
夢
の
中
で
、
幻
想
の
中
で
、
否
み
難
い
強
い
 カ
 を
も
っ
 て
 我
々
に
働
き
か
け
、
情
動
を
揺
り
動
か
す
よ
う
な
人
物
 に
相
 遇
す
る
こ
と
が
 

あ
る
 0
 思
 不
義
な
力
に
よ
っ
て
我
々
を
行
為
に
向
か
わ
 し
め
る
、
そ
の
よ
う
な
 像
 
Q
 日
が
的
の
）
を
論
者
は
先
に
分
 析
 心
理
学
的
仮
説
を
援
 

（
 
l
.
 

）
 

屈
 し
霊
的
優
越
者
と
名
付
け
た
。
 

内
的
な
像
が
何
処
か
ら
来
る
の
か
と
訪
る
向
き
も
あ
る
 だ
ろ
う
が
、
他
所
か
ら
来
る
気
づ
か
い
は
な
 い
 0
 心
の
意
 識
 以
外
の
領
域
、
所
 

謂
 無
意
識
の
領
域
か
ら
や
っ
て
来
る
 0
 そ
れ
ら
は
心
の
 営
み
を
方
向
づ
け
る
指
導
原
理
、
個
体
の
体
験
を
そ
の
 周
 囲
 に
結
晶
化
さ
せ
、
 
心
 

的
 複
合
方
 0
 ヨ
ユ
 の
 ぉ
 ）
を
形
成
す
る
元
型
（
 倖
 「
の
 
牙
陣
せ
つ
 
の
）
 が
 送
っ
て
 
よ
 こ
す
も
の
を
意
識
が
捉
え
た
姿
で
あ
る
。
 

そ
れ
ら
の
像
の
う
ち
 特
 

-
2
@
 

に
 霊
的
 霊
越
 者
は
、
分
析
心
理
学
の
言
う
ア
ニ
マ
守
田
 ヨ
と
 、
ア
ニ
ム
ス
 宙
巳
 目
口
 巴
 と
し
て
異
性
と
の
関
係
の
 あ
り
方
を
、
上
位
人
格
 

宙
毛
 l
p
o
 

「
ヨ
コ
ロ
才
の
憶
 

宙
 0
 コ
が
目
 
（
 
せ
 ）
と
し
て
同
性
と
の
 関
 係
 の
あ
り
方
を
規
定
す
る
人
物
像
を
指
す
。
そ
ん
な
 像
 な
ど
何
の
現
実
性
も
な
 

 
 

い
と
、
馬
鹿
に
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
 0
 真
に
現
実
性
 を
 有
す
る
の
は
内
的
な
 像
 な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
 比
 べ
れ
ば
、
外
部
の
現
実
 

 
 

世
界
で
出
会
う
人
間
な
ど
、
内
的
な
像
を
投
影
す
る
の
 に
 比
較
的
適
合
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
現
実
性
し
か
持
ち
 合
わ
せ
て
い
な
い
と
さ
（
 

 
 

占
窒
ヨ
 
え
る
の
で
あ
る
 0
 

一
 
霊
的
優
越
者
の
像
 

井
桁
 

碧
 

元
型
的
心
象
に
関
す
る
試
論
 

「
さ
ん
せ
 
ぅ
 太
夫
」
に
お
け
る
 
安
寿
｜
｜
 



感
 す
ら
あ
る
。
彼
ら
の
所
論
が
あ
る
程
度
 

青
 首
を
促
す
 の
は
、
そ
れ
が
現
実
の
諸
現
象
を
置
き
去
り
に
し
た
 

空
 論
 で
は
な
い
か
ら
だ
 る
 

ぅ
 0
 し
か
し
、
相
対
的
に
一
つ
の
全
体
と
し
て
機
能
し
 

て
い
る
心
的
 
｜
 文
化
的
体
系
は
、
数
多
く
の
元
型
が
重
層
 

m
 、
相
補
的
な
関
係
を
 

あ
り
、
そ
れ
と
対
を
な
す
の
は
太
母
の
息
子
で
あ
る
 

永
せ
 
速
の
少
年
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
太
母
も
少
年
も
、
物
理
 

的
 実
在
と
し
て
の
母
親
 

や
 少
年
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
ら
を
手
本
に
し
て
 

意
識
が
持
え
あ
げ
た
模
像
で
も
な
い
。
自
我
Ⅱ
意
識
 

主
 体
を
子
と
し
て
生
み
出
 

す
と
い
う
肯
定
的
側
面
と
、
し
が
み
つ
き
呑
み
こ
み
 

殺
 し
て
し
ま
う
と
い
う
否
定
的
側
面
を
併
わ
せ
持
つ
無
意
識
 

の
 、
元
型
的
心
象
と
し
 

て
の
母
で
あ
る
り
そ
し
て
、
太
母
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
 

そ
の
懐
中
に
止
ま
り
、
永
遠
に
自
立
し
ょ
う
と
し
な
い
 

よ
う
な
自
我
の
元
型
的
 

な
像
 と
し
て
の
永
遠
の
少
年
で
あ
る
っ
 

日
本
文
化
を
母
性
的
な
文
化
で
あ
る
と
す
る
指
摘
は
こ
れ
 

ま
で
に
も
各
分
野
に
お
い
て
度
々
な
さ
れ
て
ぎ
た
。
 

し
 か
も
、
近
年
、
広
い
 

意
味
で
の
比
較
文
化
的
観
点
に
依
ろ
 

う
 と
す
る
人
々
の
 
間
で
は
、
そ
れ
が
最
早
や
疑
問
の
余
地
も
な
ぃ
一
種
の
常
 

識
 と
な
っ
て
し
ま
っ
た
 

河
合
隼
雄
が
行
っ
て
い
る
神
話
、
昔
話
等
の
分
析
も
 

、
帝
 
ヱ
的
優
越
者
の
像
を
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
日
本
人
の
精
神
 

構
造
ひ
い
て
は
口
木
 

文
化
の
抱
え
た
問
題
を
探
り
当
て
よ
う
と
す
る
も
の
と
 

 
 

し
て
い
る
の
は
太
母
で
 2

 

規
模
の
大
小
に
拘
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
社
会
集
団
に
 も
 、
成
員
相
互
の
関
り
方
を
規
定
し
 、
 彼
ら
が
共
有
す
る
 情
緒
生
活
、
感
情
の
 

様
式
を
特
色
づ
け
る
霊
的
優
越
者
の
像
が
存
在
す
る
だ
 ろ
う
っ
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
方
が
正
確
か
も
 し
れ
な
い
。
親
族
関
係
 
り
 

 
 

を
 中
心
と
し
て
多
様
な
、
霊
的
優
位
に
あ
る
者
と
劣
位
 に
あ
る
者
、
言
い
換
え
れ
ば
超
自
然
的
な
力
を
及
ば
す
 者
 と
 及
ぼ
さ
れ
る
者
と
の
 

組
み
合
わ
せ
の
可
能
性
の
う
ち
、
特
定
の
対
か
ら
な
る
 像
 を
 共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
、
集
団
が
成
立
し
て
 い
る
の
だ
と
 0
 そ
し
て
 

各
文
化
が
特
定
化
し
た
霊
的
優
越
者
の
像
は
元
型
の
変
 異
型
で
あ
り
、
各
個
体
の
体
験
す
る
霊
的
優
越
者
の
像
は
 そ
の
変
異
型
と
考
え
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
 、
 我
々
の
文
化
に
お
け
る
人
間
 関
係
を
根
源
的
に
呪
縛
す
る
も
の
と
し
て
の
霊
的
優
越
 者
の
像
を
抽
出
し
、
 信
 

仰
 世
界
の
一
隅
な
り
と
も
理
解
し
ょ
う
と
す
る
一
つ
の
 試
み
で
あ
る
。
 



っ
た
 変
異
型
と
み
な
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
次
の
よ
う
な
 
可
 能
 性
、
す
な
わ
ち
霊
的
優
越
者
と
し
て
の
ウ
ナ
り
は
本
土
 文
化
に
お
い
て
も
重
要
 

な
 意
味
を
持
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
持
っ
て
 い
た
可
能
性
を
推
測
す
る
こ
と
も
強
ち
無
意
味
な
こ
と
 で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

象
徴
の
心
的
意
味
作
用
を
理
解
す
る
際
に
分
析
心
理
学
 は
 、
増
幅
的
方
法
（
 ン
日
づ
 ）
～
（
 

ざ
緊
ざ
コ
 ）
を
と
る
 0
 こ
こ
で
 
そ
の
方
法
を
運
用
す
 

る
な
ら
兄
弟
 ｜
 姉
妹
を
主
人
公
と
す
る
類
の
物
語
を
 、
地
 域
 時
代
を
越
え
て
渉
猟
 し
 、
で
き
る
だ
け
多
く
採
集
す
 る
こ
と
が
ま
ず
も
っ
て
 

論
 -
 
。
 望
ま
し
い
 0
 そ
し
て
も
し
そ
こ
で
巧
み
な
相
互
 比
 較
を
行
う
な
ら
、
ウ
ナ
リ
ー
 イ
ヒ
リ
 の
モ
チ
ー
フ
は
象
徴
 の
 壮
大
な
 織
 布
を
構
成
し
、
 

甜
ウ
 ナ
 リ
 の
元
型
の
意
味
を
自
ず
と
 浮
び
 上
が
ら
せ
 

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
論
者
は
残
念
な
が
ら
 そ
れ
だ
け
の
力
量
を
未
だ
 持
 

す
 

関
 

ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
以
下
 0
 節
に
お
い
て
は
、
中
世
末
期
か
ら
初
期
に
か
け
て
庶
民
 の
間
に
流
行
し
た
唱
導
文
学
 

 
 
 
 

ほ
で
あ
る
説
経
の
う
ち
、
 

丸
の
姉
弟
、
 

安
寿
と
づ
し
王
 

 
 

げ
 、
ウ
ナ
 
リ
 
（
ー
 イ
ヒ
リ
 ）
 

獅
の
元
型
的
心
象
の
意
味
を
追
求
す
る
試
み
の
第
一
歩
 

と
し
よ
う
 0
 

n
 
フ
 

3 ( 3 ) 

-
4
-
 

に
 倣
え
ば
、
こ
れ
は
ウ
ナ
リ
ー
 イ
 
ヒ
リ
元
型
と
名
付
げ
ら
 れ
よ
う
。
沖
縄
と
本
土
両
文
化
は
、
共
通
の
基
層
か
ら
 る
 々

分
化
発
展
し
て
 
ぃ
 

と
り
つ
 

別
の
、
 

と
す
 

異
な
る
 

@
@
 

Ⅰ
 カ
 ハ
 

れ
る
の
 

イ
ヒ
リ
 

つ
 推
進
す
る
き
わ
め
て
動
的
な
変
容
過
程
で
あ
る
。
し
た
 が
っ
て
、
当
該
文
化
を
決
定
的
に
規
定
し
て
い
る
と
 見
 え
る
元
型
と
は
 

