
何
に
理
解
し
て
 

」
と
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
（
Ⅰ
㏄
１
 

%
 ）
 

い
る
か
と
い
う
こ
と
が
 

の
 他
に
、
各
種
の
問
 

言
 表
さ
れ
て
い
る
。
神
話
は
宇
宙
論
的
に
で
は
な
く
、
 人
 間
 学
的
に
、
よ
り
よ
く
言
え
ば
実
存
論
的
に
解
釈
さ
れ
 る
こ
と
を
欲
し
て
い
 

 
 

法
は
 
「
学
的
哲
学
」
 貧
ず
お
コ
 の
の
 
ゴ
荘
 （
 
コ
 。
 汀
 ㌧
 日
 ）
 
0
 ゆ
 
0
 口
 巨
 ⑧
と
連
繋
す
る
こ
 

い
を
予
想
せ
し
め
る
 0
 し
か
し
、
我
々
は
こ
こ
で
は
、
 概
 金
性
の
問
題
を
直
接
論
じ
る
の
で
ほ
な
く
、
実
存
論
的
 解
釈
の
学
性
（
 
ミ
ド
 
の
の
の
 

コ
 。
 (608)  34 



の
 
O
 
ゴ
 
p
h
 

（
 
ヰ
の
オ
オ
 

の
 
ぃ
 
（
）
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
 

即
 
ち
、
 

我
々
の
問
い
は
、
実
存
論
的
解
釈
に
 

掩
 
い
て
如
何
な
 

る
 
種
類
の
学
ハ
ミ
 

す
 
の
の
 

ヌ
 
・
 

の
 
O
 
ゴ
 
p
h
 

（
）
が
思
念
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 
。
 

ト
神
話
化
 
批
 
判
 

ラ
 
、
 
ス
バ
ー
ス
の
 

 
 

)
 
(
 
⑪
 

人
間
存
在
を
世
界
的
（
 

毛
 
m
p
 

ま
 
い
 
（
（
）
存
在
へ
客
観
化
す
 

る
 
客
観
的
学
（
 

0
 
三
の
客
ぎ
ざ
（
の
 

コ
リ
 

の
 
旧
山
 

の
の
の
 

コ
 
の
の
 

下
 
p
h
 

田
 
）
 
で
は
な
く
、
実
存
自
体
 

 
 

篆
 
な
る
形
成
 

宋
鯨
巴
銭
 

の
 
仁
已
 

日
の
手
 

o
&
@
 

の
の
 

汗
卜
 
仁
 
の
 
す
 
ヱ
 
%
 
け
コ
幅
佳
 

e
 
㏄
Ⅱ
二
 

%
 

  @
5
@
 

ヤ
ミ
い
 

の
の
の
 

コ
 
の
 
c
 
は
藍
 

（
を
「
各
々
の
悟
性
に
と
っ
て
強
制
 

的
に
認
識
可
能
な
も
の
、
従
っ
て
事
実
上
、
 

汎
通
 

的
な
 

る
も
の
、
一
般
に
承
認
さ
れ
 

鵠
 



る
も
の
」
の
意
に
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
、
特
に
現
状
 下
で
は
至
当
で
あ
る
と
す
る
 徐
 。
 さ
 。
そ
れ
 故
 ・
 ヤ
 ス
パ
ー
 ス
は
 
ノ
ン
 
ト
ず
 
の
の
 
コ
 の
の
 
す
 の
ヰ
侍
 

 
 

を
 、
自
然
科
学
を
典
型
と
す
る
科
学
の
意
味
に
解
そ
 う
 と
す
る
 0
 そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
 結
論
さ
れ
 
ぅ
る
 。
 即
 

 
 

ち
 、
も
し
も
、
実
存
論
的
解
釈
の
学
的
性
格
に
対
す
る
 ヤ
ス
パ
ー
ス
の
批
判
の
矢
が
、
今
述
べ
た
よ
う
な
科
学
的
 視
点
よ
り
放
た
れ
て
い
 

  

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
 正
 鵠
を
得
て
い
な
い
、
と
。
何
故
な
ら
、
実
存
論
的
解
釈
の
 学
的
性
格
は
、
前
述
の
 

よ
 う
 に
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
の
科
学
の
概
念
を
遥
か
に
越
え
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
 0
 我
々
は
こ
の
よ
う
な
広
義
の
旧
 オお
口
の
の
 

ゴ
 p
h
 

（
を
狭
義
 

0
 科
学
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
、
小
論
で
は
「
 学
 」
と
 呼
 ん
で
き
た
。
 

実
存
論
的
解
釈
は
科
学
的
解
釈
で
ほ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
 そ
れ
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
実
存
開
明
」
（
 
い
甑
降
の
コ
ぃ
簗
 

ゴ
 0
 コ
 由
コ
鍍
 
）
と
同
じ
で
 

あ
ろ
う
か
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
 掩
 い
て
、
開
明
（
 m
q
F
 
の
）
 

p
E
 

田
 ）
は
認
識
（
 芭
 Ⅰ
才
の
口
黒
ミ
）
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
 認
識
は
主
客
分
裂
の
場
 

@
 
コ
 ）
 

で
 成
立
し
、
そ
の
限
り
常
に
全
体
を
取
り
逃
す
の
に
対
し
 て
 、
「
開
明
は
全
体
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
、
自
己
内
 な 旋
回
す
る
。
」
全
体
を
目
 

ざ
す
思
惟
は
必
然
的
に
超
越
的
思
惟
（
（
（
 p
n
s
N
 

の
 コ
 日
の
Ⅱ
の
 

コ
 ら
の
の
 
目
オ
 の
し
と
な
る
 0
 そ
こ
か
ら
、
実
存
開
明
的
な
 壬
 
一
口
 

衣
は
め
何
 

+
 

%
 
す
 （
の
 
ぃ
 
幅
コ
 
仁
ヨ
 ）
 

 
 

と
 呼
ば
れ
る
独
特
の
性
格
を
も
っ
。
「
実
存
開
明
は
 、
符
 ぢ
 に
よ
っ
て
、
可
能
的
実
存
に
と
り
真
実
存
在
で
あ
る
 も
の
を
客
観
的
な
も
の
 

へ
 固
定
す
る
の
で
は
な
く
、
私
が
そ
れ
を
本
来
的
な
も
の
 と
し
て
即
座
に
意
欲
す
る
こ
と
な
し
に
は
捉
え
る
こ
と
 が
 出
来
な
い
も
の
と
し
 

て
、
 @
@
 

ロ
 
表
す
る
。
」
（
 

8
-
2
 
 

実
存
開
明
は
、
そ
れ
が
客
体
を
形
成
 す

る
の
で
は
な
く
、
可
能
的
実
存
へ
訴
え
つ
つ
喚
起
す
 る
 点
で
実
存
論
的
解
釈
 

 
 

と
 類
似
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
は
そ
の
 @
=
 

ロ
 表
す
る
言
語
の
質
に
 拾
 い
て
決
定
的
に
相
違
す
る
と
言
わ
 ざ
る
を
得
な
い
 0
 即
ち
 

実
存
論
的
解
釈
が
学
的
に
洗
練
さ
れ
た
「
 明
蜥
 な
」
高
ま
 帥
を
語
ろ
 う
 と
す
る
の
に
対
し
て
、
実
存
開
明
の
舌
口
語
は
 
、
超
越
者
の
開
明
言
語
 

と
し
て
の
暗
号
と
同
様
、
そ
れ
自
体
の
内
に
超
越
性
を
 具
ふ
ん
て
い
 ス
リ
 
0
 そ
の
舌
口
語
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
舌
口
う
よ
う
 な
学
説
（
Ⅰ
の
手
色
に
 

な
る
こ
と
（
 き
 ）
を
、
言
語
の
方
で
拒
絶
す
る
符
号
で
あ
 る
 。
実
存
論
的
解
釈
の
言
語
を
我
々
は
理
解
す
る
こ
と
が
 で
き
る
が
、
実
存
開
明
 

の
 言
語
は
 、
 我
々
が
そ
れ
を
理
解
し
た
と
思
 う
 や
否
や
誤
 解
し
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
逆
説
を
含
ん
だ
、
 

こ
 の
 意
味
で
は
非
常
に
危
 

(610) 36 



 
 

の
の
の
口
の
の
 

ゴ
 
が
（
（
二
の
甘
Ⅰ
 

ざ
 円
は
も
と
い
う
こ
と
が
、
 

ヤ
ス
パ
 
｜
ス
の
 
指
摘
す
る
よ
う
な
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

排 神話化 担 

( 三 ) 

険
 な
言
語
な
の
で
あ
る
。
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
は
、
「
消
極
的
に
は
学
的
哲
学
 
の
 打
破
で
あ
り
、
積
極
的
に
は
真
摯
な
も
の
の
捕
捉
で
 あ
る
」
（
 
お
 ）
。
実
存
の
 

開
明
は
、
内
的
行
為
の
う
ち
で
反
響
し
て
お
り
、
外
的
 行
為
に
よ
っ
て
自
証
さ
れ
う
る
の
甑
の
（
の
 コ
 （
～
の
 

コ
な
 自
己
 表
 白
で
あ
る
。
こ
の
表
 

古
言
語
は
、
実
存
の
超
越
的
性
格
か
ら
し
て
、
そ
れ
 自
 体
も
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
 マ
 ス
 ハ
ー
ス
の
考
え
で
あ
 

る
 0
 こ
の
よ
う
に
ヤ
ス
パ
 
l
 ス
の
実
存
哲
学
は
徹
底
し
 た
の
 臣
ヰ
の
コ
 
（
 
げ
 甘
の
立
場
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
。
か
か
 る
 視
座
よ
り
見
る
と
 

き
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（
 
し
 ）
、
「
実
存
的
 」
と
「
実
存
論
的
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
実
存
的
 思
 惟
の
不
徹
底
で
あ
る
は
 

か
り
で
は
な
く
、
期
せ
ず
し
て
本
来
学
的
な
ら
ざ
る
も
の
 を
 学
的
な
も
の
へ
と
 逆
 倒
す
る
結
果
を
招
致
す
る
こ
と
 に
な
ろ
 う
 。
我
々
は
 非
 

神
話
化
に
於
け
る
神
学
的
意
図
 8
 ご
を
充
分
に
理
解
す
 る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
我
々
も
ま
た
ヤ
ス
パ
ー
ス
 と
 共
に
、
そ
の
た
め
に
 ブ
 

ル
ト
マ
ン
が
方
法
的
に
余
り
に
も
厳
密
た
ろ
 う
 と
し
て
 学
 を
意
識
し
す
ぎ
る
こ
と
が
、
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 自
身
の
再
三
 の
 警
告
に
も
か
か
わ
ら
 

鞄
綺
罫
 

、
 

か
 し
 で
実
存
の
真
摯
性
を
形
骸
化
す
る
方
向
 に
 同
 9
 も
の
で
あ
る
こ
と
を
危
惧
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

実
存
論
的
解
釈
は
、
本
来
超
越
的
な
も
の
を
学
的
に
処
 理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
在
的
な
も
の
の
方
 へ
 一
歩
 後
 返
 す
る
よ
さ
に
思
わ
 

れ
る
 0
 こ
の
こ
と
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
の
こ
と
ば
り
 取
 扱
 い
 方
に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
 

 
 
 
 

生
十
 

 
 



（
 
ま
降
 0
 
（
 
レ
の
ゎ
オ
 

）
正
し
い
理
解
は
、
信
仰
の
現
実
と
何
の
 

関
係
が
あ
る
の
か
」
（
 

P
o
 

色
と
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
 

る
 う
 。
し
か
し
、
ブ
ル
ト
 

マ
ン
が
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
歴
史
 

学
的
に
正
当
な
も
の
に
立
脚
し
な
が
ら
、
し
か
し
そ
こ
 

に
立
ち
止
ま
る
の
で
 

は
な
く
、
そ
れ
を
主
体
的
に
突
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

初
め
て
開
示
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
「
事
柄
に
即
し
た
 

正
し
さ
」
 あ
 P
n
 
ゴ
 甘
の
 
ゴ
 の
 

田
 c
 
ゴ
 （
 
田
ガ
の
ト
 

（
）
で
あ
る
。
聖
書
解
釈
に
 

於
 い
て
「
事
柄
 
」
（
の
 

a
c
 

は
の
 
）
と
は
、
我
々
が
信
仰
的
に
関
わ
る
神
性
（
 

の
 0
 
ま
 す
臼
 
（
）
で
あ
る
。
 

問
題
は
、
実
存
論
的
解
釈
が
こ
の
神
性
に
的
中
す
る
た
 

め
の
適
切
な
方
法
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 0
 こ
の
こ
と
に
つ
い
 

て
 検
討
す
る
た
め
に
は
、
聖
書
の
言
葉
 

は
 、
超
越
者
の
舌
 
口
 
業
 と
し
て
、
如
何
な
る
性
質
を
具
備
し
て
お
ら
ね
ば
な
 

う
な
い
か
、
を
考
察
し
 

て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 

聖
書
は
間
違
い
な
く
人
間
の
言
葉
で
書
き
記
さ
れ
て
い
 

る
 0
 し
か
し
、
そ
れ
が
全
く
の
内
在
的
な
言
語
で
な
い
こ
 

と
は
自
明
の
理
で
あ
 

る
 0
 聖
書
の
言
葉
が
神
の
こ
と
は
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
 

内
在
的
言
語
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
内
在
 

牲
を
 越
え
る
超
越
的
性
格
を
 

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
無
限
に
自
己
超
越
的
で
 

あ
る
。
聖
書
の
言
葉
は
、
内
在
化
さ
れ
た
超
越
者
と
い
 

ぅ
 意
味
で
、
「
内
在
的
 
超
 

 
 

を
 要
求
す
る
。
内
在
的
超
越
者
は
当
然
、
超
越
者
を
指
示
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
 

が
 、
一
体
我
々
は
内
在
者
を
媒
介
但
し
て
、
ど
の
よ
 

う
 

て
も
、
人
間
的
な
言
葉
を
超
絶
し
た
も
の
と
し
て
で
あ
 

る
 。
そ
れ
は
、
超
越
者
の
超
越
性
の
故
に
、
本
来
人
問
の
 

に
し
て
超
越
者
に
出
会
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

言
葉
で
は
 @ 表
 不
可
能
 

我
々
に
聞
か
れ
 
ぅ
る
 超
越
者
の
言
語
（
言
語
と
い
う
の
 

は
 、
こ
の
場
合
あ
く
ま
で
地
楡
で
あ
る
）
は
 

、
よ
 し
そ
れ
 が
 聞
か
れ
得
る
と
し
 

な
 性
格
を
も
っ
。
こ
の
 
ょ
う
 な
言
葉
な
ら
ぬ
言
葉
が
 
、
如
 何
な
る
仕
方
で
か
、
人
間
の
内
在
的
言
語
へ
と
転
写
さ
 

れ
る
。
そ
れ
は
必
然
的
 

に
あ
ら
ゆ
る
有
限
化
を
随
伴
す
る
。
人
間
の
言
葉
へ
翻
訳
 

す
る
こ
と
が
、
既
に
有
限
化
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
れ
 

に
 伴
う
種
々
の
歪
曲
化
 

が
 予
想
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
有
限
的
形
態
 

に
 制
約
さ
れ
た
言
語
か
ら
、
如
何
に
し
て
無
限
の
言
語
を
 

聞
敬
 す
る
こ
と
が
可
能
 

で
あ
ろ
う
か
。
一
度
内
在
化
さ
れ
た
言
語
を
、
再
度
 

初
 源
 の
そ
れ
へ
と
 
翻
転
 す
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
 

ろ
 う
か
 。
そ
の
た
め
に
 (612)  ㏄ 
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し 引 
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辛 げ 

  う ら 

と じ れ 
て る 
  べ 

裁 く   
  

く う に 内 

ナ， し 
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ら
 二
つ
の
質
的
に
昇
っ
た
理
解
様
式
の
う
ち
、
前
者
の
 み
を
改
め
て
「
理
解
さ
れ
た
も
の
の
理
解
」
と
規
定
す
る
 と
す
れ
ば
、
後
者
は
実
 

存
 的
な
理
解
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
再
び
「
根
源
的
 理
解
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
し
 て
 
「
根
源
的
理
解
」
と
 

「
理
解
さ
れ
た
も
の
の
理
解
」
と
は
、
単
に
形
式
的
に
で
 はな
く
、
理
解
が
そ
の
ま
ま
実
存
的
な
現
実
で
あ
る
、
 

或
い
は
、
あ
り
得
る
よ
 

う
 な
理
解
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
理
解
さ
れ
た
も
の
 を
た
だ
理
解
し
ょ
う
と
す
る
科
学
的
な
理
解
で
あ
る
か
、
 と
い
う
理
解
の
質
的
差
 

解
 」
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
。
 

異
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
 ぅ
る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
理
解
さ
れ
た
も
の
の
理
解
は
「
理
解
不
可
 能
 な
も
の
」
宋
銭
目
口
 つ
め
 
Ⅱ
の
（
リ
コ
 

隼
ヱ
 
。
す
 
め
 ）
に
打
ち
当
 つ
 た
 時
に
、
「
根
源
的
 理
 

解
 」
と
し
て
発
動
す
る
と
言
わ
れ
る
 Q
0
 

）
。
他
方
、
 

ャ
 ス
パ
ー
ス
で
は
「
信
仰
は
「
理
解
不
可
能
な
も
の
」
に
 触
 ね
 、
こ
れ
を
伝
達
す
る
 

場
ム
ロ
 
に
神
話
や
思
弁
の
形
態
を
と
る
と
考
え
ら
れ
て
お
 り
 、
そ
れ
故
、
信
仰
の
理
解
と
し
て
の
聖
書
理
解
は
 
、
 必
然
的
に
「
根
源
的
 理
 

こ
こ
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
、
実
存
論
的
解
釈
を
科
学
的
な
 「
理
解
さ
れ
た
も
の
の
理
解
」
と
解
そ
う
と
し
て
い
る
こ
 と
は
明
ら
か
で
あ
 

る
 0
 し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
 

毛
ヰ
 の
の
の
已
の
 

ア
 p
h
 

（
の
 

概
 念
が
 ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の
間
で
相
違
し
て
い
 る
 以
上
、
そ
の
点
に
つ
 

い
て
は
疑
 
い
が
 残
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

実
存
論
的
解
釈
は
「
根
源
的
理
解
」
で
な
い
、
と
言
い
 う
る
。
何
故
な
ら
、
 
実
 

序
論
的
解
釈
は
、
聖
書
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
「
理
解
 不
可
能
な
も
の
」
に
真
正
面
か
ら
打
ち
当
っ
て
い
る
よ
う
 に
は
思
え
な
い
か
ら
で
 

あ
る
。
反
対
に
、
そ
こ
で
は
、
「
理
解
不
可
能
な
も
の
」
 

が
 学
的
方
法
に
よ
っ
て
強
引
に
「
理
解
可
能
な
も
の
」
 へ
 処
理
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
の
結
果
、
実
存
論
的
解
釈
で
は
、
「
理
解
不
可
能
な
も
 の
 」
（
先
の
言
葉
で
言
え
ば
、
内
在
的
超
越
者
と
し
て
の
 
象
徴
）
そ
れ
自
体
を
通
 

し
て
指
示
さ
れ
て
い
る
存
在
の
不
思
議
が
失
わ
れ
て
い
る
  
 

（
㏄
 
-
 

（
㌍
 
-
 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
非
神
話
化
は
「
存
在
の
神
秘
」
を
 半
減
す
る
「
非
神
秘
化
」
で
あ
り
、
我
々
は
そ
こ
に
 新
 た
な
「
世
俗
化
」
の
 

崩
芽
 を
見
つ
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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な
例
 （
の
 
0
 ）
を
用
い
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
疑
問
に
つ
い
て
 考え
て
み
た
い
。
 

そ
の
 例
 と
い
う
の
は
、
臨
終
の
床
に
あ
っ
た
あ
る
婦
人
が
 、
 仝
ま
さ
に
彼
女
に
到
来
せ
ん
と
す
る
死
に
つ
い
て
 尋
 ね
ら
れ
て
、
た
だ
 一
 

言
 
「
マ
リ
ア
の
昇
天
」
（
 呂
曲
 （
村
田
 ヨ
 日
色
 守
す
 二
）
 と
眩
 い
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
我
々
は
 、
 問
わ
れ
て
思
わ
ず
 口
を
突
い
て
出
た
こ
の
 

彼
女
の
言
葉
を
 、
 例
え
ば
無
心
の
祈
り
が
 識
 ら
ず
に
 唱
，
 
え
 て
い
る
舌
口
業
と
同
質
の
も
の
と
考
え
た
い
 
0
 こ
の
よ
 う
 な
 言
葉
 は
 、
理
屈
以
前
 

判
の
言
葉
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
実
存
の
現
実
 
を
 十
全
に
充
た
し
て
い
る
 0
 現
実
に
対
し
て
は
、
ブ
ル
ト
 マ
ン
自
身
も
示
唆
し
て
い
る
 

批
 

（
Ⅰ
 

り
 
@
 

甜
 

こ
と
で
あ
る
が
、
小
賢
し
い
理
解
や
銑
舌
は
無
用
 で
あ
る
。
 乙
 古銭
群
民
日
日
の
）
 H
p
 
す
臣
、
、
が
 
、
そ
の
ま
ま
 信
仰
的
現
実
な
の
で
あ
る
。
 

榊
 

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
場
合
、
「
マ
リ
ア
の
昇
天
」
 

に
 伴
 う
 
一
切
の
宇
宙
論
的
表
象
が
透
明
化
さ
れ
て
い
る
 と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
 換
 

コ
イ
 

@
 

和
 

言
す
れ
ば
、
形
象
が
 溌
 無
さ
れ
無
形
（
安
圧
～
 0
 ③
に
 
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
形
に
 囚
わ
 れ
て
い
る
間
は
、
ま
だ
そ
 

陥
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
表
明
し
て
 い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
 、
 果
し
て
信
仰
が
可
能
 

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
強
い
疑
念
 を
 含
意
し
て
い
る
 0
 我
々
は
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
が
た
ま
た
 ま
 挙
げ
て
い
る
具
体
的
 

（
 
鯉
 ）
 

ぅ
か
 」
と
問
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
 0
 ブ
ル
ト
マ
ン
の
 こ
 の
問
い
は
 、
直
接
的
に
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
象
徴
的
 解
釈
が
悪
し
き
無
限
に
 

そ
れ
で
は
、
実
存
論
的
解
釈
の
他
に
、
神
性
に
的
中
す
 る
た
め
の
聖
書
解
釈
 

ろ
う
か
 0
 我
々
は
こ
こ
で
も
う
一
度
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 暗
 号
論
 に
立
ち
返
っ
て
 

聖
書
の
言
葉
は
、
形
象
的
な
象
徴
 =
=
 

ロ
ま
叫
で
あ
る
。
 

ヤ
ス
 ハ
ー
ス
は
、
前
述
の
 

る
 解
釈
に
終
始
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
場
合
、
 我
々
は
フ
ル
ト
マ
ン
 

ぃ
表
 わ
さ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
結
果
ま
た
、
そ
の
意
味
 が
 解
釈
さ
れ
ね
ば
な
 の

方
法
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
 
あ
 

み
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

よ
う
 に
、
形
象
に
 
よ
 る
形
象
の
解
釈
、
象
徴
の
象
徴
に
ょ
 
よ
 

と
 共
に
、
「
形
象
や
象
徴
の
意
味
が
神
話
論
的
言
語
で
 舌
  
 

ら
ず
、
か
く
し
て
無
限
に
そ
 
う
 さ
れ
る
べ
き
で
あ
 ろ
 



最
後
に
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
が
非
神
話
化
批
判
を
通
し
て
、
 

結
 局
 何
を
言
お
 う
 と
し
た
の
か
を
簡
単
に
明
ら
か
に
し
て
 、
こ
の
小
論
の
結
び
 

に
か
え
た
い
。
 

キ
リ
ス
ト
教
の
真
の
蹟
ぎ
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
お
さ
の
 

ブ
ル
ト
マ
ン
は
新
約
聖
書
を
非
神
話
化
し
て
、
世
界
像
 で

あ
る
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
、
そ
の
試
み
は
 余
 

の
 相
違
か
ら
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
偽
り
の
顕
き
（
 ン
コ
 の
（
。
 

り
に
も
多
大
の
犠
牲
を
 

e
 
 を
取
り
除
き
、
 

伴
っ
て
い
た
 0
 ヤ
ス
パ
ー
ス
も
ま
た
、
多
く
の
論
者
た
 ち
と
同
様
、
非
神
話
化
に
よ
っ
て
豊
沃
な
宗
教
的
地
盤
が
 単
色
の
凍
原
に
帰
す
る
 

  

( 四 ) 

る
 。
こ
の
瞬
間
に
放
い
て
、
象
徴
的
解
釈
の
悪
し
き
 連
 境
 は
 切
 絶
さ
れ
て
い
る
と
言
 う
べ
 ぎ
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
理
由
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
三
口
 
う
 象
徴
的
 解
釈
が
神
学
の
方
法
と
し
て
直
ち
に
妥
当
す
る
、
と
い
う
 わ
け
で
は
な
い
 
0
 暗
 

号
の
理
論
は
、
啓
示
を
も
一
つ
の
暗
号
に
解
消
し
（
の
の
）
 
、
 そ
の
特
殊
性
を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
が
な
い
が
た
め
に
 、
神
学
に
と
っ
て
は
 不
 

充
分
で
あ
る
と
舌
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
 

0
 し
か
し
 な
が
ら
、
「
真
正
の
象
徴
は
、
た
だ
他
の
真
正
の
象
徴
に
 よ
っ
て
の
み
克
服
さ
れ
 

 
 

げ
 止
め
ら
れ
る
な
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
暗
号
論
は
神
学
に
 対
し
て
も
、
な
お
今
後
 

に
 生
か
さ
れ
る
べ
 
き
 真
理
契
機
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
 以
ノ
 
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
学
は
 ビ
ち
 。
 苗
 。
牡
の
箱
の
学
）
 
に
 適
し
い
独
自
の
言
語
を
発
見
す
べ
き
で
あ
る
。
実
存
 論
 的
解
釈
に
 於
 い
て
 

は
 、
神
学
、
歴
史
学
 
存
お
 三
の
 ゴ
 （
 
案
い
 の
の
の
 

コ
 の
 O
 甘
 p
h
 

（
）
 

、
 学
的
哲
学
の
間
の
区
画
が
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
 、
も
し
神
学
が
学
的
な
 

言
語
で
は
な
い
、
永
遠
性
を
も
つ
言
語
へ
の
真
剣
な
省
察
 

を
 欠
く
な
ら
ば
、
神
学
は
そ
れ
ら
語
学
と
同
じ
歴
史
的
 相
 対
 性
の
立
場
を
脱
却
す
 

@
 
笠
 ）
 

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
 5
 。
神
学
的
 

=
@
 

記
巾
へ
の
充
分
な
 

反
省
な
し
に
、
聖
書
の
非
神
話
化
に
つ
い
て
語
る
こ
と
 は
 出
来
な
い
。
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註
 

（
 1
 ）
ヤ
ス
パ
ー
ス
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の
論
争
に
関
す
る
論
文
は
 
、
一
部
を
除
い
て
、
下
ハ
 
お
 毛
の
Ⅰ
コ
 
6
 ぺ
 め
り
「
（
の
 

ヰ
 
（
 
甘
 「
の
め
・
）
・
 

ホ
の
 Ⅱ
 
ぺ
 ㏄
 ヨ
 ㏄
 け
 コ
年
 ヲ
日
セ
円
ゴ
 

0
 の
 

I
1
1
 

。
 あ
簿
 ・
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
 、
 そ
の
全
論
文
を
一
冊
に
纏
め
た
も
の
に
、
目
の
Ⅱ
（
が
め
 

e
d
 

の
「
Ⅱ
 

目
 （
（
 

コ
 Ⅱ
 旺
サ
 
0
-
0
 

㏄
 ア
 

の
 ～
の
 
呂
コ
ぬ
，
 
）
 ゆ
 0
4
.
 

が
あ
る
。
 

小
論
の
引
用
に
は
、
す
べ
て
後
者
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
、
 引
 月
並
び
に
参
照
ぺ
 
ー
 ジ
は
、
本
文
中
に
（
）
に
入
れ
て
示
し
 
-
@
 

キ
ハ
 
。
 

（
 2
 ）
 
ヒ
が
 
の
 
せ
 e
 Ⅱ
の
 
、
弓
は
 
@
 
）
 
0
 の
 
0
 で
す
 
@
 
の
 1
.
 
ド
ゆ
 
嗣
の
 
、
の
 ・
㏄
ト
本
 

（
 3
 ）
 
ヒ
 の
の
 
せ
 e
 Ⅱ
の
 
-
 り
の
 
Ⅱ
づ
け
 

@
-
O
 

の
 
0
 せ
甘
 
@
 
の
り
 
す
 の
の
～
 
曲
け
す
 
め
。
 ト
 0
%
P
 
、
 の
 
づ
印
 

（
 4
 ）
Ⅰ
が
㏄
 
づ
の
 
Ⅱ
の
。
 
ロ
の
 
Ⅱ
Ⅰ
 す
 -
-
O
 

の
 
0
 ㌧
 す
 -
 
㏄
 
O
 す
 e
 の
）
㏄
 
E
 ヴ
 e
 ゅ
コ
抽
 
e
 の
）
 
C
 ダ
圧
 
ひ
 よ
 1
0
 

曲
の
 

コ
絃
目
臭
 、
 ぢ
 ⑬
、
 押
 
1
0
0
 

参
照
。
 

（
 5
 ）
 
目
 り
の
（
）
の
Ⅱ
の
・
㌧
 

す
 ～
 
-
0
 
の
 
0
 で
す
 
@
e
I
 

、
の
・
の
 

ト
 の
 

（
 6
 ）
哲
学
と
神
学
の
関
係
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
は
、
古
書
 
三
一
二
ぺ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 7
 ）
㏄
 三
 （
 
ョ
ウ
 コ
 %
 
之
 の
 偉
拮
円
 の
の
（
 

a
 ョ
当
（
 け
註
ヨ
五
 r
o
 
）
 
0
 ぬ
 @
 
の
 ，
ぎ
 -
 が
 浅
せ
 帆
ヨ
 p
E
 コ
 耳
目
 せ
 （
 
す
 0
 の
 ゲ
 お
江
・
 9
 
品
 

（
 8
 ）
 
し
 Ⅰ
（
（
 

ヨ
が
コ
コ
 
・
 @
b
@
 

隼
 ：
 押
お
 

（
 9
 ）
 
ロ
い
 
の
㌧
 
e
 Ⅰ
の
 
-
 ㌧
 す
 ～
 
-
0
 
の
 
0
 せ
オ
 
@
 
の
 1
1
.
 
ト
 の
中
の
 

，
の
 ・
 め
 ㏄
 い
 

（
 薦
 ）
 
由
 ・
ゴ
ミ
の
 

-
@
e
 

汀
 、
も
 ざ
 Ⅰ
（
の
内
の
繍
「
い
ま
 

ヨ
せ
 （
 
下
 0
 ）
 
O
 の
 @
S
@
 

の
 Ⅱ
 
緯
コ
 
幅
 4
 の
の
 コ
 0
 珪
の
コ
月
 
，
 
の
の
 
侍
ハ
ヨ
 
の
さ
 
汀
 "
 ヨ
 @
 木
の
Ⅰ
 
せ
 内
通
 り
 片
口
ロ
 
旨
せ
仔
す
 
0
 の
 5
%
 

Ⅰ
べ
の
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
Ⅰ
曲
の
つ
の
Ⅱ
 

0
.
 
せ
 0
 コ
隼
 e
 Ⅱ
 ヨ
 @
a
 
甘
 ㍉
甘
の
 

@
 
（
・
Ⅱ
の
町
の
・
の
・
 

ト
 0
 ㏄
の
曲
 ・
の
 
ト
 Q
 お
参
照
。
 

（
は
）
デ
ィ
ル
タ
イ
「
想
像
力
と
解
釈
学
 三
 由
良
哲
次
 訳
 、
 P
9
7
 
の
 ・
 b
.
 ゆ
肚
 

（
 B
 ）
）
 い
後
 @
r
 

の
 ，
い
す
 
@
d
.
,
 

の
 ・
 P
O
 
の
 つ
 

（
 M
 ）
金
子
武
蔵
「
実
存
理
性
の
哲
学
 
ヒ
あ
お
 、
参
照
。
 

同
事
に
 於
 い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
理
性
は
実
存
理
性
と
し
て
 位
 置
づ
 げ
ら
れ
て
お
り
、
小
論
も
そ
の
意
見
に
従
 5
 。
 

（
 巧
 ）
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
神
話
概
念
は
、
ま
た
次
の
よ
う
な
仕
方
 で
 要
約
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
即
ち
、
神
話
と
は
、
 け
 直
観
 と
 思
惟
、
㈲
内
面
と
外
面
 

  Ⅰ @@ つ 

C@ つ   
が 

実 
存 
理 
性 
れ Ⅰ ヒ 

立 
脚 
し 

力、 Ⅰ 

ヤ 
ス 
  
  
ス 

の 

""" 二リ仁 

場 

であ 

る 
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く
 、
「
拒
絶
さ
れ
た
可
能
性
」
（
申
す
の
の
 
毛
い
 
の
の
の
 

コ
 の
 目
ぴ
 の
目
の
 
す
ア
 
の
 ぃ
 
（
）
と
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
も
な
お
空
間
を
与
え
 、 生

か
し
続
け
る
こ
と
 
皿
 



ヤスパースの 非神話化批判 

（ （ （ ハ （ （ ハ ハ （ （ （ （ ハ ハ （ （ （ （ ヘ ハ 7 3 ） ） Q05 ） 4 ） 33 3 ） 2 3 ） 1 ） 3 0 ） 2 0 ノ ） 2 8 2 6 2 ） ） 26 ） 225 ） 4 ） 3 羽） 2 ） 1 ） 2 0 ） 1 9 ） 1 8 ） 1 7 1   
  

  お 感 
の 性 

参 
照 。     

の Ⅱ も 

やト求 ヨ の - （ の 甚大で の、 

の 参照。 毛 eq 苓 あった。   統   な せ、 
㎎ のが・ コ ら由 の ⅡⅠ " . お、 ） の   

であ 

や 本 る 。 

卯 稿 
㈲ 

に関 1. め ー 

  

て、 
    

の   c@ 目 

上 0% 
掲   二 % お   

㌧ すの り ' つ い Ⅰ     
重目 お プ ㎝ い ゆ い㏄ ・ 

中 
      
論 の コ Ⅰ o ト   
文 

  
  

解 「 
八し。の 的 0 - の 

釈 乱丁 
学 
  
原 呂 ヨ 円 二の 0 
理   
と 

  的 の の， の o コ 0 - - 
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（
 の
非
神
話
化
を
純
粋
に
哲
学
（
 

甜
 
縫
 ）
他
面
、
ブ
 
）
円
ぎ
 

@
n
 

け
 
，
 ル
 
田
乱
の
 

ト
マ
 

（
の
 

コ
 
ソ
 
（
 
@
p
-
p
 

コ
 
p
P
 

ぜ
 
の
の
 
し
 
コ
ロ
沌
の
 

-
@
 

ぬ
 @
Q
 

の
の
 

 
 

 
 

立
場
の
新
た
な
挑
戦
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
 

、
実
存
論
的
解
釈
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 

的
 思
惟
を
通
し
て
、
フ
ッ
 

サ
ー
ル
の
現
象
⑥
 

単
 に
ま
で
遡
源
 
し
ぅ
 る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
哲
学
的
状
況
に
 

拾
 い
て
も
、
現
象
学
と
提
携
し
た
哲
学
的
解
釈
学
（
づ
け
 

@
-
0
 

の
。
 

㌧
 
す
乙
 
0
 
ゴ
 
の
目
の
 

q
.
 

冑
お
仁
 
（
 
@
k
 

）
の
動
き
が
活
発
化
し
っ
 

っ
 あ
る
（
新
田
義
弘
、
「
 

現
象
学
 
L
 
、
お
お
。
 
づ
ロ
 
・
 2
 
き
参
照
）
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
・
ブ
ル
ト
 

マ
ン
論
争
は
 
、
 

か
か
る
視
座
ょ
 
り
 捉
え
直
さ
れ
る
時
、
そ
こ
か
ら
ま
た
我
々
に
 

、
別
個
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
 



ぬ
 で
は
、
二
分
法
に
 

よ
 る
判
断
に
も
と
づ
 

い
 た
両
者
 
0
 差
異
の
探
究
で
は
な
く
、
事
態
の
 

よ
 り
正
確
な
叙
述
の
 

た
め
に
、
両
者
の
か
か
わ
り
 

あ
ろ
う
。
（
 

l
 
）
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
の
成
立
の
た
め
の
宗
教
的
 

な
 根
拠
が
明
確
化
さ
れ
る
で
 

47@ (621) 

一
般
に
自
然
神
学
と
啓
示
神
学
の
区
別
は
明
瞭
で
あ
り
、
 

こ
の
明
瞭
な
区
別
が
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
 

と
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

-
 
ア
 イ
ズ
ム
の
神
学
的
 

立
場
の
差
異
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
 

啓
示
神
学
は
信
仰
の
立
場
か
ら
論
証
的
真
理
の
す
べ
て
を
 

ア
プ
ソ
オ
 
り
に
 
演
縄
で
 

き
る
と
す
る
意
味
で
信
仰
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
 

て
 自
然
神
学
は
理
性
に
よ
る
論
証
 

力
 の
み
に
頼
っ
て
啓
示
 

的
 真
理
さ
え
も
論
証
的
 

真
理
の
ほ
う
か
ら
導
き
出
せ
る
と
す
る
意
味
で
合
理
主
義
 

で
あ
る
と
い
わ
れ
、
こ
こ
に
は
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
 

と
ラ
シ
 
ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
の
、
い
わ
 

て
ゆ
る
「
イ
ズ
ム
」
の
対
立
が
み
ら
れ
る
と
い
わ
れ
 

て
い
る
。
け
れ
ど
も
「
自
然
神
学
外
啓
示
神
学
」
、
「
 

ヵ
ト
 リ
シ
ズ
ム
 
対
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 

し
、
つ
 

テ
ィ
ズ
ム
」
、
「
フ
ィ
デ
イ
ズ
ム
 

対
 ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 

」
と
い
う
ふ
 
う
 に
、
事
態
の
対
立
を
考
察
す
る
こ
と
が
 

何
か
重
要
な
哲
学
問
題
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

暢
 
う
に
見
え
て
も
、
け
っ
し
て
事
態
の
正
確
な
叙
述
 

の
た
め
に
は
役
立
つ
も
の
で
ほ
な
い
 

0
 そ
こ
で
「
こ
こ
に
 

と
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
の
も
と
 

  

間 

瀬 

啓 

允 

形
而
上
学
成
立
の
宗
教
的
根
拠
に
つ
 

｜
 自
然
神
学
と
啓
示
神
学
の
か
か
わ
り
 

い
て
 

0
 樽
 吐
氾
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つ れ る て れ れ 「 は こ の も る み か 上   最後の 証の過えられ い うこ 要とな てくる 」とす 主であ られて るのか の核心 ない論 ば そ 、 る」と る 。ま 0 
た程 神をばかの とるもるるい 判唯 るつ 0 は証のいた部 、 に 論わ こ門 らで は新一 、 のの ので まり れので る 最 あ 

明 が 明   

る 造       
学要 」 約 こで れなが 学白 然て い 

と さ を く 神 神 「 
右 の 学 神   しれ「 てよ神神拝はの   

す 形 と で 前 の を 
る 面 ょ あ 提 序 論 
同 上 ぶ る し 左 証 

で は 

あ ょ し、 白 能性学ののは とい 力し ょ 、 を 

の     拠 の い 託 た し 的 
は 部 ぅ は だ て 理 
ど 問 わ ど こ 両 性 
こ がミ げ ・ こ れ 提 の 

に る神 「かにをし要 。 あ 白 な 請 
る 然 い に 

る論 の」れの的でも こ 
か で ら か 理 、 と 

。 あ の 。 性 た づ 神 ， この点 いて 断 ると 疑念に 無神論 の論証 自然 だ 

存 に で の     
が て な 却 門 で の れ 根 わ に れ 読 す 

  



蛆
綺
 か
ね
で
い
か
（
 
仁
さ
 
宙
の
宙
 
仔
曲
コ
音
 

内
曲
 
巴
 の
で
あ
 る
 。
「
偶
然
者
」
と
い
う
語
の
こ
の
特
殊
な
使
用
の
も
と
 

で
、
「
偏
在
 
右
 が
あ
れ
ば
 必
 

ば
存
右
 が
か
な
ら
ず
あ
る
」
か
見
か
 官
音
 内
包
 

立
場
も
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
 

0
 だ
か
ら
こ
の
 話
 の
 特
殊
な
使
用
を
考
慮
に
 
入
 

而
 

%
 
 れ
な
い
で
い
る
と
、
現
代
哲
学
の
批
判
を
許
し
て
 

し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
論
理
的
に
必
 

然
 的
な
も
の
は
命
題
だ
け
で
 49@ (623) 

れ
ば
 
「
原
因
を
無
限
に
さ
か
の
ば
る
こ
と
は
 

い
 
げ
な
 
い
 
」
 
と
す
る
禁
令
を
与
え
た
特
殊
な
語
の
使
用
で
あ
る
。
 

こ
 
の
 
特
殊
な
語
の
使
用
の
 

も
と
で
、
は
じ
め
て
「
第
一
原
因
」
は
推
論
き
れ
 

ぅ
る
 

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
無
限
概
念
を
ま
だ
扱
 

う
 
こ
と
の
で
ぎ
な
か
っ
た
 

 
 

  

 
 

刈
 る
 
0
 

偶
然
者
か
ら
必
然
者
が
知
ら
れ
 

ぅ
 
る
と
い
う
 

場
 
合
の
宇
宙
論
的
な
論
証
に
お
い
て
も
右
の
事
情
は
異
な
ら
 

な
い
 

0
 
「
偶
然
者
」
と
い
う
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
偶
然
者
の
存
在
が
経
験
の
 

自
明
で
あ
る
こ
と
は
、
偶
然
 

 
 

嫉
 者
で
な
い
も
の
、
つ
ま
り
必
然
者
を
す
で
に
予
想
 

し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
偶
然
者
は
か
な
ら
ず
必
然
者
に
 

か
か
わ
る
も
の
」
と
し
て
 

理
 

「
第
一
原
因
」
と
し
て
知
ら
れ
 ぅ
る
 
（
第
一
原
因
論
）
 
と
 か
 、
世
界
の
偶
然
的
存
在
か
ら
神
の
存
在
が
「
必
然
的
 な
 存
在
」
と
し
て
知
ら
 

れ
 
、
 

、
、
一
 

ぅ
る
 
（
宇
宙
論
的
論
証
）
と
か
、
云
々
。
 
第
 
原
因
 論

は
結
果
の
存
在
か
ら
原
因
の
存
在
を
必
然
的
に
推
論
す
 る
と
い
う
因
果
律
に
も
 

と
つ
い
た
考
え
に
依
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
「
原
因
」
 と
い
う
こ
と
は
に
対
す
る
特
別
な
語
の
使
用
が
あ
る
こ
 と
に
注
意
し
ょ
う
。
 そ
 

 
 



ネ
オ
・
 ト
，
 ゑ
 

結
論
的
に
明
示
す
 

く
て
、
ど
う
し
て
 

と
が
で
き
る
で
あ
 

を
「
必
然
者
」
と
 

先
を
知
っ
て
い
た
 

が
第
一
原
因
論
と
 

在
の
根
拠
で
あ
り
 ト

 た
ち
が
、
「
知
ら
れ
 ぅ
る
 」
と
は
一
者
の
存
在
を
前
提
 し
な
い
で
、
こ
れ
を
自
然
的
理
性
の
論
証
 力
 の
み
に
 ょ
 
っ
て
 

る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
 き
 、
か
れ
ら
の
自
然
的
理
性
は
 す
で
に
行
き
着
く
先
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
 う
 で
な
 

 
 

「
原
因
」
と
い
う
語
に
特
殊
な
語
の
使
用
を
も
た
せ
、
 

こ
 れ
を
「
第
一
原
因
」
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
 る
こ
 

ろ
 う
か
 0
 一
者
に
お
け
る
安
住
の
地
を
求
め
ず
し
て
、
 

ど
 ぅ
 し
て
「
偶
然
者
」
に
特
殊
な
語
の
使
用
を
も
た
せ
、
 

こ
れ
 

 
 

の
か
か
わ
り
に
あ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
 る
で
あ
ろ
う
か
。
「
か
れ
ら
は
い
っ
で
も
確
実
に
行
 
き
 着
く
 

力
 れ
ら
は
一
考
に
至
る
ま
で
は
け
っ
し
て
満
足
し
な
か
っ
 た
ピ
と
コ
 プ
ル
ス
ト
ン
は
 明
 三
口
し
て
Ⅰ
 
卜
る
 

。
（
 

4
 ）
自
然
神
 学
 

 
 

し
て
神
の
存
在
論
証
を
与
え
る
と
 き
 、
あ
る
い
は
宇
宙
論
 約
 論
証
を
与
え
る
と
き
、
か
れ
ら
は
は
じ
め
か
ら
有
限
 な
存
 

、
 根
抵
 で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
 の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
こ
の
「
コ
ミ
ッ
ト
す
る
」
と
い
う
 
こ
と
 

一 
一 " 

 
 

あ
っ
て
、
「
存
在
す
る
も
の
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
 
、
論
理
的
に
必
然
的
に
存
在
す
る
も
の
（
の
 
コ
 の
）
に
つ
い
 
て
 語
る
こ
と
は
こ
と
は
 

 
 

の
 誤
用
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
（
し
こ
の
批
判
は
 
、
 「
偶
然
者
か
ら
必
然
者
が
知
ら
れ
 
ぅ
る
 」
と
す
る
論
証
 は
 論
理
的
に
必
然
的
に
 

 
 

真
な
る
命
題
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
 
偶
 存
右
 が
あ
れ
ば
 必
存
右
 が
か
な
ら
ず
あ
る
」
と
見
る
（
の
 
の
の
ぎ
的
お
）
と
か
、
「
 
偶
 

 
 

然
 者
に
対
し
て
は
必
然
者
が
か
な
ら
ず
か
か
わ
る
も
の
」
 と
し
て
理
解
す
る
 
省
コ
 年
の
お
 絃
巨
ぎ
洩
お
 ）
と
か
の
 、
信
念
に
特
有
な
認
識
 

論
的
 構
造
の
な
か
で
の
特
殊
な
語
の
使
用
の
も
と
に
あ
 る
 、
と
す
れ
ば
、
的
は
ず
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
 ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
 

う
 な
哲
学
批
判
に
対
す
る
 高
 批
判
を
受
げ
い
れ
る
な
ら
 ば
 、
ネ
オ
・
ト
ミ
ス
ト
た
ち
で
さ
え
、
す
で
に
か
れ
ら
の
 自
然
的
理
性
の
た
ど
り
 

つ
く
先
を
知
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
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が
 、
端
的
に
い
っ
て
、
「
信
仰
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
 

る
 。
た
と
え
ば
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
 

は
 「
哲
学
的
信
仰
」
と
 

い
わ
れ
る
。
か
れ
は
経
験
の
自
明
と
し
て
の
世
界
の
有
限
 

性
の
意
識
を
「
限
界
状
況
」
の
意
識
と
規
定
し
て
、
 

こ
 の
 意
識
か
ら
の
超
越
が
 

い
 わ
か
る
「
包
括
者
」
の
覚
知
と
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
 

究
極
的
実
在
は
対
象
的
に
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
 

ど
こ
ま
で
も
隠
さ
れ
た
 

ま
ま
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
実
在
を
一
考
と
し
 

て
 、
神
的
実
在
と
し
て
、
肯
定
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
 

と
も
、
い
ず
れ
も
可
能
 

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
肯
定
 

は
 「
哲
学
的
信
仰
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
 

っ
て
伝
統
的
な
形
而
上
 

学
 に
お
け
る
論
証
が
い
つ
で
も
確
実
に
一
者
の
存
在
の
込
 

胴
乱
 に
 向
か
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
基
本
的
に
 

、
こ
 の
 哲
学
的
信
仰
に
も
と
 

つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
哲
学
的
信
仰
に
も
 

と
づ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
有
限
な
も
の
に
対
す
る
究
極
 

的
な
根
 低
 な
り
、
根
拠
 

な
り
が
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
 

る
 。
た
し
か
に
超
越
論
的
な
形
而
上
学
者
た
ち
は
有
限
的
 

な
も
の
、
偶
然
的
な
も
 

の
に
は
か
な
ら
ず
究
極
的
な
説
明
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
 

る
 。
何
か
偶
然
的
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
「
が
あ
 

る
 」
（
結
果
と
し
て
の
 

実
 

存
 ）
に
対
す
る
原
因
な
り
、
理
由
な
り
が
か
な
ら
ず
あ
 

る
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
実
存
の
偶
発
性
に
対
す
る
 

究
極
的
な
根
拠
を
論
証
 

て
 
的
に
明
示
し
て
み
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
 か
し
そ
 う
 す
る
以
前
に
、
す
で
に
究
極
的
な
一
者
の
存
在
 

に
 対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
 
メ
ソ
ト
 

止
観
に
特
有
の
認
識
論
的
構
造
で
あ
る
。
現
代
英
国
 

刊
 
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
、
有
限
者
は
有
限
者
で
は
 

を
代
表
す
る
神
学
者
で
あ
り
、
宗
教
哲
学
者
で
あ
る
 

ジ
 。
 

い
 も
の
、
す
な
わ
ち
無
限
者
に
、
偶
然
者
は
偶
然
者
で
 

な
 い
 も
の
、
す
な
わ
ち
必
然
 

ン
 ・
ヒ
ッ
ク
は
、
あ
る
特
定
㈹
 

 
 

ぬ
 
者
に
、
多
で
あ
る
も
の
は
多
で
な
い
も
の
、
す
な
 

わ
ち
一
者
に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
存
す
る
も
の
と
し
て
見
る
（
 

お
の
ぎ
 
的
捲
 ）
こ
と
が
で
き
 

鳴
 
根
 
数
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
有
限
者
な
り
、
偶
然
者
 

依
存
す
る
も
の
か
 

し
 も
 納
駄
 す
か
（
安
も
二
の
口
 

c
i
 

 
 

  

 
 

蛆
 
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
も
と
で
、
あ
る
特
定
の
も
の
か
 

 
 

ぅ
 構
造
は
、
宗
教
的
な
世
界
  

 
 
 

学
 

%
 
 

而
 
め
 仕
方
で
も
の
を
見
、
理
解
し
、
解
釈
し
、
経
験
 

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
信
仰
に
特
有
な
認
識
論
的
構
造
の
 

も
の
で
あ
る
と
断
定
的
に
述
 駐
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タロ 、 の た ば の       
る 以 も う つ で   者 わ ろ（ よ 

  外 の ハ て は や れ う じば 
と に で ム ・ な 神 ね 。 れ 
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  ケ @ "@   
ち ょ と な の そ   

  

ど と 

  

も い 

サ珪 三 %   

べ 
よ，っ ほ おか の う 意て 
に い か 識 い 

叙 て わ を るす 
一 述 生 り も 。 ） 
" 一 一 され きの 、 な つ 。 たし 

る 動 か そ か   
が か た こ 越 

滞在 、 つらの論 く 意的 
釣 花 も 識 形 
に し の か 而 

耗 こ % 男妾 
」 る 在 題 者 
と と 論 越 が 

い こ 的 が 究 

わ ろ な 有 極 
ね め コ 限 的 も る 者 な のの で」 もの 

あ な メ 極 に 
る 7 の ン 的 向 
0 ）で ト な か 

あ で 根 ぅ 

る る 拠 と   
ダ コ て か 

ャ ; の れ 

  " 実 は 

キ ト 在 経 
リ し に 験 
ス て か の 

ト い か 自 

教 く わ 明 
的 実 ら と 

な 在 せ し ィ 云はて 統、 い ての 

に か く 世 
お れ 。 界 
い が こ の 

有限 ては そ 「 の場 

こ " の合性 う " と 

の ち こ い 
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な 
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哲 

然神 
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53  (627) 

見
出
さ
れ
る
べ
き
或
る
も
の
の
存
在
ぶ
こ
の
引
用
か
ら
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
 
梅
郷
の
探
究
 

は
 

従
 

  

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

存
 方
な
り
、
一
者
な
り
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
っ
て
 、
げ
 つ
 し
て
こ
れ
を
神
と
し
て
認
証
し
た
り
、
確
証
し
た
り
す
 み
こ
と
は
で
き
な
い
は
 

ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
啓
示
さ
れ
た
 神
 だ
け
が
こ
と
は
 の
 真
実
な
意
味
に
お
い
て
神
で
あ
り
、
こ
の
神
の
自
己
 啓
 示
 に
対
す
る
応
答
と
し
 

て
の
信
仰
を
前
提
に
し
な
い
で
は
、
自
然
神
学
は
神
学
で
 も
な
け
れ
ば
、
神
論
で
も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 こ
れ
は
自
然
神
学
の
成
 

立
の
可
能
性
を
認
め
な
い
立
場
か
ら
の
一
般
的
な
批
判
 で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
 ヵ
 ー
ル
・
バ
ル
ト
の
よ
う
な
プ
 ロ
 テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 ム
 を
 

代
表
す
る
啓
示
神
学
者
は
、
そ
の
 ょ
う
 な
批
判
の
な
か
 で
、
自
然
神
学
が
何
か
自
然
的
理
性
自
身
の
自
己
主
張
な
 い
し
権
利
主
張
を
お
こ
 

な
っ
て
い
る
と
す
る
よ
う
な
、
（
誤
っ
た
）
考
え
を
含
ん
 で
 い
ろ
。
け
れ
ど
も
先
に
み
た
 ょ
 5
 に
、
超
越
論
的
な
 形
而
上
学
者
は
経
験
の
 

自
明
と
し
て
の
世
界
の
多
者
性
か
ら
一
者
性
を
自
然
的
 

ば
な
ら
な
い
 0
 そ
こ
で
再
び
 コ
 プ
ル
ス
ト
ン
を
引
用
し
 

な
り
、
解
釈
な
り
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 だ
 

 
 

理
性
の
論
証
 力
 に
よ
っ
て
明
示
し
よ
う
と
す
る
と
 き
 、
 か
 

か
ら
バ
ル
ト
の
よ
う
な
啓
示
神
学
者
の
批
判
は
誤
解
も
は
 

よ
う
。
 

は
た
ら
い
て
お
り
、
か
れ
の
論
証
そ
の
も
の
に
は
特
定
 れ

に
は
そ
の
と
ぎ
す
で
 

な
は
だ
し
い
と
い
わ
ぬ
 

の
 宗
教
的
な
意
味
づ
 け
 

第
一
原
因
の
存
在
な
り
、
絶
対
的
必
然
者
の
存
在
な
り
 に
 対
す
る
古
典
的
な
形
而
上
学
的
論
証
を
考
察
す
る
な
ら
 ば
 、
そ
の
論
 -
 
証
は
 

て
 

 
 

明
に
向
け
て
の
精
神
の
歩
み
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
 明
ら
か
で
あ
ろ
う
 0
 こ
の
論
 

 
 

み
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
一
者
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
 対
 象
 な
の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
そ
 



分
 に
お
い
て
論
証
的
真
理
の
一
部
が
同
時
に
啓
示
的
 真
 理
 の
一
部
で
あ
り
う
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
 0
 し
た
が
っ
 て
 自
然
的
理
性
に
よ
っ
 

る
こ
と
を
示
し
、
同
時
に
そ
れ
が
全
く
不
完
全
で
あ
る
，
 
」
と
を
認
容
し
た
り
え
で
、
そ
れ
が
全
く
虚
偽
で
あ
る
と
 ほ
い
え
な
く
な
る
こ
 

@
2
 

l
l
 

）
 

と
を
意
味
し
て
い
る
 0
 

こ
の
方
向
に
む
か
う
考
え
の
成
立
す
る
根
拠
に
は
、
ト
マ
 ス
 に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
啓
示
可
能
」
官
宅
 臼
 P
F
 
ヨ
 P
 ）
 
と
い
 5
 考
え
の
受
容
 

が
あ
る
 0
 ト
マ
ス
の
「
啓
示
可
能
」
の
立
場
は
啓
示
的
 真
理
と
論
証
的
真
理
と
が
交
錯
す
る
部
分
に
成
立
す
る
と
 い
わ
れ
、
こ
の
交
錯
部
 

よ
い
。
し
か
し
形
相
的
に
神
を
扱
い
 う
 る
の
は
や
は
り
 啓
示
神
学
に
限
ら
れ
、
け
っ
し
て
自
然
神
学
の
よ
く
な
し
 う
る
と
こ
ろ
で
は
な
 

い
 0
 こ
れ
は
神
に
つ
い
て
の
哲
学
的
論
議
が
い
か
に
そ
の
 射
程
を
の
ば
し
て
も
、
本
来
の
啓
示
さ
れ
た
神
に
関
し
 て
 全
く
不
完
全
で
あ
 

証
 」
に
成
功
し
た
こ
と
を
前
提
す
れ
ば
、
そ
れ
は
確
か
 に
 質
料
的
に
は
啓
示
さ
れ
れ
た
本
来
の
「
神
の
名
」
を
 扱
 っ
て
い
る
と
い
っ
て
 

哲
学
者
（
自
然
神
学
者
）
の
神
は
か
な
ら
ず
し
も
適
確
 に
 啓
示
さ
れ
た
神
を
示
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
、
 
信
 仰
 者
（
啓
示
神
学
 

者
 ）
の
啓
示
さ
れ
た
神
は
必
然
的
に
哲
学
者
の
論
証
す
 る
 神
的
諸
属
性
を
保
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
自
然
神
学
 が
 「
神
の
存
在
論
 

し
て
、
コ
プ
ル
ス
ト
ン
の
よ
う
な
新
し
い
ト
ミ
ス
ト
（
 ?
 

 
 

）
の
立
場
に
立
つ
哲
学
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
答
え
を
 与
え
う
る
の
で
あ
ろ
う
 

か
 0
 松
本
正
夫
氏
は
次
の
よ
う
な
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
  
 

る
と
ど
こ
で
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
か
 0
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 の
 啓
示
神
学
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
繰
り
返
し
問
わ
れ
 る
こ
れ
ら
の
問
い
に
 対
 

性
 に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
（
と
さ
れ
る
）
第
一
原
因
な
 り
 、
 必
存
有
 な
り
、
一
者
な
り
が
、
不
生
不
滅
、
不
変
 不
 動
 、
つ
ま
り
永
遠
で
あ
 

る
と
い
う
属
性
を
も
っ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
し
て
 も
 、
そ
の
属
性
の
示
す
抽
象
的
な
性
格
が
適
切
に
神
 そ
 の
も
の
を
指
示
し
て
い
 

 
 
 
 

「
神
の
名
」
を
も
っ
て
 
よ
 ば
れ
う
る
神
で
あ
る
と
い
 5 
保
 訪
 は
ど
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
 あ
 る
い
は
ま
た
自
然
的
理
 

し
て
は
ど
の
よ
う
な
答
え
が
与
え
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
 ま
 た
 自
然
神
学
が
自
然
的
理
性
自
身
の
自
己
主
張
な
り
 自
 己
 権
利
な
り
を
お
こ
 た
 

4
 

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
成
立
の
根
拠
に
一
者
の
存
 在
 に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
あ
る
の
だ
と
し
て
み
 
て
も
、
そ
の
一
者
が
め
  

 





論
証
さ
れ
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
論
証
に
成
功
し
な
く
 て
も
、
信
仰
的
に
受
容
さ
れ
う
る
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
 と
い
う
の
は
自
然
神
学
 

的
 真
理
が
す
で
に
啓
示
的
真
理
の
な
か
に
含
意
さ
れ
て
 い
る
こ
と
に
よ
り
、
神
の
救
い
の
目
的
の
な
か
に
入
れ
 ろ
 れ
て
い
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
「
救
い
」
を
目
的
と
す
る
神
の
啓
示
書
生
心
は
人
間
に
 

よ
る
論
証
の
成
功
、
不
成
功
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
ほ
 な
ら
な
い
 0
 そ
れ
ゆ
え
 

ト
マ
ス
に
よ
っ
て
自
然
神
学
に
お
け
る
論
証
的
真
理
の
内
 容
は
 
「
啓
示
可
能
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

「
神
は
存
在
す
る
」
と
 ぃ
 <
i
@
 

自
然
神
学
的
真
理
が
「
啓
示
 可
能
」
の
真
理
と
し
て
そ
れ
自
体
す
で
に
啓
示
的
真
理
 の
な
か
に
入
れ
ら
れ
 

て
お
り
、
ま
た
「
神
は
創
造
す
る
」
と
い
う
啓
示
的
真
理
 が
 「
神
は
存
在
す
る
」
と
い
，
 

@
 自
然
神
学
的
真
理
を
不
 可
 次
条
件
に
し
て
い
る
 

な
ら
ば
、
自
然
神
学
成
立
の
可
能
性
は
創
造
主
と
し
て
 の
神
と
い
う
最
も
啓
示
神
学
的
な
事
実
に
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
 る
こ
と
に
な
る
し
、
 ま
 

た
 逆
に
神
の
存
在
を
論
証
し
、
認
証
す
る
と
い
わ
れ
る
 自
 然
 神
学
の
可
能
性
は
啓
示
神
学
自
体
に
よ
っ
て
も
求
め
 ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
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て い 示 啓 理 示 可 
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白
下
 

五
 

の
 

立
 

  教的 根拠 ケこ 

か 
  
    
    

ケ @ し 

も よ   
体 
ど 
の 

よ 

@ 
な 

信仰 

の 

論 
理 
が 

や ま 

ナ - し 

ら 
  
て 
し 

る 
の 

で， 

あ 
ろ 

らノ 

か 
  

信
仰
に
基
本
的
な
目
的
論
的
思
考
が
両
者
に
は
共
に
は
 た
ら
い
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
 0
 そ
れ
ゆ
え
ト
マ
ス
が
 啓
示
的
真
理
の
う
ち
に
 

論
証
的
真
理
の
一
部
を
啓
不
可
能
の
真
理
と
し
て
包
含
 せ
し
め
た
こ
と
、
啓
示
的
真
理
と
論
証
的
真
理
と
を
交
錯
 せ
し
め
た
こ
と
、
そ
れ
 

（
 
巳
り
 

l
l
 

-
 

自
体
が
か
れ
の
「
啓
示
神
学
的
営
み
で
あ
っ
た
」
と
い
 わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ
 う
 す
る
と
こ
こ
に
新
た
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
も
 し
 自
然
神
学
に
お
い
て
啓
示
神
学
的
営
み
が
先
行
し
て
い
 る
と
す
れ
ば
、
自
然
 

理
性
に
 よ
 る
論
証
の
可
能
性
は
主
張
で
ぎ
な
く
な
る
の
 で
は
な
い
の
か
。
自
然
神
学
が
「
創
造
主
な
る
 神
 」
と
い
 ぅ
 最
も
啓
示
神
学
的
な
 

事
実
を
先
取
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
自
然
 理
 佳
に
 よ
 る
論
証
の
営
み
が
可
能
で
あ
る
と
い
い
 う
 る
で
あ
 ろ
 う
か
 。
「
第
一
哲
学
 

（
形
而
上
学
）
の
全
体
は
最
終
的
に
神
の
知
識
に
向
げ
ら
 れ
る
」
 

@
6
@
1
 
 

と
言
明
し
た
ト
マ
ス
自
身
の
う
ち
に
、
自
然
的
 理
性
の
論
証
以
前
に
 、
 

 
 

 
 

る
 信
仰
が
先
行
し
て
い
た
と
し
う
事
実
は
と
の
 

、
 

@
7
-
 

ー
よ
う
に
 

。
 

釈
明
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
 

 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
事
態
こ
そ
が
、
「
啓
示
 
可
 能
 」
の
真
理
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
自
然
神
学
と
啓
示
 神
学
の
か
か
わ
り
の
 

構
造
な
の
で
あ
る
 0
 だ
か
ら
こ
の
構
造
の
な
か
で
み
 ろ
 れ
る
両
者
の
「
か
か
わ
り
」
は
 
p
o
 
雙
 n
P
 
）
な
も
の
と
い
 ぅ
 よ
り
も
む
し
ろ
 

づ
の
 
（
 
h
o
R
5
%
 

宇
 の
な
も
の
と
い
 5
 べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
 う
の
は
両
者
は
共
通
の
出
発
点
と
共
通
の
終
着
点
と
を
 共
有
し
て
い
て
、
互
い
 

 
 

え
れ
ば
、
「
救
い
」
を
目
的
と
す
る
神
の
啓
示
書
生
心
を
 

さ
ま
た
げ
な
い
と
い
う
、
 



の
 （
 
お
 
お
 荻
ま
 

）
 
団
 
）
 
、
 
信
じ
ら
れ
 

ぅ
 
る
も
の
（
 

浅
住
ぎ
日
 

じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
神
に
つ
い
て
知
ら
れ
う
る
事
柄
 

は
す
べ
て
被
造
物
に
お
 

@
 
ぬ
 
@
 

い
て
知
ら
れ
て
い
て
弁
解
の
余
地
が
な
い
の
で
、
そ
の
 

被
 
造
物
と
し
て
の
人
間
理
性
は
こ
れ
を
証
明
し
 

ぅ
 
る
と
 

考
 
え
る
か
ら
で
あ
る
 

0
 
こ
 

こ
に
は
実
践
的
な
自
然
的
理
性
の
要
請
と
し
て
の
自
然
法
 

と
い
う
考
え
が
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
聖
書
 

に
も
と
づ
く
啓
示
神
学
 

 
 

自
体
の
う
ち
に
、
道
理
に
も
と
づ
く
自
然
神
学
の
領
域
 

が
 
画
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
 

0
 
し
か
し
こ
こ
に
は
 

明
ら
か
な
論
点
先
取
が
 

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
超
越
論
的
形
而
上
学
者
と
し
て
 

の
 
自
然
神
学
者
に
共
通
の
、
特
徴
的
な
思
考
方
法
な
の
で
 

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
 

神
 

0
 
名
」
を
は
じ
め
か
ら
知
っ
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
方
法
 

論
 
的
に
 
エ
 
ポ
ケ
ー
（
判
断
中
正
）
し
て
論
証
を
す
す
め
 

て
い
く
。
行
き
着
く
先
 

を
 
知
っ
て
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
方
法
論
的
に
 

ェ
ポ
ケ
｜
 

し
て
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
 

点
 
先
取
の
方
法
論
的
 

ヱ
 

ポ
 
ケ
ー
は
、
信
仰
の
論
理
に
一
般
的
な
性
格
の
も
の
で
 

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
信
仰
の
た
め
に
は
た
ら
く
論
理
は
 

、
結
 
論
を
反
証
し
て
こ
れ
を
 

 
 

 
 

 
 

越
論
 
的
形
而
上
学
者
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
参
考
対
一
者
 

0
 
間
 
題
 
と
し
て
、
か
れ
の
精
神
の
歩
み
は
か
な
ら
ず
参
考
 

か
ら
一
者
へ
と
す
す
む
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雄
 も
の
」
に
つ
い
て
語
ろ
 

う
 と
す
る
試
み
を
お
こ
 

な
 っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、
ま
た
こ
の
も
の
に
つ
 

い
て
は
「
沈
黙
す
べ
ぎ
で
あ
 

る
こ
と
」
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
な
お
も
こ
の
も
形
も
あ
え
て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
 

学
肚
 

有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
て
し
る
 
ら
で
あ
る
の
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
成
功
し
な
し
力
も
し
 

、
 

@
 
 
力
 
、
 。
 
0
@
 

、
 
（
 
6
 
2
 

）
 
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
 

 
 

59  (633) 

の 宗教的根拠について 

う 神 

「「 W   
さ     



「
・
・
・
：
 

左
 （
し
て
）
理
解
す
る
」
官
コ
由
の
Ⅰ
の
 

芹
 
曲
づ
 
隼
ぎ
 
㏄
 肢
 の
 
）
は
、
さ
き
に
見
た
 よ
う
 に
、
宗
教
的
な
世
界
観
に
特
 有
な
 認
識
論
的
構
造
 

で
あ
る
が
、
こ
の
構
造
が
と
ら
れ
る
の
は
「
神
の
名
」
が
 す
で
に
先
取
ら
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
 0
 こ
の
 ょ
 う
に
述
べ
る
こ
と
は
 何
 

か
 心
理
主
義
的
な
考
察
の
展
開
に
通
じ
る
も
の
の
よ
う
に
 受
 げ
と
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
「
神
の
 卒
 し
に
内
含
さ
れ
た
 一
 

者
の
存
在
に
 コ
、
、
、
ッ
ト
 

す
る
と
い
う
信
念
は
、
も
と
も
 と
 神
秘
的
な
経
験
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
 正
 老
 化
す
る
試
み
は
神
的
 

実
在
に
対
す
る
心
理
学
的
出
来
事
を
一
つ
の
経
験
と
し
 て
 叙
述
し
て
み
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
経
験
に
対
す
る
一
つ
 の
 解
釈
を
与
え
て
み
せ
 

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
 0
 し
た
が
っ
て
信
念
に
つ
い
て
 語
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
正
当
化
を
与
え
 て
み
せ
よ
う
と
す
る
 試
 

み
は
、
や
は
り
信
念
そ
れ
自
体
の
内
部
の
こ
と
が
ら
で
 あ
っ
て
、
外
部
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
 0
 し
た
が
っ
て
 、
 も
し
そ
れ
が
特
定
の
人
 

間
の
 、
特
定
の
生
活
の
形
の
な
か
で
正
し
く
考
察
さ
れ
 る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
宗
教
言
語
は
ま
っ
た
く
無
意
味
 な
も
の
に
お
わ
っ
て
 し
 

ま
ぅ
 で
あ
ろ
う
。
 

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
 つ
 ぎ
の
よ
う
に
明
示
的
に
言
明
 し
た
い
と
思
 う
 。
「
信
仰
の
論
理
」
は
論
点
先
取
で
あ
る
 

先
取
さ
れ
た
 
結
 

論
 に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
絶
対
的
な
も
の
と
し
 て
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
、
先
取
さ
れ
た
結
論
が
確
認
さ
 ね
 、
認
証
さ
れ
る
も
の
 

と
な
る
の
で
あ
る
と
。
そ
れ
で
は
こ
の
論
理
性
格
 の
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
弱
点
を
も
っ
こ
と
に
な
る
の
だ
 ろ
 う
か
 0
 答
え
は
「
否
」
 

で
あ
る
 0
 た
と
え
ば
ト
マ
ス
の
場
合
に
明
ら
か
に
み
ら
れ
 た
よ
り
に
、
「
 
押
 し
論
な
り
「
 神
 」
 学
 な
り
が
「
 押
 し
に
 対
す
る
信
念
の
先
取
 

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
先
取
さ
れ
た
信
念
の
正
当
化
の
た
 め
に
は
か
え
っ
て
積
極
的
に
そ
の
論
理
性
格
は
使
用
さ
 れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
 

あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
、
も
し
こ
の
思
考
が
ま
っ
た
く
 行
き
着
く
先
を
知
ら
な
い
で
お
こ
な
わ
れ
る
思
考
で
あ
る
 な
ら
ば
、
か
え
っ
て
 そ
 

れ
は
「
 神
 」
論
で
は
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
悪
し
き
 思
考
で
あ
り
、
こ
の
場
 ム
ロ
 
に
は
か
え
っ
て
 黛
お
ぢ
目
 
二
の
 な
い
学
問
だ
と
た
し
な
 

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
 
八
 哲
学
者
の
神
 V
 が
 ハ
 ア
フ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
の
神
 V
 
で
な
 い
 と
す
れ
ば
、
何
か
そ
 

（
㌘
）
 

こ
に
哲
学
自
体
の
不
健
全
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
か
」
 と
 、
ト
マ
ス
を
 受
 げ
い
れ
る
現
代
の
形
而
上
学
者
は
警
 鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
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形而上学成立の 宗教的根拠について 

学
的
根
拠
に
つ
い
て
ー
 
｜
 自
然
と
超
自
然
の
区
別
に
関
し
て
 

」
（
「
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
」
第
十
三
号
一
九
六
八
年
六
月
）
 で
あ
る
。
引
用
 

待
 つ
き
の
言
葉
は
多
く
同
論
文
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。
同
論
文
 を
 比
較
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 2
 ）
・
 、
 
や
田
 レ 
の
 す
 ハ
田
の
 
0
 巨
 （
 
す
 e
 目
 
リ
ポ
 
@
 
の
 
（
 
e
 臣
い
 
の
 0
 ヰ
ハ
 
ツ
ハ
 

Ⅹ
 円
 @
 い
の
「
（
「
の
 

目
 

コ
 Ⅰ
 オ
自
 
㏄
の
 
往
 （
 り
 コ
ロ
 内
 ・
の
・
の
 
0
 づ
 （
の
の
（
 

0
 コ
ニ
 
・
 @
 
コ
 Ⅰ
 0
 す
コ
 （
 
*
@
n
 

寸
 （
 
の
 
&
.
 
）
・
 づ
 か
め
 田
ヒ
 ～
 
め
 ～
 
め
 
さ
い
の
 

o
 
Ⅰ
 G
 っ
簿
 （
Ⅰ
 
0
 コ
ら
 
0
 コ
 @
 呂
の
り
 
5
 目
 す
コ
 -
 ト
 の
の
 
肚
 ）
・
の
 
e
 の
が
）
の
 

0
 ヒ
 0
 ァ
コ
 
由
ぢ
ガ
、
ト
 
ド
 
%
 ミ
 き
 め
 き
め
 

h
o
 

「
～
 

キ
ぬ
芭
 
R
 沖
さ
ミ
驚
 。
Ⅰ
 
Q
 。
 簿
 （
Ⅰ
 
0
 コ
年
 
0
 臣
 
目
 の
り
 
ヨ
 臣
下
コ
 

ト
の
べ
 

0
 ）
・
 づ
 ・
 白
ト
 

（
 3
 ）
 
C
f
.
 

）
・
）
 

，
の
 ・
の
 ヨ
曲
 Ⅱ
（
 
-
 二
円
 ア
の
 Ⅱ
 ポ
 @
 
の
 
（
の
 
コ
り
 
0
0
 

Ⅱ
の
 

0
 年
 ，
 
，
い
コ
宙
 
4
.
 之
 ・
Ⅱ
 @
 
コ
隼
 
-
 
の
 ）
 ，
ニ
 の
が
 
臣
 Q
0
 
ら
，
の
己
 
Ⅹ
 @
 
の
 
（
の
 
コ
い
 
0
 け
 の
し
 @
 
の
 
官
 0
 づ
 0
&
w
-
.
 
 

ぎ
目
 ぬ
き
 

由
 沼
口
㎏
め
ぎ
㌧
 さ
曲
 
0
 め
っ
 
㌧
 ミ
 r
.
a
 

～
づ
き
芯
も
ぎ
 

ぬ
 Ⅱ
の
③
・
・
 
キ
コ
 （
 
0
 コ
せ
犠
下
 
毛
舘
 
ヒ
 ル
乙
住
 「
 目
 ぃ
目
 ま
 Ⅱ
 お
 
（
Ⅰ
 
0
 コ
年
 
0
 コ
 
の
の
 
ミ
 ・
 お
簿
 ）
 

（
 4
 ）
 
弓
 ・
の
・
の
 
0
 づ
 -
 
の
の
（
 

0
 口
 、
た
心
安
い
 
ぎ
さ
 a
n
 

も
㌧
 

苗
 こ
っ
 
め
 
0
 
㌧
下
セ
（
 
こ
 0
 コ
年
 
0
 コ
 @
 目
 曲
り
 
ヨ
 @
-
 
（
 
ぃ
コ
，
 
Ⅰ
の
Ⅱ
 

肚
 ）
・
 づ
 ・
 ト
 。
 

（
 5
 ）
Ⅰ
 卜
し
 

@
@
 

汁
 
・
・
Ⅰ
 

り
 
・
ト
 ド
 

（
 6
 ）
）
 0
 ゴ
コ
 H
@
c
k
.
 
連
 ～
～
つ
め
つ
 

ち
オ
セ
母
再
ぬ
 -
 
～
 
め
 ～
 宝
 
（
間
瀬
 啓
允
 訳
 
「
宗
教
の
哲
学
 ロ
 改
訂
版
 
培
 風
蝕
一
九
七
五
年
八
七
 ｜ 八
八
頁
）
。
 

（
 7
 ）
使
徒
行
伝
十
七
章
二
八
節
。
使
徒
パ
ウ
 
p
 は
こ
こ
の
と
 こ
ろ
で
「
わ
れ
わ
れ
は
神
の
う
ち
に
生
き
、
動
ぎ
、
存
在
し
て
 い
る
」
と
述
べ
て
い
る
 

が
 、
か
れ
に
と
っ
て
神
と
は
論
証
的
な
実
在
で
な
く
・
経
験
さ
 れ
た
実
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 8
 ）
「
宗
教
」
（
「
の
）
 
田
 。
 コ
 ）
は
 ラ
テ
ソ
 語
の
 
@
 
が
お
か
ら
き
 た
こ
と
ば
で
、
「
縛
る
」
と
か
「
拘
束
す
る
」
と
い
う
意
味
を
 も
つ
。
 

（
 9
 ）
 
コ
 フ
ル
ス
ト
ン
は
こ
の
「
存
在
論
的
 コ
 

」
に
あ
 *
 
に
プ
 

り
も
の
を
・
・
 q
 ぎ
 Ⅱ
 
り
 -
 
注
 @
@
 
コ
 ミ
 
0
 「
の
 

p
d
E
l
o
 
 

ざ
り
「
の
 

緊
 o
q
,
.
 
と
い
う
表
現
で
 

女
 り
ら
わ
し
て
い
る
。
の
 h
.
 
ワ
 
の
の
 o
 宮
 e
 の
き
 
コ
 ・
 ト
吟
ま
 
～
 
n
a
 
め
 （
㌧
 
住
 @
 
の
 り
 コ
炭
 0
0
 
オ
の
 
・
 ト
 の
り
 
印
 ）
 ，
つ
つ
 
・
）
 
み
 ト
ー
ト
 
下
い
 

（
 鬨
 ）
 
局
 ・
の
・
の
 
0
 ロ
 の
の
（
 

0
 コ
・
力
ミ
～
 

悔
 ～
も
 
n
 寮
 さ
も
下
か
～
～
 

0
 い
 
つ
寸
ン
 
ヒ
、
づ
 
 
 

（
Ⅱ
）
「
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
」
第
十
三
号
一
九
六
八
年
六
月
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
は
）
同
論
文
四
頁
。
 

 
 

（
 M
 ）
同
論
文
五
頁
。
 

 
 

（
 "
f
 

，
 ）
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ロ
ナ
ー
ガ
ン
は
啓
示
神
学
と
自
然
神
学
 
の
 関
係
を
論
じ
た
新
し
い
著
書
の
な
か
で
、
双
方
に
は
共
通
す
 る
 出
発
点
と
終
着
点
と
 
6
 

註
 

（
 
1
 ）
こ
の
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
る
直
接
の
動
機
と
な
っ
た
も
 

の
は
松
本
正
夫
氏
（
慶
応
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）
の
論
文
「
 

自
 然
 神
学
成
立
の
啓
示
 
神
 

で
あ
る
。
 



（
 2
 
7
 ）
 

（
 ミ
リ
 
）
 

（
 
公
 u
 ）
 

ハ
リ
 
1
 ）
 

（
 
8
 ）
 

（
 
9
 ）
 

（
 
0
 ）
 

（
ー
）
 

（
 
2
 ）
 

ハ
 
2
 
3
 ）
 

（
 
2
 
4
 ）
 

（
 
2
 
5
 ）
 

ハ
 
2
 
6
 ）
 

が
 認
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
、
双
方
の
統
一
は
）
 0
 性
 ぃ
巴
 
な
も
 の
で
な
く
、
お
 毛
 o
r
 
日
笘
 i
v
e
 な
も
の
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
   

い
 0
 コ
 0
 ト
幅
ぃ
コ
、
の
 

・
 ヒ
，
下
か
 
臣
も
 
り
 。
㌧
 
苗
セ
 0
 Ⅱ
 Q
 ら
目
 
・
 さ
 s
 ㌔
づ
か
も
ら
～
 

っ
封
セ
 
（
 
こ
 0
 コ
年
 
0
 口
 @
 り
ぃ
 
「
（
 
0
 目
 ・
 ト
 0
 コ
的
ヨ
が
コ
 
小
円
 0
 色
色
。
Ⅰ
の
Ⅱ
㏄
）
 

、
づ
 ・
 ト
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
本
論
文
士
 頁 。
 

の
も
さ
～
 

ャ
い
 Q 雨
ぉ
 
～
～
～
 

ぬ
め
び
 
・
 ド
 
9
 
戸
ロ
 
0
 持
口
ぎ
の
 0
 で
 こ
降
 0
 コ
ブ
 ド
 全
ま
～
 

さ
 Ⅰ
 い
 、
 ロ
 ・
㏄
㏄
 

「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
は
、
は
じ
め
に
 神
 存
在
を
、
た
と
え
ば
 第
一
原
因
な
り
必
然
者
な
り
と
し
て
論
じ
、
つ
ぎ
に
神
の
本
 性
 と
働
ぎ
に
つ
 

い
て
の
言
明
の
な
か
で
語
の
類
比
的
使
用
と
い
う
こ
と
を
論
じ
 て
い
る
。
し
た
が
っ
て
 神
 存
在
に
対
す
る
か
れ
の
確
信
は
形
而
 工
学
的
な
論
証
 

か
ら
 き
 た
も
の
で
は
な
く
、
端
的
に
信
仰
か
ら
で
あ
る
し
と
 コ
 フ
ル
ス
ト
ン
は
明
言
 ロ
 L し
チ
 
し
い
て
も
。
の
 

0
p
-
 

の
の
（
 

0
 鰻
力
 い
 *
 
～
 
囚
ぎ
ぉ
め
コ
鮨
 
㌧
 キ
 ～
～
 
0
 め
 
0
 ㌧
 か
セ
 
・
 

づ
 ・
 白
ウ
 

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
章
十
九
 ｜
二
 0
 節
 、
二
章
十
五
節
。
 
さ
 ら
に
の
 o
p
-
 

の
の
（
 

0
 ダ
ト
 恥
ま
 
～
 
お
き
 ・
 つ
つ
 ト
コ
ー
ご
い
を
参
照
さ
れ
た
 
 
 

松
本
論
文
土
貢
。
 

「
ア
ク
イ
ナ
ス
の
論
証
は
す
で
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
命
題
 の
真
 
（
（
 

r
u
 

の
）
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
 っ
て
、
こ
れ
 

は
，
毛
ヂ
 ミ
 ニ
 （
 
ゴ
ぃ
 
コ
オ
 
@
 
コ
 の
こ
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
」
と
 す
る
批
判
が
す
で
に
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
出
さ
れ
て
い
る
、
 と
い
わ
れ
る
。
 

（
の
。
宮
の
降
。
 

鰻
蒼
 ～ xQ
 
め
 ・
や
 

P
P
 

の
）
・
け
れ
ど
も
こ
こ
に
展
開
 

す
る
筆
者
の
批
判
は
そ
れ
よ
り
も
一
層
積
極
的
で
、
か
つ
建
設
 的
で
あ
る
こ
 

と
に
読
者
は
留
意
さ
れ
た
い
。
 

ヘ
 ブ
ル
人
へ
の
手
紙
十
一
章
六
節
、
十
一
章
一
節
。
 

の
 0
 つ
 -
 
あ
 （
 
0
 戸
由
良
～
 蝸
ぎ
お
 Ⅰ
 ぉ
隠
 ㌔
 薫
 ～
 
0
 め
館
 む
宇
 ワ
ト
 0
 印
 

已
 0
 Ⅱ
 
コ
 ㏄
Ⅱ
 
隼
ト
 0
 コ
の
 
Ⅰ
幅
が
 

ロ
 ・
の
・
）
：
Ⅰ
 
ヴ
 ～
 
宙
 ・
 
"
 つ
つ
 
・
 り
 0
 １
旬
Ⅰ
 

Ⅰ
 
毛
 ～
 
年
 ゆ
の
二
 

%
 由
コ
，
づ
臣
ぃ
馬
 
～
 
ま
ぬ
 a
 ミ
 %
 い
さ
さ
さ
㏄
 

0
o
 

卜
 
P
 
や
ト
  
 

ト
 ：
 甘
ト
ぃ
 

（
（
り
心
 

あ
零
臣
ゲ
ミ
ゼ
 
@
Q
 

も
～
 

@
Q
t
@
 

（
 
め
、
の
 
・
、
 
p
 丹
 

ト
 
い
の
の
 ヨ
 の
「
（
 

，
 Ⅰ
 
ヴ
 @ ・
・
 や
ふ
 ・
な
お
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
 シ
 ユ
カ
 
Ⅰ
イ
ソ
 り
 
は
 ゐ
 
示
教
の
圧
幅
ら
い
（
（
 
p
-
 
オ
 。
 ヰ
 Ⅱ
の
 
-
@
 
性
 0
 さ
 ）
を
「
 @
 
日
 語
の
限
界
に
さ
 

か
ら
っ
て
進
む
こ
と
」
と
し
て
こ
れ
を
積
極
的
に
認
め
、
人
間
 の
 精
神
に
潜
む
こ
の
傾
向
は
「
 @
=
 

ロ
語
が
け
っ
し
て
牢
獄
で
な
い
 

」
と
直
観
す
る
 

精
神
の
証
し
で
あ
っ
て
、
個
人
的
に
は
人
間
精
神
に
潜
む
こ
の
 傾
向
に
敬
意
を
払
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
立
場
に
ま
で
至
っ
 て
い
る
。
 

松
本
正
夫
「
存
在
論
の
諸
問
題
 ヒ
 （
岩
波
書
店
一
九
六
八
年
）
 所
収
の
論
文
「
 八
 無
か
ら
の
創
造
 V
 論
考
」
一
八
二
頁
。
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

J
   、 における「理解」の 

確
か
に
「
社
会
学
 は
 社
会
的
行
為
を
解
明
的
に
理
解
し
、
 そ
れ
を
通
し
て
そ
の
行
為
の
経
過
と
結
果
を
因
果
的
に
 説
明
し
ょ
う
と
す
る
 

学
で
あ
る
」
（
 

2
 ）
と
定
義
す
る
 ヴ
ニ
 ー
バ
ー
と
、
こ
れ
を
 精
 神
 科
学
的
方
法
と
自
然
科
学
的
方
法
の
混
合
で
あ
る
と
 批
 刊
 す
る
 ヴ
ア
 ッ
 ハ
と
 で
 

ほ
 、
立
脚
点
が
違
い
す
ぎ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
 "
 ハ
も
ゐ
 
示
教
学
の
神
学
や
哲
学
か
ら
の
解
放
を
叫
び
、
そ
の
精
神
 科
学
と
し
て
の
確
立
を
 

訴
え
る
か
ら
に
ほ
、
宗
教
経
験
や
行
為
を
い
か
に
科
学
 的
に
理
解
す
る
の
か
の
疑
問
に
答
え
て
く
れ
る
に
相
違
な
  
 

大
竹
み
よ
 子 

ヨ
 ア
ヒ
ム
・
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 （
 
日
 
0
 ド
 。
日
日
 毛
が
 。
 
す
 ，
一
八
九
上
 
一
九
五
五
）
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
宗
教
社
会
学
や
理
解
 社
会
学
に
対
し
て
 放
 

 
 

の
 一
つ
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
宗
教
の
内
側
を
捉
え
な
い
、
 つ
ま
り
宗
教
の
核
心
で
 

あ
る
は
ず
の
宗
教
経
験
を
顧
慮
せ
ず
、
宗
教
的
行
為
の
 み
を
切
り
離
し
て
扱
っ
た
こ
と
へ
 向
 げ
ら
れ
、
他
の
一
つ
 は
 宗
教
的
行
為
を
内
側
 

か
ら
、
そ
の
意
味
を
問
い
つ
 つ
 考
察
し
た
こ
と
に
は
 登
 息
を
示
し
つ
つ
も
、
理
解
の
明
証
性
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
 、
宗
教
的
行
為
ま
で
も
 

経
済
的
行
為
に
倣
っ
て
目
的
ム
ロ
 
理
 的
に
解
釈
し
た
こ
と
 な
ど
、
彼
の
合
理
性
尊
重
に
向
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 ヴ
ァ
 "
 ハ
の
 見
方
か
ら
 

齢
 
す
れ
ば
、
宗
教
的
行
為
は
あ
く
ま
で
も
、
超
越
的
 な
も
の
で
あ
る
宗
教
経
験
か
ら
導
 き
 出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
 い
 の
で
あ
る
 0
 

J
.
 
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 に
お
け
る
「
理
解
」
 
の
 概
念
 



「
宗
教
「
一
般
口
の
木
質
」
を
問
 
う
 哲
学
に
対
し
、
「
一
時
 
定
 宗
教
の
木
質
」
を
問
お
う
と
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
 、
 「
木
質
」
の
代
わ
り
 

に
 、
「
精
神
」
と
「
理
念
し
の
概
念
を
区
別
し
な
が
ら
 
採
 り
 上
げ
る
。
前
者
は
芸
術
学
で
言
う
ゴ
チ
ッ
ク
の
精
神
、
 一
九
世
紀
の
精
神
等
、
 

現
象
に
本
来
的
に
生
命
を
与
え
組
織
づ
け
る
原
理
や
 、
歴
 史
 現
象
全
体
の
性
格
を
指
し
、
後
者
は
規
範
と
し
て
も
 働
き
、
必
ず
し
も
現
実
 

（
 
6
0
 

）
 

に
は
発
揮
さ
れ
な
い
「
可
能
性
」
や
「
 力
 」
を
指
す
。
 
彼
 の
 言
 う
 
「
 一
 特
定
宗
教
の
本
質
」
が
「
精
神
」
に
該
当
 す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
 

も
な
い
。
ま
た
宗
教
哲
学
と
の
差
異
は
、
シ
ュ
タ
 ム
ラ
 １
 0
 
「
純
粋
法
学
」
と
「
一
般
法
学
」
の
差
異
に
な
ぞ
ら
 
え
て
も
説
明
さ
れ
る
。
 

純
粋
法
学
は
法
思
想
の
永
遠
に
不
変
な
純
粋
形
式
を
探
 究
 す
る
も
の
で
、
ジ
ン
メ
ル
の
宗
教
思
想
の
カ
テ
ゴ
 
り
 ｜
 論
が
そ
れ
に
該
当
す
 

-
7
1
 

）
 

る
 0
 宗
教
学
の
範
と
な
る
の
は
も
う
一
方
の
「
特
殊
な
 歴
史
的
 決
 内
容
の
内
に
共
通
な
特
徴
」
を
見
出
す
一
般
法
 学
 で
あ
る
。
 

次
に
宗
教
学
は
 、
 個
々
の
現
象
の
記
述
を
旨
と
す
る
 歴
 史
学
科
と
も
訣
を
分
か
っ
て
、
「
実
態
的
体
系
論
」
（
 
臼
 e
 
 
ピ
つ
 
P
 仔
 
o
 Ⅰ
）
の
～
の
の
 

ぜ
 の
・
 

年
ヨ
韓
日
）
と
「
形
式
的
体
系
論
」
（
日
の
 
H
o
q
 

日
日
の
の
 

せ
 の
 （
の
 
ヨ
 津
守
）
か
ら
成
る
体
系
学
科
と
し
て
の
 &
 
示
教
学
を
 志
向
す
る
。
前
者
は
あ
 

8
 時
代
、
地
域
の
特
定
宗
教
の
あ
る
側
面
、
例
え
ば
 神
 学
を
 
「
体
系
的
に
叙
述
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
 の
後
を
受
け
て
そ
れ
を
 

他
宗
教
の
同
一
現
象
と
比
較
し
、
「
共
通
な
も
の
、
そ
れ
 ら
の
神
学
を
形
成
し
組
織
づ
け
る
原
理
、
形
式
や
特
性
 の
中
で
同
一
な
も
の
、
 

つ
ま
り
「
機
構
ヒ
を
抽
出
す
る
」
こ
と
を
試
み
る
。
 ハ
 
8
 ）
 面
 体
 系
 論
を
類
型
の
観
点
か
ら
捉
え
る
と
、
前
者
が
「
（
 個
 物
な
い
し
は
客
観
的
 諸
 

（
 
4
 ）
 

し
ろ
相
互
に
補
完
し
る
う
。
他
方
、
宗
教
学
 は
 宗
教
 哲
 学
 と
違
っ
て
真
理
の
問
題
を
括
弧
に
入
れ
、
 

（
 
二
リ
 
）
 

そ
れ
を
表
現
と
し
て
扱
 う
 。
そ
し
て
 

て
 始
ま
る
。
こ
の
学
科
は
広
く
他
宗
教
を
理
解
す
る
叙
述
 的
 ・
理
解
的
な
学
問
で
あ
り
、
規
範
的
学
問
で
あ
る
 神
 学
 と
は
相
容
れ
ず
、
 む
 

ハ
 
Ⅰ
 り
 
）
 

ヴ
ア
 
ッ
 ハ
 の
最
初
の
方
法
論
的
著
作
で
あ
る
「
宗
教
学
  
二
九
二
四
年
）
は
、
宗
教
学
の
神
学
及
び
哲
学
か
ら
 
の
 独
立
 め
 旦
日
を
も
っ
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J . ウ 。 ア ッ   、 にお   げる「理解」 の 概念 

の
か
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
 0
 だ
が
、
こ
れ
が
先
に
 区
 則
 し
た
純
粋
概
念
と
一
般
概
念
の
一
致
、
前
者
に
よ
る
 後
考
の
裏
打
ち
を
意
味
 

す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
学
の
哲
学
か
ら
の
独
立
と
 い
 う
 彼
の
意
図
は
早
く
も
崩
れ
始
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
  
 

し
か
し
、
右
の
形
で
の
哲
学
へ
の
依
存
 だ
 げ
な
ら
、
 
多
 か
れ
少
な
か
れ
す
べ
て
の
精
神
科
学
に
妥
当
す
る
こ
と
で
 あ
り
、
宗
教
学
の
独
 
65  (639) 

テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
補
完
す
る
必
要
が
生
ず
る
」
と
 

@
 
二
口
 

 
 

、
具
体
的
に
何
を
指
す
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
体
系
論
な
い
し
類
型
論
は
 、
 彼
の
立
 ゑ
国
通
り
、
精
神
科
学
と
し
て
十
分
な
経
験
的
性
格
を
有
 し
て
い
る
で
あ
ろ
う
 

か
 。
実
態
的
体
系
論
は
も
と
よ
り
、
形
式
的
体
系
論
に
 つ
い
て
も
、
そ
れ
が
一
般
的
な
も
の
の
抽
出
に
終
始
す
る
 限
り
で
は
問
題
な
い
で
 

あ
ろ
う
 0
 し
か
し
彼
は
、
こ
の
段
階
に
留
ま
る
こ
と
に
 飽
き
足
ら
ず
、
「
必
然
的
」
概
念
い
わ
か
る
道
徳
上
 

の
 必
然
よ
り
も
現
実
上
 

の
 必
然
、
先
に
紹
介
し
た
「
理
念
」
よ
り
も
「
純
粋
」
の
 概
念
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
を
得
よ
う
と
す
る
 。
彼
は
、
こ
の
必
然
的
 

概
念
と
歴
史
的
実
在
の
間
に
横
た
わ
る
「
越
え
ら
れ
ぬ
 潤
 し
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
方
法
で
架
橋
す
る
の
は
宗
教
学
の
 本
分
に
も
と
る
が
、
 
だ
 

か
ら
と
言
っ
て
、
形
式
的
体
系
論
の
一
般
概
念
で
は
必
然
 的 概
念
に
至
り
え
な
い
の
で
、
「
形
式
的
体
系
論
を
宗
教
 

哲
学
的
に
得
ら
れ
た
 ヵ
 

と
さ
え
す
る
の
 

-
 は
 ）
 

で
あ
る
。
 

現
象
に
つ
い
て
の
）
歴
史
的
タ
イ
プ
」
に
か
か
わ
り
、
後
 者
が
「
生
の
気
分
、
宗
教
心
な
ど
の
様
相
の
心
理
学
的
 研
究
と
客
観
的
諸
宗
教
 

（
 
9
 ）
 

の
類
型
的
形
式
の
抽
出
」
を
求
め
る
「
心
理
学
的
タ
イ
プ
 」
と
「
現
象
学
的
タ
イ
プ
」
に
か
か
わ
る
。
 面
 体
系
論
 は
 
「
近
東
の
諸
宗
教
に
 

 
 

お
 げ
る
人
間
の
観
念
」
な
ど
、
一
連
の
芽
キ
リ
ス
ト
教
 研
究
の
中
で
最
も
は
っ
き
り
し
た
形
で
用
い
ら
れ
る
。
 

二
 
特
定
宗
教
の
本
質
」
「
精
神
」
と
い
っ
た
も
の
が
 実
 態
的
 体
系
論
 仁
 よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
 ぃ
 。
そ
れ
ゆ
え
、
 

@
n
@
 

）
 

彼
が
こ
ち
ら
の
方
を
「
宗
教
学
の
中
心
課
題
で
あ
る
」
と
 み
な
す
の
は
十
分
納
得
の
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
 0
 し
か
し
 、
 先
の
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
 

に
 倣
っ
た
「
一
般
」
の
観
念
は
形
式
的
体
系
論
と
結
び
つ
 く
し
、
彼
の
著
作
の
多
く
は
、
こ
の
体
系
論
に
ま
で
 言
 い
 及
ん
で
い
る
と
考
え
 

ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
彼
は
、
宗
教
発
展
の
法
則
性
、
 最
終
的
に
は
諸
宗
教
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
 体
系
論
の
最
高
の
課
題
 



こ
う
し
た
 ヴ
ア
 ッ
 ハ
 の
転
機
を
最
も
明
瞭
に
語
る
の
は
、
 

晩
年
で
も
早
い
時
期
に
書
か
れ
た
論
文
「
神
学
研
究
に
 

お
 げ
る
宗
教
学
の
位
 

置
 」
（
一
九
四
 
セ
年
 ）
で
あ
ろ
う
。
 

@
0
-
2
 
 

そ
れ
に
 よ
 る
と
神
学
 、
 例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
神
学
は
 
、
 神
に
よ
る
人
間
の
救
 
済
を
理
解
し
、
擁
護
す
 

る
こ
と
を
目
標
と
す
る
が
、
そ
れ
は
他
宗
教
の
観
察
と
不
 

可
分
で
あ
る
。
教
会
教
父
や
博
士
た
ち
の
よ
う
に
他
宗
 

数
を
「
悪
魔
の
干
渉
」
 

と
 評
価
す
る
の
で
あ
れ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
学
派
や
 

ス
 ト
ア
哲
学
の
よ
う
に
そ
れ
ら
に
「
真
理
の
芽
生
え
の
 

散
 在
 」
を
看
取
し
、
ま
た
 
ス
 

コ
ラ
学
者
の
よ
う
に
他
宗
教
の
展
開
す
る
自
然
社
直
観
を
 

認
め
、
そ
の
完
成
が
神
の
恩
寵
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
 

あ
れ
、
こ
の
種
の
観
察
 

は
 キ
リ
ス
 ト
 敦
史
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
。
 

、
 

-
l
@
@
 
 

ム
 
「
 日
 、
 W
u
 

ゐ
本
 

数
に
 つ
い
て
の
知
識
を
提
供
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
宗
教
学
 

で
あ
る
。
他
方
、
宗
教
 

（
㌶
 
-
 

学
は
事
実
発
見
（
聖
典
、
遺
物
等
の
解
釈
）
と
評
価
 真
理
問
題
で
は
な
く
価
値
判
断
の
二
重
の
課
題
を
 持
っ
が
、
そ
の
評
価
の
 

基
準
は
神
学
者
の
多
年
の
研
究
か
ら
提
供
さ
れ
る
と
す
 

 
 

説
く
も
の
で
あ
る
が
、
 

 
 

る
 第
二
期
の
宗
教
史
学
派
へ
の
批
判
か
ら
出
た
も
の
で
、
 「
…
…
歴
史
の
流
れ
は
信
仰
や
行
為
の
た
め
の
規
範
を
 
生
み
え
な
い
が
、
し
か
 

し
 、
こ
う
し
た
規
範
な
し
の
人
生
は
生
き
る
に
値
し
な
 

 
 

斜
 が
は
っ
き
り
と
読
み
 

取
れ
よ
う
。
こ
れ
ま
す
で
 乃
十
 

@
@
y
 
こ
 レ
ー
ド
ル
フ
 

ノ
 

や
キ
 タ
ガ
 -
@
 
ゲ
 に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
事
柄
で
も
あ
る
。
確
か
に
晩
年
 の
ヴ
ア
 ッ
 ハ
 は
、
敬
虔
 

-
 
Ⅳ
 @
 

な
 ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ド
イ
ッ
で
は
ル
タ
ー
派
の
家
庭
 に
 育
ち
、
米
国
亡
命
俊
エ
 ピ
ス
 コ
パ
ル
・
チ
ャ
ー
チ
の
 一
 員
 と
な
る
と
し
て
 

 
 

も
よ
く
語
っ
て
い
る
。
 

@
 
氏
 "
 

宗
教
学
の
目
標
の
一
つ
と
し
て
「
認
識
論
的
、
究
極
的
 に
は
形
而
上
学
的
性
格
の
諸
問
題
の
探
究
」
を
掲
げ
る
に
 至
る
。
こ
れ
は
先
行
す
 

と
し
て
 一
 一
重
の
任
務
を
持
つ
と
述
べ
、
、
（
 

4
@
i
 
 

ま
た
 最
 晩
年
の
 
「
諸
宗
教
の
比
較
研
究
」
で
は
、
オ
ッ
ト
ー
以
来
の
 
、
自
 ら
も
属
す
る
第
三
期
の
 

 
 

立
 は
そ
う
 大
 ぎ
く
脅
か
さ
れ
は
す
ま
い
。
し
か
し
、
 

後
 年
 、
神
学
や
規
範
的
な
も
の
と
の
連
帯
が
説
か
れ
る
時
に
 は
 、
事
態
は
異
な
っ
て
㏄
 

 
  
 

く
る
。
 

 
 
 
 
 
 

晩
年
の
作
に
属
す
る
「
宗
教
経
験
の
諸
類
型
」
二
九
五
 
一
年
）
の
序
文
で
、
彼
は
宗
教
研
究
が
宗
教
の
一
般
 科
 学
 と
し
て
及
び
神
学
 



ヴ
態
 論
で
あ
る
。
従
っ
て
類
型
の
実
体
化
は
厳
し
く
 

戒
め
ら
れ
、
「
認
識
手
段
と
し
て
の
素
田
的
な
（
甘
の
由
 

q
p
 

の
（
 

 
 

っ
た
 
。
歴
史
的
、
心
理
学
的
、
現
象
学
的
の
三
類
型
 

は
演
律
 
的
哲
学
に
も
、
相
対
主
義
的
歴
史
観
に
も
偏
ら
 

な
い
意
味
把
握
の
た
め
の
形
 

 
 

 
 

 
 

における「理解」の 概念 

準 るガみ 研 が 
  

た 。 以教 ホ 
そ 上 半 a が示さ次に方 対 初期と 、方 b 、 」が故 込んで 究 表現 と こ の が 

  に よ 新 
  は う た 

の 象 晩年の 法法 上れる。（ ） 2 5 、換 に ゆく傾 周知の 客 して 

変 隆 吉 同 居、 体 宗 口口 

  験 す が 想 化 教 
を rin   
考   
，え か 一 れ 実 た 差 
る な 走 る 浅 場 異 小 教学 便数」 わ 学の れ は 課 

と、 
を の な 晩 鐘 

@" 。 

表 模 い 年 を 対象 る現 合 構 の「 宗教 O 的、社 にの 
索 が 変 採 

古 木 " 貌 り 面 教学 0 によ 造 」 経験 会学 み村 

メ を 入 

。 @ づ を は 的 象 か   
ン る そ 
グ が の 
の 、 基 
撮 土 牢 
H 昌 桂 を   す の 神 
る テ 学 

ま @ ） れ解た理言 なが 情 論 いヴ の ょ l か 

切 ア ラ マ ら 
な が 借 

  しょ 「理解 用 東西京 

宗 教 ぅ   教 の と 

え、 ， 
  験は 高ま ね 、 でま @ 一方 晩年 

学よ 」り する 

応 へ よ こ 

経 の い と 

験 古本 直接踵 なく、りからこれも で、 y@ こま、     口 で 。 傍ま 

l あ に 
チ る 留 
が こ め   

  見 と て 
（ ノ ト 

ら は お 

る れ 一 ぎ 

も 8 頁 た 
の   し い   
であ 

徹 そ て 。 

公 あ 組 な れ い 



し
か
し
、
後
年
の
「
 ゐ
 
ホ
教
典
に
お
け
る
 
コ
 
古
典
的
」
（
 臼
 p
 の
の
 
p
n
 
巴
 ）
の
概
念
」
（
一
九
三
七
年
）
の
論
文
で
ほ
 、
，
 」
の
概
念
を
、
「
特
徴
 

的
 」
（
の
 
甘
 p
8
3
 

空
中
の
（
 

@
n
 
）
と
い
う
概
念
と
対
比
さ
せ
つ
 つ
、
 自
ら
の
類
型
論
の
基
礎
と
す
る
 ょ
 5
 に
な
る
。
 
そ
 れ
に
 よ
 る
と
宗
教
学
者
 

は
 、
歴
史
家
と
異
な
り
、
あ
る
教
義
や
儀
礼
等
を
 、
そ
 れ
が
広
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
「
そ
れ
が
信
仰
の
 特
殊
な
、
特
徴
的
な
形
 