だ
が
文
化
体
系
全
体
と
し
て
の
変
容
を
可
能
に
し
て
 き
 た
 、
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
重
要
な
元
型
の
存
在
が
予
 恕
 さ
れ
る
。
 

る
と
、
日
本
人
が
共
有
す
る
心
的
態
度
が
一
般
に
太
母
 
（
 
１
 、
永
遠
の
少
年
）
の
元
型
の
呪
力
の
下
に
あ
る
と
し
て
 
も
 、
こ
れ
と
は
 

元
型
、
良
く
も
悪
く
も
日
本
人
の
心
的
態
度
の
よ
り
 広
 い
 可
能
性
を
包
摂
す
る
元
型
的
心
象
を
見
出
す
こ
と
も
で
 き
る
の
で
は
な
 

見
出
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
 う
 考
え
た
と
 き
、
非
常
に
魅
力
的
か
コ
 %
 唆
に
 富
む
霊
的
優
越
者
の
像
 を
 提
出
し
て
く
 

は
 、
沖
縄
文
化
圏
に
か
っ
て
流
布
し
今
日
な
お
生
き
て
い
 る
 "
 ウ
ナ
 リ
神
 信
仰
 "
 で
あ
る
 0
 こ
の
信
仰
の
核
は
 ウ
 チ
 リ
（
姉
妹
）
 
｜
 

（
兄
弟
）
の
関
係
に
あ
り
、
ウ
ナ
 
リ
 が
 イ
ヒ
リ
 に
対
し
て
 帝
 立
的
 
優
位
に
立
つ
と
さ
れ
る
。
先
の
太
母
 ｜
 永
遠
の
少
 
 
 



父
の
菩
提
を
弔
う
費
用
を
 エ
 

っ
 た
も
の
の
、
身
の
毛
も
よ
だ
 

し
ま
っ
た
し
ん
徳
丸
に
貞
節
の
 

し
 王
 丸
を
守
り
世
に
出
す
が
、
 

と
に
よ
っ
て
、
人
の
世
が
救
わ
 

の
献
身
、
す
な
わ
ち
 己
れ
 自
身
 

為
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
分
析
心
理
学
は
 

化
過
程
上
の
 ウ
 ロ
ボ
ロ
ス
、
つ
 

ら
、
か
な
り
 カ
 を
入
れ
て
論
じ
 

の
そ
れ
と
は
違
 う
 。
そ
れ
は
 ょ
 

る
 概
念
で
あ
る
。
観
察
を
重
ね
 面

す
る
た
め
に
身
を
売
り
、
大
蛇
の
生
 賛
 に
な
ろ
 う
と
 す
る
「
ま
っ
 ら
 長
者
」
の
さ
 ょ
姫
 。
毒
殺
さ
れ
 甦
 

つ
 餓
鬼
の
姿
を
晒
す
 鼻
 と
な
り
果
て
た
小
栗
判
官
、
継
母
 の
呪
 咀
か
ら
生
ま
れ
も
つ
か
ぬ
癩
者
と
な
っ
て
 

限
り
を
尽
く
し
、
社
会
的
な
復
帰
を
助
け
た
照
手
姫
 と
 乙
姫
。
そ
し
て
、
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
の
手
か
ら
 弟
づ
 

自
ら
は
責
め
殺
さ
れ
て
し
ま
う
安
寿
姫
。
説
経
は
 、
神
 の
 本
地
と
し
て
の
人
間
が
現
世
で
苦
を
受
け
た
こ
 

れ
た
こ
と
を
説
く
。
そ
の
救
済
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
、
 ま
 さ
に
彼
女
達
の
己
れ
を
惜
し
ま
ぬ
 愛
他
的
 受
苦
 

を
 供
犠
の
賛
と
す
る
行
為
だ
っ
た
 0
 説
経
に
お
け
る
 女
 主
人
公
の
最
も
重
要
な
機
能
を
、
そ
の
供
犠
的
 付
 

供
犠
（
の
 

a
c
 

（
 
日
 。
じ
を
ど
の
よ
う
に
意
味
付
け
る
だ
ろ
う
か
 0
 供
犠
に
つ
い
て
ニ
ン
グ
は
 、
 彼
の
理
論
体
系
 

ま
り
始
め
に
し
て
終
り
に
あ
る
 司
 変
容
の
象
徴
し
 

@
 
。
。
）
の
中
 で

、
分
析
心
理
学
の
リ
ビ
ド
ー
（
）
 
ヨ
ぎ
 0
 ）
概
念
か
 

て
い
る
 0
 ニ
ン
グ
の
リ
ビ
ド
ー
概
念
は
、
徹
頭
徹
尾
性
 的
 色
彩
を
帯
び
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
フ
ロ
イ
ト
 

り
 広
く
、
健
康
な
ま
た
病
的
な
、
顕
在
的
及
び
潜
在
的
 な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
心
的
事
象
を
整
理
し
説
明
す
 

た
 結
果
ユ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
見
な
す
こ
と
が
心
理
 現
 象
の
理
解
、
心
の
病
の
治
療
に
有
効
で
あ
る
と
 考
 

（
 7
-
 

な
っ
て
 い
 
た
と
想
像
で
き
る
。
 

説
経
の
魅
力
は
、
劇
場
進
出
の
契
機
と
な
っ
た
三
味
線
 や
 操
り
人
形
等
の
新
趣
向
や
 、
 語
り
口
、
節
ま
わ
し
等
々
 に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
そ
こ
に
登
場
す
る
主
人
公
、
特
に
女
性
 達
 の
ひ
 た
 む
 き
な
、
 
強
 い
昔
 
生
心
に
貫
ぬ
か
れ
た
行
動
も
 
、
 
確
か
に
 説
経
の
魅
力
の
一
つ
に
 

 
 

 
 

二
 

供
犠
（
の
 曲
縛
 Ⅰ め
サ
 
n
m
 

）
１
分
析
心
理
学
的
接
近
 

 
 

 
 



元型的心象に 関 

， 幸 -nn.  , 
え
る
に
至
っ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
心
の
全
 器
 管
は
持
続
的
な
 運
動
状
態
に
あ
り
、
心
は
そ
の
全
体
性
を
実
現
す
る
と
 い
 う
 目
的
志
向
的
な
 、
 

か
つ
自
己
 統
禦
 能
力
を
備
え
た
器
官
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
 て
そ
れ
が
相
対
的
に
閉
じ
た
リ
ビ
ド
ー
Ⅱ
心
的
 ヱ
 ネ
ル
 ギ
 ー
の
系
を
な
す
と
い
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
切
の
心
的
事
象
が
心
的
 価
値
、
内
容
間
の
諸
々
の
対
立
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
 ぅ
 こ
と
を
意
味
す
る
。
 

多
く
の
場
合
心
的
諸
要
素
間
の
対
立
は
、
意
識
全
体
に
 と
っ
て
は
痛
苦
の
因
と
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
心
は
そ
の
 構
造
上
、
不
可
避
的
 

に
 心
的
要
素
間
の
対
立
の
原
理
に
依
拠
し
て
い
る
 0
 そ
れ
 ゆ
え
心
の
究
極
的
な
目
的
で
あ
る
 統
 ム
ロ
状
態
に
近
づ
く
 た
め
に
、
む
し
ろ
対
立
 

が
 招
来
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
が
あ
る
。
そ
し
 て
 分
析
心
理
学
は
象
徴
を
、
リ
ビ
ド
ー
の
流
れ
を
可
能
に
 す
る
対
立
、
つ
ま
り
 心
 

的
 諸
要
素
間
の
心
的
価
値
の
間
の
落
差
を
作
り
出
す
も
 の
と
し
て
捉
え
た
 0
 こ
の
よ
う
な
象
徴
は
意
識
が
窓
い
ま
 ま
に
 押
ね
 あ
げ
た
代
物
 

で
は
な
い
。
そ
れ
は
元
型
の
意
識
領
域
に
お
け
る
種
々
に
 変
容
す
る
姿
で
あ
り
、
リ
ビ
ド
ー
の
変
換
器
と
し
て
 働
 き
、
心
的
態
度
と
し
て
 

の
 リ
ビ
ド
ー
の
流
れ
を
方
向
づ
け
る
 0
 し
か
も
先
に
述
べ
 
た
よ
う
に
、
リ
ビ
ド
ー
の
流
れ
は
、
心
の
構
造
上
の
要
 請
 に
よ
っ
て
常
に
 
、
ま
 

た
 時
々
の
外
的
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
変
化
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
心
は
 リ
 ビ
ド
ー
の
流
れ
を
 司
る
も
の
た
る
象
徴
の
 

変
容
（
耳
目
 臥
 o
r
 
日
緊
ざ
コ
 ）
を
行
う
。
 

象
徴
の
変
容
に
よ
っ
て
 リ
 ビ
ド
ー
の
新
し
い
流
れ
が
 生
 じ
る
の
は
、
旧
来
の
リ
ビ
ド
ー
の
流
れ
を
方
向
 づ
 げ
て
い
 た
 象
徴
が
 、
 持
て
る
 

論
 -
"
 リ
ビ
ド
ー
を
放
棄
す
る
か
ら
で
あ
る
。
分
析
心
理
 学
は
 、
こ
の
リ
ビ
ド
ー
の
放
棄
、
現
今
象
徴
が
、
新
生
す
 べ
 き
 象
徴
に
対
し
て
行
う
り
 

武
編
ビ
リ
ド
一
の
放
棄
を
供
犠
と
呼
ぶ
。
我
々
は
自
分
 の
 、
そ
し
て
他
者
の
心
が
行
 う
 象
徴
の
変
容
過
程
を
内
 的
な
ド
ラ
マ
と
し
て
体
験
す
 

す
 

Q
o
 そ
の
ド
ラ
マ
の
中
で
供
犠
は
無
論
供
犠
そ
の
も
の
と
 し
て
、
ま
た
苦
難
と
し
て
、
種
々
の
闘
争
と
し
て
、
 

そ
 し
て
何
よ
り
も
誰
か
の
 

几
 と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
リ
ビ
ド
ー
を
取
り
あ
げ
る
な
ら
 、
そ
の
所
有
者
を
殺
し
て
し
ま
う
に
若
く
は
な
い
の
だ
 。
 死
 、
リ
ビ
ド
ー
の
 放
 