態
を
代
表
し
て
い
 る
 力
 
，
 も
 
@
7
@
@
 
 

」
 重
要
な
の
で
あ
る
と
考
え
 る
 0
 し
か
し
、
こ
の
「
特
徴
的
」
な
い
し
は
「
代
表
的
」
 

（
Ⅱ
 

e
 で
Ⅰ
 
0
 の
の
コ
ヰ
 

い
曲
ぺ
 
0
 ）
 レ
 Ⅰ
 

い
 う
 概
念
も
、
過
度
に
歴
史
的
に
条
件
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
 点
で
、
体
系
化
の
原
理
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
 言
 ぅ
 。
そ
こ
で
彼
は
叙
述
 

的
 性
格
を
帯
び
る
「
特
徴
的
」
と
い
う
概
念
に
代
え
て
、
 規
範
的
性
格
を
も
っ
「
古
典
的
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
 す
る
。
そ
れ
は
次
の
 ょ
 

う
 な
も
の
で
あ
る
。
「
我
々
が
古
典
的
と
名
づ
け
る
 
諸
現
 象
は
何
か
典
型
的
（
 冊
宮
 の
 
注
 ）
な
も
の
を
表
す
。
こ
れ
 は
 宗
教
的
 生
 と
経
験
に
 

つ
い
て
、
個
別
 
側
 が
伝
え
る
以
上
の
も
の
を
伝
え
て
く
れ
 る
 0
 我
々
が
マ
イ
ス
タ
ー
・
ニ
ッ
ク
ハ
ル
ト
 や
ア
ル
 

ガ
ザ
ー
リ
ー
や
シ
ャ
ン
 

ヵ
ラ
 を
古
典
的
な
神
秘
 家
 と
み
な
す
の
は
、
典
型
的
に
神
 私
 的
な
何
か
が
彼
ら
の
信
仰
や
教
え
の
中
に
見
出
さ
れ
 る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
 

し
な
が
ら
、
古
典
的
と
い
う
概
念
は
あ
る
現
象
に
も
と
も
 と
 備
わ
っ
て
い
る
代
表
的
な
性
格
を
指
し
示
す
ば
か
り
 で
な
く
、
規
範
を
も
 示
 

唆
す
る
。
多
様
な
歴
史
的
人
物
、
運
動
、
事
件
、
思
想
、
 行
動
の
中
か
ら
幾
つ
か
が
選
ば
れ
る
の
は
、
我
々
自
身
 の
 宗
教
的
 主
 に
影
響
す
 

（
 
0
0
-
 

り
乙
 

る
か
も
知
れ
な
い
潜
在
的
に
啓
蒙
的
、
啓
発
的
、
模
範
 的
な
効
果
を
そ
れ
ら
に
帰
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
 思
 う
か
ら
で
あ
る
Ⅰ
 

右
の
引
用
か
ら
も
、
「
 
ゐ
 
示
教
学
」
時
代
の
体
系
論
と
の
 
相
 違
は
明
ら
か
に
な
ろ
 う
 。
相
違
は
二
点
あ
る
。
第
一
に
 、
 「
特
徴
的
」
と
い
う
 

概
念
に
も
あ
て
は
さ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
般
化
、
 

ま
 た
は
抽
象
化
の
操
作
に
代
わ
り
諸
現
象
の
内
よ
り
特
定
 規
 象
を
 
「
選
ぶ
し
操
作
へ
 

の
 変
化
。
こ
れ
は
類
型
の
実
体
化
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
 で
、
「
類
型
」
か
ら
「
典
型
」
へ
の
移
行
と
考
え
て
も
 
さ
し
っ
か
え
た
い
で
あ
 

ろ
 う
 。
第
二
に
規
範
的
性
格
の
付
加
。
こ
れ
は
第
一
の
 
「
選
ぶ
」
操
作
と
関
係
す
る
。
「
検
証
」
や
「
修
正
」
を
 

受
け
入
れ
る
素
田
 
的
概
 

念
 と
し
て
の
初
期
の
類
型
は
、
こ
う
し
て
選
ば
れ
た
ま
 ま
の
模
範
例
へ
と
質
的
変
化
を
遂
げ
る
。
 

第
一
の
変
化
に
関
し
て
は
、
古
典
例
の
選
択
は
、
初
期
 の
類
型
論
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
比
較
 と
 相
容
れ
な
い
わ
 け
 で
は
な
い
 0
 む
し
ろ
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J ヴア ッ ハ における「理解」の 概念 

類 い 上 ス で の ろ り 

型 確 る げ や あ パ 。 は 

へか程 とに、 ら れタ。 かるゥな典 p ぜ型 
移   ，く る @ こ と な 例 

め 、 る るそ 。 

名詞 

用 と ウ 

p が め 

ョ れ る 

日主義その 

典 

で 服   
い て て い ヌ ら ま す 

69  (643) 

こ
れ
な
ら
ば
初
期
の
実
態
的
体
系
論
、
形
式
的
体
系
論
 と
 何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
殊
に
以
下
の
よ
う
に
 縦
 
横
の
比
較
に
よ
っ
て
 

古
典
的
な
例
が
増
強
さ
れ
る
時
に
は
そ
う
で
あ
る
。
 日
 く
 
「
 イ
ヱ
ス
 の
弟
子
た
ち
の
人
物
像
ペ
テ
ロ
に
 
ョ
ハ
 不
 、
ト
マ
ス
に
 ユ
 ダ
 

は
 目
の
前
に
非
常
に
生
き
生
き
と
浮
か
び
上
が
る
。
 誰
し
も
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
極
め
て
個
性
的
な
態
度
の
 古
典
的
な
例
を
代
表
し
 

て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
・
 
い
 。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
中
 の
 パ
ウ
ロ
型
（
お
お
ざ
し
と
ヨ
ハ
ネ
型
に
つ
い
て
 
語
 り
 、
 両
 類
型
の
信
仰
の
 

代
表
者
の
軌
跡
を
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
史
を
通
じ
て
辿
っ
 た
 学
者
た
ち
も
い
る
 0
 ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ル
タ
ー
は
 前
者
の
例
で
、
フ
ィ
 ヒ
 

テ
や
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 ヘ
し
ま
 

ノ
ャ
｜
 

愛
者
の
例
と
さ
れ
る
。
 

-
0
-
3
 

」
 こ
ニ
 で
使
徒
た
ち
は
歴
史
上
実
在
し
た
具
体
的
個
人
 と
し
て
よ
り
も
、
「
キ
リ
 

，
ス
モ
ス
（
 

ニ
 @
 

ス
ト
と
い
う
中
心
人
物
に
よ
っ
て
肯
定
的
ま
た
は
否
定
的
 に
 定
め
ら
れ
た
、
い
わ
ば
人
間
存
在
の
古
典
的
形
式
の
 宇
宙
」
と
し
て
、
つ
ま
 

比
錠
 に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
面
を
 ヴ
ア
 ッ
 ハ
 は
積
極
的
 に
 説
く
。
「
第
四
福
音
書
の
ヨ
ハ
ネ
の
役
割
を
調
べ
る
こ
 
と
か
ら
得
ら
れ
る
弟
子
 

（
 
鴉
 @
 

0
 本
性
の
理
解
は
・
・
・
・
・
・
仏
陀
の
愛
弟
子
で
あ
る
ア
ー
ナ
ン
 

ダ
 の
役
割
と
比
較
す
る
こ
と
で
一
層
豊
か
に
、
深
く
理
 解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
 0
 
」
 



表
せ
ば
、
完
全
に
類
型
と
な
ろ
 う
 。
し
か
し
そ
う
な
っ
 
て
し
ま
っ
て
は
、
も
は
や
「
古
典
的
」
と
い
う
名
称
は
妥
 当
 す
ま
い
。
む
し
ろ
 固
 

有
名
詞
を
使
っ
た
ま
ま
で
、
典
型
か
ら
類
型
に
ま
で
 進
 ん
で
き
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
 0
 こ
の
経
過
は
、
ヴ
ァ
 
ッ
 ハ
 に
も
明
確
に
意
識
さ
 

れ
て
い
る
 0
 「
近
年
非
常
に
し
ば
し
ば
宗
教
学
者
は
一
地
 

域
の
言
語
か
ら
名
称
を
借
用
し
て
、
そ
れ
を
類
型
的
な
 カ
テ
，
 
Ⅰ
 
@
 リ
ー
の
 古
日
 み
に
 

 
 

  

ま
で
ひ
き
あ
げ
も
に
 0
 マ
ナ
、
タ
ブ
ー
、
ト
ー
テ
ム
の
 旺
叩
が
 
そ
れ
で
あ
る
。
」
古
典
的
と
い
う
概
念
が
固
有
名
詞
 
と
 切
り
離
せ
な
い
の
は
、
 

そ
の
規
範
的
性
格
に
原
因
が
あ
る
。
パ
ウ
ロ
 型
 信
仰
を
 単
に
福
音
主
義
と
言
い
換
え
て
し
ま
っ
て
は
、
あ
の
劇
的
 な
回
心
を
体
験
し
て
 以
 

来
、
神
と
の
 人
 ・
 
間
 的
交
わ
り
に
よ
っ
て
罪
に
死
ん
で
 新
 し
い
生
命
に
生
か
さ
れ
た
 パ
ウ
 p
 が
、
後
代
の
人
々
に
 対
 し
て
持
つ
模
範
と
し
て
 

の
 性
格
が
消
失
し
て
し
ま
お
 う
 。
規
範
的
性
格
の
付
与
 は
 
「
古
典
的
」
と
い
う
概
念
の
必
須
要
素
で
あ
る
。
 

規
範
的
性
格
を
有
す
る
こ
の
概
念
は
、
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 自
身
 は
 意
識
し
て
な
い
と
し
て
も
、
や
は
り
初
期
の
体
系
論
、
 類
型
論
か
ら
変
質
し
 

て
い
る
と
舌
ロ
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
以
下
の
叙
述
 

か
ら
も
比
較
的
明
瞭
に
窺
え
る
。
「
対
比
に
よ
っ
て
一
つ
 の
 古
典
的
な
例
を
例
示
 

し
ょ
う
と
す
る
研
究
と
、
そ
れ
を
関
連
す
る
様
々
な
 現
 象
を
理
解
し
、
評
価
す
る
過
程
に
お
い
て
規
範
と
し
て
用
 い
よ
う
と
す
る
試
み
と
 

の
間
に
は
相
互
作
用
が
あ
る
」
 

、
、
 。
（
 

3
-
3
 
 

古
典
的
な
例
の
提
示
 と
 評

価
と
の
 
二
 要
素
は
 、
 先
に
紹
介
し
た
事
実
発
見
と
評
 価
 と
い
う
宗
教
学
の
二
 

重
の
課
題
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
ろ
う
。
我
々
 は
 ま
た
し
て
 も
 
「
評
価
」
と
い
う
作
用
に
出
会
う
が
、
こ
れ
は
類
型
論
 ば
か
り
か
、
彼
の
理
解
 

概
念
そ
の
も
の
の
変
質
を
予
期
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
 

c
 、
客
観
的
理
解
か
ら
統
合
的
理
解
 へ
 

初
期
ヴ
ァ
 
ッ
ハ
 の
理
解
、
即
ち
表
現
を
対
象
と
し
、
 

二
 つ
の
体
系
論
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
 用
語
と
し
て
ほ
ほ
 と
 

ん
ど
定
着
を
み
な
い
が
、
「
客
観
的
理
解
」
 

宋
舘
 。
三
 % （
宇
の
せ
の
 
ぺ
 の
 h
o
 
す
 0
 コ
）
と
呼
べ
よ
う
 0
 
 
こ
の
期
の
理
解
 概
念
の
客
観
的
性
格
は
 、
 

「
理
解
論
 口
 第
二
巻
の
中
で
「
理
解
」
（
 
づ
簗
海
臼
目
 ）
 を
 
「
所
与
の
も
の
の
客
観
的
把
握
」
と
規
定
し
 
、
 同
じ
 く
 
「
所
与
の
も
の
の
 主
 

-
4
 

Ⅰ
 
片
 
0
 
）
 

観
的
 把
握
」
と
規
定
す
る
り
窪
目
 温
 １
１
（
主
観
的
）
 解
 釈
と
 訳
す
こ
と
に
す
る
と
区
別
し
た
こ
と
か
ら
 判
 断
 し
て
、
彼
自
身
に
よ
 

(644) 70 



 
 

 
 

 
 

 
 

J
 
 
そ
れ
を
年
代
順
に
追
 

う
と
 

、
ま
ず
「
聖
典
の
解
 

釈
単
 

に
つ
い
て
」
二
九
三
 

0
 
年
 
）
と
い
う
論
文
の
中
で
 

、
 
彼
は
聖
典
が
、
法
典
や
古
 

71 ( ㏄ 5) 

- 理解」の概俳 

問 っ 世 し さ 「 う 

の と 界 た せ お 条   
こ 述 

は の 

や 

生色ひ 
  ' 民 じ   

我 が   （ するな er 立 思 在の 印   
で と 方 解 そ 素   

  軽視   
定 限 釈 を   
的 弄 し 待 学 の 的 識 卑 も 

っ
て
十
分
意
識
さ
れ
も
し
、
求
め
ら
れ
て
い
た
と
も
 

言
，
 

 
 

件
 （
㏄
の
 

宙
 
～
 
臣
的
什
 

す
ゑ
（
）
 

か
訃
 
す
か
 知
訃
か
 
基
礎
い
レ
で
、
 

い
ヂ
か
ひ
 
む
か
、
 
か
 か
知
 
仲
か
宙
腱
い
 

、
中
和
い
 
と
 ㌻
 ど
ず
 が
 ど
ご
ゲ
む
粉
柑
 

 
 



㈹
素
人
芸
や
情
緒
主
義
を
排
し
た
厳
密
に
文
献
学
的
 観
 点
か
ら
の
事
実
の
包
括
的
叙
述
 

㈲
歴
史
的
社
会
的
説
明
 

㈹
宗
教
現
象
の
技
術
的
、
類
 約
 側
面
の
顧
慮
 

㈲
聖
典
作
者
個
人
の
心
理
学
的
理
解
 

㈹
㈲
 ほ
 先
の
文
法
的
 ｜
 歴
史
的
解
釈
に
ほ
ぼ
該
当
し
ょ
 ぅ
 。
㈹
は
分
類
の
問
題
を
扱
 @
 
，
 も
の
で
、
一
九
世
紀
末
に
 自
由
主
義
神
学
や
宗
 

敦
史
学
派
が
㈹
㈲
の
段
階
で
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
時
に
 案
出
、
付
加
さ
れ
、
旧
約
、
新
約
聖
書
の
様
式
典
研
究
で
 そ
の
真
価
を
発
揮
し
た
 

と
 言
う
。
以
上
は
す
で
に
宗
教
史
学
派
等
に
よ
っ
て
 実
 浅
 さ
れ
て
い
た
解
釈
と
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
こ
れ
ら
が
聖
典
 を
 客
観
的
表
現
、
思
想
 

体
系
の
一
部
と
み
な
し
て
の
解
釈
で
あ
る
の
に
対
し
、
㈲
 ほ
 作
者
の
内
な
る
幻
想
と
事
実
と
の
区
別
を
つ
げ
に
く
 い
 と
い
う
難
点
を
承
知
 

の
上
で
、
聖
典
の
作
者
の
精
神
に
入
り
込
む
方
法
で
、
 シ
 ュ
 ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
と
さ
れ
 る
 0
 

-
4
 
）
 

の
を
列
記
す
る
。
 

只
 

異
文
学
に
も
共
通
す
る
規
範
的
性
質
、
及
び
超
自
然
的
 方
法
で
特
定
の
人
間
に
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
啓
示
的
性
質
 を
 帯
び
る
た
め
に
、
 

一
 

般
の
文
書
な
り
精
神
表
現
と
同
列
の
や
り
方
で
は
理
解
 で
き
な
い
こ
と
を
説
く
。
と
は
 @
 え
、
特
定
の
聖
典
を
 絶
対
視
 し
 、
「
聖
典
の
本
 

-
@
 

Ⅱ
）
 

牲
 に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
独
自
の
１
１
解
釈
」
を
 よ
 し
と
す
る
神
学
者
の
や
り
方
も
宗
教
学
に
は
そ
ぐ
わ
な
 Ⅰ
 卜
 。
「
土
日
 

心
江
陳
ハ
 

さ
れ
た
Ⅰ
 
@
 も
 

の
の
全
幅
の
意
味
」
を
問
 う
 宗
教
学
は
、
一
般
文
書
に
も
 共
通
す
る
「
文
法
的
 ｜
 歴
史
的
解
釈
」
を
土
台
に
し
て
 、
聖
典
の
特
殊
性
格
の
 

（
 
り
 n
-
 

司
 よ
り
深
い
 ヒ
 理
解
」
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
 彼
 は
 主
張
す
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
本
論
文
で
は
そ
の
具
体
 駒
方
策
が
示
さ
れ
な
 

@
O
 

 
 具

体
的
方
策
は
六
年
後
の
「
聖
典
の
解
釈
」
の
中
で
 隈
 が
さ
れ
る
。
「
聖
典
解
釈
全
般
の
目
標
は
そ
の
 

統
 ム
ロ
 
的
理
 解
 
（
）
コ
田
の
ぬ
Ⅰ
の
ト
 

ロ
コ
 ・
 

（
 
0
0
 

4
 
Ⅰ
 
）
 

宙
の
 
Ⅰ
の
Ⅰ
 

目
田
 ぎ
の
）
で
あ
る
」
と
い
う
文
で
始
ま
り
、
同
じ
 
文
 で
結
ば
れ
る
こ
の
論
文
は
 一
 
・
統
合
的
理
解
」
の
要
素
 
と
し
て
次
の
四
つ
の
も
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J , ヴ アッ ハ 

を 法 
感 別 本 
知 も 書 
で あ で   
合的 が、 それ 

逆 に 理 
は 従 解 
不 ぅ は 

可 で上部 と「 
あ の 分 6 ピ 行者 @ は 」 的 

曲 Ⅰ 

と 

  
  
  
こ窩雰 
のが 理進 中に 

解 行 は 

  
の か の 

73@ (647) 

鏑
 出
せ
な
い
。
 

「
 

 
 

 
 

全
く
異
な
る
内
容
を
与
え
て
 

」の概俳 

一
九
四
六
年
の
論
文
「
理
解
に
つ
い
て
」
で
は
、
文
献
学
 的
 解
釈
を
予
備
段
階
と
し
て
削
っ
た
後
、
統
合
的
理
解
 を
 以
下
の
よ
う
に
ま
 

（
 
穏
 -
 

と
め
直
す
。
 

㈲
主
観
的
解
釈
…
・
・
・
心
理
学
的
意
味
の
確
認
 

㈲
客
観
的
解
釈
 

a
 
 技
術
的
…
…
表
現
素
材
、
要
素
（
昔
、
文
字
、
色
彩
 ）
の
分
析
 

b
 
 類
型
的
、
類
 約
 …
…
様
式
、
 
属
 、
タ
イ
プ
、
形
式
の
 研
究
 

c
 
 歴
史
的
、
社
会
的
 

@
 
何
 @
 

以
上
の
三
論
文
か
ら
推
察
す
る
限
り
、
統
合
的
理
解
と
 は
い
く
つ
か
の
解
釈
技
術
の
総
和
で
あ
り
、
一
方
で
は
、
 

と
も
す
れ
ば
解
釈
学
 

と
い
う
学
問
に
つ
ぎ
も
の
の
 勘
 と
か
天
分
に
よ
る
解
釈
 と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
 し
 、
他
方
で
は
、
宗
教
史
学
派
 の
よ
う
な
客
観
的
解
釈
 

の
み
の
行
き
方
を
批
判
し
、
聖
典
を
主
観
的
に
も
客
観
的
 に
も
広
い
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
の
中
に
お
い
て
多
面
的
に
理
 解
す
る
た
め
の
基
準
を
 

指
す
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
右
の
解
釈
技
術
 の
ど
こ
に
規
範
性
、
啓
示
性
と
い
 5
 宗
教
文
書
の
特
殊
性
 に
 対
処
で
き
る
も
の
が
 

あ
る
の
か
、
主
観
的
方
法
に
な
の
か
、
回
な
い
し
五
つ
 の
方
法
を
万
遍
な
く
使
 う
 と
こ
ろ
に
な
の
か
。
こ
こ
か
ら
 ほ
 明
快
な
答
え
が
引
き
 



上
部
属
に
の
み
開
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
 0
 集
団
円
 の
 無
知
蒙
昧
な
成
員
 よ
 り
は
、
他
宗
教
を
信
仰
す
る
大
学
 者
の
方
が
「
上
の
者
」
 

と
な
る
わ
け
で
、
従
っ
て
宗
教
学
者
に
も
統
合
的
理
解
 の
 チ
ャ
ン
ス
が
十
分
与
え
ら
れ
る
。
・
ヴ
ァ
 
ッ
ハ
 は
、
研
究
 者
が
統
合
的
理
解
を
め
 

（
㎎
 
-
 

ざ
す
際
に
必
要
な
装
備
と
し
て
、
言
語
の
習
得
、
情
緒
 的
 共
感
、
前
向
き
の
姿
勢
、
豊
富
な
経
験
の
四
つ
を
挙
げ
 る
 0
 従
っ
て
、
こ
こ
で
 

の
 統
合
的
理
解
は
解
釈
技
術
と
い
う
よ
り
も
研
究
主
体
の
 態
度
に
か
か
わ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
 る
 。
 

こ
の
意
味
で
の
 
統
 ム
ロ
 
的
 理
解
は
、
晩
年
の
弟
子
の
 キ
タ
ガ
 7
 が
重
要
視
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
「
…
…
 彼
 
（
 ヴ
 ア
 ッ
 ハ
 ）
が
「
統
合
 

的
 理
解
」
を
求
め
た
こ
と
は
、
彼
が
日
統
合
人
口
（
 
ぎ
富
 隅
簿
 （
 色
 
㌧
の
「
の
 

0
 ㊥
に
な
り
た
い
と
願
っ
た
こ
と
と
軌
を
 
一
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
 

こ
と
か
ら
、
彼
は
宗
教
学
と
神
学
と
の
関
係
を
再
検
討
す
 る
に
到
り
…
…
宗
教
学
の
日
課
題
し
を
ル
ド
ル
フ
，
 オ
 ッ
ト
 ー
の
例
に
倣
っ
て
 

-
 
㎎
）
 

一
層
神
学
と
関
連
 
づ
 げ
て
定
義
し
な
お
し
た
 ピ
 

「
聖
典
の
解
釈
」
等
の
論
文
で
示
さ
れ
た
解
釈
技
術
と
し
 て
の
統
合
的
理
解
と
、
晩
年
の
全
人
格
に
か
か
わ
る
と
 さ
れ
た
そ
れ
と
で
は
 

一
応
区
別
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
前
者
か
ら
後
考
へ
 、
統
合
的
理
解
の
中
味
が
変
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
そ
 ぅ
 だ
が
、
し
か
し
、
 
両
 

者
が
同
じ
枠
内
に
あ
る
こ
と
は
、
早
く
も
一
九
三
一
年
 に
 書
か
れ
た
以
下
の
叙
述
か
ら
予
期
で
き
る
の
で
あ
る
 。
「
解
釈
学
の
方
法
は
以
 

下
の
方
向
を
辿
ろ
 う
 と
す
る
。
つ
ま
り
言
葉
の
把
握
を
 越
え
て
、
事
柄
の
 、
 即
ち
類
約
、
歴
史
的
、
心
理
学
的
な
 理
解
へ
、
最
終
的
に
は
 

 
 

統
合
的
な
理
解
へ
と
至
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
 直
ち
に
理
解
の
前
提
が
示
唆
さ
れ
る
。
事
柄
の
予
定
条
件
 
（
 
せ
 0
 Ⅱ
 オ
の
 
ヨ
コ
 帳
偉
臣
 
㎎
）
 

を
 越
え
て
対
象
と
の
類
縁
性
、
つ
ま
り
一
般
解
釈
学
に
 お
い
て
は
精
神
的
親
縁
性
、
同
気
質
性
と
し
て
、
神
学
的
 解
釈
学
に
お
い
て
は
 精
 

@
 
㏄
）
 

神
駒
決
定
性
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
が
現
わ
れ
る
。
」
 

こ
の
叙
述
か
ら
、
一
見
か
け
離
れ
て
い
る
統
合
的
理
解
 の
 二
つ
の
概
念
が
 、
質
 

的
に
必
然
的
な
展
開
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
 で
き
る
。
そ
れ
を
更
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
時
期
的
に
 二
 一
つ
の
 統
 ム
ロ
 
的
 理
解
 

の
 用
語
の
使
用
に
先
立
っ
て
現
わ
れ
、
両
者
の
橋
渡
し
を
 し
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
「
包
括
的
理
解
」
 

谷
ご
由
ヴ
の
 Ⅰ
㏄
Ⅱ
 

e
 岸
の
 
コ
ロ
 
の
 メ
ト
 
の
Ⅰ
の
 

ヰ
 
の
・
 

オ
の
コ
 
）
と
い
う
概
念
を
主
著
「
理
解
論
 口
 第
二
巻
の
中
 か
 ら
 引
き
出
し
て
検
討
し
た
い
。
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の あ 
連 結 る 
解 局   
と の 

とこ言え 

よ ぅ る 、 

包 「 

  
とは、 の解釈 

  

  
客観的 と同一 

ち 、 内容 に 

を持つ @ より広 

  
め 

皇辺   

ち ん 
よ て ， 
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「 39@w 

法
 で
、
客
観
的
に
は
、
例
え
ば
あ
る
文
学
作
品
を
文
化
 一
般
と
か
ド
イ
ッ
思
想
の
発
展
の
中
で
位
置
づ
 け
 、
主
観
 的
に
は
小
説
の
主
人
公
 

意
味
」
で
あ
る
と
考
え
る
し
、
ま
た
あ
る
者
は
、
作
者
 が
 考
え
、
感
じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
考
え
、
感
じ
よ
と
い
 う
 古
く
か
ら
の
解
釈
 

学
め
そ
 ・
 
ッ
ト
 ー
に
の
っ
と
り
、
作
者
に
よ
っ
て
意
図
 さ
 れ
た
「
主
観
的
意
味
」
で
あ
る
と
主
張
し
た
り
す
る
。
 し
 か
し
、
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 に
 よ
 

れ
ば
包
括
的
理
解
は
こ
の
二
つ
の
立
場
を
越
え
た
も
の
、
 な
い
し
は
止
揚
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
が
 自
身
を
理
解
す
る
以
上
 

 
 

に
 理
解
せ
よ
と
い
う
こ
れ
も
ま
た
有
名
な
解
釈
学
の
 モ
ッ
 ト
 ー
に
基
づ
い
て
、
「
解
釈
さ
れ
る
べ
き
表
現
を
包
括
 
的
に
よ
り
高
度
の
コ
ン
 

 
 

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
理
解
に
は
二
つ
の
 町
 能
 性
が
あ
る
と
言
 う
 。
 

一
つ
は
「
表
現
さ
れ
た
意
図
の
一
層
の
説
明
」
 

を
 目
ざ
し
、
客
観
的
に
は
「
詩
人
は
常
に
実
際
 よ
 り
 賢
 い
 」
こ
と
を
モ
ッ
ト
 ｜
 

怯
 
作
者
の
明
示
し
て
い
な
い
「
顕
現
的
な
ら
ざ
る
コ
ン
 テ
ク
ス
ト
」
を
明
ら
か
に
し
、
主
観
的
に
は
作
者
の
「
 無
意
識
」
な
り
「
意
識
 

下
 」
に
あ
る
意
図
を
看
破
す
る
方
法
。
特
に
主
観
的
方
 何
 に
焦
点
を
当
て
た
も
の
に
精
神
分
析
が
あ
る
が
、
そ
こ
 で
 用
い
る
心
理
学
的
方
 

脱
法
は
あ
く
ま
で
解
釈
理
論
の
一
つ
で
あ
る
べ
き
で
、
 

こ
れ
だ
け
が
切
り
離
さ
れ
て
絶
対
化
さ
れ
る
時
に
は
 理
 解
 に
必
須
の
多
面
的
視
点
が
 

 
 

言
う
。
第
二
の
可
能
性
は
「
表
現
を
よ
り
高
度
の
コ
ン
 -
 
ア
 ク
ス
ト
に
は
め
込
む
」
 方
 

そ
れ
に
 よ
 る
と
、
理
解
す
る
こ
と
が
 

「
本
来
の
意
味
」
の
何
た
る
か
を
め
ぐ
 

「
本
来
の
意
味
」
 宜
 e
r
 
e
 

田
の
 

コ
巨
ざ
ゴ
 
の
 臼
臣
コ
 
）
の
究
明
 で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
そ
の
 

っ
て
、
あ
る
者
は
法
文
書
の
解
釈
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
 立
案
者
の
意
図
と
は
別
個
の
「
客
観
的
 



よ
う
 に
、
晩
年
に
至
る
と
、
評
価
は
理
解
の
、
正
確
に
は
 統
合
的
理
解
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
一
部
と
さ
れ
る
の
で
 

殊
に
 、
 単
に
高
 

次
の
と
い
う
の
で
な
く
、
規
範
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
 で
 評
価
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
の
を
聞
く
と
、
 統
合
的
理
解
を
媒
介
 と
 

し
て
彼
の
宗
教
学
が
神
学
の
方
へ
傾
斜
し
た
と
推
論
す
 る
の
も
十
分
根
拠
あ
る
こ
と
と
言
え
よ
う
。
 

り
 、
「
理
解
論
 ヒ
で
 提
起
さ
れ
た
包
括
的
理
解
の
構
想
を
 、
聖
典
解
釈
の
実
情
に
合
わ
せ
て
具
体
化
し
た
の
が
「
 聖
典
の
解
釈
」
や
「
 理
 

解
 に
つ
い
て
」
の
論
文
で
展
開
さ
れ
た
 四
 又
は
五
つ
の
 方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

さ
て
、
右
の
「
包
括
的
」
Ⅱ
「
統
合
的
」
理
解
は
、
理
解
 

主
体
の
態
度
を
間
 ぅ
 
「
統
合
的
理
解
」
へ
と
い
か
に
連
な
 

る
の
か
 0
 そ
れ
は
、
 

こ
の
理
解
が
「
評
価
」
の
概
念
と
共
に
、
客
観
的
把
握
と
 し
て
の
「
理
解
」
と
「
（
主
観
的
）
解
釈
」
と
の
中
間
 に
 位
置
づ
げ
ら
れ
る
こ
 

と
と
関
係
す
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
後
二
者
の
差
異
が
理
 解
 主
体
の
置
か
れ
た
条
件
を
中
和
除
去
す
る
の
か
、
 

活
 用
 す
る
の
か
に
あ
っ
た
 

こ
と
を
考
え
る
と
、
統
合
的
理
解
、
評
価
も
理
解
主
体
の
 態
度
を
抜
ぎ
に
し
て
は
語
れ
ま
い
。
で
は
、
 

統
 ム
ロ
 
的
理
 解
 の
ど
こ
に
理
解
主
体
 

0
 人
格
が
反
映
す
る
の
か
。
や
は
り
、
主
観
的
方
向
で
 古
 
同
次
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
は
め
込
む
過
程
、
即
ち
心
理
学
 的
 理
解
の
過
程
に
お
い
 

て
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
こ
れ
は
も
ろ
、
「
評
価
」
と
 
紙
 一
重
で
あ
る
。
ヴ
ァ
 
ッ
ハ
 に
 ょ
 れ
ば
、
 一
 
1
 理
解
」
が
表
現
 0
 本
来
の
意
味
を
問
う
 

「
意
味
検
証
」
（
の
 
ぎ
コ
 の
「
二
の
す
 

目
コ
め
 
）
、
「
意
味
把
握
」
（
 
臼
口
 口
の
 
Ⅰ
（
 
P
 の
 
ま
コ
の
 ）
の
段
階
に
留
ま
る
の
に
対
し
て
、
「
 評
 価
 」
（
ミ
ヰ
 
巳
 「
 
臼
 ㎎
 由
コ
 
㏄
）
 

は
 
「
私
に
と
っ
て
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
」
と
い
う
 「
 
書
ゅ
 
味
の
実
在
化
」
（
 づ
 。
 
目
 Ⅱ
の
ひ
ま
の
 

ざ
 r
u
 
コ
 ㏄
隼
の
の
の
 
ぎ
コ
 の
の
 
）
と
称
さ
れ
る
も
の
、
 

従
っ
て
「
理
解
さ
れ
た
も
の
の
「
同
化
 ヒ
 官
房
 漏
 目
口
 し
 」
、
「
適
用
」
（
戸
ロ
韻
の
 

コ
隼
仁
コ
ゆ
 

）
の
領
域
に
ま
で
進
む
と
  
 
甘
口
 

「
。
 

-
 
@
@
 

5
 -
 
。
 

こ
の
期
の
 ヴ
ア
 ッ
 ハ
 は
「
評
価
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
 誠
 に
 歯
切
れ
が
悪
く
、
あ
る
箇
所
で
は
「
包
括
的
理
解
」
 は
 
「
評
価
」
を
含
ま
 

な
い
と
し
て
、
こ
の
間
に
一
線
を
画
し
、
ま
た
別
の
箇
 所
で
は
「
包
括
的
理
解
」
「
評
価
」
「
（
主
観
的
）
解
釈
」
 

の
 境
界
は
流
動
的
で
あ
 

る
と
し
て
、
こ
れ
ら
三
者
と
「
理
解
」
と
の
間
に
一
線
 を
 画
す
る
。
 

@
4
-
 

5
 

し
か
し
、
既
に
本
書
目
理
解
論
し
で
も
「
理
解
が
行
な
わ
 れ
る
所
で
は
ど
 ，
 
」
で
も
意
味
把
握
と
評
価
が
混
和
さ
れ
 

る
 」
と
示
唆
さ
れ
る
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J . 

㈲
に
関
し
て
は
類
型
に
よ
る
理
解
が
「
意
味
検
証
」
「
 意
 

 
 

か
ら
、
個
体
、
個
々
 

7
 

 
 

ヴ
 

あ
る
。
 

ダ
 

理
解
論
は
狭
く
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
拠
は
 よ
 り
 明
 証
度
 が
高
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
 に
 甘
ん
じ
な
か
っ
た
 ね
げ
 で
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

三
 他
宗
教
の
理
解
は
い
か
に
し
て
可
能
か
 

 
 

 
 

感
的
 

」
、
（
 

6
-
5
 
 

（
の
文
ヨ
 

で
 
曲
れ
 

ゴ
 
の
（
 

ざ
 
）
と
い
三
一
重
の
認
識
根
拠
に
 

下
の
二
方
向
か
ら
の
ア
プ
ロ
 

｜
チ
と
 

5
 
@
 
 

@
7
 

）
 結
び
 

つ
く
と
考
え
 

㈲
「
広
汎
で
多
様
な
宗
教
経
験
の
評
価
」
，
」
れ
は
 

広
 

ヴ
ア
 
ッ
 ハ
 
の
理
解
論
は
、
初
期
と
晩
年
と
を
問
わ
ず
、
 

彼
 

㈲
「
宗
教
現
象
の
本
性
と
意
義
の
理
解
と
評
価
」
 

こ
 

ば
な
ら
ず
、
ま
た
自
ら
の
課
題
を
共
感
的
理
解
を
も
っ
 

を
 通
し
て
把
握
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

ら
れ
る
。
 

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
 

そ
 

範
囲
の
現
象
学
的
及
び
心
理
学
的
タ
イ
プ
 

や
 多
岐
に
わ
 

の
た
め
に
「
研
究
者
は
自
ら
の
主
題
に
類
縁
性
（
㏄
ヨ
田
 

自
身
の
用
語
を
若
干
敷
 

桁
 し
て
使
え
ば
、
「
批
判
的
」
（
 

て
解
釈
で
き
る
 

よ
う
 
訓
練
を
積
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
。
 

一
 

場
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
彼
の
 

れ
は
彼
の
宗
教
学
の
以
 

 
 た

る
歴
史
的
タ
イ
プ
 

目
 ）
を
感
じ
と
ら
れ
 

n
n
@
 

（
 
p
 
ハ
 
@
p
 

Ⅰ
）
と
「
 

共
 



に
と
っ
て
、
自
己
に
も
他
者
に
も
属
さ
ず
、
そ
れ
で
い
て
 両
者
に
共
通
す
る
一
般
的
な
、
概
念
と
し
て
固
ま
っ
て
 し
ま
っ
た
意
味
の
理
解
 

は
 骨
髄
の
理
解
に
す
ぎ
ず
、
意
味
と
し
て
は
掴
み
 き
れ
 な
 い
 、
そ
れ
だ
げ
に
個
性
的
で
か
っ
具
体
的
な
生
を
追
体
 験
 的
に
理
解
し
な
い
 限
 

順
 に
関
し
て
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
実
に
明
快
に
述
べ
る
 0
 「
 追
 体
験
し
た
り
追
体
験
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
非
実
 在
 的
意
味
を
理
解
す
る
 

（
㏄
 
-
 

こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
理
解
は
、
時
間
的
に
は
必
ず
し
も
 そ
う
で
な
い
に
せ
よ
、
口
論
理
的
 
L
 に
は
追
体
験
に
先
 付
 す
る
 0
 」
リ
ッ
ケ
ル
ト
 

こ
の
点
で
は
、
歴
史
現
象
の
個
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
 主
 眼
が
あ
っ
た
 ヴ
ニ
 ー
バ
ー
の
理
解
も
意
味
理
解
を
目
ざ
 し
た
と
言
え
よ
う
。
 
そ
 

 
 

れ
は
「
解
明
的
理
解
」
 

宮
拐
隼
 。
 目
 （
の
 
コ
 &
 の
く
の
（
の
（
の
 

汀
コ
 ）
な
い
し
は
「
説
明
的
理
解
」
 

谷
 援
の
葉
 毎
 q
m
 

コ
年
の
せ
 

e
r
 

の
（
の
ま
り
）
と
称
さ
れ
 

る
 0
 シ
ュ
フ
ラ
ン
ガ
ー
が
そ
の
著
同
生
の
諸
形
式
 L
 の
中
 で
 試
み
る
生
の
理
解
も
、
「
人
間
（
人
間
集
団
）
の
 存
 在
 と
行
為
、
体
験
と
態
 

-
@
 

Ⅱ
）
 

度
 に
お
け
る
内
的
意
味
連
関
、
な
い
し
は
精
神
的
客
観
 態
の
意
味
を
把
握
す
る
」
こ
と
を
志
す
も
の
で
あ
っ
た
。
 

逆
に
、
個
体
、
個
性
的
な
も
の
の
把
握
を
究
極
の
課
題
 と
し
た
リ
ッ
ケ
ル
ト
の
理
解
概
念
は
、
シ
ュ
タ
イ
ン
に
 従
 う
と
、
次
の
三
段
階
 

@
 
㏄
 -
 

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
 

㈹
非
実
在
的
意
味
の
理
解
 

㈲
非
実
在
的
意
味
形
象
の
観
点
か
ら
、
自
己
の
心
的
 生
 活
を
基
に
、
他
者
の
心
的
生
活
を
「
構
成
」
す
る
こ
と
 

㈹
他
者
の
実
在
的
心
的
生
活
を
追
体
験
可
能
に
す
る
こ
 と
 

シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
人
が
直
接
に
追
 体
験
で
き
る
の
は
自
己
の
心
的
生
活
の
み
で
、
他
者
の
 心
的
生
活
は
「
罪
案
 

（
㏄
 
@
 

在
 的
意
味
形
象
」
と
い
う
「
そ
れ
自
身
は
心
的
と
は
 @
=
 

ロ
，
 
え
な
い
第
三
の
も
の
を
迂
回
し
て
の
み
」
理
解
可
能
仁
な
 る
と
考
え
た
。
こ
の
手
 

ヱ
 等に
よ
っ
て
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
と
舌
口
え
る
が
、
 
ヴ
 エ
 ー
バ
ー
は
こ
れ
ら
歴
史
学
者
の
理
解
論
を
そ
の
 芽
ム
口
 
理
 的
方
法
の
故
に
批
判
 

 
 

と
「
因
果
適
合
的
」
と
を
二
本
の
柱
と
す
る
理
解
社
会
 学
を
創
唱
す
る
に
至
る
。
 

(652) 

の
 現
象
の
把
握
を
旨
と
す
る
歴
史
家
の
理
解
に
は
見
ら
れ
 な
 い
 明
証
性
が
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
個
体
の
理
解
に
 つ
い
て
は
、
ク
ロ
ー
チ
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J ヴア ッ ハ における「理解」の 概念 

る る 古 が     ㈲ 健 ぇ 
ず 、 題辞 。 ），杉編 ッる （ べ批 b をに る一 り、 血肉 しか 共感的 o るなら 格言 い ある。 以下 第三 ロマ 態が 見、 ル で 制約 理解 得る 先行 従 。 市、 

し へ しま 、   
」）） 

も の」 ケな ははた     
  論 

は 極 解 的 な 
見 ス の は と 吟 は 形 逆 言 の な ら 

の す た 意 な 
方 れ め 味 ぃ   
池 波 のであ 向を レ ま、 こそ 確 
る の 右 か ら りを 「 同 る 口 似 が 自己 効と もの ミノで、 理解 

と は は そ 解消 」 ィ ヒ ，コス な げ との 能 に れを （言え か り 3 ） 舌口 え 
を 分 ょ 方 な 理 

う 向 い 解   し   かか 。 ら   て 
題 ら ら であ % ）ていな 仁 コ ない」 見 出 。 成 は 虫合一こ ま 手そ 
他 る 

一 存   彼 そのも り、 段で、 
我 敢 の 
の え の 

上ヒ て 対丈 

較 論 質 

そ し 解 に を     適 意 る   じ 味 と   ら 間 ィ ゆ 性 の て 理 考 
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虚
 に
そ
れ
を
理
解
し
評
価
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
 は
 学
と
し
て
の
宗
教
学
の
後
退
で
あ
る
と
同
時
に
、
信
仰
 者
と
し
て
の
彼
の
「
 寛
 

@
1
,
 

り
 
l
 
）
 

で
は
あ
っ
た
が
、
意
図
的
に
真
理
の
問
題
を
避
け
た
視
野
 の
 狭
い
も
の
か
ら
、
晩
年
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
真
理
を
 真
理
と
認
め
つ
つ
、
 
謙
 

か
、
 彼
は
「
隔
た
り
」
が
な
い
か
の
ご
と
く
に
行
な
 う
 
「
「
同
資
質
的
」
理
解
」
（
年
の
の
 
-
 
。
 
F
o
 
口
 g
e
 

三
田
の
 

、
、
く
の
 
Ⅱ
の
（
の
 

ゴ
 0
 コ
）
に
は
限
界
が
あ
 

 
 

る
と
考
え
、
他
者
性
を
十
分
意
識
し
た
上
で
隔
た
り
を
 自
 由
に
 往
来
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
従
っ
て
、
自
己
 を
 無
に
し
て
他
者
や
対
 

象
の
側
に
飛
び
移
る
「
遺
憾
」
や
「
追
体
験
」
は
否
定
 さ
れ
、
「
完
全
に
自
発
的
、
自
立
的
な
創
造
的
作
用
」
 

り
 

@
0
 

@
 
 

）
 と
 し

て
の
理
解
が
求
め
ら
 

れ
る
。
原
作
者
以
上
に
理
解
せ
よ
と
い
う
解
釈
学
の
命
 題
も
 、
理
解
の
持
つ
こ
う
し
た
創
造
性
を
顧
慮
し
て
初
め
 て
 納
得
の
ゆ
く
も
の
と
 

な
ろ
う
。
理
解
の
創
造
性
は
理
解
主
体
の
「
想
像
力
」
 や
 
「
内
的
経
験
」
「
 憧
惧
 」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
 
こ
れ
ら
は
自
己
の
限
ら
 

れ
た
体
験
を
補
完
し
た
り
、
先
取
り
す
る
こ
と
で
自
己
 の
 経
験
を
押
し
広
げ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

c
 結
び
に
か
え
て
 

最
後
に
、
客
観
的
理
解
と
統
合
的
理
解
の
差
異
は
、
「
 
批
 制
約
」
「
共
感
的
」
の
 
雨
 根
拠
に
照
ら
す
と
ど
 う
 説
明
さ
 れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
 

ゆ
 期
の
著
作
「
宗
教
学
 目
は
 、
第
四
章
で
想
像
力
、
 
憧
 惧
 等
の
共
感
的
根
拠
に
つ
い
て
語
り
、
第
五
章
で
二
つ
の
 体
系
論
を
提
起
し
て
 批
 

制
約
根
拠
に
つ
い
て
論
じ
る
が
、
両
者
は
競
合
す
る
ば
 か
り
で
有
機
的
に
結
合
し
て
な
い
憾
み
が
あ
る
。
そ
れ
に
 比
べ
る
と
晩
年
の
統
合
 

的
 理
解
で
は
、
解
釈
技
術
と
し
て
の
側
面
と
理
解
主
体
 0
 人
格
に
か
か
わ
る
側
面
と
が
そ
の
ま
ま
二
つ
の
根
拠
に
 対
応
す
る
と
考
え
 も
 

ね
 、
両
者
は
巧
み
に
か
つ
緊
張
を
交
え
つ
っ
結
び
合
わ
 さ
っ
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

統
合
的
理
解
が
、
あ
る
時
は
解
釈
学
的
勘
を
排
除
す
る
 客
観
的
方
法
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
あ
る
時
は
優
 れ
た
人
格
に
の
み
 開
 

示
さ
れ
る
面
を
強
調
し
、
一
見
矛
盾
し
た
様
相
を
皇
 す
 も
の
も
、
 両
 根
拠
に
対
す
る
比
重
の
か
げ
方
が
異
な
る
か
 ら
で
あ
る
 0
 そ
し
て
 晩
 

年
に
は
、
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 は
理
解
主
体
の
主
体
を
交
え
ず
に
 は
す
ま
さ
れ
な
い
「
評
価
」
の
問
題
を
自
ら
の
宗
教
学
に
 課
し
た
た
め
、
比
重
は
 

後
者
に
か
か
り
、
「
統
合
人
」
に
な
り
た
い
と
の
願
望
が
 生
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
彼
の
宗
教
学
は
 、
初
 期
の
厳
密
か
つ
経
験
的
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証
 

（
 
五
 Ⅰ
）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
5
 ）
 

概
念
 

 
 」

 

 
 

「
（
 
8
 ）
 

る
 

け
 

（
 
9
 ）
 

お
 

 
 
 
 

）
 
0
 
お
圧
廿
毛
ぷ
且
 ：
 呂
鍵
毛
ま
 倖
が
 捷
 目
色
 
何
 @
o
 

巳
の
 
0
 
斗
 o
P
o
 

め
 
の
 
・
・
 

，
 （
Ⅰ
の
 

い
 
Ⅱ
）
 
ぃ
コ
 
@
 馬
 ～
 
さ
 
Ⅰ
 ミ
オ
ド
 

ま
さ
 
咀
 ～
 
さ
も
 
～
 
め
 力
 め
 
～
～
 

俺
 Ⅰ
 
っ
 
Ⅹ
 ぃ
 
匂
っ
ぺ
 

へ
 
も
 
ャ
 
も
 
吋
 む
 -
 円
由
ヴ
 

@
 
コ
 
幅
の
 
コ
 ・
 

Ⅰ
の
・
 
ロ
 ・
 呂
 0
 
ゴ
 
Ⅰ
（
㌧
 
筏
珪
 
Ⅰ
 田
の
ヴ
 

e
0
 

オ
）
 

-
 ト
 
の
の
 

P
.
 

の
・
 

つ
つ
 

@
@
 
あ
い
 

旨
い
ポ
毛
 
e
m
6
0
r
.
-
 

伝
こ
 
z
 
ざ
 （
 
0
 
彊
の
 
の
プ
 
の
の
 淫
き
ダ
 
の
 
笘
乙
 
T
 ：
 
こ
ぎ
ヲ
 Q
 眈
 a
 
ま
ま
 
隠
 こ
ら
ま
㍉
め
ぎ
 

め
 
e
z
u
 
「
 寒
ぶ
お
 
e
 
さ
め
 
c
 
む
ぬ
Ⅱ
 

涛
守
か
ミ
 

。
，
 
円
由
ヴ
ぎ
 

 
 

的
の
 
コ
 -
 い
の
・
 
め
 

目
 。
 
串
 （
 
里
 二
 %
o
 
ヴ
 
n
n
 
ガ
 ）
、
お
 
燵
 ・
の
 

m
S
.
 

清
水
難
太
郎
「
 

社
会
学
の
根
本
概
念
」
岩
波
文
庫
、
昭
和
四
 

セ
年
、
 ハ
ペ
 一
ジ
 。
但
し
、
以
下
 

0
 本
稿
訳
本
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。
 

Ⅰ
 
O
P
O
 

ま
ヨ
目
す
 
。
 
ダ
 ，
由
斗
～
 

呵
ぎ
辞
き
音
 

き
き
め
 

い
 
か
 Q
R
 
～
 
@
 Ⅰ
 さ
こ
 
叱
っ
 
ま
 Q
x
 
さ
 め
き
も
 

下
 「
 
ぬ
 
「
 き
沖
り
 

㏄
 
お
 
お
か
さ
 

玉
 ～
 
め
 
～
か
め
 

0
 
ヤ
ぬ
潮
 

め
も
か
心
さ
 

Q
 Ⅰ
武
お
 

ヘ
 定
心
ま
お
 

入
 -
 
Ⅰ
 魑
 Ⅰ
出
の
 

，
ト
の
 

口
 @
n
r
@
c
 

芽
 ・
お
ぎ
 
目
臼
プ
ぃ
コ
 

d
 ざ
コ
 
の
・
 
お
淫
 ・
下
宮
守
之
「
宗
教
 
学
 １
１
そ
の
科
学
理
論
的
基
礎
 
づ
 げ
の
た
め
の
序
説
 
L
 東
海
大
 学
 出
版
会
、
一
 

九
七
 0
 年
 。
 

ヨ
田
，
 
挨
 8
.
 
碑
 ㈱
・
下
宮
 訳
二
 、
五
五
。
 
へ
｜
ジ
 
。
 

ま
ぎ
・
の
お
・
下
宮
誠
二
六
 
べ
一
ジ
 。
彼
は
心
理
主
義
的
な
 
括
 弧
 入
れ
に
反
対
し
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
倣
い
「
意
味
内
容
」
を
 

顧
 慮
 し
つ
つ
 行
な
 

う
 そ
れ
を
提
案
す
る
。
 

 
 

甘
ミ
 ・
の
出
お
・
下
宮
 
訳
 一
九
八
ぺ
ー
ジ
。
 

Ⅰ
ま
日
 
哲
ト
葵
 ・
下
宮
 訳
二
 0
 五
ぺ
ー
ジ
。
こ
こ
で
「
心
理
学
 

的
 タ
イ
プ
」
と
「
現
象
学
的
タ
イ
プ
」
が
 

並
 記
さ
れ
て
い
る
の
 
は
 特
筆
に
値
す
 

る
 。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
シ
ュ
ラ
イ
 
ヱ
 ル
マ
ッ
ヘ
ル
 
、
ジ
ヱ
 4
 ム
 ズ
 な
ど
が
宗
教
の
心
理
面
を
中
心
に
考
え
た
の
に
反
対
し
、
 

へ
 ｜
 ゲ
ル
、
シ
ェ
 

リ
ン
ク
、
後
に
ト
レ
ル
チ
 
ら
 宗
教
史
学
派
に
よ
っ
て
客
観
的
な
 

も
の
の
重
視
へ
の
転
回
が
試
み
ら
れ
、
 

デ
 バ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
 
は
っ
き
り
と
 
客
 

 
 
 
 

精
神
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
立
場
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
）
 

観
的
 

呂
 0
 
三
ヨ
 毛
 a
c
 
下
 ，
 ミ
あ
 。
 
卜
 わ
ぬ
～
 

武
 ～
 
o
K
 
め
馬
ぉ
憶
 
轟
ミ
 ぃ
め
 
。
 0
 も
 

 
 

コ
 -
 
セ
 
0
 
Ⅰ
の
 
ぎ
ヰ
 0
 円
く
 

8
1
 

0
 下
ざ
い
帳
 

0
 ㌧
Ⅱ
 
e
 
の
の
、
 

目
め
 
ド
 
ド
び
 

容あ 
」 "" 

の 

精 
神 
の 

結 
実 
で， 

も 

あ 
  

六 - ヒ 

  

  



 
 

（
Ⅱ
）
）
 

O
p
n
 

圧
ロ
レ
壷
 
@
p
n
 

ゴ
 ・
 あ
雨
 
～
～
 

め
 ～
 
っ
轄
 き
ぎ
め
心
心
 

わ
 
い
か
ぬ
 

お
 ～
・
の
 ト
 ㏄
㍉
 
下
宮
 訳
二
 0
 四
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

ハ
レ
）
 H
d
@
 

田
 
P
P
 き
｜
ぢ
 0
.
 押
 
）
 鮒
 ・
下
宮
 訳
二
 0
 六
 、
二
 0
 八
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 

（
 n
O
 

）
Ⅰ
 

ヴ
 @
 
隼
 ・
 ぴ
 
Ⅱ
 さ
 ・
下
宮
 訳
 一
九
九
ぺ
ー
ジ
。
な
お
こ
の
 

指
 摘
は
ヱ
バ
 
・
ヒ
ル
シ
ュ
マ
ン
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
 Ⅱ
 セ
ド
由
 @
 
「
の
 
り
 二
日
が
コ
タ
 
悠
 

わ
芯
驚
 
x
o
 
）
 
ゃ
 突
さ
 
0
 ぎ
吋
 ぎ
も
 宝
 
市
隠
～
 
西
ぎ
ギ
 主
日
ミ
す
け
 
む
 ・
 ト
 o
 コ
 r
a
 
巨
円
 Ⅱ
 
@
 
日
什
㏄
 

づ
ゴ
 
・
 ト
の
肚
宙
 

。
の
・
の
 
の
｜
 Ⅱ
 い
 

（
 4
1
 

，
 ）
Ⅰ
 o
a
c
 
田
植
毛
 お
 デ
づ
 セ
 %
 め
 0
 
Ⅱ
再
も
～
～
 

際
ぎ
浅
芭
 も
め
 ド
 ～
 
雨
養
 

 
 

（
 巧
 ）
（
㎎
）
 ヒ
 O
p
n
 

プ
 @
 
日
 
目
 @
p
n
 

ゴ
，
 づ
 き
 め
の
 0
 き
 ち
ミ
 Q
 下
ミ
 
め
 め
ぎ
も
 
セ
 っ
 Ⅰ
 再
ぬ
 
～
～
 
封
 ぎ
さ
臼
の
 

d
.
 

ヴ
せ
 Ⅰ
 0
 の
の
㌧
 
す
ミ
 ・
 パ
ざ
ぃ
 
㎎
 り
ミ
ダ
之
 e
 毛
ぺ
 0
 「
 ダ
の
 0
 ぎ
ョ
 三
 p
C
 田
 

セ
 0
 「
の
 
ぃ
 
（
せ
 つ
 （
の
の
の
、
 

こ
ご
 。
 や
 
9
 
 以
下
、
傍
点
は
す
べ
て
原
著
 者
に
よ
る
。
 

（
Ⅳ
）
が
 岸
笘
 ㌧
年
年
 
0
5
%
 Ⅰ
の
 
@
0
 
甑
 的
弓
 コ
年
ロ
ガ
オ
 の
 P
@
n
 

～
 
o
 毘
臣
ガ
 お
巳
臼
 a
f
 
（
 
，
 
:
 
巨
 ま
ま
も
 
タ
 
9
,
1
 

の
の
 

N
.
 

縛
 
③
・
彼
は
晩
年
の
 ヴ
 ア
 ッ
 ハ
 の
神
学
へ
の
 
傾
 

斜
の
原
因
を
、
宗
教
経
験
の
重
視
と
デ
ィ
ル
タ
イ
に
学
ん
だ
 非
 合
理
的
方
法
に
求
め
、
結
局
、
彼
は
ハ
ー
ス
や
ト
レ
ル
チ
の
 自
 山
神
学
の
伝
統
 

に
 立
っ
て
い
た
と
言
う
。
 

（
 0
0
 
）
 
ヒ
 0
 の
の
 
で
す
ミ
 ・
が
 @
 
（
が
 
岨
 ゅ
去
 

p
.
 

、
 
・
メ
ト
の
Ⅰ
の
（
 

e
 け
 0
 コ
 ぃ
コ
 
曲
目
Ⅱ
）
 
び
 ㏄
 
蛋
 コ
婆
 ，
 曲
 ～
 
め
 ～
 
0
 「
 
ヒ
母
再
ぬ
 ～
～
 

め
 ～
 
o
n
s
,
 
拝
 
あ
ま
。
 
ワ
お
 ・
彼
は
 ヴ
ア
 ッ
 ハ
 の
研
究
を
三
 

期
 に
分
け
、
第
一
期
を
「
宗
教
学
的
研
究
の
叙
述
的
 ｜
 歴
史
的
 課
題
の
た
め
の
解
釈
学
的
基
礎
を
強
調
し
た
」
時
期
、
第
二
 
期
を
体
系
的
 側
 

面
 、
殊
 に
 社
会
学
、
人
類
学
と
の
関
係
に
関
心
を
寄
せ
た
時
期
 、
第
三
期
の
シ
カ
ゴ
大
学
時
代
の
十
年
を
「
宗
教
学
と
諸
規
範
 学
 と
の
間
の
相
 

互
の
影
響
や
相
互
の
協
調
の
重
要
性
を
熱
心
に
提
唱
し
た
」
 時
 期
 と
特
徴
づ
け
、
第
三
期
に
「
神
学
の
フ
ラ
ス
、
マ
イ
ナ
ス
の
 %
 響
を
見
出
す
 

こ
と
が
で
き
る
」
と
言
 う
 。
 

（
㎎
）
 せ
幅
戸
の
 d
.
 ヴ
せ
 Ⅰ
 0
 の
の
Ⅰ
 
ず
ヲ
 
（
・
 パ
ぃ
 
（
 
麓
抽
か
も
 

p
,
 目
 さ
も
 
め
 
あ
ぎ
 ミ
巳
 
べ
さ
 
幅
 
a
 さ
も
句
心
～
～
 

ぬ
ゼ
 
～
 
さ
蝸
 @
 馬
の
 
め
Ⅰ
 
セ
ぃ
ひ
ヒ
 
b
o
 

も
。
 

か
 ～
 
ま
 
閏
日
（
 尹
之
 の
 も
ぺ
 0
 斉
が
臣
 Ⅰ
 

Ⅱ
 ヰ
が
コ
 
の
（
 
0
 押
目
 り
 「
 
づ
 e
 「
 舘
牡
 0
 ミ
 ・
㌧
年
ヴ
）
～
約
の
「
の
。
あ
の
㏄
 

（
 琉
仙
 
）
 
ヒ
 0
 曲
り
 
ゴ
 @
 ヨ
目
 @
p
 
い
す
 
・
・
 
、
円
す
 
。
㌧
 ノ
り
 
0
0
0
 

Ⅱ
円
円
 

@
 
の
 
（
 
0
 Ⅱ
 
ヤ
 0
 け
目
 
卍
 0
 コ
鍍
 
@
0
 
コ
 の
 @
 
由
井
二
の
の
曲
Ⅰ
 

年
せ
 0
 Ⅱ
 づ
オ
 の
 0
 ）
 
0
 幅
 Ⅱ
・
 
こ
 （
Ⅰ
 
ゆ
ト
 
㍉
）
～
 
コ
 
ド
ぐ
寸
零
 。
へ
ヵ
 ぬ
 ～
～
 

幅
 ぎ
ま
 り
 

い
い
鷲
轟
ま
驚
 ・
も
っ
と
早
期
の
も
の
で
は
 目
 。
お
ま
 ヨ
毛
お
ダ
 
芭
 ～
 
さ
 Ⅰ
薄
か
「
悪
さ
 

下
ぎ
隠
 む
わ
 0
%
 
幅
ぎ
き
 
め
 
ぬ
 0
 乳
も
ぎ
 
晦
む
，
哲
ポ
 

（
 幻
 ）
）
 O
p
n
 
オ
 @
 
ヨ
 
目
 @
p
n
 

ゴ
 ・
 、
 
-
H
 
ゴ
の
 Ⅰ
 す
 0
 の
 O
h
 口
 @
 
の
 （
 
0
 「
 
ぺ
 O
h
 再
 0
 コ
㏄
 
@
0
 
コ
の
ぃ
 
Ⅰ
 ヰ
ゴ
 
の
の
ト
岸
 
隼
ヤ
 0
 Ⅱ
 円
ゴ
ゆ
 
0
-
0
 

岨
せ
，
迂
づ
 

㌧
・
 ト
ト
 
l
,
 
ト
 ド
 

（
 勿
 ）
Ⅰ
 圧
 &
.
 づ
ゴ
 
例
え
ば
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
 創
始
者
で
あ
る
こ
と
は
事
実
発
見
の
問
題
で
、
彼
が
預
言
者
か
 ど
う
か
は
評
価
の
問
題
 

と
さ
れ
る
。
 

（
 為
 ）
（
 ま
 &
.
 ロ
 ・
 め
 ㏄
 

（
 舛
 ）
 
目
 0
 い
 り
 オ
 @
 
ヨ
 
目
 @
p
 
り
ゴ
 
・
の
 0
 ま
 寸
心
Ⅰ
Ⅰ
～
～
 

e
Q
 

め
 Ⅱ
 
ま
簿
セ
 
。
も
わ
ぬ
～
～
 

蝸
 ～
 
っ
 お
膝
・
 
せ
 ・
㏄
 つ
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ハ
 
%
 ）
Ⅱ
 0
 の
 り
け
 
-
 
ヨ
 
ゼ
 ミ
 
が
の
 
甘
 
，
二
 %
 コ
 -
 
セ
の
 
Ⅱ
㏄
㏄
～
 

s
@
 

コ
カ
 

0
 目
 沌
 -0
 
コ
 。
は
 -
 
臣
 q
 Ⅰ
 憶
 め
つ
㍉
市
隠
～
 
吋
ぎ
 定
め
 
め
 *
 寸
ぬ
 
「
～
 

ぬ
鳶
や
づ
 U
,
 い
い
 
１
 の
 ゆ
 
・
な
お
 宗
教
経
験
、
表
現
の
間
 

題
は
 、
 和
 井
田
芋
「
ヴ
ァ
 

ッ
 八
宗
教
学
の
構
造
分
析
」
、
「
宗
教
 
研
究
し
一
八
九
号
、
一
九
六
六
年
に
詳
し
い
。
 

（
 
乃
 ）
㌔
 o
a
c
 

圧
ヨ
圭
ダ
 c
h
.
 
ら
耳
 
二
円
せ
 
つ
 の
 
コ
こ
 印
の
・
 
，
 @
 
コ
 @
 わ
 Q
 Q
o
 

、
ロ
中
づ
・
Ⅰ
の
㏄
 

P
 、
 の
 
で
 
Ⅰ
の
㏄
 

ト
 

（
 
笏
 ）
 ヒ
 
o
 り
 
c
 す
 @
 
ヨ
ま
タ
い
ゴ
 ・
二
円
 甘
 
の
の
 0
 コ
い
 
の
で
 
百
 0
 ㎡
（
 す
 
0
 、
の
 
ト
ド
の
の
 

@
 
ぃ
 
㏄
）
・
 

ぃ
コ
ヰ
す
 

の
の
件
目
 
隼
円
 
0
 ヰ
刃
の
 
コ
ゆ
 
@
0
 
コ
の
、
二
 

（
 
ト
の
 
の
 
づ
 ）
 @
 
コ
 @
 づ
 ㎏
㌧
 
婚
ぃ
 
0
 
㌔
力
ミ
～
 幅
 ぎ
ま
 め
由
ぉ
 

寸
心
 
ド
 
@
0
%
 

い
へ
 
-
 Ⅰ
・
 
り
 。
 

（
 
盤
 ）
）
 ヴ
 @
 
宙
 
・
づ
つ
・
の
 
ト
 
1
l
o
N
 

（
 
怨
 ）
（
㏄
）
（
 

紐
 ）
Ⅰ
 ヴ
ぃ
 
&
.
 づ
 
・
の
の
 

（
 
詑
 ）
Ⅰ
 ヴ
 円
ロ
・
 

せ
 
・
切
の
 

（
㏄
）
Ⅰ
 ヴ
 
@
&
.
 
や
・
切
切
 

（
 
縫
 ）
 目
 
0
 の
り
 
け
 -
 
ヨ
目
オ
り
ゴ
、
む
俺
 
㏄
ぺ
も
Ⅰ
 
め
 
～
 
ぬ
 
寸
心
 
ぉ
 @
Q
 Ⅰ
ま
さ
 

目
 
N
 
ま
心
 
心
心
 
ぎ
馬
ャ
 Q
 。
お
か
 
ぎ
 か
ぎ
 簿
雨
 
「
 臣
ぬ
 
さ
 や
持
 
x
n
 
ま
 ～
～
 

め
ハ
キ
ぬ
ま
づ
下
め
 

0
 「
～
め
ぎ
）
 

め
 ～
 
つ
 L
Q
 
ン
ド
ン
 

ま
 忍
も
 
ぃ
 
Ⅰ
 
ヂ
 Ⅰ
ロ
口
 

円
申
 す
 @
 
コ
 ㏄
の
 
コ
 ・
）
・
の
・
 

め
 ・
 ヲ
日
 
0
 ア
 
Ⅱ
（
弔
 
い
 
三
の
 @
e
 
す
り
り
オ
 

）
 、
ト
つ
 

N
g
 

。
Ⅱ
 

ひ
 
ワ
コ
 @
 
日
の
の
目
色
 

目
 ・
の
の
 
0
 「
的
 0
 ）
 
ヨ
の
づ
簗
守
幅
手
 由
り
ゴ
ア
 

ぃ
 
コ
日
 け
 
コ
田
 ト
 
の
の
の
・
の
 

Ⅰ
Ⅰ
・
 

9
 
 な
お
し
の
 由
 （
 
u
 コ
 的
は
通
常
「
解
釈
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
 ヴ
 ア
 ッ
 ハ
 が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
倣
っ
て
、
「
持
続
的
に
固
定
さ
れ
た
 
生
 命
 表
出
に
つ
い
 

て
の
規
則
的
な
理
解
や
理
解
可
能
性
」
の
 &
 田
 
ゅ
 
味
で
使
う
下
 E
 の
 
（
 
の
の
 
け
コ
め
 

・
 ぎ
 （
の
 
ャ
ロ
 
「
の
 
団
ヱ
 0
 コ
 ・
 @
 
巨
 目
下
卑
 接
 @
0
 
コ
 の
方
に
「
解
釈
 」
の
訳
語
を
あ
 

て
 、
両
者
を
区
別
し
た
。
 

（
 
鍋
 ）
（
㏄
）
Ⅰ
 ヴ
 @
 
Ⅰ
・
の
・
の
 
1
 Ⅰ
 
の
 

（
 
舘
 ）
（
 
舘
 ）
Ⅰ
 ヴ
 @
 
色
 ・
 ぴ
ト
 の
・
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 は
後
者
の
例
と
し
て
け
 シ
ヱ
リ
ソ
ク
、
へ
｜
 ゲ
ル
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
な
ど
 ド
 イ
 ソ
 観
念
論
の
内
省
的
 

把
握
、
㈲
時
間
の
深
み
１
１
同
時
に
自
己
の
本
質
の
深
み
 

か
ら
の
想
起
、
取
り
上
げ
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
 ヱ
ン
 の
神
話
 解
 

釈
、
 ㈱
 ヨ
 ハ
不
 ス
 ・
フ
オ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
の
キ
リ
ス
ト
受
難
 史
 0
 把
握
、
の
三
例
を
挙
げ
る
。
 

（
㏄
）
（
 F
@
&
.
 

の
・
 
P
A
 

（
 
即
 ）
Ⅰ
 ヴ
 ～
 
年
 ・
り
恩
１
 %
.
 

彼
が
ハ
 

イ
デ
ガ
 
ー
の
「
現
存
在
の
 実
存
論
的
解
釈
」
（
「
存
在
と
時
間
ヒ
）
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

ら
 の
 可
能
性
の
理
論
を
批
判
 

す
る
の
も
こ
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
現
存
在
の
 
解
釈
は
形
而
上
学
的
解
釈
に
他
な
ら
ず
、
彼
は
客
観
 態
の
 
「
 
解
 釈
 」
と
現
存
在
 

の
 

不
当
に
も
 い
 わ
か
る
「
解
釈
」
と
の
差
異
を
明
ら
か
 に
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
他
者
の
連
関
を
自
己
 
存
在
の
可
能
性
㊥
 

 
 

0
 把
握
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
ら
の
理
論
に
 対
し
て
は
、
精
神
表
現
の
理
解
ま
で
も
自
己
把
握
の
一
環
と
す
 る
の
は
行
ぎ
す
 

8
3
 

ぎ
で
、
精
神
界
に
は
精
神
界
独
自
の
構
造
が
あ
る
と
言
 う
 。
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の
 

（
 
3
 ）
 

（
 
6
 
4
 ）
 

ハ
 
6
 
5
 ）
 Ⅰ

 
ヴ
 @
 
由
 
・
の
・
の
。
 

Ⅱ
 
ヴ
 
@
&
.
 
の
 
串
 ・
な
お
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
理
解
の
語
を
狭
義
に
は
㈹
 に
の
み
充
て
、
㈹
の
追
体
験
と
対
比
さ
せ
て
用
い
る
こ
と
も
あ
 る
 。
 

ロ
 
o
a
c
 

田
ョ
ヨ
ぶ
 り
 ヰ
 
・
，
 円
 二
の
 
ヨ
 の
 
曲
コ
ぎ
 
岨
が
目
印
 円
膀
オ
ぎ
 
（
串
の
目
 
@
 
㏄
（
 

0
 Ⅰ
 
せ
 0
 ヰ
オ
 の
 
目
 ㎎
 
@
0
 
コ
の
 
・
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目
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 叉
ざ
え
ぉ
咀
 
・
 

つ
 
っ
・
目
下
 
｜
 Ⅱ
 
ま
 ・
平
井
直
属
「
宗
教
学
に
お
け
る
意
味
と
任
務
 」
、
 
堀
 一
郎
監
修
「
現
代
の
宗
教
学
ヒ
東
大
出
版
会
、
一
九
七
 0
 年
 、
一
二
ぺ
 

｜
ジ
 。
 ヒ
 
o
a
c
 
ミ
ヨ
毛
 a
c
 
オ
 ，
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0
 ロ
ロ
コ
年
の
（
の
（
 

a
 口
臼
コ
ジ
こ
や
ト
か
ト
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O
a
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@
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ミ
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浄
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m
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の
せ
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ト
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o
a
c
 
ゴ
 @
 
植
毛
 お
ニ
力
め
 ～
～
 

ぬ
 ～
 
っ
お
の
き
 

～
 
の
 
め
憶
お
 

の
い
か
 

a
f
 

～
・
の
 

ト
ミ
 ・
下
官
 訳
 、
一
一
ハ
 
レ
四
 。
 
へ
｜
ジ
 。
二
円
二
の
 

0
0
 

目
 り
の
せ
 

庁
 o
h
 （
 
オ
の
 ・
の
 
寸
拐
ざ
目
 ・
 @
 
コ
 Ⅰ
 
す
 
の
の
 圧
 
佳
山
 
ぺ
 

o
h
 

寄
口
 

臥
 。
 乙
 ・
，
や
ま
・
 
前
 綴
り
づ
 0
 「
・
「
予
め
」
は
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
「
子
持
」
コ
子
規
」
「
 予
握
 」
の
そ
れ
に
近
い
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
。
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Ⅰ
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目
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円
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心
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 Ⅰ
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隠
ミ
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お
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0
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a
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目
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心
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め
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～
～
め
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ま
 

玉
げ
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N
 
ぬ
 z
u
 
ぺ
竜
 ㌻
 め
 
心
さ
め
い
下
心
Ⅱ
 

イ
め
 
～
 
め
 
寸
心
・
 
妹
仏
 
井
 秀
親
 
ヲ
ッ
 

シ
ヤ
ー
 と
 ク
ニ
ー
ス
 ヒ
 上
下
巻
、
土
 
-
 
小
立
 
-
 
住
仕
 
、
一
九
七
一
年
。
 

へ
 ㏄
）
 ヨ
り
 
Ⅹ
 ま
オ
 す
の
 
戸
 :
 の
 o
N
@
o
-
0
 

㎎
 @
 
の
 
り
す
 
0
 の
Ⅰ
二
ロ
 

年
ォ
の
 

㏄
 ユ
由
 
P
 迫
 い
 町
ミ
・
清
水
 調
 、
一
五
ぺ
ー
ジ
。
歴
史
学
の
理
解
か
ら
 
体
 系
 学
の
理
解
へ
の
転
換
 

と
い
う
視
点
に
関
し
て
は
以
下
の
論
文
を
参
照
。
斉
藤
博
道
「
 リ
ッ
ケ
ル
ト
の
歴
史
科
学
に
お
け
る
理
解
か
ら
ウ
ェ
ー
バ
ー
 
へ
 」
、
 目
理
 
%
 心
し
 

四
八
 0
 号
 、
一
九
七
三
年
。
 

（
 
砧
 ）
Ⅱ
 由
 億
曲
Ⅰ
年
の
Ⅰ
㍉
 

浅
臣
帆
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（
 
，
ト
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す
 
い
 
お
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Ⅱ
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Ⅰ
ま
 

い
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@
Q
Q
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～
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り
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@
 
ゎ
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簿
芭
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ふ
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き
め
て
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き
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オ
ヘ
 
湧
簿
 ～
Ⅰ
Ⅰ
 

き
 か
 馬
セ
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曲
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@
 
コ
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戸
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 ヲ
ミ
 
0
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 Ⅱ
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㌧
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の
，
の
・
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が
 彼
自
ら
分
離
を
強
調
し
た
、
経
験
的
研
究
と
規
範
 

的
 研
究
と
の
間
に
橋
を
架
け
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
 

ろ
 う
か
 
。
も
し
そ
れ
が
可
能
 

ハ
 
げ
 
お
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
架
橋
と
な
る
は
ず
の
類
型
論
に
 

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
、
ワ
ッ
 

ハ
 

 
 

に
 伴
っ
て
類
型
論
の
位
置
付
 

癖
 げ
も
変
っ
て
き
た
は
ず
だ
、
と
答
え
る
こ
と
も
で
 

き
ょ
 
ぅ
 。
例
え
ば
、
北
川
三
夫
氏
は
 

、
ヮ
，
ハ
が
 

晩
年
次
（
 

2
 
）
 
第
に
、
 
「
 
ゐ
 
%
%
 

轍
撃
ニ
 
に
お
注
 

し
 

ゆ
る
規
範
的
学
科
と
純
記
述
的
学
科
と
の
連
関
性
を
 

強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
 

0
 あ
る
 
い
は
、
田
九
徳
善
良
 

は
、
ヮ
 
87@ (661) 

%
 
 

学
パ
 

的
 
彼
が
一
九
二
四
年
に
出
版
し
た
景
教
学
し
の
 

学
問
か
ら
の
宗
教
学
の
解
放
，
独
立
が
提
起
さ
 

第
 

 
 

 
 

理念 

序
 

ヮ
 "
 ハ
は
 遺
著
と
な
っ
た
「
諸
宗
教
の
比
較
研
究
 ヒ
 の
中
 で
、
類
型
論
に
言
及
し
、
こ
れ
は
経
験
的
研
究
と
規
範
 ぬ
 研
究
の
間
に
架
橋
 

す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
（
 

1
 ）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
 よ
う
な
類
型
論
の
性
格
付
け
は
、
 ヮ
ッ
ハ
 を
も
っ
ぱ
ら
 、
 今
日
の
経
験
的
記
述
的
 

宗
教
研
究
の
礎
を
築
い
た
先
駆
者
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
 興
味
や
疑
念
を
呼
び
起
す
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
 確
 か
に
周
知
の
ご
と
く
、
 

初 
期 

ワッ 

  
ほ ろ 
し 

払秋て 11l 「古本 

学 
」 

の 

理 
念 

ヒ
 

 
 

コ
 

@
 Ⅱ
 



Ⅰ
Ⅰ
 

こ
の
書
は
そ
の
膨
大
な
脚
註
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
 、
一
九
一
 
0
 年
代
か
ら
 二
 0
 年
代
に
か
け
て
の
多
産
な
 様
々
の
傾
向
の
思
想
 

か
ら
摂
取
さ
れ
た
成
果
に
立
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
る
。
 本
 書
の
難
解
さ
の
一
半
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
取
り
込
ま
 れ
た
諸
思
想
の
多
様
性
 

一
先
ず
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
 

こ
 

「
木
質
論
」
と
経
験
的
研
究
と
の
関
係
 

な
 い
 。
 

こ
ま
で
の
論
述
か
ら
容
易
に
予
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
 

ヮ
ッ
ハ
  
 

@
4
 
サ
 
）
 

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
、
「
 
ゐ
 示
教
学
 ヒ
を
 中
心
 Ⅴ
 
@
 し
 が

そ
も
そ
も
規
範
的
な
 い
 

し
て
ま
ず
明
確
に
し
な
け
れ
 わ

ゆ
る
 

ば
な
ら
 

約
 的
に
提
示
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

当
面
、
我
 ス
 の
関
心
は
 ヮ
ッ
ハ
 の
ヱ
示
教
学
」
の
理
念
 の
 変
化
の
如
何
を
精
査
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
 本
稿
の
主
題
は
 、
初
 

期
 ワ
ッ
 ハ
 に
お
い
て
類
型
論
は
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
 て
い
た
か
を
跡
付
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
宗
教
学
」
の
 理
 念
を
明
示
す
る
こ
と
に
 

批
判
を
準
備
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
批
判
的
 私
 見
は
 、
本
文
に
お
い
て
は
余
事
的
に
述
べ
る
に
留
め
、
 小
 論
 の
 註
 6
 に
お
い
て
 集
 

微
行
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
 小
論
に
お
け
る
初
期
ワ
ッ
 ハ
 の
理
解
は
、
か
か
る
氏
の
 見
解
に
対
し
て
一
つ
の
 

無
論
、
こ
れ
は
筆
者
の
当
て
推
量
に
よ
る
誇
張
で
あ
り
、
 お
二
人
が
そ
 う
 明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

唯
 、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
 
こ
 

 
 

こ
で
銘
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、
特
に
田
丸
氏
の
場
合
 は
っ
き
り
と
、
初
期
 ヮ
 "
 ハ
の
 
「
宗
教
学
」
が
も
っ
ぱ
ら
 
経
験
的
研
究
と
し
て
 特
 

い ら ッ 

た れ " 
め る す が 
が 。 ）後 
" こ 期 

晩 5 に 
年 し な 
の た る 
『 見 に 
諸 解 っ 

宗 は れ 
数 立 て 

「本質 の比較 てば、 
研 お 論 

究 そ 」 
』 ら へ   
っ 切 餅 
て 期 を 
そ の 強 
の 『 め 
可 宗 た 
能 教 と 

性学高 が ヒ， 一 ニ 

指摘 認め では 

ら 二 さ 

れつ るの、 れ 
よ 研 ヮ 

う 究 ッ 

ほ の ハ 
な 間 の 
っ に 居 、 

た 架 想 
と % 高 自タ丁 

い す 変 

う る 遷 

こと ，に Ⅰし と 強 
に は い 

な 下 関 
ろ 何 心 

うか 熊と 赤 を 
o さ し 
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の
で
は
な
く
、
彼
が
経
験
的
・
歴
史
的
諸
宗
教
を
 
「
生
の
表
現
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
 つ
ま
り
、
 ヴ
ッ
ハ
 の
「
 経
 

地
験
 」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
読
み
取
る
べ
 き
 は
 、
 「
 
経
験
論
」
で
は
な
く
「
生
の
哲
学
」
な
の
で
あ
る
。
 
ナ
 
」
の
思
想
的
影
響
は
彼
の
後
期
 

ゆ
の
著
作
の
中
に
も
指
摘
で
き
る
が
、
お
そ
ら
く
 
次
 に
 引
く
同
宗
教
学
三
の
一
節
も
、
ワ
ッ
 ハ
 に
お
け
る
「
 生
 の
 哲
学
し
の
受
容
の
深
さ
を
 
89 ( ㏄ 3) 

 
 

 
 

 
 

に
よ
る
で
あ
ろ
う
 0
 と
 @
 
し
ろ
で
、
 そ
 @
 
し
で
甘
ロ
 

度
 さ
れ
、
。
 
し
か
も
大
抵
い
く
つ
か
の
局
面
で
批
判
さ
れ
て
い
る
思
想
 家
 達
の
中
で
、
デ
ィ
ル
 

タ
イ
は
 ヮ
ッ
ハ
 が
ほ
と
ん
ど
留
保
な
し
に
賛
意
を
表
す
 

、
、
、
 、
 

る
 思
想
家
の
一
人
で
あ
る
 0
 こ
の
一
事
か
ら
も
窺
え
る
ご
 と
く
、
本
書
全
体
を
貫
 

く
 主
題
は
、
約
言
す
れ
ば
、
宗
教
学
を
デ
ィ
ル
 タ
 イ
の
 衣
鉢
を
つ
い
で
１
１
精
神
科
学
と
し
て
確
立
す
る
こ
 と
に
あ
る
。
彼
は
確
か
 

に
 再
三
再
四
、
「
宗
教
」
に
つ
い
て
の
木
質
論
を
経
験
的
 宗
教
学
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
言
 う
 。
例
え
ば
「
 ，
 
」
の
形
で
の
シ
ュ
ラ
イ
 

エ
ル
フ
 "
 ヘ
ル
に
由
来
す
る
、
宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
 不
幸
な
問
い
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
自
由
な
先
入
見
 の
な
い
、
厳
密
に
経
験
 

的
な
宗
教
学
の
形
成
に
と
っ
て
一
つ
の
障
害
で
あ
っ
た
」
 （
力
毛
、
 絆
巽
 ）
と
断
言
す
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
流
の
 、
 規
範
性
・
必
然
性
を
帯
び
た
宗
教
概
念
に
基
づ
く
本
質
 論
と
、
か
か
る
概
念
 

 
 

を
 

少
く
と
も
顕
在
的
に
は
１
１
前
提
と
し
な
い
 経
 験
 的
研
究
と
を
峻
別
せ
よ
と
い
う
主
張
は
、
今
日
実
証
 主
 義
的
 思
潮
に
馴
染
ん
だ
 

者
が
予
期
す
る
の
と
は
、
若
干
異
な
る
契
機
を
含
ん
で
 い
る
。
留
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
行
動
科
学
 的
な
」
文
脈
で
は
な
 

く
、
 飽
く
ま
で
前
述
の
精
神
科
学
の
文
脈
で
表
明
さ
れ
 て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
「
我
々
に
と
っ
て
 経
 験
 的
な
も
の
か
ら
出
発
 

%
 
 す
る
こ
と
が
絶
対
に
決
定
的
で
あ
る
」
 P
 臣
 。
 の
 
卍
 
Ⅱ
の
）
と
力
説
す
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
思
弁
的
に
構
 
成
さ
れ
た
概
念
に
、
現
実
の
 

ゆ
 
経
験
的
諸
宗
教
を
図
式
化
的
に
押
し
込
め
る
、
 ぃ
 わ
ば
「
上
か
ら
の
」
宗
教
学
を
拒
否
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
 、
宗
教
学
は
終
始
、
厳
密
に
 



は
こ
こ
で
も
生
の
あ
の
根
源
的
現
象
に
出
会
う
の
で
あ
る
 。
即
ち
 、
 生
は
活
き
 活
 ぎ
と
満
ち
溢
れ
止
む
こ
と
の
な
 ぃ
 創
造
力
を
展
開
 

し
 、
無
限
の
形
式
で
外
化
さ
れ
よ
 う
と
 迫
る
。
・
・
・
・
・
・
 

彼
 は
こ
れ
ら
の
 
外
 化
を
解
釈
し
、
生
と
連
関
さ
せ
る
。
 

父
毛
 。
の
・
 ゆ
 ㏄
１
１
 

い
 の
）
 

か
か
る
「
生
の
哲
学
」
が
素
地
に
あ
る
か
ら
に
は
、
 

ヮ
 ッ
ハ
 
の
「
宗
教
学
」
が
「
経
験
」
の
い
わ
ば
「
表
面
的
な
 」
探
求
に
終
始
す
る
 

は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
生
の
独
得
の
形
態
化
」
で
あ
 
る
 経
験
的
・
歴
史
的
諸
宗
教
に
秘
め
ら
れ
た
「
そ
の
 独
 得
の
極
め
て
個
別
的
な
 

 
 

 
 

 
 

刻
印
、
固
有
の
内
的
生
の
原
理
、
特
殊
的
な
精
神
」
（
 
勾
 毛
 。
や
お
）
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
精
神
」
は
 
他
の
箇
所
で
は
、
「
 現
 

象
の
生
の
中
心
点
」
 

庚
毛
 。
 ダ
き
 ）、
「
生
命
を
吹
 き
 込
む
組
成
的
原
理
」
 

父
毛
 。
 ヴ
 
0
%
 
）
、
「
宗
教
的
表
現
金
 体
 の
 
核
 」
 父
圭
 。
 の
 

 
 

紹
 ）
な
ど
と
多
様
に
換
言
さ
れ
る
が
、
と
も
か
く
こ
の
 「
精
神
し
と
い
う
意
味
で
の
個
別
的
諸
宗
教
の
「
本
質
」
 

ほ
 、
ワ
ッ
 
ハ
 の
 士
 
不
教
学
 

に
お
い
て
も
探
求
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
 基
 本
 的
課
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

彼
は
、
宗
教
的
現
象
の
内
部
へ
参
入
し
、
そ
の
「
本
質
」
 を
 把
握
す
る
ま
で
の
過
程
を
こ
 う
 描
写
し
て
い
る
。
 

研
究
者
は
お
そ
ら
く
長
い
間
苦
労
を
重
ね
て
、
文
献
学
 的
 研
究
を
行
い
、
自
ら
資
料
を
収
集
す
る
が
、
内
的
連
関
 や
 成
層
的
構
造
を
完
 

全
 に
見
透
し
て
ほ
い
な
い
 0
 し
か
し
、
次
第
に
あ
る
い
 は
 突
然
に
、
一
種
の
直
観
に
よ
っ
て
あ
の
現
象
の
本
質
の
 深
み
へ
の
洞
察
が
開
 

か
れ
る
時
が
来
る
 0
 （
 コ
 。 p
 
 の
の
）
 

そ
し
て
、
こ
の
直
観
的
洞
察
を
簡
単
な
定
式
に
表
現
す
 る
 時
、
仮
説
的
な
構
成
な
し
に
は
す
ま
な
い
の
だ
と
言
 う
 。
 ワ
ッ
ハ
 
は
更
に
こ
 5
 

言
葉
を
続
け
る
。
 

 
 

厳
密
に
言
っ
て
 、
 確
か
に
こ
こ
で
経
験
的
研
究
は
乗
り
 越
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
乗
り
越
え
は
必
然
的
で
あ
 り
 、
そ
し
て
そ
れ
は
 

生、 
の、 

独、 
得、 
の、 

形、 
態、 、 

イヒマ 

と 

し 

て捉 

え 
る 

彼 
やま 

そ 
の 

特 
殊 
イヒ 

さ 

れ 
ナ， Ⅰ 

生 
を 
「 
古本 

教 
的 
生 
」 

と 
し 

て 

理 
解 
し 

よ 

あノ 

と 

す 
る 

    

わノ @ @ 
し 

て、 

彼 

  

「
宗
教
の
世
界
」
が
 彼
 
円
宗
教
研
究
者
 
ロ
の
 研
究
分
野
で
 あ
る
。
彼
は
こ
の
「
世
界
」
を
、
形
成
の
独
自
の
法
則
 と
 原
理
と
を
有
す
る
④
 

物
語
っ
て
い
よ
う
。
 

 
  

 



初期ワッ ハ における「宗教学」の 理念 

絶
え
ず
経
験
に
即
し
て
結
果
を
吟
味
す
る
こ
と
で
訂
正
 さ
れ
る
。
正
に
問
題
は
、
極
端
な
歴
史
主
義
の
一
面
性
も
 、
 全
く
非
歴
史
的
な
 

思
弁
の
一
面
性
も
避
け
、
こ
う
し
て
方
法
の
或
る
「
 統
 ム
ロ
し
に
ま
で
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
統
合
」
は
 
、
 経
験
と
哲
学
の
間
に
 

あ
る
す
べ
て
の
学
問
が
そ
の
最
高
の
課
題
と
し
て
や
ら
 ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
 父
毛
 -
 ダ
 
の
の
）
 

あ
る
い
は
他
の
箇
所
で
、
ほ
ほ
同
じ
趣
旨
の
こ
と
が
こ
 ぅ
も
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

宗
教
学
は
何
ら
思
弁
的
な
課
題
を
持
っ
て
い
な
い
。
 だ
 が
 、
叙
述
が
宗
教
学
的
研
究
の
重
要
な
基
礎
的
仕
事
で
あ
 る
の
は
確
か
だ
と
し
 

て
も
、
勿
論
宗
教
学
は
全
く
の
記
述
 だ
 げ
に
留
ま
り
 は
 し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
常
に
宗
教
研
究
者
の
努
力
は
 、
 記
述
を
超
え
て
現
象
 

の
 「
解
釈
」
に
 向
 げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
 窒
 。 の
 
ト
 の
む
）
 

ハ
 
5
a
 

）
 

そ
し
て
、
か
か
る
「
解
釈
」
や
「
理
解
」
に
お
い
て
、
 

厳
密
に
（
歴
史
的
 １
 ）
「
経
験
的
な
」
研
究
に
引
か
れ
る
 
限
界
は
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
大
き
な
哲
学
 的
 、
形
而
上
学
的
問
 

題
 が
現
れ
て
く
る
。
 庚
毛
 。
 P
 
P
 の
 目
 
）
 

 
 

以
上
の
引
用
か
ら
も
、
経
験
的
研
究
と
哲
学
的
思
索
 と
 の
 峻
別
と
い
う
 ワ
ッ
ハ
 自
身
の
提
言
と
ほ
裏
腹
に
 、
 実
は
 両
者
が
或
る
仕
方
で
 

緊
密
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
 問
 題
 ほ
こ
の
「
結
び
付
き
方
」
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
れ
 が
 方
法
論
的
に
見
て
 、
 

質
的
に
連
続
す
る
よ
う
な
穏
や
か
な
「
結
合
」
で
は
 決
 し
て
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
 ヮ
ッ
ハ
 は
舌
ロ
 
う
 。
 

歴
史
的
な
詳
細
な
研
究
が
必
ず
円
宗
教
学
的
研
究
の
ロ
田
 発
 点
や
基
礎
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
招
が
 口
 後
に
、
そ
こ
か
ら
 

「
本
質
」
の
把
握
に
ま
で
進
む
場
ム
ロ
 

、
 確
か
に
あ
る
種
の
 不
蕗
 大
ロ
な
し
に
は
す
ま
な
い
だ
ろ
う
 
0
 し
か
し
な
が
ら
 、
そ
の
反
面
、
そ
も
 

そ
も
経
験
的
研
究
そ
の
も
の
の
中
に
、
そ
の
彼
方
を
指
 し
 示
し
つ
つ
、
そ
ち
ら
へ
越
え
出
 よ
と
 駆
り
立
て
る
何
か
 が
あ
る
 0
 （
力
毛
・
 

の
 ・
の
の
１
 

%
 
Ⅱ
）
 

つ
ま
り
、
こ
れ
を
敷
桁
す
れ
ば
、
経
験
的
宗
教
学
と
宗
教
 哲
学
と
の
間
に
避
け
難
 い
 「
不
整
合
」
が
現
存
す
る
に
 
も
か
か
わ
ら
ず
、
 経
 
91@ (665) 



(666)  92 

  し が る 

て経 、 験だポ科示破 「 Ⅰ さ 

を 突 こ と 行 、 
rI 

理 乗 「 接 つ の 因 

る 越 教 結 は   
の     

居 る 

苗 間   
に 題 の に こ 「の桂一 経一 ぬぬ 験   
小論 して 

い の 

と て ・ 

を 読 
指 ず く う 

摘 る 

し こ 

て と 

  
原 こ 

著 こ 
  
一 で・ 

三 は 
- - 一 ま ハ ン ツ 

    
頁ワ 
に ッ る 態も 何か 、 にお 形式的 た一節   こ い が 区 が 

っ が、 め て 脂 分 る 

的研 的研 験 験 ろば 、 と考え 見るべ も 、ヮ 
究 経 る ぎ ッ 究 
そ 験 か で ハ は 
れ 拘 ら あ の 方 
白 な で る 力 法 
体 宗 あ 。 説 諭 
の 教 り そ し 的 

形学 式的そは 、 れた「 二飛 
的 研 の   
規究弁 彼のし つ躍 
定 が 明 が 方 ま 
を " 通 " 法 で   
破 約 各 論 別 て 
っ 恵 介 上 は   
て 索 に の 文 そ 

厳 字 れ 
窩宙 藪椿 通自 
ざ の 略 な り ら 
る 分 的 区 に を 
を 鑑 な 別 取 越 
得 に 」 の る え て 行か もかかないの（力毛。 自覚 こ べきで 

は ね の そ は ね 

8 案 
の   
  
  
の こ 働 な 従 
故 う を 彩 っ て に 、少 有効にして見 弐 的区 

、 る す 分 く 

経 な る と と 



初期 ヮ，ハ における「宗教学」の 理念 

る 

か 究 学 

つ に 問     
セ @ ヒ   

の も 経 た と   
述 料 こ 居 、 

こ み す 漸方   
@ ま @ 

ば 世 で 余 っ 

「 相研づ ず とるい 。 く   
門 面 局で に自覚 宗教学 業 とし のであ 「緊張」 を よ り の前提 の「緊 的 専 

93@ (667) 

に
 潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。
 

無
論
、
こ
の
三
つ
の
局
面
は
個
々
別
々
の
も
の
で
は
な
 

く
 、
内
的
連
関
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
 

つ
 い
 て
は
な
お
詳
論
を
要
す
 

体
の
中
に
哲
学
的
に
分
類
し
た
り
す
る
こ
と
。
 

ニ
 、
宗
教
学
的
研
究
自
身
の
方
法
に
関
す
る
認
識
論
的
 

、
、
、
、
 
か
 問
題
。
つ
ま
り
、
方
法
論
上
の
徹
底
的
考
察
と
準
備
。
 

三
、
研
究
者
自
身
の
主
観
 

，
、
、
 
呈
 休
ロ
 

@
 
 
的
 
，
 
側
面
に
関
す
る
 

、
 @
 

問
題
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
哲
学
的
・
世
界
観
的
要
素
が
 

必
ず
研
究
活
動
の
前
提
 

一
、
宗
教
学
の
研
究
対
象
そ
の
も
の
に
関
す
る
内
容
的
な
 

、
、
 、
、
 問
題
。
つ
ま
り
、
そ
の
対
象
を
哲
学
的
に
規
定
し
た
り
 

、
そ
の
現
象
を
認
識
 
全
 



初
期
 ヮ
ッ
ハ
 の
「
宗
教
学
」
の
理
念
が
 、
 決
し
て
静
的
 な
 自
己
完
結
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
緊
張
」
を
 
苧
 ん
だ
 動
的
な
も
の
で
あ
る
 

こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
 

そ
 @
 
」
で
は
主
に
、
経
験
的
契
機
と
規
範
的
・
哲
学
的
契
機
の
 関
連
と
い
う
、
お
そ
ら
 

く
 斯
学
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
問
題
を
中
心
に
し
て
 
「
宗
教
学
」
の
性
格
を
論
じ
た
。
だ
が
、
彼
の
構
想
し
た
 「
宗
教
学
」
が
、
か
か
 

る
土
 、
、
、
 

ム
ロ
 
的
 問
題
に
よ
っ
て
の
み
十
分
に
把
握
さ
れ
る
わ
 げ
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
土
台
の
上
に
立
て
ら
れ
 た
 
「
宗
教
学
」
の
構
成
 

全
体
の
輪
郭
を
 、
 次
に
で
き
る
だ
け
簡
潔
に
描
か
ね
ば
 な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
以
下
の
概
観
は
 コ
 不
教
学
 b
 の
 策
 Ⅲ
 章
 、
お
よ
び
 第
 V
 章
の
 

叙
述
に
ほ
 ば
 典
拠
し
て
い
る
。
 

彼
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
意
味
で
経
験
的
な
研
究
に
立
 御
 す
る
「
宗
教
学
」
全
体
を
、
「
一
般
的
宗
教
学
」
と
 呼
 称
す
る
。
こ
れ
は
 更
 

に
 
「
宗
教
史
」
と
「
体
系
的
宗
教
学
」
聖
一
分
さ
れ
る
。
 

無
論
、
こ
の
分
離
も
方
法
論
上
の
原
則
的
な
も
の
で
あ
 り
 、
実
際
に
は
両
者
が
 

相
補
的
関
係
に
あ
る
の
は
言
さ
ま
で
も
な
い
。
 

と
こ
ろ
で
、
 
ヮ
ッ
ハ
 の
語
法
で
は
、
し
ば
し
ば
「
経
験
 的
 」
と
「
歴
史
的
」
と
が
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
 。
例
え
ば
、
「
（
歴
史
 

的
所
与
）
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
意
味
で
の
、
宗
教
学
 の
経
験
的
性
格
」
（
力
毛
，
 

、
 

、
、
一
 

ダ
 
Ⅰ
 
ぷ
 ）
と
い
う
節
か
ら
 
も
 、
こ
れ
は
容
易
に
 窺
 

え
よ
う
 0
 か
か
る
語
法
の
根
拠
と
し
て
は
、
ま
ず
、
 

あ
 ら
ゆ
る
人
間
の
営
み
が
歴
史
の
内
に
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
 関
す
る
経
験
的
資
料
も
 

歴
史
的
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
一
般
的
洞
察
が
思
 い
当
 る
が
、
よ
り
根
本
的
問
題
と
し
て
、
 

ヮ
ッ
ハ
 の
思
索
 に
 濃
い
影
を
落
し
て
い
 

へ
 
0
0
 
）
 

る
 
「
生
の
哲
学
」
が
一
般
に
「
歴
史
性
」
を
主
題
と
す
る
 
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
関
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
 な
 い
 。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
の
「
宗
教
学
」
の
最
も
基
礎
的
な
も
 の
は
、
こ
の
経
験
的
な
歴
史
的
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ
 と
に
つ
い
て
は
異
論
 

I
 

 
 

I
I
 

6
6
8
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初期ワッ ハ における「宗教学」の 理念 

れ たィ @ ま 従 的な ため を、 通し 質 」 化さ 体を 

な つ も の ヮ て に れ 一 ス ラム らなて、 のの 最初 ッ 、 得ら 即し た イ つの 

教 
。 の に 階   
を 質 」 「 」 

約 体 論 を 

  歴 
こ 史   
の 的 
体 な 
系 も 

読 め   
例 克 

Ⅰ 
  

@ 
ナ - Ⅰ 

め   
の 

次 
の 

ト皆     
進 梯 に こ ヨぢ的 豪的 ぅ 

ま   
な 
げ 教会 り歴史 に細分 さ の・ ミ 体系化 資料を の「 本 

95  (669) 

「
横
断
面
的
」
 

な
 研
究
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
イ
ス
ラ
ム
 

教
の
研
究
を
例
に
と
れ
ば
、
「
体
系
家
の
懸
案
は
時
代
的
 

な
 相
違
が
 
溌
 無
さ
れ
 

が
あ
る
ま
い
。
だ
が
、
経
験
的
研
究
と
は
い
え
、
 

ヮ
ッ
ハ
 の
 言
 う
 「
宗
教
史
」
が
単
な
る
資
料
の
集
積
に
留
ま
る
 

の
で
は
な
い
 
0
 そ
の
 水
 

来
の
課
題
は
諸
宗
教
の
発
展
・
生
成
の
研
究
で
あ
り
、
 

比
 楡
 的
に
は
「
縦
断
面
的
」
 
な
 研
究
で
あ
る
。
も
と
よ
り
 
、
こ
れ
も
宗
教
現
象
の
 

表
面
的
な
変
化
を
辿
る
も
の
で
は
な
く
、
 

1
 節
で
述
べ
 た
 意
味
で
の
個
別
宗
教
の
「
本
質
」
、
つ
ま
り
「
組
成
的
 

原
理
」
、
「
客
観
的
現
象
 

全
体
の
精
神
」
（
力
毛
。
 

絆
き
 ）
を
把
握
し
、
こ
れ
に
 
よ
っ
て
「
個
別
の
諸
宗
教
の
発
展
を
そ
れ
ら
の
内
に
在
る
 

原
理
の
展
開
と
し
て
 
理
 

解
す
る
」
 庚
毛
 。
 い
 の
 
下
 
）
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

一
方
、
「
体
系
的
宗
教
学
」
は
宗
教
史
的
研
究
を
基
盤
と
 

し
 、
し
か
も
或
る
意
味
で
そ
れ
を
越
え
出
る
こ
と
を
目
指
 

す
 。
つ
ま
り
、
 宗
 

敦
史
が
現
象
の
「
生
成
」
の
相
に
関
心
を
寄
せ
る
の
に
 

対
し
て
、
「
体
系
論
」
は
「
存
在
」
の
相
に
目
を
向
け
る
 

。
こ
れ
は
地
楡
的
に
 



つ
ま
り
、
こ
の
体
系
論
が
問
題
と
す
る
の
は
、
も
は
や
 、
 「
イ
ス
ラ
ム
神
学
」
、
「
ペ
ル
シ
ャ
の
神
秘
主
義
」
、
「
 キ
 リ
ス
ト
 教
 拘
禁
欲
」
 
な
 

ど
の
よ
う
な
個
別
的
な
概
念
で
は
な
く
、
「
神
学
」
、
「
 
神
 秘
 主
義
」
、
「
異
端
」
、
 
一
 
・
禁
欲
」
と
い
っ
た
抽
象
的
一
般
 
概
念
な
の
で
あ
る
 0
 

 
 

唯
 、
こ
こ
で
留
意
す
べ
 き
ほ
 、
か
か
る
宗
教
学
的
 諸
概
 念
が
 、
た
と
え
一
般
的
・
抽
象
的
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
 一
応
「
比
較
」
・
「
 抽
 

と
い
う
 

ヮ
 "
 ハ
の
 見
解
に
拠
る
限
り
ー
 
｜
経
 験

的
 ・
帰
納
的
な
方
法
の
枠
内
で
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
 と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
 

は
 、
ア
プ
リ
オ
リ
な
、
あ
る
い
は
 演
緯
 的
な
方
法
に
よ
る
 哲
学
的
本
質
規
定
か
ら
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
 ヮ
ッ
 ハ
 が
こ
の
よ
う
に
体
系
 

論
の
経
験
的
性
格
を
力
説
す
る
の
も
、
実
は
 、
 「
ア
プ
リ
 オ
リ
 に
（
 演
縄
 的
に
１
１
本
質
直
観
に
よ
っ
て
あ
る
い
 は
ど
ん
な
方
法
で
あ
れ
）
 

得
ら
れ
た
 ヵ
テ
ゴ
リ
 
ー
は
 、
 決
し
て
個
別
的
・
具
体
的
 対
象
に
ま
で
降
り
来
る
こ
と
が
な
い
」
 夫
毛
 。
 P
 
）
 づ
の
 
）
 
と
い
う
こ
と
を
知
悉
 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 0
 つ
ま
り
、
宗
教
哲
学
者
が
提
 供
す
る
「
必
然
性
」
を
帯
び
た
規
範
的
概
念
と
、
経
験
的
 研
究
に
携
わ
る
者
が
直
 

 
 

祝
 す
る
歴
史
的
現
実
と
の
間
に
は
「
不
整
合
」
、
「
深
淵
」
 

が
 不
可
避
的
に
存
在
し
、
こ
れ
に
少
く
と
も
経
験
 的
 研
究
の
側
に
一
先
ず
 

身
を
置
く
限
り
「
 上
 」
か
ら
、
規
範
的
研
究
の
側
か
 ら
 架
橋
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 
ヮ
ッ
ハ
 は
か
か
る
「
不
整
合
」
の
確
認
に
 留
 ま
っ
た
 ね
 げ
で
は
な
い
。
一
見
、
前
の
論
定
と
矛
盾
す
る
 か
も
し
れ
な
い
が
、
 

正
に
「
宗
教
学
日
全
体
が
そ
の
架
橋
の
試
み
と
も
言
っ
 て
よ
 い
 の
で
あ
る
 0
 
 

だ
が
、
こ
れ
は
余
り
に
結
論
を
 急
い
だ
よ
う
だ
。
 

既
述
の
ご
と
く
、
形
式
的
体
系
論
は
経
験
的
・
帰
納
的
 方
法
で
宗
教
学
的
諸
概
念
を
獲
得
で
き
る
と
さ
れ
た
が
、
 彼
は
こ
の
こ
と
に
つ
 

い
て
こ
 う
 自
問
す
る
。
「
し
か
し
、
形
式
的
体
系
論
は
こ
 

ぅ
 し
た
方
法
で
い
つ
か
一
つ
の
１
１
体
系
に
到
達
す
る
 だ
ろ
う
か
、
形
式
的
 体
 

来
諭
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
諸
概
念
は
必
然
性
を
持
 

、
 、
、
 

つ
 だ
ろ
う
か
。
」
（
力
毛
。
 ダ
 
）
 つ
り
 
）
こ
れ
に
対
す
る
答
え
 

  

 
 

と 特 
す 性 
る の 中 
に （ オ甘ァ 同一 

  
ミ の 
8 を 

求 
め 

る 
  

私 
ひよ 

比 
較 
し、 

か 
@ 
し 

て 

極 
め 

て   
同 

度 
の 

ヒ Ⅱユノ ト % 
常 
Ⅱ @ し 

抽 
象 
的 
な   
刀 。 

教 
学 
的 

諸概 

念 
を 
得 
よ 

@ 

(670) 

私
が
良
く
知
っ
て
い
る
諸
神
学
か
ら
共
通
の
も
の
を
 求
 め
 、
そ
れ
ら
の
神
学
す
べ
て
を
形
成
し
組
成
し
て
い
る
 原
 理
を
求
め
、
形
式
や
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ッハ における 「男ミ多足 学 @ 」 の 理念 

 
 

で
あ
る
 0
 そ
し
て
、
も
し
こ
の
「
否
」
が
「
宗
教
学
 ヒ
の
 最
後
の
言
葉
で
あ
る
な
ら
ば
、
宗
教
体
系
論
は
、
経
験
 ぬ
 
・
帰
納
的
方
法
で
寄
 

せ
 集
め
ら
れ
た
宗
教
に
関
す
る
諸
概
念
の
目
録
以
上
の
も
 の
で
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
「
体
系
」
 

の
 名
に
値
し
な
い
、
 
内
 

的
 連
関
性
を
欠
い
た
経
験
的
記
述
の
羅
列
に
す
ぎ
な
い
 で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
 

ヮ
ッ
ハ
 の
 構
想
し
た
「
宗
教
学
」
は
か
か
る
次
元
の
研
究
に
留
 ま
る
も
の
で
は
な
 

い
 。
だ
か
ら
こ
そ
、
規
範
的
概
念
と
歴
史
的
現
実
と
の
 
「
隙
間
」
を
あ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
自
覚
し
た
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 、
「
形
式
的
体
系
論
 

は
 宗
教
哲
学
的
に
獲
得
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
 補
 完
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
」
 

%
 
キ
。
 p
 
思
 e
 
 と
告
 げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

一
九
三
 0
 年
刊
行
の
丘
・
 
G
.
G
.
 