米
を
表
現
す
る
の
に
、
こ
れ
以
上
ぴ
っ
た
り
し
た
象
徴
が
 あ
る
筈
が
な
い
。
主
人
公
は
、
そ
の
敵
対
者
に
 
リ
ビ
 ド
 ー
の
放
棄
を
要
求
す
 

0
 。
だ
が
リ
ビ
ド
ー
放
棄
の
要
求
は
主
人
公
に
も
 向
 げ
ら
 れ
る
。
そ
も
そ
も
ド
ラ
マ
が
主
人
公
の
変
容
を
目
指
し
 て
い
る
以
上
、
主
人
公
 
5 ( 5 ) 
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ど 

  
し 

て 

も己 

  
自 

身 
を 

供犠 

  
賛 
と 

し 

な 
げ 
  
@ ま 

な 
ら 
ぬ 

運 
本   
ケ @ 目 

あ 
る 

マ た で 就 穫 り 得 失 果 的 なド の中 統合まな @ この する 得 す ，ヒ ド 。 の必 女 口 、 大ま たす 

。 る l 要 あ か 媒 ラ ト     

で状いよ 、 態 0 5 。 を 性 る に 分 て i 
そ 掌 を い 言 機 の 概 何にもな が遠的 ド 

ど す 変 ぅ 念は しして 握 意味 まり @ えま 龍一 本質 

の る 容 マ 変 て す ビ 、 般 は   

よ こ の の 容 い る ド 成 に   l 巴 @ 
ぅ と 課 抽 l 功 還 儀 的 
ほ で 題 象 しる た，む   が裡元牲現 
供 あ は 的 豪 的 が 滞 に 凝 が 象 
犠 る " 一 敬 復 あ 留 終 結 生 の 
セこ 。 対 @ 辞 令 る し る さ じ す 
行 論 立 儲 は の 。 た 変 ね 、 べ 

さ 者 す 造 新 家 次 状 容 て 変 て 

れの た @ Ⅰ ， る、む @@ ま、   
か こ 的 そ 所 登 う お う う 程 の 

、 で 価 れ を 場 し か マ 0 が 内 

そ の 値 ぞ 得 す た れ は 遊 客 
こ 関 の れ て る 状 て 以 

  。 呪 い 下 
展 か 

か 石 間 の す ら 

り 主 の る の る で 

何 ら はの， "  単の む ビ 八 元 こ よ こ @ 丈 

が り な 営       企 図 と う と な 
生 ビ る み 沖 "  し < 
じ ド 反 の l の は 何自示構 、 な な 
た l 伝 持 

あ 
斬 ら 我 す 成 り カ 

か 的 で 性 し か に 象 を   の 
と 仮 は を い の 対 徴 も そ 強 
い 説 な 奪 洗 芋 五 群 づ 

れ 段 し の て れ め 弱 、   
と 提 そ う 

、 と れ た 
変 し ら 結   は 少 
容 、 を 論 そ か 

保 と 心 的のえ そ の意ず 識、 の ら し 状 り に の 自 諸 眺 
象 ん し て 相 め 
徴 せ つ の 態ビい拡 が ドつ充 我 Ⅱ の さ 
の う つ み 開 l の " 主 
諸 人 、 価 始 放 日 新 人 せる 意味 を 植を 相そ 夫」 性 、   失 そ 
の と 年 発 ド せ 合 リ リ   
も い 齢 揮 ラ 、 す ビ ビ   と 
の う に す 
に ド 広 る は れ べ l @ 

マ こ ろ ド ト       
伺 う じ 訳 成 を き 穫 の が 内 



元型的心象 

し 

込 新 ㈲ 

め るを 年 l =   
計画 % る っ こ 頃、 亡 

の 

失敗 安寿は 太夫は 
附 い 

え っ 

か も 

ね 泣 ぎ 
弟 暮 
に し 
逃 て 

亡 い 

な る 
促 姉 
す 弟 

がは 、 不 
づ 吉 
し で ・ 

王 あ 
丸 る 
十 ま と 

怖 怒 
気 づ り 、 

く ，忌 
。 み 

こ 人 
の を 
話 隔 
を 離 
丈 す 
ち る 
聞 よ 

き ぅ 

し に 

ナ - @ 一 一 

人を姉区長 

が 別 
二 星 
人 に 

を 押 
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関
 

繰
り
返
す
。
あ
ま
り
の
辛
さ
に
自
害
し
ょ
う
と
し
 た
 姉
弟
を
、
相
似
た
身
の
上
の
伊
勢
の
小
萩
が
励
ま
し
、
 思
い
止
ま
ら
せ
る
。
 

 
 

 
 

三
 

「
さ
ん
せ
 う
 太
夫
」
に
お
け
る
 安
寿
 

「
た
だ
 今
 語
り
申
す
御
物
語
、
国
を
中
さ
ば
丹
後
の
国
 、
 全
焼
地
蔵
の
御
本
地
を
あ
ら
あ
ら
説
き
た
て
広
め
申
す
 に
 、
こ
れ
も
一
度
 は
 

人
間
に
て
お
は
し
ま
す
。
」
に
始
ま
る
説
経
「
さ
ん
せ
 
ぅ
 太
夫
」
は
良
く
知
ら
れ
た
物
語
と
思
わ
れ
る
が
、
以
下
 
に
そ
の
 荒
 筋
を
記
し
て
 

お
こ
う
。
（
後
の
分
析
の
便
宜
の
た
め
に
、
区
分
し
番
号
 
を
 付
し
た
。
）
 

㈲
旅
出
 ち
 

安
寿
と
づ
し
 正
克
の
 父
 、
奥
州
岩
城
の
判
官
王
氏
 は
、
帝
 の
 勘
気
に
触
れ
、
築
紫
 へ
 配
流
の
身
と
な
る
。
 
づ
し
王
 丸
は
父
を
慕
い
、
 
ま
 

た
 本
領
安
堵
を
願
 う
 。
こ
れ
を
聞
い
た
母
は
姉
弟
を
連
れ
 、
乳
母
を
供
に
京
へ
旅
立
つ
。
四
人
は
越
後
直
江
の
浦
 に
た
ど
り
着
く
が
、
 
そ
 

の
地
の
山
岡
太
夫
と
い
う
男
に
欺
か
れ
、
母
と
乳
母
と
は
 蝦
夷
へ
売
ら
れ
、
姉
と
弟
は
丹
後
の
国
由
良
の
港
の
さ
 ん
せ
ぅ
 太
夫
に
譜
代
 下
 

人
 と
し
て
買
い
取
ら
れ
る
。
 

㈲
 ｜
一
 
苦
難
 

諭
 -
 
。
 

さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
に
名
を
問
わ
れ
た
が
、
 

安
 寿
は
 あ
か
そ
う
と
し
な
い
。
仮
の
名
を
付
け
ら
れ
、
姉
は
潮
汲
 み
、
弟
は
柴
刈
り
の
苦
役
に
 

め
 

や
ら
れ
る
。
馴
れ
ぬ
二
人
に
海
人
、
山
人
そ
し
て
 太
夫
の
息
子
二
郎
が
慈
悲
を
か
け
て
く
れ
る
が
、
二
郎
の
 第
 三
郎
は
冷
酷
な
仕
打
ち
を
 

す
 



0
 頁
 憎
に
 拾
わ
れ
茶
汲
み
童
子
と
な
る
。
 

子
が
無
い
た
め
清
水
の
観
音
に
申
し
子
を
し
て
い
た
生
貝
 
族
 、
梅
津
の
 

稚
児
達
は
 づ
し
王
 丸
を
卑
し
む
が
、
梅
津
 院
は
づ
し
王
 丸
の
身
を
浄
め
 

相
応
し
い
若
者
で
あ
る
こ
と
を
皆
に
納
得
さ
せ
る
。
 

⑳
 
づ
し
王
 丸
の
報
復
と
報
恩
 

帝
の
前
に
伺
候
し
た
 づ
し
王
丸
は
 、
自
分
の
系
図
を
証
 と
し
て
つ
い
 院

が
、
 夢
の
お
告
げ
に
従
っ
て
こ
の
天
王
寺
を
訪
れ
る
。
 多
く
の
 

さ
せ
、
衣
服
も
整
え
さ
せ
て
、
 彼
 こ
そ
が
貴
人
の
養
子
 と
な
る
に
 

に
 父
の
所
領
を
回
復
す
る
。
姉
を
慕
 う
づ
し
王
 丸
は
間
も
 な
く
 彼
 

太
夫
の
前
に
引
き
出
す
と
、
太
夫
は
二
人
に
焼
 き
 金
を
 当
て
さ
せ
、
さ
ら
に
食
事
も
与
え
る
な
と
命
じ
る
 0
 だ
が
 、
二
郎
が
人
目
を
忍
 ん
 

で
 食
物
を
運
ん
で
く
れ
、
危
う
く
餓
死
を
免
が
れ
る
こ
と
 が
で
き
た
。
 

㈲
 ｜
三
づ
し
王
 丸
の
逃
走
と
安
 寿
 の
 死
 

弟
と
 同
じ
仕
事
を
さ
せ
て
く
れ
と
い
う
 安
 寿
の
願
い
が
 太
夫
に
聞
き
入
れ
ら
れ
、
二
人
は
山
へ
行
く
。
そ
こ
で
、
 母
が
安
 寿
 に
渡
し
て
 

く
れ
て
い
た
肌
守
り
の
地
蔵
菩
薩
の
像
を
拝
む
と
、
 姉
 弟
の
痛
ま
し
い
焼
き
金
の
跡
は
失
せ
、
見
れ
ば
地
蔵
の
白
 享
 の
あ
た
り
に
そ
の
 跡
 

が
 刻
さ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
 0
 身
代
わ
り
に
立
っ
た
 地
 蔵
の
霊
験
に
触
れ
、
 安
 寿
は
こ
れ
を
機
に
と
、
し
ぶ
る
 づ
 し
王
 丸
を
説
得
し
、
 地
 

蔵
を
持
た
せ
て
逃
亡
さ
せ
る
 0
 し
か
し
そ
の
後
安
寿
は
 さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
二
郎
親
子
の
拷
 問
 を
受
 け
 責
め
殺
さ
れ
て
 し
ま
う
。
 

㈲
 
づ
し
 王
充
、
梅
津
院
の
養
子
と
な
る
 

里
に
 降
り
た
 づ
し
王
 丸
は
国
分
寺
の
聖
に
助
け
を
求
め
る
 。
皮
籠
の
中
に
身
を
秘
め
て
い
た
が
、
追
っ
て
き
た
 三
 郎
 に
見
つ
か
り
そ
う
 