第
 2
 版
の
、
ワ
ッ
 

執
筆
の
「
宗
教
学
」
の
項
目
に
も
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
  
 

全
く
の
抽
象
化
あ
る
い
は
一
般
化
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
 歴
史
的
・
個
別
的
な
も
の
の
単
な
る
選
別
口
除
去
し
に
 ょ
 っ
て
は
、
古
ホ
教
学
は
 

ま
だ
十
分
の
成
果
に
ま
で
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
 、
こ
の
点
で
、
現
象
学
的
考
察
が
と
も
か
く
記
述
 的
な
も
の
を
超
え
て
 

（
 
Ⅱ
 
@
 @
 

原
理
的
な
も
の
へ
、
「
イ
デ
ー
」
へ
と
突
き
進
む
考
察
が
 
、
そ
れ
に
補
完
的
に
付
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 の
で
あ
る
 0
 

以
上
の
「
宗
教
学
」
の
概
観
を
通
し
て
、
経
験
的
研
究
 と
 哲
学
的
思
索
と
が
そ
の
体
系
論
の
ど
の
よ
う
な
面
に
お
 い
て
結
び
付
か
ざ
る
 

を
 得
な
い
の
か
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
 0
 同
時
に
こ
 
れ
に
よ
っ
て
 、
 既
に
言
及
し
た
、
経
験
的
研
究
が
自
ら
の
 限
界
を
乗
り
越
え
て
い
 

く
 必
然
性
に
つ
い
て
の
理
解
も
よ
り
深
ま
っ
た
で
あ
ろ
 5
 。
こ
こ
で
、
小
論
の
冒
頭
に
提
起
し
た
、
経
験
的
研
究
 と
 規
範
的
研
究
の
間
の
 

架
橋
の
問
題
に
、
暫
定
的
に
次
の
よ
う
に
答
え
て
Ⅲ
 節
 を
 終
え
よ
う
。
 

つ
ま
り
、
ワ
ッ
 
ハ
 の
「
宗
教
学
」
は
、
基
本
的
に
、
経
験
 的
 
・
歴
史
的
研
究
の
側
か
ら
即
ち
「
 下
 」
か
ら
 

規
範
的
な
も
の
へ
 

架
橋
し
ょ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
 試
み
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
規
範
的
研
究
の
ア
プ
リ
オ
リ
 な
 概
念
・
 カ
 テ
コ
リ
ー
 

に
 補
完
さ
れ
て
辛
う
じ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
 0
 し
か
 も
 、
そ
の
方
法
論
上
の
「
不
整
合
」
は
原
理
的
に
解
消
 さ
れ
得
ず
、
こ
の
た
め
 

に
 研
究
者
は
絶
え
ず
「
緊
張
」
を
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
 。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
研
究
が
た
と
え
 暗
 黙
の
内
に
で
あ
れ
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前
節
で
は
主
に
宗
教
学
的
「
概
念
」
の
問
題
に
焦
点
を
 合
せ
て
、
「
宗
教
学
」
１
１
特
に
そ
の
体
系
論
の
輪
郭
を
描
 
い
た
 0
 だ
が
、
こ
の
 

体
系
論
は
ま
た
別
の
視
点
か
ら
も
論
ず
る
こ
と
が
で
き
 る
 。
そ
も
そ
も
小
論
の
課
題
は
 、
ヮ
，
ハ
の
 
「
類
型
論
」
 を
 跡
付
け
る
こ
と
で
あ
 

っ
た
 。
故
に
本
節
で
は
、
「
概
念
」
の
問
題
と
深
く
関
わ
 っ
て
い
る
「
類
型
」
と
い
う
視
点
か
ら
彼
の
「
 &
 
ホ
教
学
」
 を
 振
り
返
っ
て
み
よ
 

ら
ノ
 
。
 

前
述
の
ご
と
く
、
彼
の
「
体
系
的
宗
教
学
」
 ほ
 「
実
質
 
的
 体
系
論
」
と
「
形
式
的
体
系
論
」
と
に
二
分
さ
れ
た
。
 こ
こ
で
、
こ
の
二
分
 

法
 に
つ
い
て
一
言
触
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
具
体
的
 &
 
示
教
現
象
を
扱
っ
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
直
ち
に
予
想
す
 る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
 

か
か
る
二
分
法
は
実
際
の
研
究
の
場
面
で
は
さ
ほ
 ど
 明
瞭
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
間
に
多
く
の
中
間
的
段
 階
を
含
ん
で
い
る
と
 解
 

 
 

す
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
体
系
的
宗
教
 学
 」
で
は
、
歴
史
的
・
経
験
的
な
も
の
の
克
服
の
度
合
 が
 様
々
に
異
な
る
宗
教
 

学
的
諸
概
念
が
引
き
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
諸
概
念
を
核
 と
し
て
多
様
な
レ
ベ
ル
で
の
類
型
化
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
 に
な
る
 0
 従
っ
て
 、
こ
 

ぅ
 し
て
形
成
さ
れ
た
諸
類
型
は
、
概
念
の
具
体
性
１
拍
 象
佳
に
 応
じ
て
階
層
的
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
も
の
だ
と
 @
=
 

ロ
 
え
 よ
 う
 0
 そ
し
て
、
 経
 

験
 的
研
究
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
 ほ
、
よ
 り
「
 下
 」
の
類
型
を
基
盤
と
し
、
更
に
具
体
的
 
個
別
的
な
も
の
か
ら
 

「
 
上
 」
・
 
へ
 遠
ざ
か
っ
た
分
に
照
応
し
て
経
験
的
要
素
を
薄
 め
る
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
 ワ
 "
 ハ
が
 自
分
の
二
分
法
的
区
分
に
実
際
に
は
 ど
の
程
度
忠
実
で
あ
り
え
た
か
と
い
う
問
題
は
と
も
か
く
 、
 彼
の
「
体
系
的
 宗
 

IV 

何
ら
か
の
体
系
性
を
予
科
す
る
限
り
、
架
橋
の
試
み
 自
 体
 や
は
り
可
能
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
不
可
避
 と
 舌
ロ
わ
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
  

 

の
 

「
可
能
性
」
と
「
不
可
避
性
」
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
 

小
論
の
 V
 

節
が
更
に
根
本
的
に
明
か
す
で
あ
ろ
う
。
 

 
  

 



ハに    
 

し
て
も
、
我
々
す
べ
て
の
者
の
内
で
生
き
て
い
る
も
の
 で
あ
る
。
究
極
的
な
心
的
な
態
度
、
体
験
、
決
断
１
１
話
 宗
教
は
こ
う
い
う
も
 

 
 

の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
「
永
遠
 に
 人
間
的
な
も
の
」
な
の
で
あ
る
 0
 夫
妻
。
や
お
）
 

 
 
 
 

私
は
人
間
本
性
の
宗
教
的
素
質
を
数
少
な
い
遍
在
的
 便
 向
 の
一
つ
と
見
た
い
。
…
・
・
・
あ
ら
ゆ
る
民
族
や
時
代
の
文
 
化
は
倦
む
こ
と
な
㏄
 

く
、
 正
に
こ
の
「
永
遠
な
る
も
の
」
を
誉
め
 讃
え
、
書
 ぎ
 記
し
、
そ
こ
か
ら
決
し
て
旧
び
る
こ
と
の
な
い
真
理
を
 引
き
出
す
で
あ
ろ
 
9
 

  

 
 

 
 

は
こ
の
よ
う
な
「
本
性
」
に
 

-
 
は
 
@
 

 
 

る
も
の
で
あ
り
、
多
少
と
も
根
源
的
な
も
の
と
し
て
も
、
 

多
少
と
も
純
然
た
る
事
実
と
 

 
 

  理念 

教
学
」
の
全
体
的
特
性
が
類
型
論
的
性
格
を
示
す
こ
と
 

は
 
紛
れ
よ
う
も
な
い
。
彼
が
体
系
論
の
最
終
の
課
題
を
諸
 

宗
教
の
形
成
・
構
造
の
 

 
 

 
 

 
 

心
的
位
置
を
占
め
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
そ
の
類
型
論
の
位
置
に
つ
い
て
、
彼
が
 

ョ
 
示
教
学
 

L
 
の
中
で
既
に
こ
り
述
べ
て
い
る
の
は
注
目
に
値
 

す
る
。
 

帝
驚
 

卦
は
永
遠
に
同
一
な
る
木
性
と
歴
史
的
差
異
と
の
 

間
の
重
要
な
連
結
 

環
 
と
な
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
 

父
毛
 
。
 
の
 ト
ト
 

目
 
）
 

だ
が
、
Ⅰ
 

卜
 
ず
れ
に
せ
 

よ
、
 

@
 
し
の
よ
う
な
 

ロ
ノ
ッ
ハ
 

の
 
回
 
丹
心
頼
㌍
 

心
 
の
時
代
的
変
化
に
関
す
る
問
題
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
 

。
我
々
の
論
点
か
ら
 

見
て
決
し
て
見
逃
し
得
な
い
の
は
、
「
永
遠
に
同
一
な
る
 

本
性
」
が
規
範
的
研
究
に
、
「
歴
史
的
差
異
」
が
経
験
的
 

研
究
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
 

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
 

、
 
水
せ
 

速
 
に
同
一
な
る
本
性
」
は
経
験
的
研
究
の
領
分
を
超
え
て
 

お
り
，
ワ
ッ
 

ハ
 
の
区
分
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動 い 類 す 既 の お 
こ る に 中 そ う 

な換 のえ論 型 う 解こで   ら   
で れ を し 釈 の   く 、 （ 勾 

毛 この ある 力 @ ま、 重層 見 て はす ょう - 
0 か 的 る べ な ょ か の 世 か ろに漬 と 、 て一 形で に う る宗 

し 隅 み 波 面 ヮ 極 致 さ 
か 層 重 の 的 ッ め 的 

し的ね体なハて 、 なる系もの率 「 人 間木 ヵヵ 諸類 こと 的宗 のと 「宗 直に 」に 運動 性 る 型を貫 によっ 教学の なろう 教学」 告白さ 

は く て 実 。 の れ つ 
  士 中 て い 

あ 心 同大 「 質 な に い て 

視 る の 
のは遠戚 根 、 に す 範 と ア 

水 経 回 階 的 い プ 
的 験 一 層 要 う り 

「 的 な 的 
不 な る な   
整 も 本 類 
合 の 性 理 
」 か 」 論 

  
入 木 居 
り 書 が 

のらとは 故親 の " こ の   
経 ん 独 こ 

に範 決的連験 「 で 特 の 

し な 結 約 い の 経 
る 逆 、 験 なゐ 士冗 り て か も 把仮邱 」 万 。 点 、 説、 的 

結 へ た 教 を 舶研 
す 越 ろ 史 見 性 究 
る え う 的 落 椿 の 
こ 出 と 研 
と よ す 究 礎な すな 示 な 

は う る を 
な と も 基 
い す の 盤 築いた らば、 唆して 

め る な と 祝 い は、 
期 る ず、   ヮ o の 

。 神 あ そ ッ 従 コ 

」 る の 
の 。 上 

連 言 に 示教学姉 ハに関 って 、 

だ。 いこ の史官 悸換 こ 

が こで 非固 的な 得 し 

そ 定 も よ 視 
れ 性 の う 点 V 
ゲ @ し 

。 つ は " な 越期 。 を " 
  
て 前節 納方 え出 ち、 
も、 

法 よ ヮ て， 
論 う ッ の 

刀グ 

@ 的と にいの類 ハ 「 
と 

も 理論 見る ぅも 宗 「 
方 限 の 教 」 
法 
。 Ⅰ - 合 から り、 の で ヰ 堂 Ⅰ 
的 
Ⅴ @ し 七コ八 日うハ ㎞ コ コ づ りは「 " " 士 乃て 

厳 仁 そ 真 教 
密 
ヰ @ し 学 他な 体性 れは 」 

考 ら 固 l の 
，え 
る ず露摯恩 
限 そ で 性 の 
  れ な の 問 
架 
橋 題へ はあ 異な 

し の い る 移 
得 
ぬ すな 不 「 わば 階層 

@ ま 的 ら 

ず 
の 、 整合」「開か ま 諸類 

と れ 型 前 
不 「 深 た を 節 
整 く 」 足 の 
ム目 」 

関 体 が 末 
わ 系 か 尾 

@@ @ ヒト っ な り の 
て の に 部 

な い で 一 分 
ぜ る あ 歩 は 
そ も る 一 次 
れ の 0 歩 の 

十一 ま に し 経 よ 

ど 違 か 験 ぅ 

方 
法 にも いな し 、 的 ・ 
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概 て 疑 る 論 万波るい浅 浅はとる、 お 詳予 確答ら木倉 うか「 ヮ 0 間と的 
言令 百 " Ⅰ 「     

で た 釣 糸 で Ⅱ 人 て   き な 所 論 あ 節 間 橋 
」 を   架 で 力カょ、 にち、 究 獲 の ろ う 避 と 

者 系 げ 
た も し す 巾 されする 研究 限 定 付され の自覚 （ 。 勾キ 」 も ま、 委 に 論の は そ て る 
ず も 哲 概 経   
で 研 学 食 験 に ら 

は 究 者 の 釣 縄 な 
な 者 の 「 研 わ い 
い が 側 論 、 究 る の 

か 理、 そ ど だ 
ぅ 史 対 か 。 「 修ら的、 のの ろ 

も よ う 

の う か 性格」 道院 制 出され の な 。 もし 」とのよう 経 度 るであ （力毛。 中にあ 根本的 

で ・ そ っ は 由 っ 事 験 ろ 9 な 疑 具な て 態 的 
念 し 批 お 経 に 研 
を た 判 ⑦ 験 根 究 

で る 覚 」 
も て 範 
の い 的 

確 る を な る 研 も 
こ づ 

め て   
  行 お 連 

け そ 動 
寛 い と ら し   
の い お な も 制 

促く す 、 合 ぅ 

本 く 
も こ 必 

性 。   の の 伏   を だ 八 象 学 と に ょ 性 

" 究 る さ し は の 的 い っ ぅ が 

い、 の 。 れ て 方 ょ り が 、 こ 中 な う い な あ   
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る
 。
こ
れ
は
、
一
般
に
予
想
さ
れ
る
よ
り
も
は
る
か
に
 

深
 く
 、
あ
ら
ゆ
る
研
究
を
背
後
か
ら
衝
 

き
 動
か
し
て
い
る
 

そ
れ
は
、
悲
劇
 

 
 

 
 

的
な
そ
し
て
あ
る
意
味
で
誠
実
な
情
熱
に
駆
ら
れ
て
、
 

自
 己
の
不
詳
の
運
命
を
知
ろ
う
と
し
た
あ
の
 

オ
 イ
デ
ィ
プ
 
ス
 王
に
因
ん
で
、
オ
イ
 

 
 

 
 

的
 研
究
と
が
連
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
不
可
避
性
が
存
す
る
 

の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
、
研
究
者
は
彼
の
神
秘
的
「
予
覚
」
に
表
現
を
 

与
え
、
は
っ
き
り
と
自
己
の
「
運
命
」
を
知
ろ
 

う
と
す
 る
 。
だ
が
、
そ
れ
に
 

 
 

 
 

明
確
な
概
念
的
表
現
を
与
え
得
る
の
は
、
彼
の
内
な
る
 

素
人
的
「
哲
学
者
」
で
は
な
く
、
や
は
り
職
業
的
「
哲
学
 

者
 」
な
の
で
あ
る
 
0
 そ
 

れ
 故
に
 、
 彼
は
自
分
の
研
究
領
域
を
弁
え
自
己
限
定
し
 

、
 「
こ
の
「
予
覚
」
の
本
性
を
よ
り
詳
し
く
解
明
す
る
こ
 

と
は
、
哲
学
者
に
委
ね
 

ら
れ
」
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
 

0
 
 だ
が
こ
こ
で
、
 
あ
え
て
更
に
根
本
的
問
題
に
触
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
 

職
 美
 的
「
哲
学
者
」
が
 

提
 

 
 

示
し
得
る
様
々
の
概
念
の
中
か
ら
、
或
る
概
念
を
自
己
 

の
 「
運
命
」
の
表
現
と
し
て
選
び
出
し
、
受
容
す
る
の
は
 

、
や
は
り
経
験
的
「
 

研
 

究
者
 」
で
は
な
く
、
彼
の
内
な
る
「
哲
学
者
」
だ
と
 

@
 
ロ
 
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
究
極
的
に
、
誰
一
人
 

と
し
て
、
「
生
の
連
関
」
 

の
外
に
立
つ
こ
と
ほ
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
し
て
 

、
こ
の
 ょ
う
 な
「
研
究
者
」
が
そ
の
内
部
に
必
ず
や
 

一
 人
の
「
哲
学
者
」
を
 

秘
 

I
 

V
 

さ
て
、
小
論
の
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ワ
ッ
 

ハ
 の
「
 士
 
不
教
学
」
の
特
徴
に
つ
い
て
、
初
期
で
は
規
範
的
本
質
論
 

が
 拒
否
さ
れ
て
お
 

 
 

っ
か
ほ
 自
己
の
哲
学
的
前
提
に
気
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
の
時
彼
は
、
自
分
の
研
究
全
体
を
推
し
進
め
て
い
た
 原
動
力
は
実
は
あ
の
 

「
予
覚
」
を
明
瞭
に
捉
え
た
い
と
い
う
無
自
覚
の
衝
動
で
 あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
「
経
験
的
研
究
 そ
の
も
の
の
中
に
」
 

あ
っ
て
 、
 「
そ
の
彼
方
を
指
し
示
し
つ
つ
、
そ
ち
ら
へ
 越
 え
 出
よ
と
駆
り
立
て
る
何
か
し
と
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
 根
源
的
衝
動
な
の
で
あ
 

(676) 102 



河
く
 、
類
型
論
を
基
軸
と
し
て
方
法
論
的
に
も
一
貫
 

し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
勿
論
 

、
こ
れ
も
、
後
期
の
著
作
へ
 

バ
 
」
の
目
配
り
が
十
分
で
な
い
今
、
暫
定
的
見
通
し
に
す
 

ぎ
ず
、
そ
の
論
証
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
 

る
 。
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
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お
 

金
 そ
の
も
の
の
変
化
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
  
 

十
本
 

 
 

こ
う
し
て
見
る
な
ら
ば
、
小
論
の
確
認
を
信
ず
る
限
り
、
 

ヮ
ッ
ハ
 
の
生
涯
に
わ
た
る
宗
教
学
的
研
究
を
、
変
化
の
 相
 に
お
い
て
で
は
な
 

る
 

り
 、
晩
年
に
至
っ
て
容
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
 る
 見
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
や
学
界
の
「
定
説
」
で
あ
る
 と
さ
ク
 二
ヨ
え
る
か
も
し
 

れ
な
い
。
し
か
し
、
小
論
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
ご
 

 
 

ワ
ッ
ハ
 に
お
い
て
も
 既
 

に
 十
分
な
形
で
、
経
験
的
研
究
と
規
範
的
研
究
と
の
結
び
 付
 ぎ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
類
型
論
 
は
こ
の
両
者
の
間
に
 、
 

「
不
整
合
」
を
 字
 み
つ
つ
も
架
橋
す
る
役
目
を
負
っ
た
も
 の
で
あ
っ
た
。
 

無
論
、
 
ヮ
ッ
ハ
 が
後
年
、
規
範
的
研
究
へ
の
傾
斜
を
強
 め
た
と
い
う
小
篆
は
事
実
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
既
述
 の
ご
と
く
、
彼
の
類
 

聖
諭
が
元
来
、
歴
史
的
・
経
験
的
な
も
の
を
越
え
出
 よ
 う
と
い
う
志
向
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
類
型
 論
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
 

 
 

て
 彼
の
宗
教
学
的
研
究
全
体
の
基
軸
が
、
外
側
か
ら
見
る
 限
り
、
規
範
的
研
究
の
側
へ
幾
分
近
付
い
た
よ
う
に
 見
 え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
 

 
 

は
 原
則
的
に
さ
し
て
不
思
議
は
な
い
。
当
の
研
究
者
は
、
 そ
う
し
た
外
観
上
の
推
移
を
自
分
の
研
究
の
深
ま
り
の
 表
れ
だ
と
言
う
に
違
い
 

よ
 
辛
ん
 
）
。
 

：
 
レ
 

あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
「
変
化
」
の
印
象
を
与
え
る
 要
因
と
し
て
、
 

，
 
」
れ
は
後
期
の
著
作
の
具
体
的
検
討
 の
 用
意
が
な
い
現
在
 

輔
 

の
と
こ
ろ
、
飽
く
ま
で
予
測
の
域
に
留
ま
る
が
 

ヮ
ッ
ハ
 が
晩
年
に
な
る
に
つ
れ
て
、
聖
公
会
の
一
信
者
 と
し
て
語
る
部
分
や
機
会
が
 

の
 

多
く
な
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
 0
 だ
 が
 、
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
、
 彼
の
「
古
本
教
学
」
の
 理
 

 
 



(678) 

史 
の が し ら て 故 口 

、 な の 包 郷 家   
しト 、 六、 の 我」 学   器 ㊥ ず窪 80 ご % 紫 

ま 動 生 こ 的 的 
く は 成 に 研 研 
い 更 の ま 突 先 
っ に 流 た に は 
た 造 れ も 上 京 
と む の 現 ち 教 

も ， し 。 中 わ 帰 史 

広 の 性 的 ても、 研究 そして に認識 れて来 れと @ ごロ 

我 我 の る ぅ を 
々 ネ %U  の 。 乗 がは 手 そ 釣はか を、 く 越 り 

に の 沈 哲 し え       す 跡 め 学 て て 
の り く 司 る な る 者 休 符   
」   を これを ねばなろ も う pf こま、 念頭を もまた 

予 決 り 閉 」 の ら 投 は 究 補 
  冒 し を じ の は な 錦 と 極 完 

常 ぃ 他 ん 杓 す       それ にしか 運動をを付 け 力 し ょ、 ] く 、 あ は 
す 択 れ 認 る 根   ぎ え ば 識 佳 木 
な よ な と 方 的 
い う ち 生 で に 

数 で と な と 歴 そ 
し 木 る あ す か の 史 の   る る 0 古 に 根 

歴 。 ら う っ                 しく かかっ よ掠 

（ 2 T 註   
  
目 ・・ 全音 9% 臣 

  
  
壷椅母 
@. 黛 ・ ； と 三束 
さ や か隠 Ⅰ 

ぎ （ ガ l @ 咬 さ     

    

  
  サ @ 

  
下 ぜ （ 

ギ盟 ㍉ ㌧ re のの 

舘 ニ 
  

㏄）・ 力 o 毛 の 

教
学
」
の
辿
る
「
運
命
」
を
、
そ
し
て
斯
学
に
携
わ
る
 者
の
境
涯
を
予
示
し
て
い
る
か
の
 ょ
ぅ
 で
あ
る
。
 

0
4
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慮
 が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

（
 3
 ）
田
丸
 徳
善
 
「
宗
教
学
と
神
学
１
１
そ
の
関
係
の
再
考
」
 （
 
日
 
宗
教
研
究
 ロ
二
 二
六
号
、
一
九
七
六
年
）
、
四
一
 
｜
 四
三
頁
。
 「
宗
教
学
と
神
学
 

宗
教
学
の
歴
史
的
 境
位
は
 つ
い
て
の
一
考
察
１
１
」
（
脇
本
手
 
拘
縮
 
コ
 
宗
教
と
歴
史
」
山
本
書
店
、
一
九
七
 セ
年
 ）
、
一
四
 0
 頁
 。
「
宗
教
学
の
 

歴
史
と
課
題
」
（
「
宗
教
理
解
へ
の
道
 
ヒ
 講
座
宗
教
学
第
一
巻
、
 東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
、
九
頁
。
 

こ
れ
ら
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
氏
が
 、
ヮ
ッ
ハ
 の
「
木
質
 諭
 し
に
関
す
る
考
え
方
の
変
化
に
つ
い
て
、
初
期
と
晩
年
と
を
 極
め
て
対
立
 

的
に
捉
え
ら
れ
、
北
川
氏
よ
り
も
更
に
変
化
の
面
を
強
調
し
て
 お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
、
 氏
 の
か
か
る
見
解
 

が
 、
ワ
ッ
 ハ
 の
初
期
の
ど
の
著
作
と
、
後
期
の
ど
の
著
作
と
の
 対
比
に
基
づ
く
も
の
か
は
具
体
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
 

（
 4
 ）
）
 

O
p
n
 

ゴ
 @
 
ヨ
目
 「
 
p
n
 
牙
 ・
 再
隠
 ～
 
め
 ～
 
へ
お
の
さ
 

～
 
の
 
め
 
雨
お
 
お
か
 

Q
h
 

～
 @
 ㌧
 ャ
 
0
 
鮭
 吋
 つ
ま
 
壷
お
 
Ⅰ
 ハ
ま
 
Ⅰ
 @
 
オ
ド
 
㏄
Ⅰ
 さ
 -
 
肋
 
め
も
Ⅹ
り
い
か
さ
 

ト
ト
 
㏄
ト
キ
㏄
 

つ
 Ⅱ
 
雨
ト
 
@
 
毎
も
 
キ
 い
お
 ら
 Ⅰ
 
ま
お
 
も
守
吋
 
ま
さ
 
晦
 ・
（
Ⅰ
 
0
@
 
Ⅰ
 甑
幅
 

ナ
 o
,
H
@
 

コ
ハ
～
 

い
 
す
の
・
の
 

C
h
 

の
ぎ
 斗
寸
コ
ら
 
（
 
仁
轟
 、
 P
 
薄
さ
・
下
宮
守
之
 訳
 「
宗
教
学
ヒ
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
 セ
 0
 年
 。
 

小
論
に
お
け
る
本
書
か
ら
の
引
用
は
 ヰ
ミ
 で
示
し
、
次
に
引
用
 頁
を
 ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
し
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
 
n
U
 
内
 は
す
べ
て
 

ト
ゆ
 

の
㏄
）
・
で
・
 
メ
ぃ
目
 

 
 

誤
解
な
き
こ
と
を
期
し
て
補
足
す
れ
ば
、
氏
は
そ
こ
で
、
初
期
 ヮ
ッ
ハ
 
の
「
宗
教
学
」
で
規
範
的
研
究
が
全
く
拒
否
さ
れ
て
い
 る
と
言
っ
て
 

お
ら
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
「
変
化
」
と
い
う
 点
 ほ
 つ
い
て
、
氏
の
論
述
に
は
大
抵
、
限
定
条
件
が
付
さ
れ
て
お
 り
 、
慎
重
な
配
 



（
 二
リ
 
）
 

 
 

そ
の
研
究
は
更
に
、
「
表
現
」
を
介
し
て
「
宗
教
的
 生 」
を
 理
 解
す
る
こ
と
に
 向
 げ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
 "
 こ
の
「
宗
教
的
 生
 」
 
と
「
宗
教
 経
 

6
0
 

験
 」
の
関
係
は
即
断
し
か
ね
る
が
、
と
も
か
く
「
客
体
化
さ
れ
 た
 表
現
の
み
が
対
象
と
な
る
」
と
い
う
表
現
は
不
正
確
と
言
え
 よ
 う
 。
㈲
次
に
 

1
 

「
方
法
」
に
つ
い
て
、
経
験
科
学
的
類
型
論
 か
 ㌔
「
正
統
的
」
 
側
 に
基
づ
く
典
型
論
へ
の
変
化
。
彼
の
類
型
論
が
単
に
「
 
経
恥
 科
学
的
」
⑪
 

 
 

 
 

で
な
い
所
以
は
拙
論
の
通
り
で
あ
る
し
、
そ
の
基
本
的
立
場
は
 「
相
対
的
客
観
性
」
の
は
ず
で
あ
る
。
（
馬
の
や
、
・
、
 居
 二
色
。
 
扁
毛
 -
 
の
の
 
0
 コ
 の
の
す
り
片
吟
 

-
-
 

 
 

0
 項
目
参
照
）
こ
れ
に
、
「
相
対
的
規
範
」
（
 

毛
毬
拝
 
さ
苦
め
 
母
 捷
 ～
 
@
 
め
ご
浅
薄
色
 ぬ
 「
 @
 
め
ミ
や
ト
鰍
ゲ
 
や
田
）
と
い
う
言
葉
が
 
付
け
加
わ
っ
た
 

と
し
て
も
、
そ
れ
が
氏
の
想
定
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
変
化
で
あ
 ろ
う
か
。
せ
い
ぜ
い
、
力
点
の
置
 き
 万
が
変
っ
た
程
度
で
は
な
 い
 か
。
 虹
論
 、
 

世
の
中
に
は
、
唯
一
歩
の
違
い
が
、
絶
壁
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
 る
よ
う
な
違
 い
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 

だ
が
、
い
ず
れ
 

に
 せ
 よ
、
 氏
が
こ
の
類
の
論
理
を
立
て
て
お
ら
れ
る
わ
け
で
も
 よ
 
申
ん
 
@
o
 

1
 
Ⅴ
 

か
く
し
て
、
氏
は
「
こ
う
し
た
変
化
は
彼
の
理
解
概
念
そ
の
も
 の
の
変
化
に
基
づ
く
。
」
と
さ
れ
、
「
初
期
の
理
解
概
念
は
 

、
彼
 自
身
の
用
語
 

と
し
て
は
殆
ど
定
着
を
見
な
い
が
、
「
客
観
的
理
解
」
（
 
&
p
 
の
。
 ユ
の
オ
 
（
 
@
 
ヰ
 0
 
 
せ
の
 
Ⅰ
の
（
 

竿
臼
 ）
 
と
枠
が
げ
 
ち
ん
 
ス
 で
。
」
と
い
う
。
ぶ
 
ん
 が
 、
元
来
思
想
 

家
の
頭
の
中
に
な
い
も
の
は
、
「
用
語
と
し
て
殆
ど
定
着
を
見
 ない
」
の
が
通
例
で
あ
る
。
 

ワ
ッ
ハ
 は
 、
む
 東
大
 め
ぁ
 
～
 
ぬ
 
か
 め
 
n
,
 目
 ・
の
中
で
、
 

氏
の
言
わ
れ
る
 よ
う
 に
、
理
解
と
冒
（
Ⅰ
コ
 
%
 １
１
な
ぜ
こ
の
 旺
 幅
 に
だ
 け
 訳
語
を
つ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
真
意
を
測
り
か
ね
 
る
 

が
を
 対 

 
 

止
 さ
せ
て
は
い
る
が
、
そ
の
後
で
両
者
は
或
る
意
味
で
「
主
観
 的
 」
な
も
の
と
さ
れ
、
結
果
と
し
て
「
理
解
の
相
対
的
客
観
性
 」
が
言
わ
れ
て
 

い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
氏
の
「
客
観
的
理
解
」
と
い
 ぅ
 表
現
の
う
ち
に
「
相
対
的
客
観
性
」
を
読
み
取
る
の
は
ま
ず
 不
可
能
で
あ
ろ
 

葉
 が
こ
の
著
作
の
中
で
一
度
も
使
わ
れ
て
い
た
 い
 に
し
て
も
、
 

う
 。
こ
う
し
て
見
る
と
、
や
は
り
問
題
と
な
る
の
は
「
 客
 観
的
 」
と
い
う
言
葉
の
複
合
的
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
 

正
に
「
相
対
的
客
観
性
」
の
立
場
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
れ
に
 詳

論
は
他
日
を
 

関
連
し
て
、
 
小
 

期
す
。
 

こ
の
舌
口
業
 は
ワ
ッ
ハ
 
の
い
く
つ
か
の
著
作
の
中
で
用
い
ら
れ
て
 い
る
が
、
こ
の
場
合
典
拠
と
し
た
の
は
、
）
 0
 お
圧
日
 
ま
 き
ゴ
 ・
こ
 %
 の
 目
幅
 
@
0
 
コ
 

の
毛
 
ず
お
吊
目
）
が
 
曲
二
 ・
 ぎ
由
 Q
Q
o
.
 
ロ
テ
 Ⅰ
 
せ
 ・
 ト
 の
の
 
p
 
の
 ワ
ト
 の
臼
の
 で
あ
る
。
た
だ
し
、
正
確
を
期
せ
ば
、
そ
こ
で
は
「
 "
 相
対
的
 な
 "
 

 
 

最
大
限
の
客
観
性
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
拙
論
 
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
 
ゐ
 不
教
学
」
に
お
け
る
 
ヮ
ッ
ハ
 の
 立
 場
は
 、
こ
の
 言
 

論
 の
 註
 3
 に
掲
げ
た
田
九
氏
の
三
論
文
に
つ
い
て
、
次
の
二
点
 で
 異
議
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
 

一
 、
氏
は
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
論
文
に
お
い
て
も
、
初
期
 ヮ
ッ
 ハ
の
 
「
宗
教
学
」
の
経
験
的
性
格
の
み
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
 が
 、
こ
れ
は
 

拙
論
で
論
じ
た
ご
と
く
、
「
宗
教
学
」
の
持
つ
一
面
に
す
ぎ
ず
、
 

従
っ
て
田
丸
瓦
 の
ワ
ッ
ハ
 
に
関
す
る
論
述
か
ら
は
、
経
験
的
 研
究
そ
れ
自
体
 

の
形
式
的
規
定
が
破
ら
れ
て
い
く
動
的
な
「
緊
張
」
が
す
っ
か
 り
 抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
誤
り
と
舌
ロ
わ
な
い
 

ま
で
も
、
片
手
 



初期 ワソハ における「宗教学」の 理念 

  （ （ 
  ） 

    ） ） 

ハ る約 し 係学は 「 

の 
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（
 騰
 ）
原
著
一
七
九
頁
の
四
 
｜
 五
行
田
の
 
年
 @
 
の
ヨ
り
 （
の
～
三
の
笘
 の
 （
の
 
ミ
リ
 （
 @
 ア
は
 文
脈
か
ら
推
し
て
、
圧
の
 

f
o
 
「
 ヨ
 田
の
の
）
の
（
 
e
 ヨ
が
 

 
 

 
 

ら
く
 ヮ
ッ
ハ
 

自
身
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
本
稿
で
訳
出
 し
た
、
こ
れ
に
続
く
 ゑ
 の
は
「
形
式
的
体
系
論
」
と
解
し
た
。
 （
こ
れ
に
つ
い
 

 
 
 
  
 

て
 、
聖
霊
学
園
の
組
・
マ
ル
セ
リ
ー
ナ
か
ら
適
切
な
助
言
を
得
 
こ
 
ナ
 O
 ）
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
 
円
 0
 が
 0
 ゴ
 ）
口
す
 @
 
㏄
 り
オ
，
，
 ・
 
力
 0
 曲
 由
 -
0
 
コ
の
毛
 
（
お
の
 
コ
 の
 0
 キ
ト
 
Ⅰ
（
 
、
 
・
・
～
 
コ
 力
 Q
Q
 
め
、
め
牛
 Ⅱ
 づ
 ・
）
の
㏄
 
0
,
 の
ワ
ト
 の
 い
 ㍉
 

（
 桟
 ）
北
川
三
夫
氏
も
、
ワ
ッ
 
ハ
 の
方
法
論
の
前
提
の
一
つ
と
 し
て
、
こ
の
「
人
間
の
宗
教
性
」
に
つ
い
て
の
確
信
を
挙
げ
て
 お
ら
れ
る
。
 
宝
養
 も
 め
下
 

め
 ～
お
 
お
 も
～
 
ぉ
憶
ミ
も
由
め
 
～
～
 
ぬ
守
 
ぎ
め
・
 ワ
ガ
 ・
（
 註
 2
 
に
同
じ
。
）
 



C
I
S
R
 
（
国
際
宗
教
社
会
学
会
議
）
東
京
会
議
 
報
と
 口
 

井
上
順
孝
 

西
洋
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
文
化
的
枠
組
の
中
に
あ
る
宗
教
社
会
 学
者
に
 

と
っ
て
、
「
世
俗
化
」
と
い
う
 テ
 一
 ％
は
 避
け
て
通
る
こ
と
の
で
 き
な
い
 

も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
。
そ
し
て
今
日
こ
の
 テ
｜
 て
 に
係
わ
 

る
 者
は
、
次
の
二
つ
の
課
題
と
対
陣
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
 二
つ
は
、
 

こ
う
し
て
世
俗
化
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
、
宗
教
は
一
体
ど
 う
 い
う
 レ
ベ
 

ル
 に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
論
理
的
に
吟
味
し
再
検
討
 す
る
と
 ぃ
 

う
 作
業
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
世
俗
化
の
概
念
で
時
間
的
空
 間
 的
に
ど
 

れ
 位
の
広
ま
り
に
あ
る
宗
教
現
象
を
捉
え
ら
れ
る
の
か
を
確
認
 し
て
い
く
 

作
業
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
は
ま
た
、
そ
の
延
長
に
お
い
て
 、
い
 わ
 ゆ
 

る
 セ
ク
ト
の
盛
ん
な
活
動
の
背
景
、
東
洋
宗
教
の
西
洋
世
界
へ
 の
 進
出
、
 

第
三
世
界
に
お
け
る
土
着
主
義
的
宗
教
運
動
の
広
ま
り
と
い
っ
 た
 現
代
的
 

テ
ー
マ
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
も
連
な
る
も
の
と
考
え
 る
 。
 

（
 
l
l
-
 

"
 
"
 。
 抑
 い
れ
れ
 顎
錘
簗
 ㍍
㌃
Ⅰ
㍍
 刊蛉
 、
 
 
 

 
 

関
心
を
少
な
か
ら
ず
反
映
し
て
い
る
よ
 う
 に
思
え
る
。
 

展
 

第
一
部
会
「
世
俗
化
の
概
念
と
現
状
（
 円
訂
 n
o
 
コ
 り
の
や
 
（
が
 
コ
隼
刃
 の
 
注
 ざ
せ
 

展
望
 

会
議
は
一
九
七
八
年
一
二
月
二
七
日
（
水
）
か
ら
二
九
日
（
 金
 ）
ま
で
 

の
 三
日
間
、
東
京
港
区
に
あ
る
国
際
文
化
会
館
に
お
い
て
行
な
 わ
れ
た
。
 

二
セ
 日
は
 、
 主
に
外
国
人
参
加
者
の
た
め
に
、
日
本
宗
教
紹
介
 映
画
（
「
 神
 

道
 」
）
が
上
映
さ
れ
、
続
い
て
カ
ナ
ダ
の
 

下
ぃ
 品
目
 o
P
 氏
（
 マ
 ク
マ
ス
タ
 

｜
 大
学
）
に
 よ
 る
講
演
が
な
さ
れ
た
。
講
演
の
題
は
、
「
宗
教
の
 

ア
イ
デ
ン
 

テ
ィ
テ
ィ
モ
デ
ル
宗
教
に
関
す
る
他
の
九
つ
の
理
論
と
の
 

比
較
、
お
 

よ
び
日
本
へ
の
適
用
可
能
性
（
 ビ
ち
 
H
 繍
き
 @
 
（
 せ
ま
 。
 曲
臼
 0
 （
 オ
 0
 目
的
 
@
0
 
コ
 

由
 0
 毛
岸
の
 0
 ヨ
づ
 p
r
e
o
 
キ
ざ
は
之
 ぎ
の
 0
 （
 
ゴ
の
 
「
 づ
汀
 o
 ヱ
 e
s
o
h
 勾
 0
 二
の
 
@
0
 
コ
 

 
 

笘
 づ
年
立
。
 毛
コ
呂
ゐ
 ぎ
臣
㌧
 づ
 （
 
せ
 （
 
0
 
 
ざ
 ㌧
 P
 コ
 ）
」
と
い
う
も
の
で
 
、
ア
イ
デ
 

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
概
念
を
、
個
人
・
集
団
・
社
会
の
そ
れ
ぞ
 れ
の
場
 、
 

 
  

 

お
よ
び
こ
れ
ら
を
媒
介
す
る
場
に
お
け
る
宗
教
の
機
能
を
す
べ
 て
 包
括
的
 
1
 

り
 鮮
明
に
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
、
非
才
を
顧
 ず
 、
以
下
に
こ
 
の
会
議
の
 

（
 
つ
 
0
 
）
 

報
告
を
行
な
い
た
い
。
 

0
 ヰ
 の
の
り
 

億
 -
 
ぃ
 Ⅰ
 
-
 
ぶ
仔
 -
0
 
コ
 ）
」
 

第
二
部
会
「
現
代
宗
教
意
識
の
諸
相
（
 帝
づ
の
 c
 （
の
 
o
h
 ヨ
 0
 色
代
 コ
 刃
の
 
-
@
 

帆
 

-
0
 
屈
の
の
。
 
已
 9
 。
 
拐
コ
 0
 の
の
）
 

し
 

第
三
部
会
「
新
宗
教
運
動
（
之
の
毛
 

由
臼
俺
ざ
拐
ヨ
 。
お
 ヨ
 の
 
コ
 （
の
）
」
 

」
 

第
四
部
会
「
既
成
宗
教
の
対
応
（
寄
留
 0
 コ
 
s
e
 
の
 o
 （
口
の
（
が
 

ヴ
 ）
 
@
 
の
す
の
 

宙
再
ゆ
 

P
 
俺
ざ
 拐
の
「
 

O
E
 

毘
 ）
し
 

会
議
の
結
果
、
何
ら
か
の
新
し
い
論
議
の
レ
ベ
ル
に
達
し
た
と
 ま
で
は
 

な
か
な
か
言
い
難
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
対
立
は
か
な
り
 明
瞭
と
な
 

り
 、
問
題
点
は
お
の
 づ
 か
ら
浮
 き
 彫
り
と
さ
れ
た
 よ
う
 に
感
じ
 た
 。
何
が
 

主
に
論
じ
ら
れ
た
の
か
、
何
が
主
た
る
対
立
と
な
っ
た
の
か
を
 で
き
る
 限
 



第
一
部
会
は
宗
像
 巌
氏
 
（
上
智
大
学
）
の
司
会
で
行
な
わ
れ
、
 
一
 
二
 A 八
の
 

に
 説
明
す
る
枠
組
に
用
い
よ
う
と
い
う
試
み
を
示
す
も
の
で
 
あ
っ
た
。
 

目
 o
P
 

氏
は
、
社
会
科
学
に
お
い
て
、
宗
教
に
対
す
る
主
要
な
 

ァ
 フ
ロ
ー
チ
 

の
 仕
方
は
、
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
の
他
に
 、
 少
な
く
と
も
九
つ
 
あ
る
と
 

し
 、
そ
れ
ら
を
、
経
験
的
・
マ
ル
ク
ス
主
義
的
，
葛
藤
的
 

能
的
 ・
 精
 

神
 分
析
的
・
進
化
論
的
・
類
型
論
的
・
現
象
学
的
・
お
よ
び
 構
 造
 的
と
名
 

け
 げ
て
い
る
。
そ
し
て
ア
イ
デ
 ソ
 テ
ィ
テ
ィ
モ
デ
ル
が
こ
れ
ら
 に
 比
し
て
 

適
用
性
の
広
 い
 こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
と
も
す
れ
ば
宗
教
 概
 念
 が
拡
散
 

化
し
が
ち
な
今
日
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
試
み
は
野
心
的
と
 -
-
 

ロ
 い
 得
る
で
 

あ
ろ
う
が
、
逆
に
そ
の
抽
象
性
、
概
括
性
ゆ
え
に
、
今
回
の
会
 議
で
 扱
わ
 

れ
て
い
た
諸
問
題
に
対
し
て
、
一
つ
の
有
効
な
理
論
的
枠
組
 た
 る
ま
で
に
 

は
 至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

二
八
日
と
二
九
日
に
は
、
午
前
午
後
、
そ
れ
ぞ
れ
三
時
間
に
わ
 た
っ
て
 

口
っ
 0
 部
会
が
も
た
れ
た
が
、
第
一
部
会
の
テ
ー
マ
が
「
世
俗
 化
の
概
念
 

と
 現
状
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
化
の
問
題
が
単
に
 第
一
部
会
 

の
 テ
ー
マ
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
二
部
会
以
後
の
議
論
に
 も
 常
に
そ
 

の
 影
が
っ
 ぎ
き
 と
 い
 、
結
局
、
会
議
全
体
の
方
向
を
か
な
り
の
 程
度
決
定
 

づ
け
る
も
の
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
 

全
体
と
し
て
議
論
の
内
容
を
大
ぎ
く
特
徴
。
つ
げ
る
と
、
第
一
部
 
会
 で
世
 

俗
化
概
念
の
理
論
的
検
討
が
な
さ
れ
、
第
二
部
会
で
、
日
本
の
 具
体
的
な
 

状
況
が
視
野
に
と
り
こ
ま
れ
、
第
三
部
会
で
、
セ
ク
ト
概
念
と
 0
 差
異
に
 

お
い
て
新
宗
教
運
動
が
論
じ
ら
れ
、
第
四
部
会
で
再
び
世
俗
化
 概
念
の
論
 

争
 に
逆
戻
り
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

発
 題
者
が
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
 ぺ
｜
 パ
ー
の
題
名
は
次
の
通
り
 
 
 

 
 

ナ
木
の
ぺ
の
 

ト
り
 0
 す
す
り
二
の
Ⅰ
の
（
ル
ー
ベ
ン
大
学
）
「
・
ペ
ル
ギ
ー
の
 

カ
 

ビ
 ラ
ー
に
お
け
る
専
門
化
と
世
俗
化
（
 下
 O
h
o
 

の
の
 

@
0
 
コ
の
 
）
 
@
N
p
 

（
 
@
0
 

 
 

 
 

 
 

の
の
り
 

由
 -
 
り
ユ
ぃ
曲
ヱ
 

0
 コ
 @
 
戸
叶
 オ
の
 ㏄
の
 
-
 
幅
団
コ
い
い
什
ゴ
 

o
-
i
Q
 

㌧
 @
 
二
の
Ⅰ
）
」
 

*
 ）
 ぃ
コ
 の
 圭
せ
コ
ぬ
 
の
 &
o
u
 
圭
 
（
南
山
大
学
）
「
日
本
の
宗
教
社
会
学
 

に
お
け
る
 

世
俗
化
説
に
関
す
る
若
干
の
考
察
（
 オ
 e
f
 

の
り
（
 

@
o
 
目
 0
 口
庄
 の
 紺
 い
由
 
-
 
の
 Ⅰ
 -
 

い
い
 
（
 
@
o
 
二
円
す
。
 
ゑ
の
 @
 
コ
ヰ
 二
の
の
 
0
 臼
 0
-
0
 

帳
 Ⅱ
 0
 片
刃
 り
ヱ
 
の
 @
0
 
コ
 @
 
コ
日
の
㌧
が
 

コ
 ）
」
 

*
 
田
丸
 徳
善
 （
東
京
大
学
）
「
世
俗
化
の
問
題
１
１
そ
の
予
備
的
 

 
 

二
 
%
 
二
の
巾
Ⅱ
 
0
 す
円
 
0
 日
 
0
 片
の
 0
 ぃ
屈
 
）
が
 
コ
い
 
り
ヱ
 
0
 臣
 @
 く
円
㌧
Ⅰ
。
ゴ
ヨ
 

-
 
け
ぃ
 
Ⅰ
日
く
 
円
 
コ
リ
 
-
 
せ
ゑ
 
の
）
）
 

こ
の
う
ち
の
 毛
せ
コ
の
 
の
 口
 o
E
 毛
氏
 と
田
丸
氏
の
ペ
ー
パ
ー
の
内
容
 は
 極
め
 

て
 類
似
し
て
い
た
。
田
丸
 瓦
が
 敢
え
て
表
明
し
た
 よ
う
 に
 、
こ
 れ
は
全
く
 

の
 偶
然
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
 う
 な
っ
た
理
由
を
考
え
て
み
る
と
 、
 単
に
両
 

氏
 が
ほ
 ぱ
 同
じ
よ
う
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
い
分
に
と
ど
ま
 ら
ぬ
 あ
る
 

一
つ
の
背
景
が
有
す
る
。
両
氏
の
問
題
意
識
の
中
で
は
、
 
世
 俗
化
理
論
 

が
 、
日
本
に
ど
 5
 適
用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
比
重
 を
 占
め
て
 

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
関
心
に
基
づ
い
て
開
陳
 せ
 ら
れ
た
 議
 

論
が
 、
結
果
的
に
似
か
よ
っ
た
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
 ，
 
」
の
問
題
 

を
と
り
あ
つ
か
 ぅ
 日
本
の
宗
教
社
会
学
者
の
数
が
ま
だ
ご
く
 少
 数
 で
あ
る
 

と
い
う
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 両
 氏
 の
ぺ
 ｜
 

ハ
 ー
に
引
用
さ
れ
た
文
献
の
中
に
、
日
本
人
の
学
者
の
名
前
は
 特
定
の
数
 

名
 に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
こ
う
し
た
事
情
が
陰
に
 陽
に
 影
響
 

を
 及
ば
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
・
両
氏
の
論
調
に
は
、
世
俗
化
 

理
論
を
通
 

文
化
的
に
用
い
る
こ
と
へ
の
た
め
ら
い
な
い
し
慎
重
さ
が
感
じ
 ら
れ
る
。
 

し
 。
 ヴ
ヴ
 
e
l
p
 

の
 ぉ
 
氏
の
。
 へ
 ト
パ
ー
は
、
ベ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
世
俗
 化
 ・
の
 
問
 



題
を
論
じ
、
ピ
ラ
 ー
 構
造
（
 由
ぎ
 「
の
（
「
 

u
c
 
（
 
E
 「
の
）
と
い
う
概
念
 を
 提
出
し
 

な
が
ら
、
世
俗
化
し
て
い
く
主
体
 は
 誰
な
の
か
と
い
う
間
に
答
 え
 よ
 う
と
 

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
「
 ピ
 ラ
ー
」
と
い
う
概
念
は
 、
ぺ
 ｜
 パ
ー
を
 

よ
く
読
め
ば
一
応
理
解
し
 ぅ
 る
も
の
で
は
あ
る
が
、
社
会
に
お
 い
て
教
会
 

の
 果
た
す
役
割
が
 べ
 ル
ギ
ー
と
日
本
と
で
は
 
大
 ぎ
く
異
な
る
か
 ら
し
て
、
 

日
本
で
ど
の
よ
う
な
現
象
が
そ
れ
に
近
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
 が
 困
難
の
 

よ
う
に
思
え
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
 ョ
 1
 目
 ッ
パ
 内
で
も
、
 
こ
 れ
が
ど
の
 

範
囲
で
適
用
可
能
な
概
念
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
も
、
今
 後
の
課
題
 

の
よ
う
に
見
受
げ
ら
れ
る
。
 

こ
の
三
人
の
発
 題
 に
対
し
デ
ィ
ス
カ
ッ
 サ
ソ
ト
 
で
あ
る
 
刃
 
Ⅰ
・
 
い
 

臣
窯
巨
 。
 
毛
穿
ぺ
氏
 
（
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
）
 
と
幸
 日
出
男
氏
（
同
志
 か
 @
.
+
 

入
 せ
 
@
 ）
 

の
 二
人
か
ら
 
コ
メ
ソ
ト
 が
な
さ
れ
た
。
 
毛
浅
臼
 0
 圭
の
 オ
せ
 氏
は
主
  
 

理
論
を
西
洋
以
外
の
社
会
に
適
用
し
て
い
く
場
合
の
問
題
点
に
 つ
い
て
 触
 

れ
た
。
そ
れ
は
要
す
れ
ば
、
各
国
、
各
文
化
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
 た
 歴
史
的
 

状
況
の
下
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
差
異
を
考
慮
せ
ず
に
世
俗
 化
 理
論
は
 

論
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
世
俗
化
理
論
 に
と
っ
て
 

は
 、
そ
の
一
般
化
を
図
る
場
合
に
は
い
わ
ば
ア
キ
レ
ス
 腱
 み
た
 い
な
も
の
 

で
あ
り
、
か
つ
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
難
問
な
の
で
あ
る
が
 、
 。
ま
た
 

翻
っ
て
み
れ
ば
、
極
め
て
常
識
的
な
指
摘
で
あ
っ
た
と
も
い
え
 る
の
で
あ
 

 
 幸

 氏
が
論
じ
た
中
で
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
た
の
は
、
世
俗
化
 理
 論
 が
日
 

望
木
の
学
者
な
か
ん
ず
く
 ブ
 p
 テ
ス
タ
ン
ト
学
者
に
は
そ
れ
 ほ

ど
 シ
ョ
ッ
ク
 

を
 与
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
 

展
 

こ
れ
に
引
き
続
き
、
一
般
参
加
者
を
含
め
た
質
疑
応
答
 に
は
い
っ
て
 
い
 

っ
 た
が
、
そ
の
逐
一
 
な
 紹
介
す
る
の
は
避
け
、
そ
こ
で
多
少
な
 り
と
も
 明
 

ら
か
に
な
っ
た
、
い
く
つ
か
の
理
論
的
対
立
に
つ
い
て
触
れ
る
 ほ
 と
ど
め
 

た
い
。
こ
こ
で
の
対
立
は
 、
大
 ぎ
く
二
つ
の
軸
を
有
し
て
い
た
 ト
土
う
 
Ⅰ
Ⅰ
円
心
 

え
る
。
一
つ
は
、
世
俗
化
概
念
が
通
文
化
的
に
適
用
で
き
る
 基
 盤
を
追
究
 

す
る
 極
と
 、
こ
れ
に
対
し
て
、
各
個
別
宗
教
の
歴
史
的
差
異
を
 強
調
し
、
 

世
俗
化
概
念
の
安
易
な
一
般
化
を
批
判
す
る
 極
 と
の
間
で
結
ば
 れ
る
軸
で
 

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
世
俗
化
の
現
象
は
一
つ
の
現
実
と
し
て
 経
験
的
に
 

捉
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
 極
と
 、
世
俗
化
を
所
与
の
事
実
 と
し
て
み
 

る
こ
と
に
懐
疑
的
で
、
こ
の
概
念
は
む
し
ろ
一
つ
の
神
話
で
は
 な
い
か
と
 

す
る
 極
 と
の
間
で
結
ば
れ
る
軸
で
あ
る
。
 

前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
 

井
門
富
 二
夫
 氏
 
（
筑
波
大
学
）
の
 
主
張
と
 

毛
の
 （
 
b
-
o
 

毛
綜
 せ
氏
の
主
張
と
が
そ
の
両
極
に
な
っ
て
い
る
よ
う
 で
あ
る
。
 

毛
 目
ま
。
名
簿
 せ
 氏
の
所
論
は
既
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
 
井
 間
民
 は
、
 

&
 ま
の
「
 
e
 コ
 （
 
i
p
 
ヱ
 o
 コ
の
 概
念
を
導
入
す
れ
ば
世
俗
化
理
論
の
一
般
 化
は
可
能
 

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
即
ち
、
西
洋
的
、
キ
リ
ス
ト
教
的
枠
組
 の
 申
か
ら
 

世
俗
化
理
論
が
生
ま
れ
た
と
は
考
え
ず
、
こ
れ
を
宗
教
社
会
学
 の
 一
般
 理
 

論
の
枠
組
で
、
白
帝
 お
ま
ぎ
ユ
 。
二
の
一
つ
の
プ
ロ
セ
ス
 
と
 考
え
 れ
ば
、
 
キ
 

リ
ス
ト
救
世
界
か
非
 チ
 リ
ス
ト
 救
 世
界
か
に
関
係
な
く
適
用
で
 き
る
理
論
 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

他
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
づ
日
 
音
 日
当
コ
 氏
と
曲
お
 
圭
み
 0
 コ
 

氏
 が
両
極
を
形
成
し
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
 
田
 知
日
日
日
 氏
は
 、
 ロ
ロ
 
ロ
 -
 
由
の
 

 
 

お
 三
田
（
の
串
の
 

o
c
@
 

の
（
）
と
い
わ
れ
る
社
会
の
中
に
も
色
目
 

の
 「
の
 
口
 （
 
団
 （
 
@
0
 
コ
の
フ
鮭
 

 
 

コ
セ
ス
 が
あ
る
と
い
う
言
い
方
で
井
間
民
に
対
応
す
る
一
方
で
、
   

 
 

と
 呼
ば
れ
る
現
象
は
 、
 
一
つ
の
神
話
、
あ
る
い
は
単
な
る
理
論
 

 
 



第
二
部
会
は
中
川
秀
 恭
氏
 
（
 
I
C
U
 ）
の
司
会
の
下
に
行
な
わ
 ね
 、
 一
 

人
の
発
題
者
と
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
 発
題
 が
あ
っ
た
。
 

*
 円
す
 。
 
ヨ
い
 の
Ⅰ
 

u
c
 

村
ヨ
 ㏄
 コ
コ
 （
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
）
「
近
代
社
会
 

に
お
け
 

る
 宗
教
意
識
の
構
造
的
条
件
（
目
の
卑
 
r
u
e
 
（
 
絹
 「
 
舶
 
）
の
 0
 口
 
日
東
 0
 コ
の
 0
 片
 

局
 0
 由
舶
 
-
0
 
Ⅰ
の
の
 
0
 コ
の
臼
 

0
 Ⅰ
の
 
コ
 
0
 の
の
 
-
 
コ
 ソ
自
 
0
 年
 
0
 Ⅰ
 
ロ
 の
の
り
 

あ
 （
 
あ
 ㏄
）
」
 

ヰ
 宗
教
社
会
学
研
究
会
㈹
「
日
本
の
新
宗
教
に
お
け
る
生
命
主
 義
的
 救
済
 

観
 １
１
近
代
の
宗
教
意
識
の
一
側
面
（
 円
 訂
さ
（
 a
-
@
 

の
（
 

@
C
 

の
。
お
 

0
 で
 
ユ
 0
 コ
 

o
h
 の
 
目
セ
津
ざ
コ
ぎ
円
い
せ
ド
臣
 

9
 の
 之
 e
 毛
勾
匹
掠
ざ
コ
 の
 
臣
 臣
下
の
ほ
 り
円
 0 日
 

ソ
月
 
0
 隼
 
0
 パ
 
コ
オ
の
 -
-
 

ゆ
 -o
E
 

の
の
 0
 コ
の
 
9
0
 屈
の
 
コ
 の
の
の
）
」
 

*
 宗
教
社
会
学
研
究
会
㈲
「
無
名
神
の
祭
１
１
神
戸
ま
つ
り
（
 

下
 
田
 の
の
 
ユ
セ
 が
 -
 

毛
 ぎ
す
 ト
コ
 0
 コ
 Ⅱ
 
ヨ
 o
u
 

の
本
の
 

ヨ
 @
@
 
円
甘
の
メ
 0
 す
 
0
 ヨ
が
あ
 仁
ユ
 ）
」
 

ぎ
り
ま
の
 コ
コ
 
氏
の
ぺ
 
｜
 パ
ー
の
中
で
重
要
な
概
念
は
文
化
的
多
 元
主
義
 

0
 社
会
に
お
け
る
「
私
化
 
G
 「
ア
レ
（
 

@
N
p
 

（
 
@
O
 
コ
 
）
」
と
い
う
現
象
で
あ
 
る
 。
そ
の
 

で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
視
点
を
提
供
し
た
。
こ
れ
に
対
し
 
毛
ぎ
 0
 コ
 

氏
の
見
解
で
は
、
世
俗
化
と
い
う
の
は
、
西
欧
社
会
に
お
い
て
 一
つ
の
 現
 

突
 と
し
て
捉
え
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 多
 少
 対
立
点
 

の
み
を
と
り
出
し
た
き
ら
い
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
基
本
的
 は
こ
う
し
 

た
見
解
の
差
が
存
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
部
会
の
論
議
で
付
記
し
て
お
ぎ
た
い
の
は
、
タ
 イ
 の
 
主
 コ
 @
 
（
 氏
 

（
マ
ヒ
ド
ン
大
学
）
が
発
言
し
、
タ
イ
に
は
ま
だ
世
俗
化
概
念
と
 い
う
も
 

の
 自
体
が
紹
介
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
 、
 タ
イ
の
上
 

座
 仏
教
の
最
近
の
諸
現
象
が
う
ま
く
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
 疑
 問
を
持
っ
 

て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
 

基
本
的
 覗
解
は
、
 

3
 

）
一
 

彼
の
主
著
の
 
つ
 ・
「
見
え
な
い
宗
教
（
 円
汀
 
Ⅰ
 
目
 セ
ナ
 @
 
オ
 -
 
の
 
 
 

 
 

 
 

ん
の
 
-
 
俺
ざ
コ
 ）
」
の
中
で
展
開
さ
れ
た
枠
組
を
越
え
て
い
な
い
。
 

た
だ
今
回
 

「
 口
 n
F
 
日
当
コ
氏
が
付
け
加
え
た
の
は
、
彼
が
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
 社
会
の
場
 

弼
 

 
 

ム
コ
 
に
お
い
て
論
じ
た
制
度
的
特
殊
化
と
い
う
現
象
が
 、
 他
の
文
 明
に
お
い
 

て
ど
の
程
度
あ
て
は
ま
る
も
の
か
を
問
題
提
起
と
す
る
、
と
い
 9
 点
で
あ
 

つ
 @
 
キ
ハ
 
。
 

宗
教
社
会
学
研
究
会
 
ハ
 以
下
「
宗
社
 研
 」
と
略
す
る
）
㈹
の
 ぺ
 ｜
，
ハ
｜
 

は
 、
対
馬
路
人
民
（
東
京
大
学
）
、
 

島
薗
 遊
民
（
筑
波
大
学
）
 
、
 西
山
茂
氏
 

（
東
洋
大
学
）
、
白
水
寛
子
氏
（
成
城
大
学
）
の
四
人
の
若
手
 

研
 免
者
に
 
ょ
 

る
 共
同
発
表
で
あ
っ
た
。
ま
た
宗
社
 研
 ㈲
の
 
ぺ
｜
 パ
ー
も
 、
 
井
上
順
孝
 

（
東
京
大
学
）
、
宇
野
正
人
氏
（
国
学
院
大
学
）
、
幸
木
負
 

氏
 
（
 明
 浩
大
学
）
 

塩
谷
改
憲
 氏
 
（
国
士
館
大
学
）
、
十
枚
弘
光
 
氏
 
（
国
立
民
族
学
 博
 物
館
 ）
 、
 

山
崎
美
恵
 氏
 
（
東
京
大
学
）
の
、
六
人
の
や
は
り
若
手
研
究
者
 に
よ
る
 共
 

同
発
表
で
あ
っ
た
。
 

㈹
グ
ル
ー
プ
の
 ぺ
｜
 パ
ー
は
、
日
本
の
新
宗
教
の
教
義
の
中
核
 に
あ
る
 

も
の
を
生
命
主
義
的
救
済
観
と
し
て
把
握
し
な
が
ら
、
西
洋
か
 ら
の
「
 拝
 

情
 理
論
」
に
拠
ら
ず
し
て
、
独
自
の
新
宗
教
研
究
法
を
見
出
そ
 ぅ
 と
す
る
 

も
の
で
あ
っ
た
。
㈲
グ
ル
ー
プ
の
も
の
は
、
ニ
ュ
ー
ス
カ
メ
ラ
 マ
ン
が
 死
 

さ
 す
る
と
い
う
事
件
以
来
と
み
に
有
名
に
な
っ
た
「
神
戸
ま
つ
 り
 」
を
 素
 

材
 と
し
な
が
ら
、
都
市
化
社
会
に
お
い
て
、
行
政
主
導
型
で
始
 め
ら
れ
た
 

ま
つ
り
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
、
現
代
日
本
人
の
宗
教
 上
目
付
Ⅲ
咄
咄
の
 

一
 

端
を
探
る
手
が
か
り
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 

た
だ
こ
の
三
つ
の
ペ
ー
パ
ー
は
 、
 論
ず
る
視
点
、
論
ず
る
対
象
 に
お
い
 

て
 、
か
な
り
の
違
い
が
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
コ
メ
ン
ト
 は
か
な
り
 



難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

を
 主
に
 

田
井
日
当
 コ
 氏
に
集
中
さ
せ
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
お
 け
 る
 
h
0
 
戸
 

「
の
（
 

俺
ご
コ
 の
位
置
づ
け
が
ど
う
な
る
か
、
ま
た
、
未
開
社
会
に
 お
い
て
、
 

あ
る
い
は
近
代
社
会
に
お
い
て
そ
の
機
能
 は
 何
で
あ
る
か
を
 問
 う
 た
。
 薗
 

田
 稔
氏
（
国
学
院
大
学
）
は
、
宗
社
 研
 ㈹
に
対
し
ま
す
二
の
 ヨ
 
の
 概
念
は
 

こ
と
さ
ら
新
し
い
概
念
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
が
、
こ
れ
が
 民
 間
 信
仰
、
 

神
社
神
道
に
も
適
用
で
き
る
の
か
を
た
ず
ね
た
。
宗
社
団
㈲
 に
 対
し
て
 

は
 、
神
戸
ま
つ
り
が
宗
教
的
意
識
を
論
じ
る
対
象
と
し
て
妥
当
 な
も
の
か
 

ど
う
か
を
 見
 き
わ
め
て
か
ら
湖
上
に
乗
せ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
 た
か
と
い
 

ぅ
 疑
問
が
付
さ
れ
た
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
部
会
の
議
論
の
特
徴
は
、
コ
メ
ン
ト
に
対
す
 る
発
題
 

者
 側
の
応
答
、
一
般
参
加
者
を
混
じ
え
た
質
疑
応
答
を
通
じ
て
 、
 発
 題
者
 

が
 繰
り
返
し
、
自
分
の
主
張
を
確
認
し
て
い
く
方
向
に
進
ん
だ
 と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
田
口
目
 肖
冒
氏
は
 、
ま
ず
押
目
 a
r
 
（
 
ぎ
 氏
の
 コ
 メ
ン
ト
に
 

答
え
て
、
 

h
o
 

守
 「
の
 
-
 
ゐ
 @
0
 
コ
 に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
 
た
 。
要
約
 

す
る
と
、
 

h
o
 

汗
 Ⅱ
の
）
 

柑
ざ
コ
 全
般
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
困
難
 で
あ
り
、
 

㍉
。
 

宇
ぺ
 出
ゐ
 ざ
コ
 の
各
要
素
に
つ
い
て
の
み
論
じ
ら
れ
る
と
い
 ぅ
 立
場
を
 

表
明
し
、
さ
ら
に
は
、
（
 
0
 守
 「
当
色
 
0
 コ
は
 社
会
的
に
最
も
優
 勢
 な
も
の
 

と
い
う
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
従
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
民
衆
 の
中
に
も
 

 
 

 
 

l
 ト
の
 宗
教
理
解
と
、
民
衆
の
宗
教
に
つ
い
て
の
知
識
に
は
 違
 い
が
あ
る
 

展
 

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
 

宗
社
 研
 ㈹
は
、
コ
メ
ン
ト
に
答
え
な
が
ら
、
救
済
観
念
を
日
本
 的
に
再
 現
 

定
 し
て
 い
 こ
 う
 と
す
る
意
図
を
再
び
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
 新
 宗
教
が
ど
 

う
い
う
点
に
お
い
て
新
し
い
の
か
に
つ
い
て
、
生
命
主
義
の
概
 念
 が
古
く
 

分
散
さ
れ
た
形
で
表
わ
れ
て
お
り
、
新
宗
教
は
少
な
く
と
も
こ
 

か
ら
あ
る
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
、
民
間
信
仰
に
お
い
て
は
、
 れ

を
民
衆
 

こ
れ
ら
は
 

レ
一
 
ペ
ル
で
結
集
し
た
点
が
新
し
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
 ま
 た
毛
域
ヴ
 

P
o
 
毛
綜
ヤ
 氏
が
 

H
o
 

守
 「
の
）
 

俺
ご
コ
 は
ど
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
と
 い
っ
た
こ
 

と
を
批
判
し
て
、
 h
o
 
守
ぺ
の
 
（
 
俺
ピ
 コ
 と
 h
o
 
日
ヴ
の
 
-
@
 

の
 
（
と
の
概
念
 0
 差
違
を
 

説
明
，
強
調
し
な
が
ら
、
氏
の
よ
う
に
言
い
切
っ
て
し
ま
う
と
 、
民
間
信
 

仰
と
 新
宗
教
を
結
ぶ
線
上
で
民
間
宗
教
家
が
果
し
て
き
た
役
割
 が
 理
解
で
 

ぎ
な
く
な
る
と
反
論
し
た
。
 

宗
社
 研
 ㈹
は
薗
田
氏
の
コ
メ
ン
ト
に
答
え
な
が
ら
、
神
戸
ま
つ
  
 

っ
 た
の
は
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
集
団
の
レ
ベ
ル
で
宗
教
士
 
忠
誠
を
探
 

る
 視
角
を
求
め
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
、
戦
後
都
市
ま
つ
 り
が
各
地
 

で
 盛
ん
に
な
り
、
そ
こ
で
の
宗
教
的
要
素
も
無
視
で
き
な
い
と
 い
う
，
占
に
 

注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
論
議
の
 ず
れ
を
 整
 

理
す
べ
く
一
つ
の
図
式
に
よ
っ
て
説
明
を
加
え
た
。
そ
れ
は
 宗
 教
的
 現
象
 

ほ
 つ
い
て
、
参
加
の
原
則
が
個
人
の
意
志
に
強
く
 係
 わ
る
か
 そ
 ぅ
 で
な
い
 

か
 、
ま
た
規
範
が
強
い
か
弱
い
か
で
四
つ
の
次
元
を
設
定
し
た
 も
の
 セ
あ
 

っ
た
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
Ⅰ
Ⅰ
。
 
オ
ヨ
 
の
 ロ
コ
 氏
の
私
化
の
プ
ロ
セ
ス
、
  
 

｜
プ
の
 扱
う
場
、
㈲
グ
ル
ー
プ
の
扱
う
場
を
図
式
の
中
に
位
置
 つ
け
ん
と
 

し
た
わ
け
で
あ
る
。
 

第
三
部
会
は
井
市
富
二
夫
 氏
 
（
筑
波
大
学
）
の
司
会
で
行
な
わ
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の
 三
人
の
発
題
者
が
あ
っ
た
。
 

*
 め
 （
 
せ
が
コ
 押
韻
 芽
 0
 コ
 （
 オ
 ，
ク
ス
フ
オ
ー
ド
大
学
）
「
 新
宗
 教
子
 

備
的
 考
察
（
 ヨ
 洋
之
の
 毛
勾
臼
碕
ざ
巳
田
 
0
 日
の
宙
 キ
ヨ
ぎ
串
 せ
の
 0
 コ
の
 
-
 
年
の
 

Ⅱ
が
 
目
 。
 コ
の
 
）
」
 

*
 森
岡
清
美
（
成
城
大
学
）
「
新
宗
教
運
動
の
制
度
化
過
程
 
（
、
 

弓
 二
の
Ⅰ
 
臣
 

外
臣
 仁
ヱ
 
0
 コ
 0
 目
 い
 り
（
 
-
O
 
コ
 0
 Ⅱ
陣
定
 0
 名
 オ
 0
 目
的
 
-
0
 
Ⅰ
の
 ヲ
目
 
0
 セ
 の
日
の
 
コ
 （
）
」
 

天
真
田
孝
昭
（
静
岡
大
学
）
「
予
言
が
は
ず
れ
た
後
に
日
 

本
の
事
例
 

の
 再
吟
味
（
 卜
 f
t
n
 

Ⅱ
 ド
 下
目
 
0
 ㌧
 汀
い
ド
 Ⅱ
 住
汀
隼
 @
 下
刃
 e
a
 
㌧
 づ
 ～
巴
の
巳
 o
 Ⅱ
が
 

Ⅰ
 曲
つ
い
コ
 

。
の
の
の
が
の
 

0
 ）
」
 

ま
芽
 0
 コ
 氏
の
ペ
ー
パ
ー
は
、
従
来
彼
が
用
い
て
き
た
セ
ク
ト
 と
い
う
 

用
語
を
表
に
出
さ
ず
、
「
新
宗
教
運
動
」
と
い
う
語
で
、
セ
ク
ト
 を 始
め
、
 

ァ
メ
リ
ヵ
 、
日
本
の
新
宗
教
な
ど
を
も
包
摂
し
ょ
う
と
す
る
も
 の
で
あ
っ
 

た
 。
と
り
わ
け
、
世
俗
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
 て
 ハ
り
新
古
木
 

教
 運
動
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
た
こ
と
が
目
を
惹
 く
 。
ま
た
 、
新
宗
教
 

運
動
は
、
即
時
的
救
済
を
提
供
し
、
 

ヱ
 リ
ー
ト
主
義
を
脱
し
 誰
 で
も
の
 参
 

加
の
道
を
開
 き
 民
衆
の
意
識
の
自
覚
化
を
促
す
な
ど
の
特
徴
を
 持
つ
と
さ
 

れ
る
。
 

森
岡
氏
の
ぺ
 
｜
 パ
ー
は
、
立
正
佼
成
会
を
ひ
と
つ
の
具
体
的
 事
  
 

な
が
ら
、
新
宗
教
教
団
の
制
度
化
過
程
を
四
つ
ぼ
分
 け
 、
そ
れ
 ぞ
れ
の
 段
 

階
 に
お
け
る
課
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
四
つ
の
 課
 題
 と
は
、
 

ッ
プ
 の
確
立
、
㈲
組
織
内
 コ
、
、
、
ュ
 

ニ
ケ
ー
シ
，
 
ン
の
 効
率
 

を
高
め
る
た
め
の
 組
 識
の
改
編
、
㈹
体
系
的
法
規
範
を
制
定
す
る
 
制
度
化
、
 

㈹
形
式
主
義
に
達
し
た
運
動
の
、
解
体
へ
の
対
抗
措
置
、
で
あ
 る
 。
 

真
田
氏
の
ペ
ー
パ
ー
は
、
社
会
心
理
学
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
の
（
 
ぎ
幅
 浅
 
め
 認
知
的
 

不
協
和
理
論
を
支
柱
と
し
な
が
ら
、
宗
教
法
人
「
「
元
の
宮
」
 
 
 

て
 、
教
祖
元
木
勇
の
な
し
た
予
言
が
外
れ
た
と
い
う
事
例
に
つ
 い
て
考
察
 

1
 

 
 

、
空
飛
ぶ
 

 
 

円
盤
が
や
っ
て
く
る
と
期
待
す
る
信
者
の
と
こ
ろ
へ
、
と
う
と
 ぅ
 円
盤
は
 

現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
二
元
の
宮
の
場
合
は
、
教
祖
が
 大
地
震
が
 

起
こ
る
と
予
言
し
、
そ
れ
が
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
Ⅱ
 

が
 、
そ
の
う
ち
の
一
人
、
審
 ユ
の
 Ⅰ
 色
団
氏
 （
ハ
ワ
イ
大
学
）
 

笑
か
ら
生
じ
た
不
協
和
と
は
、
集
団
内
部
に
存
す
る
社
会
的
支
 

予
言
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
生
ず
る
不
協
和
と
部
外
者
 

低
減
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
結
論
づ
げ
て
い
る
。
 

に
こ
と
さ
ら
 
杣
心
 に
な
る
人
は
現
わ
れ
な
か
っ
た
。
真
田
氏
 は
 

に
 熱
心
に
な
る
 笘
 な
の
だ
が
、
一
元
の
宮
の
場
合
、
信
者
は
減
 

の
 理
論
で
は
、
条
件
さ
え
整
え
ば
、
予
言
が
外
れ
て
も
信
者
は
 

こ
の
部
会
の
二
人
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
ザ
ン
ト
は
い
ず
れ
も
女
性
で
 

、
こ
れ
は
 

持
 に
よ
り
 

り
 、
布
教
 

は
 三
人
の
 

 
 一

層
布
教
 

の
 ㏄
 ヱ
コ
 
幅
の
Ⅰ
 

あ
っ
た
 

へ
｜
 バ
ー
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
 コ
メ
 ン
ト
 を
 行
 

な
っ
た
。
 
韻
ぎ
 。
 コ
 氏
の
論
は
、
新
宗
教
の
カ
タ
ロ
グ
化
に
思
 て
 る
が
ど
 

う
か
。
ま
た
、
彼
は
一
つ
の
新
宗
教
が
他
の
文
化
に
は
い
っ
て
 い
く
と
 ぎ
 

に
 、
教
義
が
誤
解
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
論
じ
な
か
っ
た
し
、
 ま
た
新
古
本
 

教
は
 、
個
人
の
自
由
・
自
主
性
と
共
同
性
・
束
縛
の
間
の
矛
盾
 を
 抱
え
て
 

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
評
し
た
。
 

次
い
で
森
岡
氏
に
は
、
こ
れ
は
制
度
化
が
成
功
し
た
例
で
あ
る
 け
れ
ど
 

も
 、
こ
の
例
は
制
度
化
の
特
殊
事
例
な
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
 性
を
強
調
 

し
て
い
る
の
か
を
明
確
に
し
て
欲
し
い
、
と
述
べ
た
。
 

真
田
氏
の
ペ
ー
パ
ー
に
対
し
て
は
、
彼
が
、
「
社
会
的
支
持
」
と
 い
，
っ
 



一
つ
の
要
素
で
、
「
信
仰
維
持
」
、
「
布
教
活
動
の
欠
如
」
と
い
 

う
 二
つ
の
 

異
な
る
事
柄
を
説
明
し
ょ
う
と
し
た
と
し
、
こ
れ
は
論
理
的
に
 

お
か
し
 

（
筆
者
に
は
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
お
か
し
い
と
は
思
わ
れ
 

 
 

だ
が
）
と
批
判
し
た
。
ま
た
彼
の
ぺ
 

｜
 バ
ー
が
 ロ
 の
の
（
 

ぎ
 幅
の
「
に
 

頼
り
過
ぎ
 

て
い
る
と
の
感
想
も
漏
ら
し
た
。
 

他
方
、
宮
永
国
子
 
氏
 （
ブ
リ
テ
ィ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
）
も
 

、
ま
ず
 

ま
 @
-
 

の
 
0
 
コ
 氏
の
ペ
ー
パ
ー
に
対
し
、
い
く
つ
か
 
コ
メ
ソ
ト
 
を
 な
 し
た
が
、
 

筆
者
に
は
内
容
が
明
確
に
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
（
 

毛
淀
 0
 
コ
 氏
 自
身
も
 

あ
ま
り
理
解
で
ぎ
な
か
っ
た
 
2
9
 で
答
え
な
か
っ
た
）
た
だ
、
 

社
会
組
 識
 

の
 概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
一
貫
性
を
、
理
論
的
、
組
浦
田
主
 

た
   

者
の
関
連
に
お
い
て
、
の
ど
の
次
元
で
考
え
る
の
か
を
問
う
た
 

 
 

女
 の
大
損
学
的
関
心
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
 

森
岡
氏
の
ぺ
 ｜
 パ
ー
に
は
、
Ⅰ
の
 

す
 （
の
 
氏
 と
同
じ
よ
う
な
観
点
か
 
ら
の
 疑
 

間
 が
あ
っ
た
よ
さ
で
、
や
は
り
こ
こ
で
の
制
度
化
の
プ
ロ
セ
ス
 

を
 、
 虹
利
 
&
 
本
 

数
 に
お
け
る
一
つ
の
モ
デ
ル
と
考
え
る
の
か
、
ま
た
日
本
以
外
 

で
も
適
用
 

で
き
る
モ
デ
ル
と
考
え
る
の
か
と
い
う
問
が
出
さ
れ
た
。
 

真
田
氏
の
ペ
ー
パ
ー
に
は
、
Ⅰ
 

0
 
件
ぎ
も
「
の
理
論
の
活
用
に
は
 

賛
意
を
 

表
し
な
が
ら
も
、
一
元
の
宮
の
信
者
た
ち
の
現
実
認
識
の
問
題
 

を
ど
う
い
 

ぅ
 視
点
か
ら
み
て
い
る
の
か
を
問
 

う
た
 。
 

こ
れ
に
対
し
、
三
氏
は
答
え
ら
れ
る
部
分
だ
げ
に
つ
い
て
答
え
 

た
と
い
 

 
 

な
い
と
し
、
 
段
階
で
は
 

ヵ
タ
 
ま
 

た
 異
文
化
か
ら
の
新
宗
教
の
場
合
に
は
、
信
徒
が
そ
の
本
来
の
 

教
え
に
 虹
 

展
知
 で
あ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
森
岡
氏
は
こ
こ
 

で
 扱
っ
た
制
度
 

夫 夫人   
  
    に行 ノミッ神道 下 弁口ロ - 
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化
の
プ
ロ
セ
ス
は
宗
教
運
動
に
つ
い
て
の
一
般
化
を
将
来
日
 指
 す
も
の
で
 

あ
る
と
し
た
。
ま
た
真
田
氏
は
宮
氷
 氏
 に
答
え
て
、
社
会
的
 リ
 ア
リ
テ
ィ
 

の
 問
題
と
認
知
的
不
協
和
理
論
を
今
後
関
連
 づ
 げ
て
い
ぎ
た
い
 
旨
 の
こ
と
 

を
 述
べ
た
。
 

こ
の
部
会
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
 、
 特
に
日
本
人
か
ら
の
   

圧
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
新
宗
教
自
体
 の
み
な
ら
 

ず
 、
新
宗
教
研
究
へ
の
意
欲
も
日
本
側
が
活
発
で
あ
る
証
左
な
 の
で
あ
ろ
 

う
か
。
閑
話
休
題
、
内
容
的
に
は
、
 

毛
ま
 0
 コ
 氏
の
所
論
へ
の
 質
   

で
そ
れ
ら
は
次
の
三
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
㈹
セ
ク
ト
概
念
の
 有
効
性
。
 

特
に
新
宗
教
運
動
と
い
う
用
語
と
の
 凹
連
 に
お
い
て
。
㈲
宗
教
 運
動
と
非
 

宗
教
的
連
動
と
の
境
界
線
に
つ
い
て
。
㈹
宗
教
性
に
つ
い
て
の
 、
研
究
者
 

0
 枠
組
と
信
仰
者
の
主
観
的
意
図
と
の
関
係
。
 韻
淀
 0
 コ
 氏
は
 こ
れ
ら
に
 

対
す
る
答
え
の
中
で
、
 

セ
タ
ト
 と
い
う
用
語
と
新
宗
教
運
動
と
 い
う
用
語
 

の
 差
異
に
つ
い
て
い
く
ぶ
ん
か
明
確
に
し
て
い
っ
た
。
た
だ
、
 め
 
示
教
と
非
 

宗
教
と
の
境
界
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
宗
教
的
と
考
え
て
い
 る
か
ど
う
 

か
と
い
う
こ
と
に
 網
 下
し
て
い
る
の
で
、
循
環
論
的
説
明
に
陥
 っ
て
い
る
 

よ
う
 に
も
見
受
げ
ら
れ
た
。
 



（
の
 
0
 三
の
 
ヨ
 ㌧
 0
%
 
Ⅰ
 
ド
の
 O
n
 
団
 ）
 0
 す
い
 
コ
 幅
の
㏄
已
の
す
ぎ
（
 

O
,
H
,
q
p
 

安
目
 

0
 コ
 ）
」
 

ナ
 し
ミ
田
居
 乙
 （
国
際
宗
教
研
究
所
）
「
世
俗
化
理
論
と
日
本
 キ
リ
ス
ト
 

教
 １
１
日
本
基
督
教
団
の
場
合
（
の
 
o
n
g
-
p
 

「
 
@
N
p
 

（
 
@
0
 
コ
ド
汀
 0
 「
 
せ
い
 コ
年
 

目
い
 
つ
 り
コ
 
窃
の
の
 オ
 Ⅰ
 
ガ
 （
 
正
 コ
 @
 せ
一
 つ
 二
の
 0
 ギ
の
 o
h
Z
 
ぎ
 0
 目
木
 T
 抜
 け
 （
 
0
 木
 Ⅱ
。
 

隼
り
コ
 

）
」
 

ナ
松
濤
調
達
（
大
正
大
学
）
「
仏
教
 担
 団
の
発
展
と
矛
盾
 
（
 
ハ
し
 

0
 コ
 オ
ド
 
田
 

圭
 @
 
ご
す
 
@
 
コ
任
 
す
。
り
の
せ
 

e
-
o
 

づ
コ
 
）
の
 

コ
ド
 
0
 中
り
 億
 色
色
 
す
ぢ
ヨ
 
）
」
 

か
な
り
 バ
ラ
ヱ
 テ
ィ
に
富
む
 ぺ
｜
 バ
ー
が
並
ん
だ
わ
げ
で
あ
る
 が
、
そ
 

れ
ゆ
え
に
議
論
の
収
束
が
難
し
く
、
結
果
的
に
は
そ
れ
が
世
俗
  
 

論
争
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
一
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

ま
 い
 「
（
 
ぎ
 
氏
の
ぺ
 ｜
 パ
ー
は
、
西
欧
社
会
で
機
能
分
化
の
過
程
 が
 進
行
 

し
た
結
果
、
聖
職
者
た
ち
が
自
分
た
ち
を
社
会
の
中
で
再
規
定
 す
る
必
要
 

に
 迫
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
宗
教
的
諸
制
度
が
国
内
的
、
国
際
的
 に
 設
置
さ
 

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
聖
職
者
と
地
域
住
民
と
の
接
触
点
が
 矢
な
 わ
れ
、
 聖
 

職
者
が
自
ら
の
役
割
を
知
識
階
級
と
い
う
中
に
見
出
す
傾
向
 

に
あ
る
こ
 

と
、
を
 指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

上
田
氏
の
ぺ
 ｜
 パ
ー
は
、
神
道
の
現
代
社
会
へ
の
反
応
を
三
つ
  
 

ル
で
 論
じ
て
い
る
。
第
一
は
、
国
家
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
 意
 味
 に
お
け
 

る
 世
俗
化
過
程
へ
の
反
応
で
、
こ
れ
は
戦
前
の
状
態
へ
戻
ろ
 う
 と
す
る
 動
 

き
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
は
、
個
人
化
と
い
う
現
象
へ
の
 反
応
で
あ
 

り
 、
こ
れ
に
は
、
信
仰
を
個
人
の
内
面
で
深
め
る
と
い
う
線
で
 む
し
ろ
 好
 

意
 的
に
対
応
す
る
一
方
、
国
民
信
仰
と
し
て
の
神
道
を
守
ろ
う
 と
す
る
 反
 

応
 が
同
時
に
見
ら
れ
る
と
す
る
。
第
三
は
、
近
代
化
へ
の
反
応
 で
、
こ
れ
 

に
つ
い
て
は
比
較
的
無
関
心
で
あ
る
と
す
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
 、
神
道
は
 

そ
の
歴
史
的
過
去
に
従
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
の
が
上
田
氏
 の
 見
解
で
 

6
1
 

 
 

あ
る
。
 

松
濤
 氏
 の
ぺ
 ｜
 パ
ー
は
、
イ
ソ
 ド
 初
期
の
仏
教
と
鎌
倉
仏
教
と
 を
 題
材
⑪
 

に
し
な
が
ら
、
既
成
宗
教
の
対
応
と
い
う
問
題
を
、
教
団
の
内
 部
分
裂
の
 

際
に
生
じ
て
く
る
問
題
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
 三
つ
の
 段
 

階
を
持
つ
と
さ
れ
る
，
ま
ず
、
教
団
内
の
矛
盾
を
示
す
も
の
と
 し
て
、
 新
 

し
 い
 動
き
が
生
じ
、
次
い
で
こ
れ
を
取
り
 阻
 こ
 う
 と
す
石
屋
 動
 が
 起
こ
 

り
 、
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
 結
 里
オ
 盾
 が
取
り
 

除
か
れ
る
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。
 

ぎ
田
 
氏
の
ペ
ー
パ
ー
は
、
日
本
基
督
教
団
を
具
体
的
事
例
と
 
し
な
が
 

ら
、
 目
ま
の
「
（
 
ぎ
 氏
の
世
俗
化
理
論
を
検
証
し
よ
う
と
い
う
 意
 図
を
持
っ
 

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
基
督
教
団
で
起
っ
た
三
つ
の
 事
例
を
扱
 

い
な
が
ら
、
同
教
団
の
人
々
の
分
裂
が
、
「
国
家
上
位
宗
教
 下
 位
枠
 」
と
 

「
中
立
的
国
家
 @
 多
元
的
宗
教
 枠
 」
と
い
う
二
つ
の
枠
の
ど
ち
 ら
に
属
す
 

る
か
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
い
る
と
洞
察
す
る
。
 

こ
の
部
会
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
サ
ン
ト
は
の
 臣
 -
0
 
の
り
）
 

ら
 p
q
o
 

厨
 （
 ア
  
 

タ
 大
学
）
と
石
井
大
雄
 氏
 
（
京
都
大
学
）
の
二
人
で
あ
っ
た
。
の
 
ド
 ヲ
色
 
い
 Ⅰ
 
0
-
 
び
 

氏
の
 コ
メ
ン
ト
は
 、
 彼
の
関
心
が
宗
教
社
会
学
と
少
し
ず
れ
て
 い
た
た
め
 

で
あ
ろ
う
か
、
焦
点
も
若
干
ず
れ
た
感
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
 
基
本
的
に
 

@
 興
味
深
し
力
 つ
 重
要
な
 已
 題
を
提
起
し
た
。
そ
の
中
心
的
 論
点
は
 、
 

 
 

世
俗
化
概
念
が
二
元
論
的
思
考
を
背
景
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
 の
で
は
な
 

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
単
純
な
状
態
か
ら
分
化
 し
た
状
態
 

へ
、
あ
る
い
は
伝
統
的
な
も
の
か
ら
近
代
的
な
も
の
へ
と
い
う
 
具
 4
 
ロ
げ
し
、
 

A
 

か
ら
 B
 へ
と
い
う
枠
内
で
の
み
世
俗
化
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
 と
へ
の
 不
 



猜
 が
表
明
さ
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
げ
加
え
て
、
例
え
 ・
は
め
の
 

c
u
 

～
 

曲
 「
 
@
Z
a
 

（
 
ざ
コ
 と
い
う
語
の
代
り
に
 
B
0
q
 
げ
 ま
 %
 ざ
コ
 と
い
う
語
 を
 用
い
た
 

な
ら
、
も
っ
と
広
く
こ
の
概
念
を
適
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
 の
で
は
な
 

い
か
と
論
じ
た
。
 

一
方
、
石
井
氏
の
コ
メ
ン
ト
は
、
コ
メ
ン
ト
と
い
う
よ
り
は
 五
 人
目
の
 

発
題
 と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
日
の
朝
 既
に
帰
国
 

し
て
い
た
 コ
 三
曲
氏
の
代
弁
に
多
く
の
時
間
を
割
き
、
タ
イ
の
 サ
ン
ガ
の
 

社
会
的
活
動
に
お
け
る
問
題
 占
や
 、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
 一
 シ
ア
等
で
 

の
 、
共
産
主
義
を
意
識
し
た
宗
教
界
の
問
題
点
な
ど
に
少
し
ず
 
っ
 触
れ
 

た
 。
こ
の
会
議
で
は
、
西
洋
と
日
本
以
外
の
地
域
は
余
り
話
題
 と
さ
れ
な
 

か
っ
た
の
で
、
ア
ジ
ア
の
仏
教
 回
 に
お
け
る
現
代
的
状
況
に
目
 を
 向
け
さ
 

せ
た
と
い
う
占
で
は
意
義
あ
る
 コ
メ
ソ
ト
と
 考
え
る
こ
と
が
で
 き
ょ
 ぅ
 。
 

結
局
こ
の
問
題
は
議
論
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
イ
ソ
ド
シ
ナ
 半
島
は
じ
 

め
 イ
ソ
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド
等
の
国
々
に
お
け
る
宗
教
と
社
会
 変
動
の
係
 

わ
り
と
い
う
問
題
は
、
宗
教
社
会
学
者
に
は
ま
だ
未
開
拓
に
 近
 い
 分
野
と
 

言
え
そ
う
で
あ
る
。
 

さ
て
、
の
監
守
 
q
0
 
す
 氏
の
コ
メ
ン
ト
は
、
上
田
氏
、
居
区
民
、
 松
濤
 氏
 

か
ら
は
、
反
論
ら
し
い
反
論
は
な
く
、
比
較
的
妥
当
な
意
見
と
 し
て
受
け
 

入
れ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
口
目
 a
r
 
（
 ぎ
氏
 、
及
び
フ
ロ
ア
か
ら
 は
 一
斉
 の
 

反
論
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
 

こ
の
反
論
は
結
局
、
世
俗
化
の
概
念
論
争
へ
と
発
展
し
て
い
っ
 た
の
で
 

望
 

あ
る
が
、
と
も
あ
れ
そ
の
反
論
の
根
拠
は
大
 ょ
そ
 次
の
三
 つ
に
 ま
と
め
ら
 

れ
る
。
一
つ
は
、
呂
の
（
（
 

@
 
口
 氏
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
 、
世
俗
化
 

展
 

理
論
が
二
元
論
を
背
景
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 ぶ
 Ⅲ
、
こ
の
一
己
 
万
 

論
 的
見
解
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
を
考
え
れ
ば
、
教
会
と
世
俗
 社
 会
 と
い
う
 

現
実
の
構
造
を
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
少
壮
く
と
も
 西
 欧
 世
界
に
 

お
い
て
こ
の
二
元
論
は
必
然
的
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
  
 

次
は
ミ
抜
 0
 コ
 氏
の
意
見
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
、
世
俗
化
と
 い
う
の
 

は
 既
に
市
民
権
を
得
た
概
念
で
あ
り
、
一
つ
の
状
況
を
反
映
し
 た
 語
で
あ
 

る
か
ら
、
お
 0
 「
 
鰍
ま
 ㌢
 ざ
コ
 と
い
う
語
を
使
っ
て
一
般
化
す
る
 と
 、
こ
の
 

特
殊
状
況
の
問
題
点
が
ば
や
が
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
  
 

三
番
目
は
 、
 Ⅰ
 E
n
r
 

ヨ
 の
目
氏
の
意
見
で
、
世
俗
化
と
い
う
語
を
 厳
密
に
 

使
 う
 こ
と
に
は
賛
成
で
、
世
俗
化
を
現
実
の
現
象
と
み
る
見
方
 に
 古
村
 
び
 敬
 
@
 

告
を
発
し
、
そ
の
点
で
は
の
 p
 江
が
「
 
0
 守
氏
 に
共
感
を
寄
せ
た
が
 も
ち
、
 や
 

は
り
世
俗
化
と
い
う
語
が
説
明
し
よ
う
と
い
っ
て
い
る
対
象
が
 重
要
で
あ
 

る
と
し
、
単
な
る
言
葉
の
舌
ロ
い
か
え
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
 
と
す
る
も
 

の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
部
会
 お
 四
つ
の
 べ
｜
パ
 

い
ず
れ
も
 具
 体
 的
な
 

場
面
で
論
を
展
開
し
、
興
味
あ
る
例
を
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
 そ
れ
が
 次
 

第
に
侍
 へ
押
し
や
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
概
念
論
争
に
終
始
し
た
の
 は
い
さ
さ
 

か
 残
念
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
た
が
ら
、
こ
の
部
会
、
更
に
は
こ
の
会
議
全
体
を
通
じ
 て
な
さ
 

れ
た
、
世
俗
化
概
念
の
有
効
性
の
主
張
と
限
界
性
の
主
張
と
は
 、
 全
く
 相
 

反
す
る
目
的
の
も
と
に
な
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
 。
む
し
ろ
 

共
通
の
目
的
を
持
ち
 ぅ
 る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
、
 世
俗
化
の
 

概
念
が
何
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
を
見
定
め
、
他
方
で
、
 そ
 れ
が
何
を
㎝
 

扱
い
得
な
い
か
、
あ
る
い
は
ど
う
い
っ
た
視
点
に
立
つ
と
こ
の
 概
念
が
無
 

7
 

意
味
に
な
る
か
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
結
局
世
俗
化
 概
 念
の
全
体
 

1
 



四
つ
の
部
会
を
通
じ
て
、
い
く
つ
か
の
対
立
点
が
明
ら
か
に
な
 っ
 た
の
 

は
 興
味
深
か
っ
た
。
 い
 仁
井
ヨ
 
ぃ
コ
コ
氏
と
圭
ぎ
 0
 コ
 氏
は
互
い
に
 
@
6
 
そ
の
意
見
 

を
 尊
重
し
て
い
る
と
は
い
え
、
見
解
の
相
違
は
根
本
的
な
も
の
 で
あ
っ
た
 

し
 、
ま
た
 毛
浅
巨
 0
 
旧
 綜
せ
氏
の
 い
 わ
ゆ
る
 マ
 ク
日
興
 詰
に
ょ
 る
 「
な
で
 

切
り
」
的
批
判
論
調
と
、
宗
社
研
の
個
別
事
例
の
細
か
な
 検
 証
 に
 基
づ
い
 

て
の
論
議
と
は
対
立
す
る
の
が
必
然
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
 る
 。
 

毛
の
 「
 
b
 ー
 
o
 毛
の
村
 
せ
 氏
は
一
般
理
論
信
奉
者
と
自
称
す
る
 井
 間
民
 や
目
 o
P
 

氏
 の
一
般
的
枠
組
に
は
、
各
々
の
事
象
の
歴
史
的
背
景
の
差
を
 重
ん
じ
る
 

べ
 き
 こ
と
を
主
張
し
て
、
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
を
形
成
す
る
こ
と
 

の
で
あ
る
が
、
例
え
 ぱ
 そ
れ
ぞ
れ
長
い
歴
史
的
な
背
景
を
も
っ
 が

で
き
た
 

日
本
宗
教
 

や
 ア
ジ
ア
の
仏
教
に
つ
い
て
具
体
的
事
例
研
究
を
踏
ま
え
ず
 て
 ク
臣
 理
論
 

で
 比
較
し
て
し
ま
う
と
い
う
自
己
矛
盾
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
 み
え
る
。
 

世
俗
化
に
つ
い
て
次
々
と
著
作
を
出
し
て
い
る
、
り
目
 ド
 「
（
 
ぎ
 氏
か
ら
 

余
り
発
言
が
な
か
っ
た
こ
と
や
、
 り
 。
 
ォ
 6
 の
 
P
p
 

轄
の
氏
が
 

ピ
ラ
｜
 理
論
を
展
 

聞
 さ
せ
な
か
っ
た
点
な
ど
は
多
少
物
足
り
な
か
っ
た
。
ま
た
 日
 本
垂
 中
へ
 ハ
 
ツ
 

通
訳
に
か
な
り
時
間
を
費
し
た
た
め
論
議
の
時
間
が
思
っ
た
よ
  
 

な
っ
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
り
 、
日
本
人
 

に
と
っ
て
分
り
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
に
あ
る
と
し
 て
も
、
 い
 

さ
さ
か
残
念
で
あ
っ
た
。
 

像
 自
体
を
明
瞭
な
も
の
に
す
る
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
 で
あ
る
。
 

結
果
的
に
は
、
こ
の
試
み
は
、
あ
る
い
は
、
世
俗
化
と
い
う
 語
 の
 使
用
頻
 

度
を
少
な
く
す
る
か
も
し
れ
な
い
 代
 
使
用
す
る
こ
と
の
価
値
 は
 大
き
く
 

な
る
筈
で
あ
る
。
 

こ
の
会
議
を
契
 構
 に
理
論
交
換
の
場
が
拡
大
さ
れ
研
究
対
象
と
 す
る
 視
 

野
の
広
ま
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
報
告
を
終
り
た
い
。
 主
日
回
合
か
っ
て
 
I
 
ぬ
 

力
足
ら
ず
、
誤
解
曲
解
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
思
わ
れ
る
が
、
 そ
の
点
は
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

註
 

（
 1
 ）
正
式
名
称
は
円
 巳
ぞ
 0
 日
の
の
（
 

ぎ
の
 0
h
o
 
ロ
 
の
力
お
お
・
 な
 お
 C
I
S
 

R
 に
つ
い
て
は
藤
井
正
雄
氏
が
宗
教
研
究
二
三
五
号
で
紹
介
し
 て
い
る
 

の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 2
 ）
会
議
の
紀
要
号
も
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
 
、
 詳
し
く
 

へ
｜
 バ
ー
の
内
容
を
知
り
た
 い
 方
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 3
 ）
赤
池
憲
昭
・
 