に
な
る
。
こ
の
と
き
、
例
の
地
蔵
が
金
色
の
光
を
放
ち
二
 一
郎
を
退
散
さ
せ
る
。
聖
は
 
づ
し
 三
九
の
願
い
 る
 聞
き
、
Ⅰ
 
示
 近
く
 迄
 、
皮
籠
の
中
 

に
入
れ
、
背
に
負
っ
て
運
ん
で
く
れ
る
。
何
故
か
つ
し
 王
 丸
の
足
腰
が
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
 は
 土
車
に
乗
せ
ら
れ
、
 

道
々
の
人
の
情
で
天
王
寺
ま
で
引
か
れ
て
行
く
。
天
王
 寺
の
石
の
鳥
居
に
す
が
る
と
彼
の
足
腰
が
立
つ
。
そ
こ
に
 通
り
か
か
っ
た
天
王
寺
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象
徴
と
し
て
の
女
性
像
の
異
性
で
あ
る
男
性
に
と
っ
て
 の
 心
的
意
義
は
、
同
性
で
あ
る
な
性
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
 は
 異
な
る
と
こ
ろ
が
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
仏
の
本
地
 譚
 で
あ
る
「
さ
ん
せ
 
ぅ
太
 夫
 」
の
真
の
主
人
公
が
誰
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
本
節
 で
は
ま
ず
 安
 寿
像
の
男
 

性
 に
と
っ
て
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
、
 づ
 し
 王
充
が
自
我
主
体
を
、
 安
 寿
が
ア
ニ
マ
を
象
徴
す
る
も
 の
と
み
な
し
、
自
我
 主
 

体
の
変
容
過
程
に
ア
ニ
マ
が
ど
の
よ
う
に
関
っ
て
い
る
 か
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
 0
 荒
筋
 ㈹
に
示
し
た
物
語
の
発
 端
 に
は
特
別
の
注
意
を
 

払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
家
請
 と
づ
し
王
 丸
の
父
は
 配
流
中
の
身
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
 父
 と
父
の
所
領
安
堵
 を
 求
め
て
主
人
公
親
子
 

命
 
の
一
行
が
旅
立
つ
と
い
う
の
は
、
こ
の
物
証
 
舶
 の
 目
 的
が
、
 父
の
象
徴
す
る
も
の
の
、
 づ
し
 三
九
に
よ
る
回
復
 救
済
と
統
合
と
に
あ
る
こ
と
 

 
 

 
 

は
 母
と
乳
母
の
庇
護
を
受
け
て
い
る
ま
だ
ほ
ん
の
こ
ど
 も
 で
あ
る
。
姉
弟
そ
れ
ぞ
れ
 

 
 
 
 

ハ
 
Ⅰ
 
u
@
 

噸
の
動
き
も
目
立
た
ず
、
二
人
で
一
人
と
言
っ
た
方
、
 が
い
い
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
管
主
人
公
Ⅱ
 自
我
が
未
分
化
な
幼
児
的
 状
 

却
況
 に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
父
の
不
在
ば
か
 り
で
な
く
、
山
岡
太
夫
の
甘
言
に
乗
せ
ら
れ
母
子
が
別
々
 に
 売
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
 

元
か
ら
、
母
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
も
の
の
力
も
衰
え
、
 

自
我
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
 荒
ら
 筋
 に
は
示
さ
な
か
っ
た
が
、
 
9 ( 9 ) 

｜
 

（
 
一
 

ア
ニ
マ
と
し
て
の
宝
寿
 

 
 

女
の
安
否
を
尋
ね
る
が
、
国
分
寺
の
僧
か
ら
そ
の
死
を
 聞
か
さ
れ
、
深
く
悼
む
。
 

ね
 、
鳥
追
い
の
仕
事
を
し
て
い
る
 盲
 い
た
母
親
と
の
 
対
 面
を
果
す
。
ま
た
自
分
を
 

で
あ
る
三
郎
に
竹
鋸
で
引
か
す
と
い
う
報
復
を
も
行
 う
 。
 

だ
の
罪
も
解
か
れ
、
小
萩
を
姉
と
し
て
迎
え
る
が
、
 づ
 し
王
 丸
の
悲
し
み
は
 お
 

建
て
安
寿
の
形
代
で
あ
る
地
蔵
を
、
そ
こ
に
安
置
す
る
。
 今
に
至
る
ま
で
人
々
は
 

次
い
で
母
を
求
め
て
蝦
夷
に
渡
り
、
足
の
筋
を
切
ら
 

苦
し
め
姉
を
殺
し
た
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
の
首
を
 、
 実
の
子
 

さ
ま
ら
ず
、
姉
の
菩
提
の
た
め
に
丹
後
の
国
に
御
堂
を
 

こ
れ
を
全
焼
地
蔵
と
崇
め
て
い
る
。
 



庇
護
す
る
も
の
の
な
 い
 自
我
に
課
さ
れ
る
様
々
の
苦
難
、
 つ
ま
り
自
我
を
脅
や
か
す
強
大
な
力
を
有
す
る
元
型
、
 心
的
複
合
の
作
用
 

示
し
た
の
が
帯
筋
㈱
 ｜
 一
の
部
分
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
売
ら
れ
た
姉
弟
が
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
の
譜
代
の
下
 人
 と
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
自
我
が
他
の
心
的
複
合
 の
 支
配
下
に
組
み
 

れ
ら
れ
た
こ
と
、
奴
隷
状
態
に
置
か
れ
た
こ
と
を
表
現
 し
て
い
る
 0
 こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
 ょ
う
 な
状
況
が
 自
我
に
対
し
、
他
の
 

的
 複
合
へ
の
隷
属
状
態
か
ら
の
脱
出
、
自
由
の
回
復
、
 
す
な
わ
ち
自
我
自
身
が
り
ビ
ド
ー
の
も
と
な
る
こ
と
を
 促
す
と
い
う
こ
と
で
 

る
 。
非
力
の
極
み
に
沈
む
 姉
と
 弟
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
 全
く
叶
わ
ぬ
望
み
で
あ
る
 よ
う
 に
見
え
る
 0
 し
か
し
、
 さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
が
二
 

に
 名
を
尋
ね
た
と
き
、
姉
が
本
当
の
名
を
明
か
そ
う
と
し
 な
か
っ
た
点
に
注
目
し
た
い
。
太
夫
が
姉
弟
に
仮
の
名
 を
 付
け
た
の
は
、
 二
 

を
 支
配
下
に
収
め
た
標
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
真
の
名
を
 秘
 す
と
い
う
宝
寿
の
意
志
的
な
行
為
に
は
、
 微
 か
で
は
あ
 つ
っ
て
も
、
太
夫
の
 

全
 な
支
配
を
拒
む
抵
抗
の
姿
勢
が
あ
る
。
自
我
が
こ
の
場
 面
で
 掌
握
し
て
い
る
 リ
ビ
ド
一
は
 真
に
乏
し
い
が
そ
れ
 で
も
屈
伏
し
切
っ
て
 

ま
わ
な
 い
 、
後
日
の
成
長
を
期
待
さ
せ
る
だ
け
の
強
さ
 は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

し 克 人 人 あ 心 入 を 

母
と
共
に
売
ら
れ
た
乳
母
は
二
君
に
目
見
え
ず
と
入
水
 死
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
 0
 乳
母
と
い
う
の
は
、
母
親
の
 養
育
す
る
機
能
を
強
調
 

1
0
 

分
化
し
た
形
姿
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
 ぱ
 生
み
の
母
 の
 死
後
、
主
人
公
が
成
人
す
る
ま
で
の
間
、
継
母
な
ど
に
 象
徴
さ
れ
 モ
 主
人
公
の
の
 

 
 
 
 

敵
対
者
に
抗
し
主
人
公
を
守
護
し
て
く
れ
る
、
頼
る
べ
 き
 存
在
と
し
て
登
場
し
た
り
す
る
な
性
で
あ
る
 0
 そ
の
 乳
母
さ
え
死
ん
で
し
ま
 

ぅ
 。
今
や
自
我
は
、
母
、
第
二
の
母
か
ら
の
保
護
を
受
 げ
る
可
能
性
す
ら
剥
脱
さ
れ
、
ま
す
く
弱
々
し
い
存
在
 
と
な
っ
た
。
 

し
か
し
、
自
我
が
父
母
を
失
っ
た
寄
る
辺
な
い
小
児
の
よ
 う
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
必
ず
し
も
否
定
的
 に
の
み
受
け
取
っ
て
 

は
な
ら
な
い
。
幼
児
は
未
分
化
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
成
長
 し
 達
成
さ
れ
る
べ
 
き
 心
の
全
体
性
、
自
己
（
の
の
 
p
h
 
）
 、
個
 佳
ル
 旧
 （
 
ぎ
ら
才
ぎ
仁
簿
曲
 
。
二
）
 

へ
の
衝
動
、
人
間
す
べ
て
に
蔵
さ
れ
た
そ
の
可
能
性
を
表
 わ
す
元
型
的
む
家
な
の
で
あ
る
。
 

，
 

@
0
-
l
 



元型的心象に 

Ⅴ @ L 一 " 一 " 
新 人 行 
し は 動 
ぃ 痛 を 
投 手 起 
階 を こ 

へ 被 そ 
跨 っ 5 
み て と 

出 し し 
さ ま た 

のは ねば ぅ 0 
な り 自 

ら ビ 我 
な ド で ， 

い i は 

状 を な 

く、 況に 貯え 
あ る ァ 
る の 二 

に に て 
も "  て， 

拘 積 あ 

的にらず、 る 極 し o 
内 得 か 
か つ し 

ら こ " 

の と 自 

変 が 我 

客 心 Ⅱ 

へ 要 づ 

の な し 
誓 湯 王 
吉 倉 丸 
な も が 
無 あ 姉   
て し し 
前 か に 

段階 し 、 対 し 

送迎 に 固 もし 

敷 目 し 

す 我 た 
る が た 
な 既 め 
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 関

る
。
 

 
 す 試論 

さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
は
、
 安
寿
と
づ
し
王
 丸
を
奴
隷
状
態
に
財
 し
め
た
最
大
の
敵
と
し
て
登
場
す
る
 0
 彼
は
五
人
の
息
 子
に
と
っ
て
は
父
、
 

下
人
に
と
っ
て
は
残
酷
無
比
な
支
配
者
で
あ
る
。
特
徴
 的
な
の
は
太
夫
の
直
接
関
る
場
面
に
 、
 娘
は
お
ろ
か
ま
る
 で
委
 さ
え
居
な
い
か
の
 

よ
う
に
近
親
の
女
性
が
全
く
登
場
し
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
 る
 。
無
理
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
が
表
現
し
て
い
る
 