わ
 
。
 ソ
 ・
 ス
イ
 ン
 ゲ
ド
 上
 訴
 。
 コ
 ル
 ダ
ピ
任
 利
二
九
 

セ
 -
 
ハ
 年
 。
）
 

（
 4
 ）
 
冒
ぎ
目
 ar
 
（
 
ぎ
 
民
夫
人
で
あ
る
。
 

（
 5
 ）
Ⅰ
・
 ロ
め
 
の
（
 
ヨ
的
 0
 Ⅱ
 由
 ・
 ミ
 ・
 オ
ぢ
オ
 
0
 コ
リ
コ
年
の
り
 オ
い
い
侍
 

。
Ⅰ
 二
毛
 ゴ
 0
 コ
 

弔
 Ⅰ
 
0
 づ
ア
 
e
c
 

ゼ
ロ
の
 

ご
 の
こ
ト
 
目
コ
 
@
 
せ
 ・
 0
 ヰ
目
 コ
コ
 
e
 の
 
o
 ヰ
か
 市
ハ
 
e
 の
 
ダ
ト
 の
白
の
 

（
 6
 ）
二
人
の
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
十
枚
弘
光
 
氏
が
 
「
 現
代
宗
教
 

の
陥
究
 」
 宅
 現
代
宗
教
へ
の
視
角
 L
 所
収
）
と
い
う
論
文
の
中
 で
、
 ヴ
 

ィ
ル
ソ
ソ
 を
「
宗
教
衰
退
論
」
、
 
ル
 "
 ク
マ
 ソ
 を
「
宗
教
不
滅
 め
 調
 」
と
 

し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
 井
門
富
 二
夫
氏
が
ヴ
ィ
ル
 
ソ
 ン
の
近
 

著
 
「
現
代
宗
教
の
変
容
（
 n
o
 
コ
 市
日
 づ
 。
 ぷ
毛
づ
 q
p
 
コ
 ム
 0
 ぺ
日
芸
 
-
0
 
臣
 0
 片
 

れ
 色
町
 @
o
 
コ
 ）
ロ
の
翻
訳
の
解
説
で
、
十
枚
氏
の
見
解
任
批
判
を
 加
え
て
 

い
る
が
、
筆
者
に
は
用
語
上
の
間
題
は
残
る
に
し
ろ
、
や
は
り
 基
本
的
 

に
は
十
枚
氏
の
見
解
が
的
を
射
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 



西
 ド
イ
ッ
の
ボ
ン
大
学
で
長
年
に
わ
た
り
比
較
宗
教
学
を
講
じ
 て
 き
た
 

グ
ス
タ
フ
・
メ
ソ
シ
ン
グ
教
授
は
、
昨
年
九
月
三
 0
 日
 、
一
か
 

何
年
ぶ
り
か
で
ボ
ン
郊
外
の
お
宅
に
教
授
を
訪
れ
、
元
気
な
お
 月

 た
ら
ず
 

姿
 に
接
し
 

の
 短
い
病
 い
 （
心
臓
発
作
）
の
た
め
、
忽
然
と
し
て
逝
去
さ
れ
 た
 。
一
九
 

六
九
年
に
引
退
し
て
か
ら
後
も
、
ず
っ
と
一
部
の
講
義
を
受
 け
 持
ち
、
 ま
 

た
 精
力
的
に
著
作
活
動
を
 っ
づ
 げ
て
来
ら
れ
た
（
そ
の
最
近
著
 ㏄
 ま
も
ヘ
キ
 

Ⅰ
 

窯
 さ
も
 Q か
ド
 
～
 
め
 
～
 
ご
 め
 @
 馬
 ぎ
さ
 心
 こ
ぎ
 
ダ
ト
 の
 
ド
 ㏄
は
 、
 死
の
わ
 二
り
 
か
 数
日
ま
え
 

に
 公
刊
さ
れ
た
ば
か
り
だ
っ
た
）
こ
と
を
知
る
者
に
と
っ
て
 、
，
 
」
の
報
は
 

ま
こ
と
に
突
然
で
あ
っ
た
。
筆
者
自
身
も
 、
 過
ぐ
る
一
九
七
七
 年
 八
月
、
 

て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
悲
報
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
は
か
く
す
 こ
と
が
で
 

き
な
い
。
 

し
か
し
、
同
教
授
の
訃
は
、
た
だ
単
に
す
ぐ
れ
た
一
人
の
学
者
 の
死
と
 

い
う
だ
げ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ド
イ
ッ
（
と
く
に
西
独
）
に
お
 け
 る
 宗
教
学
 

の
 現
状
に
と
っ
て
、
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
 。
す
で
に
 

望
 

ハ
イ
ソ
 ツ
 ・
ロ
ー
ベ
ル
ト
，
シ
ュ
レ
ッ
テ
（
 ボ
ソ
、
 浮
ナ
 
ゃ
 
一
万
 
大
学
教
授
）
 

が
 、
一
九
七
八
年
一
 0
 月
一
一
日
 版
の
 「
フ
ラ
 ソ
 ク
フ
ル
タ
ー
  
 

 
 

学
 の
一
つ
 

辰
の
時
代
の
終
り
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

よ
 り
 詳
し
く
言
う
 

ノ
 ン
シ
ン
グ
教
授
の
死
去
に
よ
せ
て
 

田
 

九
徳
 
善
 

外
面
的
に
み
れ
ば
、
 

メ
ソ
 シ
ン
グ
教
授
の
経
歴
は
必
ず
し
も
さ
 し
て
 変
 

化
に
富
ん
だ
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
 、
順
調
か
 

つ
 典
型
的
な
ド
イ
ッ
の
大
学
教
授
の
道
で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
 る
 。
彼
は
 

一
九
 0
 
一
年
五
月
六
日
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
生
ま
れ
、
長
じ
て
 ゲ
ッ
テ
ィ
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な
ら
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
古
典
的
な
比
較
宗
教
学
」
、
あ
る
 い
は
ゐ
 示
教
 

単
 に
お
け
る
オ
ッ
ト
ー
的
な
伝
統
と
で
も
呼
ぶ
べ
 き
 も
の
の
 終
 り
を
告
げ
 

る
 し
る
し
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
オ
ッ
ト
ー
は
マ
ー
ル
 フ
ル
ク
 大
 

学
を
足
場
に
し
て
活
躍
し
、
ラ
ン
 ッ
 コ
フ
ス
キ
ー
（
ハ
イ
デ
ル
 
 
 

 
 

イ
 ソ
ゐ
 下
拙
 
継
 

学
の
 ハ
 ツ
ッ
ヵ
 V
 」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
観
を
呈
し
た
。
し
か
 し
 、
こ
の
 

伝
統
に
つ
な
が
る
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ラ
ー
教
授
は
 、
す
 で
に
一
九
 

六
七
年
に
他
界
し
 
雀
 宗
教
研
究
」
一
九
三
号
参
照
）
、
今
ま
た
 そ
の
最
後
 

0
 代
表
者
と
も
言
え
る
 ノ
 ン
シ
ン
グ
教
授
を
失
っ
て
、
ド
イ
ッ
 の
士
 不
教
学
 

界
は
混
乱
の
度
合
を
つ
 よ
 め
た
か
の
印
象
が
ふ
か
い
の
で
あ
る
  
 

は
下
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
追
悼
の
意
を
こ
め
て
、
故
人
の
足
跡
 を
か
ん
 

た
ん
に
ふ
り
返
り
、
併
せ
て
右
の
よ
う
な
ド
イ
ッ
宗
教
学
の
現
   

の
 当
面
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
多
少
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
 
。
も
ち
 ろ
 

ん
 、
そ
の
学
説
と
業
績
の
全
般
的
な
分
析
、
位
置
づ
 
け
、
そ
 し
て
評
価
 

は
 、
今
後
の
本
格
的
な
検
討
に
 俣
 た
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
 

今
は
筆
者
 

な
り
の
視
点
か
ら
、
暫
定
的
に
二
、
三
の
点
を
指
摘
し
て
み
る
 こ
と
に
す
 

る
 。
 



ン
ゲ
ン
、
マ
ー
ル
フ
ル
・
 
ク
 、
ベ
ル
リ
ン
で
哲
学
、
フ
ロ
テ
ス
 
タ
ソ
ト
神
 

学
 、
宗
教
学
、
 
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
語
学
を
修
め
た
。
一
九
二
四
 年
 @
 
、
 マ
｜
 

ル
フ
ル
ク
で
博
士
の
学
位
を
取
得
し
、
た
だ
ち
に
故
郷
に
近
い
 フ
ラ
ウ
ン
 

シ
ュ
 ヴ
ァ
イ
 
ク
 の
工
科
大
学
で
私
講
師
と
な
っ
た
が
、
一
九
二
 七
年
に
は
 

ラ
ト
ヴ
ィ
ア
（
当
時
）
の
首
都
リ
ガ
の
国
立
大
学
の
古
木
敦
史
学
 

の
 教
授
に
 

招
膀
 さ
れ
た
。
こ
の
間
、
一
九
二
六
年
に
は
む
 ま
キ
ぬ
 ～
～
～
 

め
め
り
 
Q
 苗
 
き
ふ
晦
も
 
S
 

で
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
八
年
間
 の
 活
動
の
 

後
、
一
九
三
六
年
に
ボ
ン
大
学
の
哲
学
部
へ
招
か
れ
、
一
九
四
 二
年
か
ら
 

は
 、
カ
ー
ル
・
ク
レ
ー
メ
 ソ
 の
後
任
と
し
て
比
較
宗
教
学
の
講
 座
を
担
当
 

し
て
、
晩
年
ま
で
倦
む
こ
と
な
く
、
そ
の
研
究
・
教
育
活
動
を
 つ
づ
け
た
 

の
で
あ
る
。
そ
の
基
盤
を
な
し
た
の
は
宗
教
学
 ゼ
、
 
・
、
ナ
ー
ル
で
 あ
っ
た
 

が
 、
そ
れ
は
教
授
一
人
（
お
よ
び
助
手
）
の
み
の
小
規
模
の
講
 座
 で
、
 こ
 

れ
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
も
変
っ
て
い
な
い
。
・
し
か
し
、
教
授
 の
影
饗
日
 

は
 、
た
だ
こ
こ
に
籍
を
置
い
て
学
ん
だ
比
較
的
に
少
数
の
学
生
 の
み
に
 限
 

ら
れ
ず
、
と
く
に
 毎
冬
 学
期
の
水
曜
夕
刻
、
全
学
部
学
生
を
対
 象
 と
し
て
 

行
わ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
啓
蒙
的
な
講
義
や
、
ま
た
学
外
 で
の
講
演
 

な
ど
を
通
じ
て
、
よ
り
広
い
範
囲
に
も
及
ん
で
行
っ
た
よ
 う
 で
 あ
る
。
 

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
一
見
順
調
な
 ノ
 ン
シ
ン
グ
教
授
の
学
 問
的
活
 

勤
 は
、
ま
っ
た
く
闘
い
を
伴
わ
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 そ
 れ
を
考
え
 

る
 時
、
ま
ず
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
背
景
と
 し
て
の
、
 

ド
ィ
ッ
 
の
宗
教
学
を
め
ぐ
る
過
去
 何
 十
年
か
の
全
般
的
な
環
境
 で
あ
る
。
 

端
的
に
言
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
良
好
な
も
の
で
は
な
く
、
 あ
 る

意
 
味
で
（
 

3
 
@
 
）
 

は
 、
ド
イ
ッ
は
む
し
ろ
後
進
的
だ
っ
た
と
さ
え
見
ら
れ
な
く
は
  
 

イ
ソ
 の
学
界
が
、
い
わ
か
る
「
宗
教
史
学
派
」
の
業
績
に
代
表
 さ
れ
る
 
ょ
 

う
 に
大
き
な
貢
献
を
な
し
て
ぎ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
い
 さ
さ
か
 奇
 
0
 

異
に
聞
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
や
は
り
事
実
な
  

 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
宗
教
学
は
 、
 根
づ
 よ
 い
 キ
 リ
ス
ト
 
教
帥
 

 
 

神
学
（
カ
ト
リ
ッ
ク
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
両
陣
営
の
）
の
勢
力
 
に
 比
し
 

て
 、
い
わ
ば
継
子
的
な
扱
い
し
か
受
け
て
来
な
か
っ
た
し
、
 絶
 ぇ
 ず
そ
れ
 

に
 対
し
て
自
ら
の
存
在
理
由
を
主
張
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
 た
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
こ
と
は
、
精
神
的
な
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
こ
と
に
 制
度
的
な
 

レ
ベ
ル
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
。
 

右
の
よ
う
な
事
情
を
典
型
的
な
仕
方
で
表
現
し
た
の
は
、
か
っ
 て
 ハ
ル
 

 
 

」
と
い
 

（
 
4
@
 

う
 題
で
行
っ
た
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
の
総
長
講
演
で
あ
る
。
 こ
 の
 講
演
の
 

中
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
マ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
ゲ
ー
テ
の
警
句
 に
よ
り
つ
 

つ
 述
べ
た
「
た
だ
一
つ
の
宗
教
し
か
知
ら
な
い
者
は
、
何
ら
 宗
 教
を
知
ら
 

な
い
に
ひ
と
し
い
」
と
い
分
有
名
な
句
を
逆
転
さ
せ
、
「
こ
の
 古
本
敷
（
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 ）
と
そ
の
歴
史
を
知
る
者
は
、
す
べ
て
の
宗
教
を
 
知
っ
て
 
い
 

る
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
ハ
ル
 ナ
ッ
ク
の
 

主
張
は
、
キ
リ
ス
ト
教
史
家
と
し
て
の
彼
一
流
の
見
識
か
ら
で
 た
も
の
で
 

あ
っ
た
が
、
他
宗
教
や
そ
の
歴
史
の
研
究
に
つ
い
て
、
後
々
 ま
 で
も
暗
黙
 

の
う
ち
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
ぎ
た
一
般
的
な
見
解
を
、
雄
弁
に
 旺
 唄
っ
て
Ⅱ
 
リ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
他
宗
教
と
の
比
較
研
究
は
軸
用
で
あ
る
か
、
 あ
る
い
は
 

せ
い
ぜ
い
神
学
へ
の
補
助
字
と
し
て
存
在
を
許
さ
れ
る
も
の
と
 し
か
見
ら
 

れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
は
、
オ
ッ
ト
ー
や
ハ
イ
ラ
ー
が
、
神
学
 部
 に
所
 

属
し
な
が
ら
他
宗
教
、
と
く
に
東
洋
の
宗
教
に
大
き
な
比
重
を
 置
い
た
こ
 



展 望 

  
メ
ソ
 シ
ン
グ
宗
教
学
の
根
底
を
な
し
て
い
る
の
は
、
 

ほ
ぽ
 以
上
 
の
よ
う
 

な
 態
度
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
 

よ
 り
立
入
っ
て
み
る
と
、
そ
の
 学
説
の
中
 

に
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
要
素
が
識
別
で
き
、
そ
れ
 ら
は
一
部
 

分
 、
先
行
な
い
し
同
時
代
の
業
績
と
の
関
連
で
捉
え
る
こ
と
が
 可
能
で
あ
 

る
 。
 

 
 

ま
ず
第
一
に
明
ら
か
な
の
は
、
教
授
も
自
認
す
る
ご
と
く
、
 師
 オ
ッ
ト
㈹
 

１
 0
 影
響
で
あ
る
。
 
例
え
 ・
 
ば
 、
一
九
四
八
年
の
、
簡
潔
に
ま
と
 め

ら
れ
た
 

1
2
 

G
e
s
c
h
 

～
 
い
 
か
守
も
 

e
r
 
 

き
 ～
～
 

め
 ～
 
o
n
 
の
 
さ
～
 
の
 
の
め
さ
 

の
 
も
 
か
 
a
 さ
 
（
下
宮
守
之
 訳
 
「
仝
不
教
学
 
1
 

  

  

  

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
一
九
五
五
年
の
 

づ
 0
 ～
 
ぬ
 r
Q
m
u
n
 
簿
 薫
 き
、
 b
 め
 @
 
～
 

ぎ
隠
ぬ
ド
カ
 e
 ～
～
 

め
 ～
 
0
 さ
 （
田
中
元
謀
「
宗
教
に
お
け
る
寛
容
と
真
理
 ト
一
九
 

六
五
年
、
理
想
 社
 ）
は
、
そ
の
著
作
の
中
で
も
、
最
も
ひ
ろ
く
 読
ま
れ
た
 

も
の
に
数
え
ら
れ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
純
粋
に
学
問
的
な
枠
の
中
で
の
こ
と
で
あ
 っ
て
 、
 

直
接
に
何
ら
か
の
実
践
活
動
に
結
び
つ
く
種
類
の
も
の
で
は
な
 か
っ
た
。
 

し
か
し
、
と
く
に
オ
ッ
ト
ー
、
ハ
イ
ラ
ー
い
ら
い
の
比
較
宗
教
 学
が
、
程
 

度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
寛
容
へ
の
要
請
と
諸
宗
教
の
理
解
と
い
 う
 理
想
に
 

よ
っ
て
、
 
暗
 趺
の
中
に
み
ち
び
か
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
否
定
 
で
き
な
 

ぃ
 。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
神
学
上
の
自
由
主
義
的
路
線
と
ふ
 か
い
つ
な
 

が
り
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
メ
ン
シ
ン
グ
教
授
（
自
身
  
 

派
 教
会
に
属
し
て
お
ら
れ
た
）
の
場
合
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
 か
っ
た
の
 

で
あ
る
。
 



史
 与
一
九
七
 0
 年
 、
創
造
社
）
で
は
、
自
ら
を
古
く
は
 
シ
ュ
 ラ
イ
エ
ル
 

 
 

進
 さ
れ
た
 

「
理
解
の
宗
教
学
」
の
系
列
の
中
に
位
置
づ
げ
て
い
る
。
「
 
聖
な
 る
も
の
 

と
の
体
験
的
な
出
会
い
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
 た
人
聞
の
 

応
答
的
行
動
」
と
い
う
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
宗
教
の
定
義
 か
 、
オ
ッ
 

ト
 ー
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
 
な
か
ろ
 

ぅ
 。
理
解
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
比
較
 と
 理
解
」
と
 

い
 う
 形
で
、
つ
ね
に
宗
教
学
の
最
も
基
本
的
な
方
法
と
し
て
 強
 謁
 さ
れ
て
 

 
 

つ
り
、
 そ
 

れ
ら
の
中
に
、
ま
た
そ
の
背
後
に
息
づ
い
て
い
る
宗
教
的
生
 な
 把
握
し
よ
 

ぅ
 と
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
説
明
す
る
の
で
な
く
 、
理
解
に
 

よ
っ
て
、
宗
教
を
宗
教
た
ら
し
め
て
い
る
本
来
の
内
容
に
せ
 ま
 る
こ
と
 

が
 目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
ま
た
 

「
現
象
学
 

的
 」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
や
や
 暖
 味
な
意
味
で
）
。
 

第
二
に
そ
の
学
説
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
そ
の
際
立
っ
て
体
系
 M
 
.
 
類
 

聖
諭
的
な
手
法
で
あ
る
。
宗
教
学
は
、
前
述
の
よ
う
な
意
味
で
 あ
ら
ゆ
る
 

宗
教
を
比
較
か
つ
理
解
し
ょ
う
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
 
そ
の
「
 構
 

造
 」
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
 
「
 睦
倍
吐
氾
 

」
 

と
い
う
術
語
が
正
確
に
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
か
、
筆
者
は
ま
だ
 詳
 か
に
し
 

え
な
い
で
い
る
が
、
と
に
か
く
そ
れ
が
基
本
的
な
概
念
の
一
 つ
 で
あ
る
こ
 

と
だ
け
は
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
 例
え
，
ば
 
、
一
九
三
八
年
の
 ぷ
 0
 ～
労
ミ
 

～
～
 

め
 ～
 
き
 
ま
も
頼
 め
 
～
～
「
も
～
 

ミ
 0
 
さ
い
ら
い
、
「
民
族
宗
教
」
と
「
 世
 耳
介
 
@
 
ぬ
不
北
 

%
 」
 

と
い
う
二
類
型
は
、
宗
教
的
経
験
の
「
基
本
構
造
」
と
し
て
、
 殆
ど
あ
ら
 

ゆ
る
著
作
の
中
に
繰
返
し
用
い
ら
れ
、
そ
の
 臣
 組
み
を
な
し
て
 い
る
。
 メ
 

ソ
 シ
ン
グ
宗
教
学
の
集
大
成
と
も
言
う
べ
 き
 も
む
 慰
 -
 
～
 
め
 ～
 
っ
ミ
め
 Ⅰ
匂
う
寸
心
 

@
 
さ
 

悪
さ
㎏
 

ぃ
 
/
0
 
ド
さ
 
尽
ざ
・
 
め
叩
 
Ⅰ
よ
 
%
@
 
悪
 Ⅰ
 
ぢ
 ㌧
㏄
ま
ま
 
ぉ
 も
卜
も
け
 
馬
ミ
匂
幅
憶
い
も
 

㌔
 
2
 
や
円
の
 切
っ
に
い
 
か
 

い
て
も
、
車
宿
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
，
宗
教
の
主
体
が
集
 団
か
ら
 個
 

人
 へ
と
転
換
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
す
る
こ
の
考
え
方
は
、
い
く
 つ
か
の
点
 

で
、
社
会
学
者
テ
ン
 ニ
ニ
 ス
の
立
て
た
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
 

 
 

シ
ャ
フ
ト
の
類
型
論
仁
平
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
 き
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
 

さ
ら
に
第
三
に
目
に
つ
く
の
は
、
や
は
り
中
心
的
な
意
味
を
も
 っ
て
 い
 

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
「
宗
教
的
 生
 」
、
「
生
の
中
心
 
」
な
ど
 

の
 語
は
そ
の
著
作
の
あ
ち
こ
ち
に
頻
出
し
、
教
授
が
い
か
に
そ
 れ
を
愛
好
 

し
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
，
こ
の
生
は
非
合
理
的
 で
、
通
常
 

の
 理
性
に
 よ
 る
把
握
を
絶
し
、
し
か
も
自
発
的
な
る
が
故
に
 、
 固
定
し
た
 

形
式
に
は
め
込
ま
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
 発
 想
 が
 い
わ
 

ゆ
る
生
の
哲
学
、
例
え
ば
生
命
と
形
式
の
相
剋
を
説
い
た
ジ
ン
 メ
ル
 の
 思
 

想
 と
多
分
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
争
え
な
い
。
も
っ
 と
も
教
授
 

は
 、
オ
ッ
ト
ー
 と
異
 つ
て
、
専
門
的
に
哲
学
と
取
組
ん
だ
ふ
し
 は
 見
え
た
 

い
の
で
、
こ
れ
は
影
響
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
同
じ
時
代
思
   

で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
 "
 さ
ら
に
同
じ
系
列
に
属
す
る
の
は
 、
 「
 ね
不
 
萩
 
@
 

有
機
体
」
の
概
念
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
各
々
の
個
別
宗
教
は
 

ロ
マ
ン
 

主
義
特
有
の
仕
方
で
、
み
な
あ
る
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
有
機
体
 で
あ
り
、
 

固
有
の
精
神
な
い
し
価
値
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
 こ
の
有
機
 

体
親
 は
、
歴
史
の
次
元
に
お
い
て
は
、
宗
教
が
そ
の
内
的
生
命
 と
 組
織
化
 

へ
の
傾
向
と
の
相
剋
か
ら
、
生
成
と
展
開
と
没
落
と
の
循
環
を
 経
験
す
る
 

と
い
う
、
独
特
な
宗
教
史
の
理
論
へ
と
 み
 ち
び
い
た
。
そ
こ
に
 は
 、
か
な
 

(696)  122 



望
 

こ
れ
ま
で
言
及
し
た
の
は
、
い
わ
ば
 メ
ソ
シ
ソ
ク
 
宗
教
学
の
 
キ
  
 

１
ム
と
で
も
舌
口
え
る
も
の
の
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
の
豊
か
な
 

内
 容
 の
す
べ
 

展
 

て
な
 づ
 く
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
事
実
、
そ
れ
は
 前
 出
の
沈
黙
や
苦
 

  

  

  

り
は
っ
き
り
と
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
 L
 
 そ
し
て
そ
れ
を
受
け
た
 ト
 イ
ソ
 ピ
 

１
 0
 文
明
史
観
と
の
照
応
が
認
め
ら
れ
る
。
 

最
後
に
 、
 右
の
点
と
も
関
連
す
る
も
う
一
つ
の
特
徴
に
も
ふ
れ
 て
お
こ
 

ぅ
 。
そ
れ
は
、
宗
教
の
歴
史
的
展
開
の
力
学
を
規
定
す
る
も
の
 と
し
て
の
 

ヱ
 リ
ー
ト
と
マ
ス
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 ヮ
ッ
ハ
 に
よ
る
 短
い
序
説
 

二
九
二
二
年
）
を
別
に
す
れ
ば
、
ド
イ
ッ
語
で
書
か
れ
た
最
初
 の
 体
系
的
 

な
 宗
教
社
会
学
で
あ
る
の
 濤
 ～
 
っ
 
～
 
っ
ぬ
 
～
 
ぬ
 &
 ぬ
 
「
 ぎ
 -
 
～
 
め
 ～
 
Q
x
 

。
）
の
か
 

つ
 ・
 Ⅰ
の
の
 

円
ハ
り
 

中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
、
そ
れ
を
組
立
て
る
一
つ
の
柱
と
も
 な
っ
て
 い
 

る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
ウ
ェ
ー
バ
 ｜
が
 「
 
達
 

八
宗
教
」
と
い
う
名
の
も
と
に
取
り
あ
げ
は
し
た
が
、
必
ず
し
  
 

に
 追
及
し
な
か
っ
た
も
の
に
属
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
 土
 
主
日
で
は
、
 

ヱ
 リ
ー
ト
（
も
ち
ろ
ん
宗
教
的
意
味
で
の
）
と
マ
ス
の
対
立
が
ゐ
 
示
 井
継
、
 
こ
 

と
に
高
等
宗
教
の
展
開
を
解
明
す
る
た
め
の
 鍵
 と
さ
れ
て
い
る
 。
そ
の
 核
 

心
 を
な
す
の
は
、
一
言
で
言
 ，
ぇ
 
・
 
ぱ
、
 真
に
創
造
的
な
の
は
限
ら
 れ
た
少
数
 

派
 の
み
で
あ
り
、
大
衆
は
た
だ
追
従
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
 @
 、
一
種
の
 

エ
リ
ー
ト
史
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
 ル
，
ボ
 
や
 オ
ル
 テ
 

ガ
 ・
 イ
 ・
 ガ
 セ
ー
ら
に
依
拠
し
つ
つ
、
同
時
代
に
い
く
つ
か
の
 平
行
事
例
 

0
 具
い
だ
せ
る
理
論
で
あ
る
。
 

悩
 の
問
題
の
ほ
か
、
 罪
 観
念
、
奇
蹟
、
宗
教
的
世
界
観
な
ど
、
 い
ろ
い
ろ
 

0
 個
別
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
分
析
を
含
ん
で
い
る
。
  
 

合
 は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
差
控
え
、
と
く
  
 

に
お
け
る
宗
教
学
の
現
状
と
の
そ
の
Ⅲ
連
に
つ
い
て
ふ
れ
て
、
 ，
 
し
の
小
文
 

を
 結
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
 

さ
き
に
筆
者
は
、
メ
ン
シ
ン
グ
教
授
の
死
去
に
よ
っ
て
、
古
典
  
 

較
 宗
教
学
仁
一
つ
の
ピ
リ
オ
ド
が
打
た
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
 と
の
印
象
 

を
 述
べ
、
ま
た
宗
教
学
が
、
制
度
的
に
も
き
わ
め
て
不
安
定
な
 基
礎
の
上
 

に
 置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
い
た
。
故
人
が
 そ
の
学
問
 

的
 生
涯
の
大
半
を
費
し
て
、
宗
教
学
の
独
立
の
た
め
に
闘
っ
て
 き
た
こ
と
 

に
よ
り
、
た
し
か
に
そ
の
地
位
は
や
や
向
上
し
た
か
に
も
見
え
  
 

ど
も
、
そ
れ
は
ま
だ
安
定
と
い
う
に
は
程
と
お
い
と
言
わ
ざ
る
 
を
え
な
 

い
 。
ボ
ン
大
学
で
の
講
座
は
、
ま
だ
 四
 0
 代
で
中
堅
の
ク
リ
ム
  
 

授
 に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
他
の
諸
大
学
に
も
い
く
 つ
か
の
 講
 

座
は
置
か
れ
て
い
る
。
 

@
8
-
 
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
神
学
、
歴
史
学
な
 い
し
東
洋
 

学
な
ど
と
抱
き
合
せ
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
 ま
た
、
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 神
学
に
対
す
る
独
立
の
主
張
と
い
う
必
要
は
、
そ
の
 後
の
情
勢
 

の
 変
化
も
あ
っ
て
、
か
つ
て
の
よ
う
に
切
実
で
は
な
く
な
っ
た
 
面
 も
あ
 

る
 。
だ
が
そ
の
反
面
、
現
代
の
反
宗
教
的
な
い
し
宗
教
批
判
的
 な
 空
気
の
 

中
で
、
宗
教
を
研
究
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
 と
い
う
、
 

別
の
側
か
ら
の
問
題
も
新
し
く
生
じ
て
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

宗
教
学
を
め
ぐ
る
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
的
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
   

レ
ベ
ル
で
の
問
題
に
も
劣
ら
ず
重
要
な
の
は
、
そ
の
基
本
的
性
 格
 、
方
法
 

2
3
 

に
つ
い
て
の
内
部
的
な
対
決
で
あ
る
。
そ
し
て
。
こ
の
点
で
、
 ノ
 ン
シ
ン
 
1
 



グ
 宗
教
学
が
 い
く
っ
 か
の
問
題
を
は
ら
み
、
疑
義
や
批
判
を
さ
 そ
 う
 こ
と
 

は
 否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
つ
は
、
そ
の
余
り
に
も
 
整
 然
 と
し
 

た
 、
そ
し
て
繰
返
し
持
ち
だ
さ
れ
る
類
型
論
が
ス
テ
レ
オ
タ
 イ
 フ
 と
な
っ
 

て
 、
ダ
イ
ナ
 @
 ッ
ク
ス
 に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
 
と
で
あ
 

り
、
 他
は
、
こ
の
よ
う
に
包
括
的
・
体
系
的
、
そ
し
て
横
断
的
 に
す
べ
て
 

の
 宗
教
を
扱
 う
 こ
と
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
と
の
疑
問
で
 あ
る
。
 こ
 

れ
ら
は
何
れ
も
、
す
べ
て
の
類
型
論
や
共
 時
的
 比
較
が
 、
 多
か
  
 

れ
 内
包
し
て
い
る
限
界
で
あ
る
が
、
宗
教
学
に
と
っ
て
も
、
 ど
 さ
し
て
も
 

避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

具
体
的
に
言
え
。
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
メ
ン
シ
ン
グ
の
 
体
 系
 に
対
 

し
て
方
法
論
的
な
観
点
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
主
な
批
判
は
 、
二
 つ
ほ
ど
あ
 

る
 。
一
つ
は
歴
史
学
、
も
う
一
つ
は
社
会
科
学
の
側
か
ら
で
あ
 る
 。
前
者
 

0
 代
表
は
ラ
イ
プ
 ッ
ィ
ヒ
 （
東
独
）
の
ル
ー
ド
ル
フ
で
あ
り
、
 
彼
は
「
 厳
 

密
 に
文
献
学
的
・
歴
史
学
的
な
宗
教
学
」
の
立
場
か
ら
、
「
 聖
 な
る
も
の
」
 

や
 「
宗
教
体
験
」
な
ど
の
概
念
の
導
入
に
反
対
す
る
。
彼
に
と
 っ
て
は
、
 

こ
の
よ
う
に
超
歴
史
的
な
概
念
に
基
 く
 宗
教
学
は
 、
 実
は
新
し
 
 
 

庄
 0
0
-
0
 

丑
曲
コ
 
a
t
u
r
a
-
@
 

の
で
あ
り
、
か
く
さ
れ
た
「
 

偽
 神
学
」
に
 ほ
か
な
ら
 

き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 ノ
 ン
シ
ン
グ
教
授
が
前
記
の
書
で
企
 

 
 

て
た
よ
 う
 

 
 

こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
批
判
 は
 、
も
っ
ぱ
ら
実
証
的
な
科
学
の
 立
場
か
 

ら
 な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
（
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
 ）
に
お
い
 

て
も
、
一
九
五
 0
 年
代
の
後
半
か
ら
、
新
し
い
宗
教
社
会
学
が
 拾
顕
 し
て
 

な
 包
括
的
な
体
系
化
を
、
ウ
ェ
ー
バ
 目
 
ト
レ
ル
チ
な
ど
の
 葉
 績
 と
と
も
 

付
記
メ
ン
シ
ン
グ
教
授
の
著
作
目
録
は
 
、
 小
さ
な
も
の
ま
で
 含
め
れ
ば
 

五
 0
0
 
点
 ち
か
く
な
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
は
本
文
中
に
言
及
 し
て
あ
 

る
が
、
よ
り
詳
細
な
文
献
り
ス
ト
は
 、
 次
の
箇
所
に
見
い
だ
さ
 れ
る
。
 

力
 ・
 円
オ
 0
 ョ
が
 の
，
二
 
m
 ：
 再
き
吋
 ～
 
0
 さ
ま
さ
 ヘ
カ
 ぬ
お
 
咀
 ～
寒
ぃ
 
さ
 @
 ㍉
 雨
 
紅
き
 キ
 ふ
さ
 

へ
田
 
s
Q
 ま
組
 
Ⅰ
 ぐ
 コ
ミ
㏄
お
 

の
 
も
 キ
ぎ
下
 N
 よ
 め
ぬ
～
 

さ
馬
 
ま
ひ
 m
.
Q
 央
 す
ま
に
ま
Ⅰ
 

吋
、
 し
 0
 コ
コ
 
・
 

更
乙
耳
 お
ぎ
 ミ
 ・
 1
9
6
7
.
 

紳
び
べ
 べ
 お
 の
の
・
 

の
 ・
呂
の
 
コ
 の
 
り
す
 
-
 
コ
帳
・
づ
も
や
っ
 

い
 ま
 ぉ
簿
づ
 Ⅰ
 も
 っ
 ぃ
 ～
 コ
 
ら
も
安
心
㏄
 

ま
 S
 荘
の
 -
 
Ⅰ
ま
 
%
 ～
 ま
 Ⅱ
い
ま
 

Ⅰ
も
～
～
 

幅
 Ⅰ
 
轄
 乞
い
 
お
 卜
も
す
心
さ
㏄
（
 

由
 ・
・
）
・
 

り
公
 
@
 
日
ヰ
 曲
 （
・
 オ
幅
 
・
）
 
、
い
 0
 コ
ロ
・
Ⅰ
 オ
ウ
ヰ
 
Ⅰ
 

の
 
ぃ
オ
 
の
 ミ
 ・
 ド
の
づ
 

）
・
 

に
 
「
古
典
的
」
と
し
て
 
棚
 あ
げ
し
、
そ
れ
と
殆
ど
関
係
な
い
と
 こ
ろ
に
白
 

4
2
 

 
 

ら
の
課
題
を
設
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
 現
 代
の
事
象
 

を
 扱
い
、
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
 せ
ま
 く
 経
験
的
 

恥
 

 
 

な
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
「
聖
な
る
も
の
と
の
 体
験
的
な
 

出
会
い
」
と
い
う
よ
う
な
宗
教
の
規
定
は
、
ま
さ
に
説
明
さ
る
 べ
き
当
の
 

も
の
を
、
説
明
不
可
能
な
他
の
概
念
か
ら
導
出
し
よ
う
と
い
う
 誤
り
を
 犯
 

す
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
問
題
設
定
自
体
が
非
社
 全
学
的
で
 

 
 

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
ご
く
一
、
 

ニ
の
 論
点
に
す
ぎ
な
い
が
、
 

そ
 ね
 ら
 

は
 、
つ
ぎ
つ
め
れ
ば
、
ひ
と
り
 メ
ソ
シ
 
ソ
グ
教
授
の
の
こ
し
た
 業
績
に
向
 

げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
現
代
に
お
け
る
宗
教
学
の
あ
り
 方
の
根
本
 

に
か
か
わ
る
種
類
の
問
題
で
も
あ
る
。
お
 ょ
 そ
 い
 か
な
る
仕
事
   

免
れ
な
い
の
は
、
学
問
の
世
界
の
常
で
は
あ
る
が
、
そ
の
意
味
 で
も
、
 教
 

授
の
死
は
多
く
の
問
題
を
投
げ
か
け
た
と
舌
ロ
 

え
よ
う
 。
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 ）
の
・
Ⅰ
 ド
コ
り
い
ガ
 

0
 毛
の
五
・
 プ
ゆ
 
・
・
の
 
n
-
 
ひ
め
 
～
 
史
ぃ
 
Ⅰ
 
め
 
～
 
鰍
 心
曲
 
さ
こ
ま
お
 荘
東
ぬ
め
 n
x
 

目
ぬ
 
「
 ね
隠
忘
ぎ
 湧
き
ぎ
㏄
さ
お
 
討
 Ⅰ
 さ
 ・
し
餌
 日
 降
生
（
・
Ⅰ
の
べ
正
の
せ
 
目
  
 

（
 3
 ）
の
り
 q
-
.
 

目
ぃ
 「
（
 
ぎ
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隼
の
ヨ
簿
コ
 

・
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-
 

円
 二
の
 

O
P
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0
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Ⅰ
 
オ
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コ
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ゴ
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@
 
コ
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 0
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の
 
ガ
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つ
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㏄
 

い
 0
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 一
の
 

Ⅰ
 目
 0
 斗
 0
 毛
の
 
ニ
 ・
 力
ミ
 ～
 
め
 ～
 
o
n
 
き
 
（
も
め
 

め
 
0
%
 き
 Ⅰ
 お
軋
 め
㍉
「
 
っ
ウ
 
～
 
ぬ
 ま
ま
ま
 氏
ド
ニ
 b
 

h
 
円
 
Q
 ひ
め
 
・
 円
由
す
 
ぎ
 ゆ
 の
 コ
、
リ
イ
ミ
 

0
 す
 （
・
・
 

P
o
 

の
の
・
の
・
が
り
 

片
 

（
 4
 ）
 
ト
 ・
 せ
 0
 コ
 出
 a
r
 
コ
 a
c
 
オ
、
再
ぬ
由
 

め
き
 ま
ミ
ヘ
卜
 
二
 %
 安
 窯
 ・
 め
 円
目
、
 の
窩
の
お
 
ダ
 

ト
の
 
0
%
.
 

の
・
ト
収
 

ゆ
 １
ト
㏄
 

づ
 

（
 5
 ）
の
・
ミ
ロ
の
 
コ
 の
 の
プ
ぎ
油
 
・
 ぷ
も
 
Ⅰ
 
吋
 ～
 
ぬ
 洋
才
心
さ
 

軋
 ㏄
 馬
 n
-
 
～
 
吋
 ～
 
っ
 さ
 い
 
き
～
 
ひ
 
い
 
も
 
お
の
い
 

か
。
さ
、
 

Ⅰ
生
口
 
注
 m
.
O
 托
 -
 汀
鉗
君
 のせ
の
 
q
 、
 P
 
の
ト
窯
・
 
縛
 
Ⅰ
の
一
づ
 
畠
ぬ
巷
さ
 
N
 悪
ミ
 
氏
 

目
ふ
き
 
き
め
 音
ぎ
隠
ぃ
 「
あ
隠
～
 
下
 ～
 
0
 さ
ヱ
 の
 日
 0
 ぎ
 の
 Ⅱ
の
 
-
0
 由
 生
す
 
漆
ま
 0
 せ
 0
 「
 "
 

Ⅰ
 つ
 切
切
・
の
・
 
ト
の
 Ⅱ
 

（
 6
 ）
の
・
目
の
コ
お
 ゴ
ぎ
田
 Q
n
 
め
い
 
か
 ぎ
キ
ぎ
荘
め
 
「
お
め
安
心
ぎ
さ
め
き
 

み
 ㏄
 き
め
い
か
さ
ミ
・
 

い
 0
 コ
コ
 
・
円
目
 
コ
 -
 
ぺ
の
 
Ⅱ
の
 
岸
り
 
円
の
 
づ
 の
Ⅱ
 
-
 
㏄
 幅
 ・
の
・
㏄
㏄
 
曲
 

（
 7
 ）
 
G
 も
 
の
 
（
 オ
 ・
も
・
 再
ぬ
 
-
.
 
き
 ～
 
の
 
め
・
、
 

0
.
 

㏄
の
一
大
も
Ⅰ
 

め
 ～
・
力
ミ
・
 
き
 ～
 
ぃ
 
ぃ
 ・
 
，
の
 ・
 ド
の
 

円
 
げ
 ・
 一
む
 ③
 心
叫
ぬ
 

～
～
 

咀
 ～
 
っ
さ
 
・
の
日
田
と
告
 

ぬ
 ひ
 
w
 
「
 
@
 
・
の
 @
n
 

ヰ
 
@
 
ィ
ミ
 
の
 す
 ・
 P
 ゆ
 臣
の
。
の
・
二
 m
 
 
 

明
王
ハ
 

れ
 

8
 ）
）
・
メ
ン
ト
が
の
Ⅰ
年
の
 

コ
ヴ
蛋
 
Ⅱ
 
岨
 -
 二
日
 
リ
の
 
-
 
握
 -
0
 
コ
の
毛
 
P
 
の
の
。
 

コ
の
 
。
 す
ド
ヰ
 

ヰ
 -
 
二
の
 0
 二
目
 
コ
 0
 ロ
・
 

（
 巴
芭
 @
 
）
「
 
o
 憶
 e
x
 
お
三
ま
コ
い
 
㌦
 ご
 a
 コ
オ
ぎ
ヅ
 
@
 
田
 ，
 、
ぎ
叱
ミ
さ
ミ
 @
@
 

、
淀
 （
 Ⅰ
の
㍉
の
）
。
 

も
 や
 い
 ）
 
千
ド
 ㏄
の
・
こ
の
中
で
 づ
 b
.
 

燵
の
 

@
 
に
わ
た
っ
て
は
 
西
 ド
イ
  
 

展
況
 につ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
で
一
部
、
例
え
。
 

は
 フ
レ
ー
メ
ン
に
 

  
125 (699) 

関
す
る
情
報
な
ど
は
必
ず
し
も
最
新
で
は
な
い
が
、
参
考
に
は
 な
る
。
 

（
 9
 ）
 
パ
カ
 年
年
 
0
 与
ダ
こ
ヨ
 ・
 
0
 目
の
 ョ
 片
戸
口
耳
 
再
の
 
-
@
 
日
 0
 品
田
の
の
 
0
 コ
の
の
 

プ
リ
 
片
片
 

の
 方
が
 オ
り
隼
 
。
 ヨ
 日
 り
 甘
の
の
Ⅰ
 
e
 ゴ
 Ⅰ
 片
い
 
り
 下
接
 
-
@
 
コ
木
Ⅰ
 へ
 
Ⅰ
 
り
タ
 の
（
 ト
の
ひ
 

Ⅱ
）
 
、
 の
 ・
 い
ド
｜
 

下
 N
 、
 
ヴ
の
口
 
Ⅱ
の
・
の
㏄
 

-
4
0
 

・
 

下
 い
、
 

（
㏄
）
の
・
 パ
 0
%
 

「
の
 

q
 、
 馬
ぬ
 
～
～
 

帽
 ～
 
0
 お
の
 
の
 Q
N
 
～
 
O
 ～
も
 
幅
ぎ
、
め
 
0
 ユ
ぎ
 -
 @
 
二
 ・
年
の
 
の
 Ⅱ
け
日
時
「
・
 

）
 
ゆ
 の
の
・
 
四
 
8
.
 亡
 ・
 



( ⅠⅠ   
  一巻に 第 第五章 第四章 第三章 第二章 第一章 巻は次 況に即 担 うこ 続く「 諸 いる 

章 

宗 俊器 学 のと学かう教主苔革     
宇野田 とま全編 り   

が @ 

わ   
問題占 善 れ   捉 る 。 ジー 起 

田 の の 
丸 額 六、 も 

め 民 庶 
は か の   

書 

  紹 
教 

東 学 
介 

第一 京人 

巻 学 出版 」 

余 宗 

  
七 へ 
年 の 
一 百 ュ旦 、     
/ Ⅹ 

七 
頁 ら ま   。 間性い ら 

 
 

 
 

す
と
指
摘
し
、
岸
本
 氏
 等
の
所
説
を
手
が
か
り
に
宗
教
学
の
位
 置
 づ
け
を
⑯
 

求
め
て
い
く
。
氏
は
客
観
性
、
記
述
性
が
宗
教
学
の
基
本
原
則
 で
あ
る
こ
 

と
に
つ
い
て
は
す
で
に
 彫
ぅ
 蕊
が
得
ら
れ
た
と
見
る
が
、
客
観
 
性
は
 つ
い
 

て
は
研
究
者
の
宗
教
に
対
す
る
価
値
志
向
や
、
科
学
の
歴
史
的
 性
格
等
が
 

「
科
学
外
在
的
」
要
因
と
な
っ
て
研
究
を
規
定
す
る
と
い
う
。
 、
 
し
の
要
因
 

 
 

4
 民
力
箪
食
と
し
て
採
る
経
験
科
学
と
し
て
の
宗
教
学
に
も
間
 接
 的
に
千
 

 
 

 
 

与
す
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
宗
教
学
は
、
相
対
的
客
観
性
を
も
 っ
 の
で
あ
 

る
 （
本
書
 騰
頁
 、
以
下
数
字
の
み
を
記
す
）
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
宗
教
学
は
「
 -
 
記
述
的
な
宗
教
 

詰
 ま
た
は
宗
教
史
と
 、
そ
れ
 

に
 対
応
す
る
 軟
投
 で
の
宗
教
学
と
か
ら
な
る
」
（
 
B
 ）
と
い
う
が
 

こ
の
 

位
置
づ
 け
ほ
 、
岸
本
氏
の
「
図
式
㈹
」
と
内
容
上
「
 ほ
ば
柏
 お
お
 う
 」
 

（
 
M
 ）
。
そ
し
て
田
丸
氏
は
、
「
科
学
内
在
的
構
成
要
因
」
を
「
 質
料
的
」
 

と
「
理
論
的
」
に
分
け
、
宗
教
 誌
 、
宗
教
史
を
前
者
に
当
て
、
 狭
義
の
 &
 
本
 

教
学
を
後
者
に
措
い
て
「
宗
教
学
」
の
構
成
を
計
る
。
 

科
学
を
「
資
料
的
な
ら
び
に
理
論
的
と
い
う
、
二
つ
の
内
在
的
 要
因
の
 

相
関
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
 き
 」
（
№
）
と
す
る
氏
の
立
場
 は
、
 先
の
 

 
 

「
外
在
的
構
成
要
因
」
を
捉
え
る
観
点
と
併
せ
る
と
、
翻
っ
て
 学
説
理
解
 

の
卓
 れ
た
方
法
的
立
場
を
構
成
す
る
。
こ
の
「
立
場
」
は
 、
あ
 と
の
宗
教
 

学
 史
の
概
観
に
際
し
て
原
則
的
に
貫
か
れ
る
。
ま
た
氏
は
 
、
士
 示
教
学
が
 

「
他
の
学
科
と
の
相
田
に
よ
り
限
定
さ
れ
た
自
律
性
」
を
も
つ
 と
 説
く
。
 

氏
は
次
に
「
宗
教
学
の
成
立
と
展
開
」
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
 宗
 教
諭
 か
 

ら
 辿
る
。
そ
こ
に
は
伝
統
的
宗
教
の
合
理
的
解
釈
及
び
宗
教
の
 比
較
考
察
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つ
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
一
つ
は
対
立
の
措
定
が
事
態
を
単
純
 化
し
、
 立
 

 
 

論
 相
互
の
構
造
的
批
判
が
殆
ど
消
さ
れ
た
ま
ま
、
宗
教
研
究
に
 は
こ
の
 
二
 

者
 択
一
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
 こ
と
に
 関
 

す
る
疑
問
で
あ
る
。
他
 は
 、
宗
教
が
現
象
と
し
て
示
す
多
様
性
 を
 認
め
る
 

 
 

と
し
て
も
、
そ
の
多
様
性
を
成
す
宗
教
現
象
の
構
造
を
統
合
的
 に
 把
握
す
 

 
 

る
こ
と
さ
え
な
さ
れ
得
ぬ
と
す
る
の
か
、
な
さ
 ギ
，
 
に
も
宗
教
学
 を
ミ
 白
 Ⅱ
 
卜
佃
 

佳
月
 

る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
あ
と
の
、
 ヱ
 リ
ア
ー
 デ
 
（
Ⅱ
 
-
@
 

が
宙
 
0
 ・
 目
 ・
）
等
を
引
い
て
、
第
二
の
立
場
に
あ
っ
て
も
宗
教
の
 
 
 

握
 が
承
認
さ
れ
て
い
る
と
す
る
指
摘
に
は
、
未
整
理
な
部
分
を
 残
す
 よ
う
 

に
 思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
宗
教
が
さ
ま
ざ
ま
な
部
面
 
に
 関
わ
 

り
、
 従
っ
て
宗
教
現
象
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
接
近
法
が
成
立
 す
る
と
 認
 

め
ら
れ
得
る
こ
と
、
あ
る
い
は
宗
教
研
究
の
独
自
 た
 ア
プ
ロ
ー
 
チ
と
、
そ
 

の
他
の
種
々
 
な
 ア
プ
ロ
ー
チ
が
総
合
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
、
 

と
 、
宗
教
 

現
象
が
本
来
独
自
性
を
も
た
ず
、
従
っ
て
宗
教
学
に
独
自
な
 方
 法
は
成
立
 

し
 得
な
い
と
す
る
こ
と
と
は
、
意
味
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

氏
は
、
 
上
の
対
立
は
、
宗
教
学
の
科
学
性
と
宗
教
概
念
の
問
題
 と
に
 集
 

約
さ
れ
る
と
見
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
哲
学
的
に
 、
 人
間
に
つ
 

い
て
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
含
み
な
が
ら
 解
 壮
を
求
め
な
け
れ
ば
な
 う
な
い
と
 

結
ぶ
の
で
あ
る
。
 

㈲
第
二
章
で
は
「
宗
教
の
科
学
的
研
究
」
の
一
つ
の
方
向
が
 
提
示
さ
 

れ
る
。
野
村
氏
は
宗
教
学
の
内
容
を
「
宗
教
現
象
の
諸
特
徴
は
 
何
か
と
 

 
 

い
う
 細
か
な
部
分
的
問
題
 仁
 焦
点
づ
げ
た
研
究
」
（
 
双
 ）
で
あ
る
 と
す
る
℡
 

が
 、
そ
の
場
合
、
宗
教
現
象
は
「
 中
 範
囲
」
に
お
い
て
捉
え
ら
 れ
な
け
れ
 
7
 

 
 

ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
、
社
会
学
等
が
申
範
囲
を
と
っ
 て
お
り
、
 

1
 



宗
教
学
も
そ
れ
ら
の
「
隣
接
諸
科
学
と
同
じ
く
、
精
密
な
社
会
 科
学
と
し
 

 
 

て
あ
る
べ
き
」
（
 舘
 ）
だ
と
す
る
要
請
に
基
づ
く
形
で
提
示
さ
 れ
る
。
 
し
 

か
し
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
学
は
対
象
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
 い
う
氏
の
 

 
 

 
 

見
解
（
㏄
）
に
対
応
さ
せ
て
、
宗
教
は
、
本
来
由
範
囲
で
存
立
 し
 、
中
観
 

囲
 に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
必
然
性
と
妥
当
性
を
も
つ
と
い
 ぅ
 認
識
を
 

含
む
の
か
ど
う
か
、
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
 

氏
の
具
体
的
研
究
方
法
は
、
行
動
科
学
に
範
を
と
る
。
氏
は
 フ
 ヱ
ス
テ
 

イ
 ン
ガ
ー
（
弓
の
の
（
 

@
n
g
e
 

「
・
 

ア
 ）
等
の
概
念
な
ど
を
紹
介
し
、
 

さ
 ら
に
そ
 

0
 分
析
例
を
説
明
し
た
後
、
 

レ
 ヴ
ィ
 ス
 
父
の
毛
 @
 
の
 ・
 0
.
 
）
 
も
 の
 所
説
に
そ
 

っ
て
宗
教
学
に
お
け
る
比
較
方
法
を
検
討
す
る
。
 

そ
し
て
氏
は
、
宗
教
現
象
は
文
化
の
基
本
的
な
部
分
に
存
し
、
 文
化
 全
 

体
を
強
く
色
 づ
 げ
て
い
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
、
「
宗
教
 味
 た
っ
ぷ
 

り
な
 小
 地
域
の
諸
文
化
因
子
の
徹
底
的
研
究
を
試
み
る
」
（
 朋 ）
 。
具
体
的
 

に
は
西
北
九
州
の
キ
リ
シ
タ
 ソ
 
・
カ
ク
村
落
等
の
研
究
 
を
 実
施
 

し
 、
宗
教
文
化
が
「
内
調
整
」
の
方
向
を
持
ち
な
が
ら
も
宗
教
   

統
合
の
方
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
、
「
 人
 び
と
の
集
団
 内
で
の
 位
 

置
と
 信
仰
強
度
と
は
あ
る
相
関
的
関
係
を
持
ち
、
そ
の
人
び
と
 の
時
間
の
 

構
造
は
あ
る
特
徴
を
持
ち
、
人
び
と
は
不
安
を
共
有
し
、
宗
教
 内
婚
に
基
 

つ
く
親
族
の
構
造
を
展
開
し
」
、
「
土
地
所
有
の
様
相
に
ま
で
あ
 

る
 文
化
特
 

徴
 を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
」
（
 
棚
 ）
こ
と
な
ど
を
把
握
す
る
 の
で
あ
る
。
 

氏
 は
こ
れ
ら
の
成
果
を
さ
ら
に
メ
キ
シ
コ
等
と
の
「
遠
距
離
 比
 較
 」
を
 行
 

い
、
宗
教
現
象
の
も
つ
諸
特
徴
を
追
求
し
ょ
う
と
す
る
。
 

氏
の
立
場
に
は
「
宗
教
 味
 た
っ
ぷ
り
な
 小
 地
域
」
を
選
択
し
て
 得
ら
れ
 

た
 分
析
の
結
果
を
、
そ
の
ま
ま
宗
教
一
般
の
諸
特
徴
と
な
し
 得
 も
の
か
、
 

あ
る
い
は
宗
教
の
一
般
論
は
最
終
的
に
求
め
な
い
と
す
る
の
か
 ど
う
か
、
 

笏
 

 
 

等
に
つ
い
て
理
論
的
整
理
が
残
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
  
 

し
、
 総
じ
て
氏
の
理
論
と
実
態
と
を
併
せ
て
進
め
る
そ
の
研
究
 は
 、
す
で
㏄
）
 
7
 

 
 

に
 独
自
な
宗
教
学
理
論
の
構
成
を
果
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
う
か
 
が
わ
れ
 

る
 。
 

㈲
第
三
章
で
は
宗
教
理
解
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
。
中
村
 
氏
 の
 論
 

旨
は
明
快
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
宗
教
研
究
を
 、
 ①
 科
 学
的
、
客
 

観
 的
方
向
と
、
②
宗
教
現
象
学
な
い
し
は
理
解
の
宗
教
学
の
方
 何
 と
に
 二
 

今
 し
、
 0
 の
立
場
は
舌
口
わ
れ
る
 よ
う
 に
価
値
中
立
的
で
は
な
い
 し
 、
客
観
 

的
で
あ
ろ
う
と
す
る
故
に
か
え
っ
て
宗
教
の
本
質
的
要
素
を
見
 落
す
こ
と
 

に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
②
に
つ
い
て
は
、
宗
教
現
象
が
 本
来
 他
の
 

文
化
的
、
社
会
的
、
そ
の
他
の
非
宗
教
的
事
象
と
不
可
分
に
存
 在
し
て
い
 

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
狭
さ
」
を
脱
し
て
、
し
か
も
宗
教
学
 独
 自
の
方
法
 

に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
含
め
る
綜
合
的
研
究
を
立
て
る
べ
ぎ
で
は
 な
い
か
と
 

い
う
指
摘
と
提
唱
に
あ
る
。
そ
の
提
唱
は
ネ
ル
 ヂ
ケ
 

（
 
之
 Q
e
4
0
 

オ
の
 
・
 ハ
巾
 
・
）
 

や
 ワ
ッ
ト
（
 ミ
ド
 （
（
・
 

ミ
 ・
 ミ
 ・
）
ら
 め
 イ
ス
ラ
ム
研
究
を
例
に
論
 述
 さ
れ
 

る
 。
 

ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
「
コ
ー
ラ
ン
」
は
神
の
舌
口
薬
そ
の
も
の
で
 

あ
る
。
 

し
か
し
ネ
ル
デ
 
ケ
 は
 ム
ハ
ソ
マ
ド
 
の
 作
 と
し
、
そ
の
作
成
の
 プ
 ロ
セ
ス
を
 

「
客
観
的
、
実
証
的
」
に
解
明
し
ょ
う
と
す
る
。
氏
に
 ょ
 れ
ば
、
 こ
の
 上
 

場
は
 、
ム
ス
リ
ム
に
承
服
で
き
な
い
と
い
う
点
で
真
に
価
値
 中
 立
 的
と
は
 

い
え
な
い
。
ま
た
ワ
ッ
ト
は
「
悪
魔
の
啓
示
」
の
問
題
で
結
局
 「
コ
ー
ラ
 

ン
 」
と
 ム
ハ
ソ
マ
ド
 
の
思
想
を
同
じ
レ
 
ダ
ヱ
ル
 
で
扱
う
。
こ
の
 
両
者
を
斥
 

け
て
氏
は
、
「
宗
教
的
人
間
」
の
意
図
を
前
提
に
し
て
こ
そ
「
 中
立
性
」
 



書評と紹介 

へ     
谷
口
氏
は
「
宗
教
学
者
は
同
時
に
宗
教
史
家
で
あ
る
こ
と
が
 必
 要
 」
で
あ
 

り
 、
両
者
は
「
個
別
記
述
に
重
点
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
法
則
 定
立
を
目
 

ざ
す
か
、
と
い
う
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
」
（
㈱
）
と
い
う
お
 

態
度
で
論
を
す
す
め
る
。
そ
れ
は
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
（
 ま
巴
 

お
ら
か
な
 

-
 
コ
 o
 圭
あ
ヰ
 
-
.
 

亜
 ）
の
報
告
に
ふ
れ
な
が
ら
、
「
端
的
 丘
 =
 
ロ
 え
ば
、
未
開
人
の
 生
活
は
あ
 

ら
ゆ
る
要
素
が
未
分
化
の
ま
ま
有
機
的
に
溶
け
あ
っ
た
一
つ
の
 完
結
し
た
 

世
界
で
あ
る
」
（
 賎
 ）
と
言
い
切
る
所
に
も
見
ら
れ
る
。
マ
リ
 ノ
フ
ス
キ
 

 
 

｜
は
 、
未
開
社
会
に
お
い
て
、
例
え
ば
呪
術
、
科
学
、
宗
教
が
 区
々
に
 実
 

残
 さ
れ
、
異
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
説
い
た
の
で
は
な
か
 っ
 た
か
。
 

谷
口
氏
は
「
人
類
 史
 の
 傭
敬
図
 の
き
わ
め
て
大
雑
把
な
素
描
」
  
 

な
 行
っ
た
あ
と
で
、
岸
本
、
石
津
両
氏
の
人
間
 論
を
姐
 上
に
の
 せ
る
。
の
 
庄
 

水
底
 は
 「
人
間
把
握
の
平
板
 さ
 」
（
 佛
 ）
を
い
わ
れ
、
石
津
 氏
 は
 
「
宗
教
 

の
 非
日
常
性
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
、
日
常
の
場
面
で
働
い
て
い
る
 ゐ
ホ
ヰ
笘
 

と
の
 

関
連
が
切
断
さ
れ
た
こ
と
は
、
宗
教
論
と
し
て
の
欠
点
と
い
わ
 な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
」
（
Ⅲ
）
と
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
例
え
ば
石
津
 氏
の
 場
合
は
 、
 

宗
教
の
本
質
、
等
が
「
宗
教
に
お
け
る
経
験
」
と
「
日
常
生
活
 に
お
け
る
 

宗
教
的
経
験
」
と
の
二
つ
の
場
面
で
追
求
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
 
「
一
つ
の
 

こ
と
に
帰
着
す
る
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
石
津
 氏
 に
お
い
 

て
は
、
宗
教
的
経
曲
は
日
常
生
活
に
お
け
を
即
日
常
的
 粍
験
と
 し
て
捉
え
 

ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
谷
ロ
民
の
引
く
「
限
界
状
況
」
に
お
 げ
る
宗
教
 

 
 

の
働
 ぎ
こ
そ
が
日
常
の
場
面
で
働
く
宗
教
の
様
態
と
な
る
の
で
 あ
る
。
 

 
 

谷
ロ
氏
は
「
人
間
学
の
歴
史
と
現
況
」
を
辿
り
、
「
人
間
学
的
 ゐ
 
不
教
学
」
 
朋
 

 
 

 
 



も
の
で
は
な
い
。
要
は
 

い
 か
な
る
人
間
理
解
を
ふ
ま
え
た
宗
教
 

論
 か
と
 

ぅ
 こ
と
に
な
ろ
 

う
 。
し
か
し
、
氏
は
「
具
体
的
な
展
開
は
、
今
 

後
の
課
題
 

で
あ
る
」
（
㎝
）
と
い
う
。
評
言
に
は
氏
の
今
後
を
侯
 

っ
 べ
 き
 で
 あ
ろ
う
。
 

㈲
第
五
章
で
は
宗
教
史
学
に
お
け
る
生
態
学
的
方
法
の
有
効
 

性
 が
提
 

唱
 さ
れ
る
。
後
藤
氏
は
、
考
古
学
的
原
資
料
は
、
そ
こ
か
ら
 

宗
 教
規
 
使
を
 

ひ
き
だ
し
、
宗
教
現
象
か
ら
さ
ら
に
宗
教
的
観
念
を
構
成
し
得
 

た
と
き
に
 

は
じ
め
て
宗
教
史
学
上
の
「
史
料
」
と
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
 

、
そ
の
 
過
 

程
に
要
請
さ
れ
る
方
法
と
し
て
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
有
効
性
を
あ
げ
 

、
宗
教
史
 

学
 と
生
態
学
の
方
法
論
的
結
合
の
必
然
性
を
説
く
。
 

と
こ
ろ
で
生
態
学
は
、
元
来
生
物
の
生
活
状
態
と
環
境
の
問
題
 

を
 扱
 う
 

領
域
で
あ
り
、
氏
は
「
環
境
」
概
念
を
整
理
し
て
、
そ
れ
を
「
 

 
 

の
 自
然
だ
け
で
は
な
く
、
生
物
体
と
し
て
の
人
間
、
社
会
的
存
 

在
 と
し
て
 

0
 人
間
、
文
化
的
営
為
の
主
体
と
し
て
の
人
間
と
そ
の
所
産
で
 

あ
る
」
 

（
 
棚
 ）
と
捉
え
る
 

"
 そ
れ
か
ら
 
エ
リ
 
コ
（
）
の
「
 

@
n
r
o
 

）
の
遺
跡
を
 

側
 に
考
 

 
 

油
菜
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

荒
野
、
砂
漠
の
特
性
が
作
用
し
、
信
仰
が
維
持
、
強
化
、
純
化
 

さ
れ
た
こ
 

と
 、
シ
ュ
メ
ー
ル
語
の
語
源
か
ら
す
れ
ば
、
エ
デ
ン
は
本
来
 

楽
 園
 で
は
な
 

く
 原
野
、
荒
野
で
あ
り
、
そ
こ
に
設
営
さ
れ
た
 

ヱ
リ
コ
 
の
よ
う
 
な
 恩
恵
の
 

で
 論
の
構
成
を
や
や
大
ま
か
に
し
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
ま
た
 「
宗
教
生
 

 
 

熊
掌
」
に
つ
い
て
は
、
自
然
環
境
と
文
化
環
境
と
が
概
念
的
に
 
区
別
さ
 

ね
 、
「
自
然
」
が
文
化
に
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
面
を
理
論
的
 に
 把
握
さ
 

れ
 得
た
と
き
に
こ
そ
、
「
生
態
学
」
を
称
す
る
ょ
り
積
極
的
な
立
 

昆
味
 が
出
 

て
く
る
の
だ
ろ
う
。
 

以
上
、
第
一
巻
の
大
ま
か
な
紹
介
 と
ニ
、
 
三
の
問
題
点
を
述
べ
 
た
 

本
書
に
は
編
集
者
の
い
わ
れ
る
宗
教
研
究
の
多
様
性
が
一
つ
の
 現
実
と
 

し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
多
様
性
は
、
建
設
 的
な
意
味
 

で
の
緊
張
仲
保
を
有
つ
な
ら
ば
、
宗
教
学
の
発
展
に
と
っ
て
は
 必
ず
し
も
 

負
の
作
用
を
も
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
編
集
者
が
問
 題
 提
起
で
 

あ
る
（
「
ま
え
が
き
」
）
と
す
る
本
書
の
性
格
上
げ
は
、
現
在
 

時
 の
 
「
古
本
 
麺
始
 

W
 

学
 講
座
」
と
し
て
は
お
そ
ら
く
正
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
 そ
 の
 意
図
は
 

果
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
「
宗
教
学
説
 
史
 」
を
構
成
 す
る
と
 
ぃ
 

う
 斯
学
に
と
っ
て
の
一
つ
の
困
難
な
急
務
に
対
し
、
 研
鎮
 の
 一
 端
を
示
さ
 

れ
た
編
集
者
 田
 九
徳
 善
 氏
の
労
は
、
「
講
座
宗
教
学
」
第
一
巻
 の
 編
集
と
 

い
 う
 仕
事
と
と
も
に
、
日
本
の
宗
教
学
の
現
状
に
対
し
て
少
な
 か
ら
ざ
る
 

意
味
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

園
 と
そ
の
恩
恵
の
撤
回
を
語
る
失
楽
園
の
物
語
等
は
読
み
直
さ
 れ
る
だ
 る
 

う
こ
と
、
そ
の
語
り
手
は
「
圧
倒
的
に
荒
野
の
側
に
あ
り
、
 城
 壁
 に
囲
ま
 

れ
た
都
市
の
側
に
は
な
い
」
（
 
抑
 ）
こ
と
な
ど
の
理
解
 
甘
 得
る
の
 で
あ
る
。
 

 
 

氏
は
 
「
宗
社
民
 朋
学
 」
等
の
学
問
の
部
門
呼
称
を
拙
作
的
に
扱
 う
こ
と
 

(704)  130 
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掻巷 

  
はたら 五二年 

- ぎ   
九一     
頁 

脇
本
手
佃
編
 

第
一
章
「
人
間
心
理
と
宗
教
」
（
松
本
 渡
 論
文
）
は
 、
 最
も
広
  
 

ス
ペ
ク
テ
ィ
 ダ
 か
ら
、
人
間
に
と
っ
て
宗
教
が
い
か
な
る
 役
刮
 を
 果
す
も
 

の
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
書
の
総
論
的
な
位
 置
を
占
め
 

131  (705) 

 
 

 
 

に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 

そ
れ
ど
こ
 

ろ
か
、
こ
の
学
問
の
母
国
ア
メ
リ
ガ
に
 

掩
 い
て
さ
え
、
ま
だ
そ
 

の
よ
う
な
 

地
位
を
確
立
し
て
は
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

こ
 の
 学
問
 の
 

万
法
に
つ
い
て
、
な
お
多
く
の
疑
義
が
残
生
れ
て
い
る
か
ら
で
 

あ
る
。
 
こ
 

ぃ
 。
今
日
、
そ
の
科
学
性
を
梯
 

傍
 す
る
心
理
学
（
行
動
主
義
 

実
験
心
理
 

学
 ）
が
、
信
仰
、
或
い
は
宗
教
的
人
格
に
 

凹
 す
る
諸
問
題
に
つ
 

い
て
、
 
一
 

体
 何
程
の
こ
と
を
成
し
え
て
い
る
か
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
 

に
つ
い
 

て
、
 
余
り
多
く
を
語
る
必
要
も
無
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
心
 

理
学
は
 
、
 

本
来
、
神
学
の
一
分
科
と
し
て
あ
る
べ
き
学
問
な
の
か
も
知
れ
 

な
い
の
で
 

あ
る
 
"
 

さ
て
、
講
座
宗
教
学
第
二
巻
「
信
仰
の
は
た
ら
き
」
を
評
す
る
 

の
こ
、
 

@
 

以
上
の
よ
う
な
 

費
言
 を
費
し
た
の
は
、
外
で
も
な
い
、
こ
の
 

書
 が
 宗
教
心
 

理
学
に
当
て
ら
れ
た
独
立
の
一
巻
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
 

学
史
 
、
こ
の
 
学
 

間
の
方
法
に
つ
い
て
、
 

章
 だ
て
す
る
こ
と
を
全
く
し
て
は
い
な
 

い
 か
ら
で
 

あ
る
。
こ
れ
は
果
し
て
、
 

虹
 い
も
の
ね
だ
り
に
属
す
る
要
求
な
 

の
で
あ
る
 

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
講
座
と
い
う
も
の
の
性
格
を
理
解
し
 

な
 い
 立
場
 

か
ら
の
評
言
と
し
て
、
排
せ
ら
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
 

の
 だ
ろ
う
 

か
 。
私
に
は
、
疑
問
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
 



て
い
る
、
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
立
論
に
も
無
理
は
な
く
、
 
今
日
的
 

に
 、
こ
の
学
問
へ
の
 行
 ぎ
と
ど
い
た
導
入
部
を
な
し
て
い
る
。
 

第
二
章
以
下
は
各
論
だ
が
、
ま
ず
「
回
心
論
」
（
脇
本
手
地
輪
 文
 ）
 が
 

立
て
ら
れ
て
い
る
の
も
、
適
切
な
編
集
だ
と
言
 う
 こ
と
が
出
来
 
よ
う
。
 古
 

典
 的
改
宗
教
心
理
学
は
正
し
く
こ
の
問
題
の
究
明
か
ら
興
り
、
 こ
の
問
題
 

に
 附
随
す
る
諸
種
の
疑
問
を
課
題
と
し
て
、
展
開
し
た
に
体
な
  
 

ら
で
あ
る
。
特
に
本
章
の
入
門
者
に
対
す
る
功
績
は
、
ス
タ
ー
 

ッ
ク
 の
 

研
究
を
、
比
較
的
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
 る
 。
従
来
 

い
ろ
ん
な
人
に
よ
っ
て
触
れ
ら
れ
、
紹
介
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
 、
原
著
 大
 

手
の
極
め
て
困
難
な
こ
の
業
績
は
、
問
題
探
究
の
出
発
点
に
 於
  
 

心
 者
に
多
大
の
困
惑
と
焦
燥
感
と
を
与
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
 。
著
者
は
 

更
に
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
の
研
究
に
触
発
さ
れ
、
そ
の
批
判
の
形
 で
 展
開
さ
 

れ
た
学
説
史
を
実
に
要
領
よ
く
 れ
 め
て
い
る
。
こ
れ
も
恐
ら
く
 、
入
門
者
 

に
と
っ
て
は
大
き
な
 助
 げ
と
な
り
、
指
針
と
な
る
だ
ろ
う
。
 

第
 一
一
廓
「
 
回
 

心
の
機
構
」
は
、
著
者
独
自
の
業
績
に
属
す
る
，
そ
れ
は
学
説
 史
を
総
括
 

し
た
所
産
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
 を
 示
し
、
 

一
歩
前
進
す
る
た
め
の
 

侶
を
 与え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

第
三
章
「
 宗
接
 的
人
格
」
（
松
本
晴
一
論
文
）
も
、
ジ
ェ
イ
 ム
 ス
が
聖
 

者
性
 の
問
題
と
し
て
論
究
し
て
以
来
、
こ
の
学
問
に
於
け
る
 中
 心
的
な
課
 

題
 と
し
て
の
位
置
を
占
め
続
け
て
来
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
 回
心
を
宗
 

教
 的
な
人
格
形
成
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
視
点
が
あ
り
 ぅ
る
か
 ら
で
、
 
こ
 

0
 面
課
題
は
、
も
と
も
と
不
可
分
な
関
係
に
放
い
て
捉
え
ら
れ
 て
い
た
の
 

で
あ
る
。
著
者
の
論
述
は
、
第
二
章
と
同
じ
く
、
殆
ど
そ
つ
が
 虹
 @
 
い
 。
 講
 

座
 と
は
、
正
に
こ
の
よ
う
に
曳
白
か
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
 

る
の
だ
 る
 

ぅ
 。
読
者
は
等
し
く
そ
 う
 思
わ
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
テ
キ
ス
 ト
 と
し
て
 

推
賞
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
著
者
独
自
の
論
文
と
し
て
の
性
格
 は
 、
第
四
 

節
 
「
宗
教
的
人
格
の
事
例
研
究
」
に
 赤
 め
さ
れ
て
い
る
。
 こ
ム
 で
 著
者
 

は
 、
オ
ル
ポ
ー
ト
の
サ
イ
コ
グ
ラ
フ
論
に
刺
戟
さ
れ
、
宗
教
研
 究
 に
人
間
 

を
 回
復
す
る
試
み
と
し
て
、
綱
島
蛭
川
、
国
木
田
独
歩
と
い
う
 二
人
格
の
 

比
較
を
提
示
し
、
そ
の
成
果
を
問
 う
 て
い
る
。
極
め
て
意
欲
的
 な
 試
み
と
 

し
て
評
価
さ
れ
よ
 う
 。
し
か
し
、
論
点
は
両
者
の
神
秘
体
験
、
 及
び
そ
れ
 

ぞ
れ
の
生
死
 観
 と
い
う
問
題
に
極
℡
さ
れ
た
た
め
、
も
う
一
度
 、
宗
教
的
 

人
格
と
は
何
か
と
い
う
普
遍
的
命
廣
へ
の
 順
環
的
 疑
惑
を
 、
旺
 
-
m
 

者
に
抱
か
 

し
め
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
 

第
四
章
「
創
造
性
の
病
 い
 」
（
小
野
泰
博
論
文
）
は
、
前
三
章
 と
は
 異
 

質
の
論
考
で
あ
る
。
宗
教
心
理
学
の
第
二
期
に
、
ニ
ン
グ
の
 果
  
 

の
 大
き
さ
は
、
誰
一
人
と
し
て
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 し
 か
し
、
 著
 

者
は
ユ
ン
グ
の
そ
り
し
た
宗
教
理
解
へ
の
分
析
学
的
な
貢
献
を
 問
題
に
し
 

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ユ
ン
グ
 目
 身
を
一
人
 の
 特
異
な
 

宗
教
的
体
験
者
と
し
て
、
 ェ
レ
 ン
ベ
ル
ガ
ー
の
概
念
を
用
い
な
 
 
 

析
し
、
 逆
に
彼
の
宗
教
観
を
姐
上
に
の
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 こ
れ
は
、
 

太
巻
全
体
の
性
格
か
ら
言
え
ば
、
特
論
と
し
て
の
位
置
づ
 け
 を
 与
え
ら
れ
 

る
 だ
ろ
う
。
内
容
の
複
雑
さ
と
共
に
、
文
体
も
そ
 う
 読
み
易
い
 も
の
で
は
 

よ
 
%
 、
 
し
 0
 

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
評
の
は
じ
め
口
述
べ
た
 問
 題
 点
の
 

外
に
、
本
書
に
は
、
宗
教
心
理
学
の
領
分
に
含
ま
れ
る
べ
 き
諸
 課
題
の
 う
 

ち
 、
な
お
大
き
な
も
の
だ
け
で
も
、
宗
教
々
育
の
問
題
、
神
秘
 主
義
と
異
 

帯
心
理
の
問
題
、
救
い
・
 チ
 ・
祈
り
な
ど
、
精
神
医
学
，
心
理
 学
 と
宗
教
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書評と紹介 

戟 
と 

な 
  

て、 

仝 
後 
の 
与壬 

  
を 
  
待 
  
ナ - @ 
  
  
  
で ・ 

  
る 。 

と
の
関
連
領
域
に
関
す
る
問
題
な
ど
、
独
立
し
て
検
討
す
べ
 き
 主
題
の
 、
 

多
く
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
 "
 勿
論
、
本
書
が
 テ
キ
ス
ト
 

そ
の
も
の
を
目
ざ
し
た
も
の
で
も
な
く
、
全
体
の
紙
数
に
制
限
 の
あ
る
こ
 

と
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
 も
心
が
残
 

る
と
い
う
の
は
不
当
だ
ろ
う
か
。
 

巻
末
に
付
け
ら
れ
た
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
「
現
代
日
本
に
お
け
る
 
信
仰
」
 

は
 、
編
者
の
意
図
に
 よ
 る
と
、
宗
教
の
社
会
心
理
学
的
な
考
察
 に
 当
て
 も
 

れ
た
も
の
の
よ
 う
 で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
図
が
成
功
し
て
 い
る
と
は
 

思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
異
質
で
、
こ
う
し
た
試
み
に
、
何
故
 こ
   

紙
幅
が
削
か
れ
た
か
を
、
読
者
に
疑
わ
し
め
る
結
果
に
な
っ
て
 い
ろ
。
 そ
 

れ
は
、
本
誌
第
二
三
七
号
に
掲
載
さ
れ
た
本
講
座
第
三
巻
の
書
 評
 で
、
 こ
 

の
 シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
殆
ど
第
三
巻
に
含
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
 の
よ
う
に
 

論
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
社
会
心
理
 的
な
宗
教
 

の
 研
究
は
、
宗
教
心
理
学
の
重
要
な
一
部
門
で
も
あ
る
の
だ
か
 ら
 、
こ
れ
 

も
 惜
し
ま
れ
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
戦
前
，
 戦
 億
を
通
じ
て
、
我
が
国
に
於
け
る
こ
の
 学
  
 

に
 閲
す
る
出
版
は
、
そ
の
殆
ど
が
翻
訳
書
で
あ
り
、
日
本
人
に
 よ
っ
て
重
目
 

ぎ
 下
さ
れ
た
も
の
は
そ
 う
 多
く
な
い
。
現
象
学
・
社
会
学
・
 人
 類
 学
系
の
 

分
野
に
比
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
学
問
の
不
振
を
示
め
す
指
標
と
 も
な
っ
て
 

い
た
。
そ
れ
を
思
 う
と
 、
本
書
の
果
す
役
割
は
大
き
い
。
こ
の
 仝
画
が
刺
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お
そ
ら
く
極
端
に
相
反
す
る
感
想
に
左
右
さ
れ
、
つ
い
に
客
観
 

 
 

を
ほ
ど
不
可
能
に
す
る
自
信
喪
失
に
襲
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
 

 
 

さ
て
、
ま
ず
執
筆
者
と
そ
の
内
容
を
大
ざ
っ
ぱ
に
 

紺
 介
す
る
こ
 と
に
し
 

よ
 う
 。
「
宗
教
社
会
学
研
究
会
」
と
は
主
に
一
九
四
 

0
 年
代
に
出
 生
し
た
 

（
つ
ま
り
、
三
十
歳
前
後
の
）
若
手
研
究
者
の
グ
ル
ー
プ
な
の
で
 

 
 

彼
ら
は
宗
教
と
社
会
の
Ⅱ
題
に
関
す
る
共
通
の
関
心
や
、
日
本
 

に
お
け
る
 

伝
統
的
な
学
問
活
動
に
対
す
る
共
通
の
（
健
全
な
）
批
判
的
 

精
  
 

さ
れ
て
、
お
 ょ
そ
 二
年
前
に
研
究
会
を
結
成
し
た
。
会
の
目
的
 

 
 

 
 

 
 

し
い
展
望
の
目
を
開
く
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
末
尾
に
 

あ
る
「
 研
 

究
 会
活
動
報
告
」
に
 
ょ
 れ
ば
、
同
会
は
一
九
七
五
年
十
一
月
に
 

発
足
し
、
 

会
 、
二
回
の
夏
季
 
セ
 @
 ナ
 ー
と
二
回
の
記
念
会
を
行
な
っ
た
 
そ
 ぅ
 で
あ
 

る
 。
例
会
の
研
究
発
表
の
題
目
と
本
書
に
収
録
さ
れ
た
論
文
の
 

執
筆
者
の
 

略
歴
を
観
察
す
る
と
、
か
な
り
異
質
性
の
あ
る
集
団
で
あ
る
こ
 

と
が
た
だ
 

ち
に
わ
か
る
 
"
 出
身
な
い
し
在
学
校
は
様
々
で
あ
り
、
し
か
も
 

宗
教
社
会
 

学
 に
対
す
る
共
通
の
Ⅲ
 
心
 へ
と
 里
 い
た
出
発
点
は
 
、
大
 ぎ
く
 分
 げ
れ
ば
 ゐ
不
 

教
学
と
社
会
学
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
人
類
学
と
民
俗
学
の
分
 

野
か
ら
 入
 

っ
て
き
た
メ
ン
。
ハ
ー
も
含
む
。
こ
う
い
う
「
多
様
性
を
含
む
 

統
 一
性
 
」
 の
 

原
理
を
基
礎
に
し
て
、
彼
ら
が
一
種
の
閉
鎖
性
か
ら
脱
皮
し
ょ
 

ぅ
 と
し
て
 

い
る
ご
と
は
同
会
の
特
色
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

-
 
」
の
野
心
 

が
 同
時
に
常
に
古
く
か
つ
新
し
い
問
題
点
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
 

こ
と
も
 言
 

ぅ
 ま
で
も
な
い
。
 

本
書
の
内
容
構
成
に
つ
い
て
は
「
ま
え
が
 

ぎ
 ・
」
に
明
瞭
に
紹
介
さ
 

れ
て
い
 

る
 。
メ
ン
。
ハ
ー
は
非
常
に
多
い
の
で
今
も
な
お
増
え
つ
つ
 

あ
る
と
 聞
 

4
 

 
 

い
て
い
る
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ご
く
一
部
の
発
表
論
文
し
 
か
 掲
載
で
 

ェ
 

き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
本
書
は
四
つ
の
篇
、
十
四
の
章
 か
 ら
な
っ
て
㈹
 

 
 

い
る
論
文
集
と
な
っ
た
。
 

第
 I
 篇
に
収
録
さ
れ
て
い
る
三
論
文
 は
 
「
古
ホ
 
加
孫
 

w
 

把
握
の
新
た
な
試
み
」
と
し
て
の
一
般
論
的
、
理
論
的
な
考
察
 の
 提
供
 で
 

あ
る
。
理
論
の
欠
如
に
悩
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
宗
教
社
会
学
 で
あ
る
か
 

ら
し
て
、
こ
の
第
１
篇
は
あ
る
意
味
で
お
の
ず
か
ら
本
書
全
体
 に
 対
す
る
 

主
張
を
決
め
る
も
の
と
な
る
。
対
馬
路
人
の
「
科
学
的
信
念
と
 宗
教
的
 信
 

念
 」
と
題
す
る
冒
頭
論
文
は
軌
道
に
乗
る
ま
で
に
、
換
言
す
れ
 ぱ
 、
本
題
 

で
あ
る
宗
教
の
問
題
に
入
る
ま
で
に
 め
 ，
つ
く
り
と
手
探
り
で
 進
 む
の
で
あ
 

る
が
、
次
の
中
 牧
 弘
光
 の
 
「
現
代
案
拙
論
の
陥
 
穿
 」
と
い
う
 論
 支
 は
 、
み
 

ご
と
な
 ル
 "
 ク
マ
ン
批
判
士
も
含
む
理
論
的
考
察
の
高
い
 け
ベ
 ル
に
 達
す
 

る
 。
し
か
し
、
形
態
の
面
に
お
い
て
も
内
容
の
面
に
お
い
て
も
 、
理
論
的
 

ア
プ
ロ
ー
チ
の
最
後
で
あ
る
 島
菌
進
の
 「
主
神
思
想
論
」
は
 
最
 も
よ
く
 整
 

っ
て
い
る
し
、
通
説
に
対
し
て
フ
シ
ュ
な
挑
戦
を
提
供
し
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

第
１
 篇
 と
同
じ
よ
う
な
歩
様
性
に
富
む
接
近
法
は
そ
の
・
後
の
 

ザ
  
 

実
証
的
考
察
に
も
保
た
れ
て
い
る
。
 

第
 Ⅱ
篇
に
収
録
さ
れ
て
 ぃ
 る
 三
論
文
 

ぱ
 日
本
の
「
基
層
信
仰
の
今
日
的
表
出
」
で
あ
る
 先
 川
祭
祀
（
 幸
木
負
）
 

と
 、
都
市
の
祭
（
宇
野
正
人
）
と
、
 

旅
 
（
真
野
俊
和
）
の
 
三
現
 良
を
中
心
 

に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
学
、
宗
教
学
と
民
俗
学
の
立
場
か
ら
 現
代
宗
教
 

に
お
け
る
連
続
性
と
変
容
の
問
題
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
 第
 I
 篇
の
場
 

ム
ロ
は
理
論
的
思
弁
に
迷
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
っ
た
が
、
 

第
 Ⅱ
篇
か
ら
 

は
 事
例
が
主
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
今
度
ば
単
な
る
記
述
だ
 け
 に
 埋
没
 さ
 



  
せ
ら
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
生
じ
て
ぎ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
 し
て
は
、
 

執
筆
者
が
紙
面
を
制
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
腰
桶
が
か
な
り
 明
 白
に
 表
わ
 

れ
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
問
題
提
起
の
み
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
 た
と
い
う
 

感
じ
が
し
な
い
こ
と
も
な
い
。
こ
の
点
は
そ
の
後
の
諸
論
文
に
 も
 多
少
 あ
 

て
は
ま
る
と
い
え
る
。
 

第
 Ⅲ
篇
に
 収
眼
 さ
れ
て
い
る
正
論
文
は
「
宗
教
運
動
の
新
展
開
 」
を
 取
 

り
 扱
い
、
世
界
真
光
文
明
教
団
「
後
 欄
汗
文
 ）
、
創
価
学
会
と
 
目
前
正
宗
 

妙
信
講
 
（
西
山
茂
）
、
日
本
基
督
教
Ⅱ
（
新
屋
重
彦
）
、
モ
ラ
ロ
 

ジ
ー
な
ど
 

の
 修
養
団
体
（
沼
田
健
 我
 ）
と
善
隣
 士
 
（
塩
谷
故
意
）
と
い
っ
 
た
よ
う
な
 

事
例
に
つ
い
て
そ
の
構
造
と
動
態
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
  
 

な
の
で
、
本
書
の
最
も
「
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
」
 な
 部
分
と
言
え
る
か
   

い
 。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
諸
論
文
は
「
報
告
」
の
性
格
を
主
 た
る
も
の
 

と
し
、
し
か
も
単
な
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
程
度
を
越
え
る
 理
 論
的
深
ま
 

り
が
そ
の
中
に
 ぅ
 が
が
え
る
の
で
、
お
そ
ら
く
最
も
広
い
読
者
 層
 に
訴
 ，
え
 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 "
 

本
書
の
し
め
く
く
り
の
 第
 Ⅳ
篇
は
視
野
が
さ
ら
に
広
げ
ら
れ
、
 

そ
の
 三
 

論
文
は
ハ
ワ
イ
の
日
系
人
（
井
上
順
孝
）
、
香
港
の
華
人
（
 吉
 原
 和
男
）
 

と
中
 
・
南
米
の
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
人
（
久
保
田
芳
蹟
）
を
 中
 心
 に
し
て
 

「
宗
教
と
文
化
接
触
」
の
問
題
に
様
々
な
方
面
か
ら
新
し
い
 光
 を
 当
て
る
 

の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
と
く
に
井
上
論
文
は
、
口
木
 宗
拉
と
 の
 直
接
的
 

な
 関
連
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
明
瞭
な
 問
 題
 提
起
と
 

 
 

 
 相

し
て
注
目
に
価
す
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

以
上
は
ち
な
み
に
短
い
コ
メ
ン
ト
を
入
れ
た
、
本
書
に
つ
い
て
 の
大
ざ
 

宙
廿
 

青
 

っ
ぱ
な
紹
介
で
あ
っ
た
が
、
限
ら
れ
た
紙
数
の
た
め
個
別
 論
文
に
詳
し
い
 

批
判
を
残
念
な
が
ら
付
け
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
 っ
て
 く
ム
小
 

書
 全
体
に
 凹
 す
る
若
干
の
一
般
的
考
察
に
と
ど
め
ざ
る
を
得
な
  
 

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
宗
社
社
会
学
研
究
会
の
こ
の
出
版
 は
 種
々
 

の
 意
味
で
 
画
朋
 的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
様
々
な
困
難
を
乗
り
 超
え
て
 自
 

分
の
研
究
成
果
を
ょ
り
広
く
公
表
す
る
に
は
確
か
に
勇
気
が
必
 要
 で
あ
っ
 

た
 。
さ
ら
に
 
牌
 者
た
ち
自
身
は
個
々
の
論
文
に
多
く
の
間
頭
 苫
 が
 残
さ
れ
 

て
い
る
こ
と
を
十
分
に
自
覚
し
、
 

忌
陣
 の
な
い
批
判
や
意
見
を
 歓
迎
し
て
 

い
る
と
言
っ
て
い
る
。
実
は
、
 

本
 需
を
読
ん
で
い
る
間
に
批
判
 す
べ
き
 占
 

が
か
な
り
多
く
 浮
 ん
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
読
み
終
っ
た
段
階
 で
そ
れ
ら
 

を
ま
と
め
る
の
は
な
か
な
か
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
 ら
ば
 

こ
れ
こ
そ
本
書
の
不
思
議
さ
と
と
も
に
そ
の
「
挑
戦
的
な
魅
力
 」
の
一
つ
 

で
も
あ
る
本
書
の
短
所
は
同
時
に
長
所
に
も
な
っ
て
い
る
 
 
 

え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
感
想
は
あ
今
次
の
よ
う
に
表
現
で
ぎ
 2
@
 
つ
 。
 合
 
+
 

書
 が
残
す
あ
る
「
不
満
」
は
同
時
に
「
期
待
」
の
原
因
に
も
な
 
っ
て
 
い
 

る
 。
確
か
に
多
く
の
不
満
が
残
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
 最
 。
。
も
消
極
 

胸
部
分
は
論
文
の
外
形
に
 凹
 す
る
点
で
あ
る
。
自
分
の
研
究
成
 果
の
出
版
 

を
昔
 せ
 長
く
し
て
待
っ
て
い
た
せ
い
か
、
と
も
か
く
校
正
作
業
 は
あ
ま
り
 

徹
底
的
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
少
し
雑
で
誤
植
  
 

二
つ
の
「
傑
作
」
を
ど
う
し
て
も
指
摘
し
た
い
。
一
九
四
二
年
 
生
ま
れ
 

の
 西
山
茂
は
、
一
二
八
頁
の
「
参
考
文
献
」
に
 ょ
 れ
ば
一
九
五
 0
 年
 、
 つ
 

ま
り
八
歳
の
と
き
に
は
じ
め
て
論
文
を
書
き
上
げ
た
そ
う
で
あ
 る
 。
）
 そ
 

の
 他
に
論
文
形
態
の
も
う
一
つ
の
欠
点
は
 、
 多
く
の
場
合
そ
の
 中
の
あ
る
⑲
 

 
 

主
題
は
余
分
に
詳
し
く
説
明
が
な
さ
れ
、
一
方
、
よ
り
詳
し
い
 説

明
を
要
 
L
O
3
 

求
 す
る
あ
る
主
題
は
、
十
分
に
知
ら
れ
て
い
る
と
前
提
し
て
い
 る
の
か
、
 

1
 



あ
ま
り
に
も
簡
単
に
取
り
扱
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
 

あ
る
。
 
一
 

杖
 的
な
も
の
と
二
次
的
な
も
の
と
の
区
別
と
、
そ
れ
を
読
者
に
 

伝
え
る
と
 

い
う
こ
と
の
困
難
さ
と
は
、
日
本
の
様
々
な
出
版
物
に
よ
く
 

出
 て
く
る
 
問
 

題
 点
で
あ
る
が
、
本
書
の
場
合
は
そ
れ
は
多
分
、
ど
の
よ
う
な
 

読
者
層
を
 

ね
ら
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
の
あ
い
ま
い
さ
に
結
び
つ
く
 

も
の
と
 
思
 

わ
れ
る
。
あ
る
論
文
は
専
門
家
向
き
で
あ
る
が
、
あ
る
論
文
は
 

 
 

読
者
層
を
ね
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
 

当
然
に
込
 

超
 

文
の
内
容
そ
れ
自
体
に
も
反
映
し
て
く
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
 

る
一
 
，
十
本
仝
 

刀
 

成
 」
は
逆
に
「
期
待
」
を
増
す
要
因
と
な
る
。
本
書
に
掲
故
さ
 

れ
た
論
文
 

は
 「
研
究
発
表
」
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
 

は
 「
中
間
 

報
告
」
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
、
研
究
会
員
の
研
究
 

は
 、
今
後
 

ど
の
方
向
に
進
み
、
ど
う
い
う
ふ
 

う
 に
洗
練
さ
れ
て
ゆ
く
か
が
 

大
い
に
 
期
 

律
 さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
会
員
が
若
手
 

学
 者
だ
か
ら
 

 
 

 
 

セ
ミ
ナ
ー
は
「
科
学
的
宗
教
研
究
に
お
け
る
調
査
と
理
論
」
を
 

統
一
 
テ
｜
 

て
 に
し
て
行
な
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
宗
教
研
究
一
般
、
と
り
 

わ
 け
 日
本
 

の
 若
手
学
者
に
よ
る
宗
教
研
究
に
お
い
て
、
調
査
と
理
論
の
均
 

衝
 こ
そ
 
今
 

後
の
最
も
大
き
な
課
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

実
証
的
 
調
 

査
 に
没
頭
す
る
あ
ま
か
理
論
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
傾
向
は
 、
 宗
教
社
会
 

6
 

単
 に
と
っ
て
の
最
も
大
き
な
致
命
点
と
言
わ
れ
る
。
一
方
、
理
 論
の
必
要
 
1
 

性
を
再
発
見
し
、
そ
の
魅
力
に
誘
惑
さ
れ
て
現
実
と
の
つ
な
が
 り
を
見
落
㎜
 

 
 

し
て
し
ま
う
危
険
性
も
存
在
す
る
。
本
書
の
執
筆
者
も
こ
の
間
 題
 と
取
り
 

組
ん
で
き
た
し
、
今
後
も
ま
た
そ
れ
と
絶
え
ず
取
り
組
む
こ
と
 に
な
る
に
 

相
違
な
い
。
彼
ら
が
本
書
を
通
じ
て
自
分
の
研
究
成
果
を
世
に
 問
お
 う
と
 

問
題
を
恐
れ
ず
探
究
し
 、
 歩
み
初
め
た
道
を
さ
ら
に
開
拓
し
て
 

す
る
そ
の
同
じ
勇
気
を
も
っ
て
、
こ
れ
か
ら
も
宗
教
社
会
学
の
 

が
で
き
る
よ
 う
 に
 、
 切
に
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
 

ゆ
く
こ
と
 

こ
の
根
本
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九
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Ethos und Logos des Reich-Gottes 
im Religiosen Sozialismus 

Shinji KANAI 

Hier geht es darum, Reich-Gottes Gedanken des Religiosen Soziali- 
smus (in der Schweiz, bei L. Ragaz) vom Gesichtspunkt des Aethos 
$ 0 0 ~  (M. Weber) her zu analysieren. Aethos heisst hier ein dynami- 
sches Ganze, das in einer beweglichen Korrelation und Spannung zwi- 
schen Ethos ;Oos und Logos .?dros eines lebhaften religiosen Gedankens 
sich konstruiert. Anders, wird hier 1) mit Ethos geschichtlich-soziale 
Bedingtheit, und 2) mit Logos die Intentionalitat des subjektiven 
Bewusstseins (E. Husserl) eines Gedankens gedacht. 
1) Fur die Ethische wird zuerst das Krisegefiihl, das der ganzen 
Bewegung zugrunde lag, und dann sowohl die Einfluss des Sozialismus, 
als auch die heimische Tradition asketisches Protestantismus der Sch- 
weiz anschaulich gemacht. 
2) Die gedankliche Realitat bei Ragaz musste aber nur dann sach- 
gemass gefasst werden, wenn man auch die reine Intentionen subjek- 
tives Reich-Gottes Bewusstseins konsequenterweise logisch nachspurt, 
bis dahin, dass man die utopische Ziige dieses Subjektes in folgenden 
zweifachen Formen klar zu sehen hat :  die chiliastische einerseits, die 
asketische anderseits. Jene ist die Intention, die das Gottesreich in der . 

Welt zu realisieren versucht. Diese intendiert hingegen nach absolutem 
Abscheiden aller Menschlich-Weltliche schlechthin, um Gottesreich als 
Reich-"Gottes" zu bewahren. 



Jaspers' Cri t ic ism o n  the Demythologizing 

of Religion 

Hiroyuki KITANO 

Jaspers took Bultmann's demand for the demythologizing of the New 
Testament most seriously from philosophical side, because it did con- 
cern his philosophizing. This present paper mainly takes up one point 
from among various problems that Jaspers discussed : the methodolo- 
gical point of view. 

Bultmann's way to demythologize the N. T. is called "existentialist 
interpretation," which, according to Jaspers, assumes a scientific 
character. It is upon the very fact that Jaspers focuses his attack on 
Bultmann's idea. But what is science? What kind of science does 
Bultmann mean? He maintains that science in his existentialist inter- 

pretation is "nothing else than the clear and methodical formation of 
the existential understanding given by the existence itself." On the 
other hand Jaspers wants to regard science as "that which is cogently 
knowable for every understanding, and which for that reason has 
actually gained universal recognition," i. e. one on the model of the 

exact sciences. There is, as stated above, a certain distinction between 
Jaspers and Bultmann with respect to the concept of science. 

And so, taking the situation into cosideration, I tried to clarify the 
meanings and limits of Jaspers' criticism on Bultmann. 



On the Religious Foundation of Metaphysics 
Hiromasa MASE 

It has been almost universally accepted by Christian theologians of 
all traditions that the distinction between natural and revealed,theology 
is very clear, so much so that this distinction can form some major 

differences between Catholicism and Protestantism. Natural theology 
is often held to be rationalism in the sense that, by counting on the 
unaided human intellect, even revealed truths can be worked out by 
demonstrative truths. Revealedtheology, on the other hand, is often 
held to be fideism, just because all those demonstrative truths can be 
deduced a priori by faith alone. This implies that there is a funda- 
mental opposition of the sort of ism such as  'Catholicism vs. Protes- 
tantism' and 'rationalism vs. fideism'. 

However it would be utterly wrong to suggest that, unless one 
considers the two-party system of natural and revealed theology, any 
philosophical treatments are pointless. Quite the contrary, we have 
attempted to show how these two parties are closely related to each 
oither. And in doing so, we have offered some mportant clarification 
on the religious foundation of metaphysics. 



Der Begriff des Verstehens bei J. Wach 
Miyoko  TAKE 

In seinem f ruhen methodologischen Werk : Religionswissenscha f t (1924) 
proklamiert Joachim Wach (1898-1955) die Emanzipationder Religion- 
swissenschaft von der Philosophie und Theologie und betont ihren 
systematisch-empirischen Charakter. Obwohl e r  sein Leben lang nach 
einem besseren Verstandnis der abendlandischen sowie orientalischen 
Religionen gestrebt hat, wurde seine Religions-wissenschaft jedoch in 
spateren Jahren allmahlich wieder von der Theologie abhangig, indem 
sie sich das Tatsache-finden (fact-finding) und die in einem normativen 
Kontext zu machende Wurdigung (evaluation) zu Aufgaben machte. 

Die Tendenz konnen wir nach zwei Seiten hin verfolgen: inhaltlich 
steht die friihere Stellung, nur Ausdruck zu verstehen, der spateren 
gegenuber, auchdas religiose Erlebnis selbst verstehen zu wollen, und 
dem entspricht formell eine Verlagerung des Nachdrucks von der 
Systematik bzw. Typenlehre zum normativen Begriff des "klassischen." 
Dadurch verandert sich auch der Begriff des Verstehens, namlich vom 
objektiven Verstehen zu "integral understanding" (auf deutsch etwa 
parallel zu "ubergreifendem Verstehen"). "Integral understanding7' 
stellt einerseits die Kriterien fur die ,Hermeneutik heiliger Schriften 
dar, womit diese sowohl in objektiv alsauch subjektiv weiterem Kontext 
interpretiert werden, und Landererseits hat es mit der Subjektivitat 
des Interpretierenden zu tun und entspricht Wachs eigenem Anspruch, 
"integratedperson" zu werden. 

Weil das ubergreifende Verstehen samt der Wurdigung zwischen dern 
Verstehen (d. h. der objektiven Auffassung) und der Deutung (d. h. 
der subjektiven Auffassung) des Gegebenen steht, unterscheidet das 
Spatwerk Wachs, das auf ein "integra understanding" abzielt, sich 
deutlich von seiner friiheren Stellung. Anders gesagt, beruht seine 
Religionswissenschaft immer auf zwei Grunden, dem kritsischenund 
dem sympathischen, und wahrend in seinem Frunwerk: Religionswiss- 
enschaft beide Grunde streng getrennt sind, werden sie spater mitei- 
nander verbunden in der Form von "integral understanding". 



Die Idee "Religionswissenschaft" 

in den F r i i h w e r k e n  Wachs 
Naotoshi KITAICAWA 

Bisher waren die Forschungen iiber Wach hauptsachlich der Wand- 

lung seiner lebenslanglichen Forschungsweise gewidmet. Man hat 
namlich behauptet : in seine empirische Forschungsweise, die die Frage 
nach dem Wesen der Religion vernachlassigt, sei allmahlich eine nor- 
mative Methode eingefuhrt worden. (z. B. M. Kitagawa, T. Tamaru) 
In diesem Aufsatz wird dagegen das Hauptthema, das seine ganzen 
Forschungen durchdrungen hat, in Betracht gezogen. Ich mijchte daher 
zunachst aufzeigen, wie das Apriorisch-Normative in seinen Fors- 
chungen, das man im allgemeinen als etwas spateres betrachtet, schon 
in seinen friihen Arbeiten tief verwurzelt ist. In dieser Hinsicht ver- 
suche ich dann, den Zusammenhang zwischen dem Empirischen und 
dem Normativen in seinem Werk Religionsurissenschaft(1924)zu erklaren 
und damit die Idee der "Religionswissenschaft" Wachs deutlich zu 
machen. 

In diesem Werk wird zwar der Unterschied zwischen der empirischen 
und der normativen Forschung immer wieder betont und es wird be- 
hauptet, da13 die "Religionswissenschaft" empirisch betrieben werden 
soll. Aber Wachs "Religionswisseschaft", der das Empirisch-Historische 
zugrunde liegt, neigt in sich dazu, es zu uberwinden. Die von dieser 
Religionswissenschaft klassifizierten Typen, die sich insgesamt in "die 

materiale Systematik" und "die formale Systematik" einteilen lassen, 
tendieren namlich dam, mit der Vertiefung ihrer Funktionen sich dem 
Normativen stets zu nahern. Anders gesagt: "Ein wichtiges Zwisch- 

englied zwischen der ewiggleichen Natur (d. h. das Normative) und 

den historischen Unterschieden (d. h. das Empirische) wurden die 

T y p e n zu bilden haben." (S. 147) 

Jedoch kann der wesentliche Unterschied zwischen der empirischen 

und der normativen Forschungsmethode dadurch nicht aufgelijst wer- 

den, "ein Zwischenglied zu bilden", sondern hier mulj ein sozusagen 

methodischer "Sprung" gewagt werden. Infolgedessen, wenn diese zwei 



Forschungsmethoden der Form nach streng unterschieden bleiben und 
im wesentlichen mitarbeiten miissen, entsteht aus solchem Zustand 
unvermeidlich eine paradoxe "Spannung". Und eben diese "Spannung", 
die der Forscher auf sich nehmon muB, hangt mit der "relativen Obje- 
ktivitat" eng zusammen, die Wach als das Ideal seiner "Religions- 
wissenschaft" darstellt. 

Was zwingt nun den Forscher zu jenem methodischen "SprungJ'? 
Das ist die Tatsache, daB auch in der objektivsten Arbeit des For- 
schers schon eine philosophische Weltanschauung steckt, die vom 
"Leben" des Forschers selbst herstammt. Je treuer daher der Forscher 
der empirischen Forschungsmethode folgen will, desto deutlicher muB 
e r  das unempirisch-normative -meist unbewuBte---- Grundwesen ans 
Licht bringen. Auf diese Weise gibt er auch seinem "geheimnisvollen 
Vorwissen" (S. 187) immer klarer eine Form, indem er sich in seiner 
Tatigkeit der Klassifizierung und Systematisierung vertieft. Und das 
bedeutet zugleich eine Vertiefung der Erkenntnis seines eigenen 
"Schicksals". 