の
は
、
時
代
的
な
色
彩
 

（
Ⅱ
Ⅱ
 

@
 

を
 帯
び
た
否
定
的
な
父
、
父
１
元
型
の
影
な
の
だ
か
ら
。
 そ
し
て
こ
れ
こ
そ
本
篇
の
主
人
公
 づ
し
王
 九
が
、
男
性
 と
し
て
成
人
す
る
た
め
 

に
ど
う
し
て
も
統
合
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
元
型
の
像
で
 あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
は
姉
弟
に
試
練
 と
 し
て
の
供
犠
、
リ
ビ
 ド
 

１
 0
 放
棄
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
と
き
の
自
我
は
、
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
を
破
壊
し
統
合
す
 る
に
充
分
な
力
を
ま
だ
貯
え
て
い
な
い
。
依
然
と
し
て
 自
我
が
弱
け
れ
ば
、
 

し
ば
ら
く
の
間
リ
ビ
ド
ー
を
補
給
し
、
 秘
 か
に
自
我
を
援
 助
 し
そ
の
成
長
に
手
を
貸
す
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
 伊
 勢
の
小
萩
 や
 、
さ
ん
せ
 

ぅ
 太
夫
の
息
子
二
郎
の
存
在
は
、
自
我
が
全
く
孤
立
無
援
 な
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
 0
 し
か
し
、
自
我
 は
 披
講
者
の
位
置
に
安
 

閑
 と
し
て
は
い
ら
れ
な
い
。
自
我
の
進
展
可
能
性
を
阻
 圭
 白
し
な
い
頃
合
い
の
守
る
 
カ
と
 、
自
我
を
置
か
れ
た
現
状
 か
ら
追
い
立
て
る
程
度
 

の
 迫
害
す
る
力
と
の
双
方
が
必
要
で
あ
る
。
慈
悲
深
い
一
 一
郎
が
 
、
 恐
し
い
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
の
息
子
で
あ
る
の
は
 奇
 異
 感
を
与
え
る
か
も
し
 

れ
な
い
が
、
そ
れ
は
元
型
本
来
の
性
質
を
暗
示
し
て
い
る
 。
主
人
公
を
庇
護
し
て
い
る
力
も
迫
害
し
て
い
る
力
も
 、
起
源
を
同
じ
く
す
る
 

対
立
を
通
し
て
統
合
に
至
ろ
う
と
す
る
リ
ビ
ド
ー
な
の
 で
あ
る
。
 

の
｜
 二
で
は
否
定
的
な
父
１
元
型
の
作
用
が
苛
烈
化
し
て
 
ゆ
く
さ
ま
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
迫
害
へ
の
対
抗
が
開
 始
 さ
れ
る
と
ぎ
が
 来
 



っ
た
 男
性
上
位
人
格
の
元
型
を
賦
活
化
し
た
の
で
あ
る
。
 

さ
ら
に
 づ
し
 三
九
自
身
の
変
化
も
見
逃
せ
な
い
。
彼
は
国
 

今
寺
の
僧
に
真
の
名
を
 

の
 援
助
者
が
前
面
に
出
て
く
る
の
は
注
目
す
べ
き
状
況
 

変
 化
で
あ
る
。
 安
 寿
の
供
犠
が
、
否
定
的
な
力
に
対
抗
で
 

ぎ
る
肯
定
的
な
力
を
持
 (12) 12 

に そ な 自 の ん て 

は の ら 我 迫 さ じ ㈲ い と 
ら、 

、 願 な を 害 ん て l る こ 自 

こ 果   
の 二 さんらなかはそれ 二％ で ぅ とを 要 形で発 てさせ はそう ㈲ ｜ニ 像 

っ だ せ 来 現 た し で の 人 
た げ ぅ さ さ 焼 た も 分 で 

。 で 太 れ せ き ァ そ 化 一 
は 夫 た た 金 二 5 が 人 
足 に か の の て だ 始 的 
り 頼 ら で 跡 に っ ま な 
な ん で あ を 駆 た っ 状 
い だ あ る 、 り が た 況 

の でき。 あ とる " 大歳 0 地女 て 困で " のに 比 

べ、姉 しばる。 ひとが 間安 寿 が代受 られる 難に射 ある。 
安 し 仏 が す の 抗 
弄 ば と 地 る を し 

弟 
が ， 

が 霊 な 蔵 と 待 て 個 
月 lJ   的   な動 

り 右 府 容 が か の き 

霊 す 介 し 生 の は を 
拘 る の た じ よ 白 見 

せ   る 
な れ を 、 否 あ は よ 

発 る 払 ァ 走 る な 
揮 髪 わ ニ 的 。 い 

乙ノ 

ヰ @ "@ 

す な れ マ な 
  

な 
る 、 ば の 父 先   

ナ - @ か に る地 姉 遁走 し、 
蔵 へ そ 促 
で の れ が 

あ 動 は さ 

っ 機 と れ 
た は き て 

。 自 に て ， 

彼 我 闘 は 
が 主 争 あ 
依 体 よ る 

然 と のりが 意必 、 
し 志 要 兎 
て に な も 

庇 よ " 角 
護 る 無 も 

さ も 意 ㈲ ) 
れ の 識 で 

る で   の は 

存 な 文 目   
あ ま ら 遁 
る た 自 走 

が始 のミ且カ 三Ⅸ 身を 

わ の 別 ま 

  
性 代 。 し 



 
 
 
 

眩
い
て
は
、
そ
の
能
力
の
用
途
は
苛
 

に
あ
る
，
 

飲
諌
求
 

の
で
は
な
く
、
信
 賞
 必
罰
と
い
う
高
い
倫
理
規
範
の
実
行
 に
あ
っ
た
。
さ
ん
せ
 う
 太
夫
 

 
  
 

却
 

の
も
と
で
否
定
的
な
 、
 人
を
迫
害
す
る
た
め
に
用
 い
ら
れ
て
い
た
力
が
、
自
我
の
自
立
を
支
え
る
有
用
な
 カ
 

 
 

 
 

九
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
分
寺
の
聖
や
小
萩
の
恩
に
 報
い
る
こ
と
の
で
き
る
力
で
あ
り
、
無
意
識
の
中
に
沈
み
 込
ん
で
い
た
父
と
母
と
を
 救
 

す
関
志
は
 、
自
我
が
自
分
の
領
土
の
支
配
者
と
な
る
た
 め
に
不
可
欠
の
、
リ
ビ
ド
ー
を
 銃
 架
す
る
心
的
能
力
で
あ
 る
 0
 し
か
も
 づ
し
王
丸
 
に
お
 

 
 

め
か
し
、
援
助
を
請
 う
 と
い
う
他
者
へ
の
働
き
か
け
を
 行
っ
て
い
る
。
 

論
 -
 
。
 
る
か
の
如
 き
 素
振
り
を
し
て
み
せ
る
 づ
し
 正
克
 に
、
 

つ
し
三
九
Ⅱ
自
我
の
心
的
態
度
の
変
化
は
、
第
二
の
父
 

姉
の
遁
走
へ
の
促
し
に
た
め
ら
 ぅ
 こ
と
し
か
で
き
た
か
 

と
し
て
梅
津
 院
 が
登
場
す
る
に
及
ん
で
い
っ
そ
う
明
確
と
 

っ
た
 昔
日
の
、
 
弱
柔
 な
彼
の
 

な
る
 0
 こ
の
第
一
一
の
 

@
 
ほ
 -
 

ズ
は
 、
自
我
の
男
性
性
を
強
化
し
、
社
会
化
す
る
機
能
 を
 持
っ
て
い
る
。
や
が
て
帝
の
御
前
に
お
い
て
養
父
が
自
 分
 の
た
め
に
恥
辱
を
受
 

げ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
 

づ
し
王
 丸
は
系
図
を
も
っ
て
 本
来
あ
る
べ
き
身
分
を
公
に
し
養
父
の
不
面
目
を
救
 う
と
 い
 う
、
 自
ら
の
意
志
に
 

よ
 る
積
極
的
な
行
為
を
初
め
て
示
す
。
よ
う
や
く
、
 

自
 我
は
 、
諸
他
の
心
的
複
合
に
対
し
自
身
の
方
か
ら
、
し
か
 も
 直
接
的
に
働
き
か
け
 

ら
れ
る
力
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

四
で
は
系
図
が
認
め
ら
れ
、
帝
の
安
堵
を
受
け
た
 づ
し
 王
充
が
父
の
所
領
の
主
に
任
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
か
っ
 て
 父
が
持
っ
て
い
た
 

が
 、
自
我
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
役
に
立
た
な
か
っ
た
 肯
 定
 的
な
力
を
、
自
我
が
回
復
し
、
統
合
し
た
こ
と
を
意
味
 す
る
。
主
人
公
の
刮
目
 

す
べ
き
変
容
、
真
に
積
極
的
な
行
為
が
次
々
に
な
さ
れ
 る
の
は
こ
の
後
で
あ
る
。
 

こ
れ
以
降
の
 
づ
し
王
 丸
の
行
為
の
内
容
を
約
し
て
言
え
ば
 、
報
復
と
報
恩
の
二
話
に
尽
き
よ
う
。
報
復
は
山
岡
 太
 去
 に
、
そ
し
て
最
大
 

の
 敵
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
重
罪
を
科
す
 決
意
で
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
を
引
き
出
し
て
お
き
な
が
ら
、
 

あ
た
か
も
報
償
を
与
え
 

ぬ
 

面
影
は
も
う
㌔
 憶
 。
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
に
も
引
け
せ
 と
ら
な
い
、
畏
怖
の
念
す
ら
起
さ
せ
る
目
的
遂
行
へ
の
 強
 ぃ
 意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
 
意
 



こ
れ
ま
で
自
我
を
 
づ
し
 王
充
に
仮
託
し
、
 

「
さ
ん
せ
 ぅ
 大
夫
」
を
 父
 
（
元
型
）
の
 影
と
姉
 Ⅱ
ア
ニ
マ
 
0
 分
化
統
合
過
程
と
し
て
読
み
取
 

，
ン
の
 成
功
そ
の
 

の
報
復
の
方
に
格
 

を
理
解
す
る
こ
と
 

る
。
安
蒜
殺
害
へ
 

っ
た
こ
と
で
あ
っ
 

我
が
統
合
し
な
け
 

態
度
に
達
す
る
に
 

容
 過
程
と
し
て
の
 

の
二
つ
に
よ
っ
て
 

実
の
息
子
三
郎
に
 

的
 態
度
達
成
の
喜
 

就
 さ
せ
た
の
は
、
 

も
の
を
単
純
に
歌
い
あ
げ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
父
母
 の
 救
済
と
 づ
し
 三
九
自
身
の
栄
華
よ
り
も
、
さ
ん
せ
 ぅ
太
 夫
へ
 

段
の
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 そ
の
意
味
は
 、
 主
人
公
が
新
し
く
獲
得
し
た
力
を
報
復
に
使
っ
た
そ
の
 動
機
 

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ん
せ
 う
 太
夫
に
対
す
 る
 報
復
の
最
大
の
理
由
は
、
 

姉
安
 寿
を
責
め
殺
し
た
 罪
 に
あ
 

の
 怨
み
を
動
機
と
す
る
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
の
処
刑
と
対
を
な
 す
 行
為
は
、
 
安
 寿
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
形
代
の
地
蔵
 を
祀
 

て
 、
父
母
を
救
済
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
ド
ラ
マ
は
 父
 Ⅱ
元
型
と
姉
Ⅱ
ア
ニ
マ
の
分
化
と
統
ム
ロ
を
語
っ
て
い
る
 

。
 自
 

れ
ば
な
ら
な
い
真
の
対
立
構
造
は
、
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
と
 安
寿
 に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
 

づ
し
 正
克
が
新
し
い
 
心
的
 

は
 、
こ
の
両
者
が
供
に
そ
の
り
ビ
ド
ー
を
放
棄
し
な
け
れ
 ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
 0
 お
そ
ら
く
、
リ
ビ
ド
ー
 の
 -
 
が
父
 

ド
ラ
マ
は
、
リ
ビ
ド
 l
 の
新
所
有
者
に
よ
る
田
所
有
者
 の
 破
壊
と
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
悼
む
 ｜
 鎮
魂
的
１
行
 為
と
 

完
成
す
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
原
則
が
成
り
立
つ
の
で
 は
な
い
か
と
論
者
は
考
え
る
。
「
さ
ん
せ
 

ぅ
 太
夫
」
に
お
 
い
て
、
 

よ
っ
て
首
を
引
か
れ
た
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
は
 、
 同
じ
く
 息
 子
の
二
郎
が
、
そ
し
て
 安
 寿
は
 づ
し
 玉
文
 が
 弔
 う
 。
新
た
 
な
心
 

び
の
岸
辺
を
 
、
 失
わ
れ
回
復
さ
れ
る
こ
と
の
な
 い
 姉
を
 慕
 う
 哀
し
み
の
波
が
洗
う
。
「
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
」
の
物
語
 を
成
 

さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
へ
の
報
復
と
金
廃
地
蔵
の
安
置
で
あ
る
。
 

済
し
う
る
力
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
・
主
人
公
の
も
た
ら
し
 

た
 新
し
い
状
況
は
、
こ
こ
に
至
る
途
上
で
失
わ
れ
た
も
 の
す
べ
て
を
回
復
し
た
 

だ
ろ
う
か
 0
 首
尾
ょ
く
な
さ
れ
た
こ
の
ド
ラ
マ
の
構
造
 が
 、
男
性
主
人
公
の
少
年
期
か
ら
成
年
期
へ
の
イ
ニ
シ
 ヱ
 ｜
シ
，
ン
の
 
過
程
を
示
 

し
て
い
る
の
は
、
こ
こ
ま
で
眺
め
て
き
た
通
り
で
あ
り
、
 「
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
」
の
物
語
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
、
 

聖
か
ら
俗
に
わ
た
る
 民
 

-
 
Ⅱ
 
り
 
）
 

衆
生
活
の
時
代
特
性
に
も
眼
を
配
っ
た
見
事
な
分
析
を
 行
っ
た
岩
崎
も
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
 0
 し
か
し
こ
の
 
物
証
 帽
は
 イ
ニ
シ
ュ
ー
 
シ
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元型的心象に 関す る 試論 

先
に
ふ
れ
た
 よ
う
 に
、
 

途
上
に
あ
る
 幼
 神
を
庇
護
 

も
し
 安
 寿
が
太
母
神
な
 

物
は
、
す
べ
て
一
つ
の
 小
 

じ
く
す
る
分
身
で
あ
る
。
 

味
で
は
志
向
を
異
に
し
て
 

「
さ
ん
せ
 う
 太
夫
」
全
篇
を
 づ
し
 三
九
 の
 イ
ニ
シ
ュ
ー
 シ
 ，
ン
の
 物
語
と
し
て
捉
え
る
岩
崎
は
、
 安
 寿
を
枯
死
 

し
 、
そ
の
再
生
を
助
け
る
太
地
母
神
的
巫
女
的
な
女
性
と
 位
置
づ
げ
て
い
る
。
 

ら
、
づ
し
王
 丸
も
全
く
同
様
の
理
由
で
太
母
神
の
は
ず
で
 あ
る
。
な
ぜ
な
ら
象
徴
と
し
て
の
ド
ラ
マ
の
登
場
人
 

の
 心
的
複
合
の
心
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
つ
ま
り
心
の
 全
体
Ⅱ
自
己
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
 皆
 起
源
を
同
 

し
か
し
、
自
己
の
実
現
に
向
げ
そ
の
と
 ぎ
ど
 ぎ
の
状
況
 サ
 
に
適
ム
コ
 

し
て
分
化
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
 意
 

い
ろ
。
象
徴
は
、
起
源
と
目
的
と
を
持
っ
。
心
の
内
な
る
 女
性
性
が
こ
の
ド
ラ
マ
で
は
、
母
、
乳
母
と
し
て
、
 

（
Ⅱ
）
 

つ
 し
 王
 丸
を
助
け
る
た
め
に
献
身
し
た
 安
 寿
は
彼
の
姉
で
 あ
っ
た
。
こ
の
 安
 寿
像
を
太
地
母
神
と
み
な
す
べ
き
 た
 ろ
 う
か
 。
 

っ
て
ぎ
た
 0
 そ
 

殺
害
を
理
由
と
 

）
 

二
 

ウ
ナ
 

 
 

「
さ
ん
せ
 
ぅ
 

題
は
 、
女
性
の
 

れ
る
。
 

安
 寿
は
男
性
 

は
ア
ニ
マ
 、
 上
 

る
。
 

こ
で
は
自
我
自
身
の
闘
い
で
は
な
く
、
ア
ニ
マ
の
自
己
 犠
 牲
 に
よ
っ
て
新
し
い
 
境
位
 が
用
意
さ
れ
、
父
の
影
の
統
 合
は
姉
 

す
る
報
復
の
形
で
な
さ
れ
た
 0
 そ
こ
に
こ
の
物
語
に
お
 げ
 る
ア
ニ
マ
の
機
能
の
仕
方
の
特
色
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
  
 

リ
 １
 4
 ヒ
リ
元
型
の
心
的
意
義
 

太
夫
」
の
物
語
を
女
性
の
内
的
変
容
過
程
の
ド
ラ
マ
 と
 す
る
と
、
前
説
で
指
摘
し
た
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
と
安
 寿
 の
 対
 立
 の
 問
 

個
性
化
過
程
に
お
け
る
 ア
 ニ
ム
 ス
と
 同
性
の
霊
的
優
越
 者
の
分
化
と
統
合
の
問
題
と
し
て
 浮
 び
あ
が
っ
て
く
る
と
 考
え
 も
 

に
と
っ
て
は
霊
的
優
越
者
と
し
て
の
ア
ニ
マ
で
あ
る
が
、
 女
性
に
と
っ
て
は
上
位
人
格
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。
 本
節
で
 

仕
人
格
と
し
て
の
 安
 寿
が
 ウ
 ナ
 リ
 と
し
て
表
現
さ
れ
て
 い
る
こ
と
の
心
的
意
味
作
用
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
 と
と
す
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克
服
さ
れ
、
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
 

意
 
味
 
で
の
中
間
段
階
に
は
位
置
し
て
い
な
い
。
 

宝
寿
は
 

、
姉
 
Ⅱ
ア
ニ
マ
と
し
て
、
先
に
分
析
を
行
っ
た
 

ウ
ナ
 
リ
神
 
信
仰
の
場
合
と
同
様
、
無
意
識
の
自
我
を
生
み
 

出
す
と
い
う
側
面
 

よ
 

り
 
、
自
我
と
起
源
を
同
じ
く
し
、
生
涯
共
に
あ
る
と
い
う
 

側
面
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
女
は
そ
の
凄
絶
な
 

死
に
よ
り
、
汚
れ
る
こ
 

と
の
な
い
聖
な
る
処
女
と
し
て
、
自
我
に
と
っ
て
の
水
せ
 

咀
の
霊
的
優
越
者
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
元
型
と
し
て
存
在
 

し
 
続
け
、
実
際
年
齢
が
 

い
く
つ
で
あ
ろ
う
と
、
い
つ
で
も
、
少
年
が
成
年
に
な
る
 

と
 
ぎ
と
同
じ
よ
う
に
新
た
な
意
識
段
階
に
踏
み
出
そ
う
 

と
す
る
自
我
を
守
り
 

導
 

こ
 
う
 
と
す
る
。
 

安
 
寿
の
供
犠
、
そ
し
て
地
蔵
へ
の
変
容
 

は
 
、
そ
の
よ
う
な
 

姉
 
Ⅱ
ア
ニ
マ
の
像
を
美
し
く
若
い
ま
 

ま
で
凍
結
し
た
の
で
あ
 

る
 
。
 

心
の
内
な
る
異
性
性
は
自
我
の
性
を
相
補
し
心
的
全
体
 

性
を
実
現
さ
せ
る
 

0
 
そ
れ
ゆ
え
ア
ニ
マ
、
ア
ニ
 

ム
ス
 
は
 
心
 
の
よ
り
高
い
本
質
、
 

霊
的
優
越
者
と
し
て
自
我
に
そ
の
体
験
を
強
要
す
る
こ
 

と
が
あ
る
。
も
し
自
我
に
そ
れ
を
充
分
分
化
す
る
だ
け
の
 

能
力
が
な
い
 

場
 
ム
ロ
 

、
自
 

我
は
内
側
か
ら
そ
れ
に
と
り
懸
か
れ
た
り
、
ま
た
そ
れ
が
 

外
部
に
投
影
さ
れ
た
結
果
、
そ
の
投
影
の
対
象
に
強
迫
的
 

に
 
依
存
し
た
り
す
る
 

危
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令
 ち
な
み
に
、
津
軽
に
お
け
る
「
さ
ん
せ
 

ぅ
 
太
夫
 
」
の
一
種
の
変
異
型
と
も
み
な
し
う
る
㍉
お
岩
木
穣
一
代
 

記
 
」
の
主
人
公
あ
ん
じ
ゅ
し
 

繍
め
 （
 
姫
 
）
は
実
の
娘
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
、
自
分
 

を
 
殺
そ
う
と
し
た
父
親
を
 

、
 
鬼
の
姿
で
登
場
す
る
さ
ん
そ
 

ぅ
 
太
夫
の
与
え
た
難
題
を
自
 

  

 
 

 
 

フ
亡
 

上
位
人
格
と
し
て
の
 

安
 
寿
は
弟
Ⅱ
 

ア
ニ
 
ム
ス
の
霊
的
 

優
 
越
 
者
と
し
て
こ
れ
と
対
を
な
し
、
 

母
｜
 
息
子
、
妻
 

｜
 
矢
筈
 
と
 
同
様
に
、
両
性
の
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こ
の
世
に
お
け
る
行
為
は
、
彼
女
自
身
に
と
っ
て
の
直
接
 的
 意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
内
的
な
女
性
像
 と
し
て
の
 安
 寿
は
上
位
 

人
格
と
し
て
分
化
さ
れ
る
よ
り
も
、
男
性
の
ア
ニ
マ
 投
 影
の
格
好
の
器
を
用
意
す
る
可
能
性
の
方
が
大
き
い
か
も
 し
れ
な
い
 0
 

し
 王
充
Ⅱ
 ア
 ニ
ム
 ス
 を
外
的
世
界
に
投
影
す
る
と
き
、
 そ
 の
よ
う
な
 安
 寿
像
の
隠
し
よ
う
も
な
い
限
界
が
は
っ
き
 り
し
て
く
る
 0
 彼
女
の
 

い
 女
性
像
に
比
べ
れ
ば
ず
っ
と
ま
し
だ
が
、
そ
れ
で
も
 上
 仕
人
格
と
し
て
の
資
格
を
充
分
に
満
た
し
て
い
る
と
は
 言
え
な
い
。
女
性
が
 づ
 

寿
は
結
局
そ
 う
 し
な
か
っ
た
。
ア
ニ
ム
ス
の
守
護
者
と
 な
っ
た
 安
 寿
は
 、
 余
り
に
多
す
ぎ
る
、
白
馬
の
王
子
に
救
 出
さ
れ
る
し
か
能
の
な
 

る
 。
だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
 安
寿
 と
い
う
女
性
像
は
 、
上
 仕
人
格
と
し
て
欠
い
て
は
な
ら
な
い
要
件
を
や
や
等
閑
 り
に
し
て
い
る
ぎ
ら
い
 

が
あ
る
。
上
位
人
格
と
し
て
は
、
ア
ニ
ム
ス
、
つ
ま
り
 亜
 意
識
の
暗
い
 カ
 を
ど
う
し
て
も
自
身
で
統
合
す
る
必
要
 が
あ
る
。
し
か
し
、
 安
 

弟
の
霊
的
優
越
者
と
し
て
地
蔵
に
変
身
し
た
こ
と
は
、
 安
 寿
 に
上
位
人
格
と
し
て
の
確
固
た
る
資
格
を
付
与
し
て
 い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
 

じ
ら
れ
る
よ
う
な
像
で
あ
る
。
 

は
 、
異
性
的
な
る
も
の
の
統
合
 よ
 り
後
に
現
わ
れ
る
、
 
そ
 れ
ゆ
え
に
両
性
具
有
的
な
、
し
か
し
自
己
に
近
 い
 高
め
 ら
れ
た
同
性
と
し
て
感
 

険
 が
あ
る
。
 
安
 寿
は
死
に
、
そ
し
て
内
的
世
界
へ
 

Ⅱ
自
我
が
肉
の
姉
に
依
存
す
る
と
い
う
危
険
も
 、
 の

 導
 き
 手
で
あ
る
ア
ニ
マ
に
相
応
し
く
、
地
蔵
菩
薩
と
し
 て
 祀
ら
れ
た
の
で
、
 づ
し
 三
九
 

ま
た
内
的
な
像
に
内
側
か
ら
と
り
愚
か
れ
る
と
い
う
 恐
 れ
も
回
避
さ
れ
た
。
上
位
人
格
 



婚
の
対
象
と
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
肉
体
性
、
 

な
性
 性
を
拒
否
し
た
な
性
の
像
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
多
く
の
女
性
 

が
 か
ぐ
や
姫
に
対
し
て
 

抱
く
実
感
と
の
間
に
か
な
り
の
隔
り
を
置
く
だ
ろ
う
 

0
 か
 ぐ
や
 姫
は
、
本
稿
が
と
り
あ
げ
た
 
安
寿
 の
よ
う
に
、
 
肉
 体
性
や
母
性
に
還
元
 
し
 

て
 余
り
あ
る
女
性
、
上
位
人
格
の
貴
高
 
い
像
 な
の
で
あ
る
 
0
 婚
姻
の
鮮
で
は
な
く
、
同
胞
と
し
て
の
絆
で
結
ば
れ
 

る
 ウ
ナ
 リ
 ー
 イ
 ヒ
リ
 元
 

型
に
肉
体
性
の
拒
否
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
だ
が
、
 

し
 か
し
逆
に
夫
 
｜
 妻
の
絆
に
、
相
互
的
か
つ
意
識
的
に
結
ん
 

だ
 第
二
の
ウ
ナ
 リ
 ー
 イ
 

肉
体
性
と
精
神
性
を
統
 
0
 コ
し
た
、
結
婚
の
対
象
と
し
て
 

の
女
性
像
の
無
い
の
を
嘆
く
の
は
い
い
 

0
 が
、
 竹
 散
物
 証
 
幅
 め
か
ぐ
や
姫
を
 
、
結
 

性
の
獲
得
は
、
投
影
を
回
収
し
、
心
的
複
合
の
像
を
内
 な
る
も
の
と
し
て
 統
 ム
ロ
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
 

影
の
対
象
を
母
か
ら
事
に
替
え
た
と
こ
ろ
で
、
倫
理
的
 

依
存
度
が
下
が
る
訳
で
は
な
い
。
対
等
な
人
間
関
係
の
基
 

盤
 で
あ
る
倫
理
的
自
律
 

統
合
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
「
自
己
」
を
象
徴
す
る
。
 

同
様
に
と
舌
口
づ
た
が
、
各
組
み
合
わ
せ
の
絆
の
種
類
は
 

違
 
う
 
。
そ
れ
ら
は
 

皆
独
 

自
の
価
値
を
持
っ
 

、
な
 

性
と
男
性
そ
れ
ぞ
れ
の
根
元
的
 

な
あ
り
方
を
示
す
。
 

 
 

 
 

 
 

は
 
、
こ
の
元
型
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
元
型
の
持
つ
特
性
で
 

あ
る
。
対
等
な
愛
の
対
象
の
筈
が
 

、
 
実
は
対
等
な
 

愚
依
 

の
 
対
象
に
し
か
す
ぎ
な
 

い
こ
と
も
 

歩
 
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 

0
 
自
我
に
求
め
 

ら
れ
る
の
は
行
動
原
理
の
内
的
確
立
、
す
な
わ
ち
倫
理
 

的
 
自
律
性
で
あ
る
。
 

投
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元型的心象に 関す 

が 極 と の 
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て の が ナ 

  
な し " 

婚姻 帯びただ たが 

母 て っ を 
と く て 介 
し る㌔縦 し 
て 0@  の て 

あ 「 関 「 
る 宏 保 家 
こ 」 を 」 

19@ (19) 

ヒ
リ
 の
 伴
 と
し
て
の
性
質
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
の
だ
 。
そ
の
絆
は
敢
え
て
再
生
産
を
目
的
と
し
な
い
が
ゆ
え
 に
、
 心
の
自
己
充
足
性
 

や
 、
一
回
 起
 性
を
象
徴
す
る
も
の
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
 

内
発
的
な
個
体
化
へ
の
衝
動
ば
か
り
で
な
く
、
外
的
な
 社
会
環
境
の
激
変
も
人
々
に
心
的
態
度
の
変
化
を
要
請
す
 る
 。
そ
れ
以
前
の
心
 

的
 指
導
原
理
の
心
象
た
る
霊
的
優
越
者
を
廃
す
る
な
ら
、
 新
た
な
霊
的
優
越
者
が
顕
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 は
勿
払
珊
 
の
こ
と
、
岩
ホ
 
拝
 

し
 続
け
る
に
し
て
も
、
人
々
は
そ
れ
ら
と
の
間
に
新
た
な
 関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
所
謂
下
克
上
の
世
に
 も
て
は
や
さ
れ
た
神
仏
 

の
 木
地
 譚
 、
霊
験
 譚
 と
は
、
ま
さ
に
民
衆
の
そ
の
よ
う
な
 心
の
営
み
の
所
産
に
他
な
ら
な
い
 0
 霊
的
優
越
者
の
元
 型
的
 心
象
の
い
わ
ば
 
一
 

種
の
沸
騰
状
況
が
引
き
起
さ
れ
、
お
そ
ら
く
安
蒜
 と
づ
し
 王
 の
よ
う
な
ウ
ナ
 
り
 １
 4
 ヒ
り
 元
型
も
そ
の
た
だ
中
で
 一
瞬
の
光
芭
を
放
っ
た
 

だ
ろ
う
 0
 し
か
し
、
後
の
日
本
文
化
は
、
こ
の
宝
寿
 の
 よ
う
な
ウ
ナ
 
リ
 釣
元
型
心
象
の
発
展
を
阻
害
し
た
よ
 う
 に
 思
わ
れ
る
。
資
料
に
 ょ
 

る
 裏
付
け
は
他
日
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
 ゥ
 ナ
リ
ー
 イ
 ヒ
リ
元
型
が
日
本
文
化
に
お
い
て
辿
っ
た
 運
 命
は
 つ
い
て
仮
説
を
述
 

べ
 本
節
を
終
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

ウ
ナ
リ
ー
 
イ
 ヒ
リ
元
型
は
、
人
間
共
有
の
元
型
の
一
つ
で
 あ
り
、
我
々
の
文
化
に
お
い
て
も
前
述
し
た
よ
う
な
 特
 右
の
心
的
機
能
を
果
 

諭
 

す
可
能
性
を
顕
示
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
 

近
 世
 以
降
「
 家
 」
と
い
う
親
族
関
係
の
確
立
過
程
は
、
ま
る
 

で
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
 ｜
づ
し
王
 

ボ
荻
丸
 が
安
寿
を
殺
し
た
よ
ら
に
、
こ
の
元
型
的
な
な
性
 

像
を
葬
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
ナ
 り
 １
 4
 ヒ
リ
 の
詳
は
、
「
 家
 」
 



す 心 だ ， 

毒宅蟹ぢ界 草木 ゥる理 けこ 分 

と と で   の 理 察   心理 ある目的 析 るの 、そ 析心 考 の 稿は ロボロ 往復運 学は、 で忙な が 人 、 
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亡臣 著 て 、 ら   の 

。 ろ 木 霊 わ ば 高 日 た 型 尾 
l Ⅰ 

か 

て 

づノ 5 5 つ 
し ま 浩 人 
て さ 療 間 

精神 も、 にそ 上の 

文 の 実 に 

化よ践お 、 ぅ的け 
大 な 方 る 

問 訊 法 曹   通性 ィ印 、 にし、 性性 有 & 目ゅ が 仮 る 精神 みの であ     と 定 環 
ま   

遍 を 主 文 
性 通 帳 化   と し す 特   異的 個別 てで る 。 
侍 り し な 
異 、 か 相 
性 し も を 

い 有 も を 作 と た 生 見 
を が 張 極   明 っ に め 

然 な と と な る 関 ら て 止 て 
祝 す も 主 い と す か 分 ま ゆ 
好 こ 確 張 と い る に 祈 る く 

 
 

と
に
の
み
限
定
さ
れ
る
よ
さ
に
な
る
。
女
性
が
「
 家
 」
 
の
 内
 成
員
と
な
る
た
め
に
は
、
ウ
ナ
 リ
 
で
あ
る
こ
と
は
 忘
 

 
 

 
 

 
  
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
近
世
以
降
の
日
本
 文
化
は
 、
 
父
も
母
も
殺
さ
な
か
っ
た
が
ウ
ナ
 リ
 
を
殺
し
た
 
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

 
  
 



注
 

（
 
1
 ）
拙
稿
「
霊
的
優
越
者
と
し
て
の
ア
ニ
マ
」
（
ヨ
 %
 教
 研
究
 」
）
二
四
六
号
、
一
九
八
一
年
）
、
九
五
 
｜
 九
七
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
2
 ）
男
性
に
と
っ
て
の
 
老
 賢
者
、
女
性
に
と
っ
て
の
太
母
な
 ど
の
よ
う
な
同
性
の
、
意
識
主
体
に
対
し
凄
ま
じ
い
影
響
力
を
 及
ば
す
人
物
の
像
を
 ュ
 

ソ
グ
 は
上
位
人
格
（
 菩
笘
 0
0
 
「
 
臼
コ
 
膵
の
 セ
 の
 
お
 0
 コ
翫
モ
 ）
と
名
付
 げ
た
。
論
者
の
言
 う
 霊
的
優
越
者
は
、
心
的
な
指
導
原
理
の
体
 現
 者
で
あ
っ
て
 

性
の
異
同
を
包
含
す
る
。
こ
れ
は
ユ
ン
グ
に
お
け
る
マ
ナ
人
格
 
（
 
3
%
 

口
ロ
巾
の
帝
。
コ
ロ
江
ヰ
 

じ
と
准
 吐
い
。
 

（
 
3
 ）
「
母
性
社
会
日
本
の
病
理
」
中
央
公
論
者
、
昭
和
五
十
一
 年
 、
「
影
の
現
象
学
」
思
索
 社
 、
昭
和
五
十
一
年
河
合
隼
雄
「
 無
意
識
の
構
造
」
中
央
 

 
 

公
論
社
、
昭
和
五
十
二
年
。
 

 
 

  

（
 
4
 ）
柳
田
民
俗
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
民
俗
精
神
医
学
を
 
提
唱
す
る
小
田
 普
は
 、
異
性
の
同
胞
に
対
す
る
性
愛
を
ウ
ナ
 リ
 コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
 と
呼
 

び
 、
こ
れ
が
日
本
文
化
の
基
底
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
 指
摘
し
て
い
る
。
小
田
 普
 「
日
本
の
狂
気
 誌
 」
思
索
 社
 、
昭
和
 五
五
年
、
二
 0
 

｜
 三
一
。
 
へ
｜
 Ⅰ
 
@
 
ア
 
。
 

  

（
 
5
 ）
増
幅
的
方
法
と
は
、
夢
な
ど
無
意
識
 
Q
 所
産
に
お
け
る
 個
々
の
モ
チ
 一
フ
を
 連
想
、
類
比
に
よ
り
、
意
味
核
心
が
相
似
 し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
 

あ
ら
ゆ
る
対
応
諾
 家
 に
よ
っ
て
拡
大
し
、
そ
れ
が
有
す
る
意
味
 可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
 ユ
ノ
 グ
 は
こ
れ
を
一
つ
 

の
 象
徴
を
始
点
と
し
、
自
由
連
想
の
連
鎖
で
そ
の
起
源
に
至
ろ
 ぅ
 と
す
る
方
法
と
対
置
さ
せ
た
。
 

 
 

和
 五
二
年
。
に
よ
っ
た
。
 

弗
 

（
 
7
 ）
荒
木
 繁
 、
山
本
吉
左
右
 編
注
 
「
説
経
節
」
 平
 九
社
、
昭
和
四
八
年
、
三
二
二
ぺ
ー
ジ
。
 

関
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ⅱ
の
・
 

Q
.
 

Ⅱ
ミ
 

ニ
咀
 
・
 ヌ
 0
 二
の
・
 
-
 ゴ
き
 
め
ら
「
（
 
ミ
ミ
ヒ
 
㌧
 馬
め
 
良
二
心
 
@
 
ミ
馬
の
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ク
ス
 で
・
あ
る
べ
ル
ソ
ナ
を
意
味
 

の
 意
味
に
つ
い
て
よ
り
深
い
理
解
を
求
め
進
む
こ
と
と
し
 キ
ハ
 

-
 
し
 @
 
@
0
 

Ⅴ
 

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
現
象
は
余
り
に
多
い
。
 

そ
 れ
ら
を
今
後
の
課
題
と
し
、
大
小
論
で
扱
っ
た
元
型
的
 心
象
と
し
て
の
ウ
ナ
 リ
 



す
る
。
ま
た
、
 
づ
し
 王
充
 が
 養
子
と
な
る
の
は
如
意
識
と
新
し
 い
 意
識
と
の
結
合
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
 

2
2
 

（
㎎
）
 づ
し
 三
九
 は
 、
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
に
仇
を
慈
悲
に
し
て
 返
 そ
う
と
言
い
、
大
国
と
小
国
、
望
む
の
は
ど
ち
ら
か
と
尋
ね
る
。
 さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
は
大
 

 
 

 
 
 
 
 
 

国
を
望
む
が
、
実
は
こ
の
大
国
と
は
黄
泉
の
国
な
の
で
あ
る
。
 

（
Ⅱ
）
岩
崎
武
夫
 コ
 さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
 考
 」
平
凡
社
、
一
九
七
三
 年
ご
ニ
ー
 九
三
ぺ
ー
ジ
。
ま
た
柳
田
国
男
は
こ
の
物
語
を
 、
立
 身
譚
 と
し
て
い
る
。
 
柳
 

出
国
男
「
山
荘
太
夫
 考
 」
 尖
 定
本
柳
田
国
男
 集
 第
七
巻
 ヒ
 筑
摩
 書
房
、
昭
和
四
五
年
）
 

一
 0 
八
｜
 
一
二
三
 ぺ
一
ジ
 。
 

（
 巧
 ）
河
合
、
前
掲
、
「
無
意
識
の
構
造
」
一
二
 0
 
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 托
 ）
こ
の
物
語
の
対
立
構
造
は
 、
 夫
と
妻
と
し
て
の
男
女
の
 対
立
と
、
父
と
娘
と
し
て
の
男
女
の
対
立
か
ら
な
っ
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
竹
内
 

長
雄
「
お
岩
木
榛
一
代
記
」
告
文
学
 ヒ
 八
巻
 
一
 0
 号
 、
昭
和
 一
 五
年
）
一
一
 
0
1
 

一
一
八
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 
H
 ）
各
社
会
は
、
そ
の
親
族
構
造
の
中
の
特
定
の
関
係
を
社
 会
の
人
間
関
係
の
核
と
し
て
重
視
し
た
り
、
ま
た
親
族
構
造
の
 網
目
を
切
断
す
る
よ
う
 

な
 関
係
を
排
除
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
信
仰
の
水
準
で
重
視
す
る
 こ
と
が
あ
る
。
ウ
ナ
リ
ー
 イ
ヒ
リ
 が
親
族
関
係
中
の
核
と
し
て
 社
会
的
行
動
を
 

規
定
し
て
い
る
例
に
つ
い
て
は
、
井
桁
 碧
 
・
山
崎
美
恵
「
奄
美
 
に
お
け
る
 
ノ
 p
 継
承
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
（
宗
教
社
会
学
研
究
 全
編
集
委
員
会
 

編
 「
宗
教
の
意
味
世
界
」
雄
山
 
閣
 、
昭
和
五
五
年
）
五
一
 

｜
セ
 五
 。
 
へ
｜
ジ
 。
 

（
 毬
 ）
「
さ
ん
せ
 ぅ
 太
夫
」
の
新
し
い
変
異
型
で
あ
る
 森
欧
外
の
 
「
 山
淑
 太
夫
 ヒ
は
 母
と
の
対
面
に
最
も
重
点
を
置
い
て
い
る
。
 

そ
し
て
こ
こ
で
の
 厨
 

手
玉
は
山
 傲
 太
夫
へ
の
報
復
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
 名
 声
に
も
か
か
わ
ら
ず
説
経
「
さ
ん
せ
 う
 太
夫
」
の
持
っ
て
い
た
 よ
う
な
緊
迫
感
 

を
 欠
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 



（
 
l
l
 
）
 

ル
ド
ル
フ
・
ボ
ー
レ
ン
は
実
践
神
学
の
問
題
を
神
学
の
実
 浅
酌
適
応
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
「
神
が
実
践
的
 に
な
る
こ
と
」
の
間
 

題
 と
み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
践
神
学
の
聖
霊
論
的
 基
礎
づ
け
を
試
み
て
い
る
 0
 こ
う
し
て
、
ボ
ー
レ
ン
は
 聖
 霊
 論
を
現
代
神
学
に
と
 

っ
て
の
重
要
な
課
題
と
な
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
 彼
は
バ
ル
ト
神
学
を
批
判
す
る
 0
 な
ぜ
な
ら
、
 
ヵ
 ー
 ル
 

ル
ト
 に
と
っ
て
は
 

キ
リ
ス
ト
論
的
集
中
が
神
学
的
思
惟
を
本
質
的
に
規
定
し
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
 0
 バ
ル
ト
神
学
に
と
っ
て
は
、
 

キ
 リ
ス
ト
に
お
い
て
事
は
 

す
で
に
成
っ
た
と
い
う
完
了
 形
 が
中
心
的
関
心
事
で
あ
 っ
た
 。
そ
し
て
こ
の
完
了
 形
が
 キ
リ
ス
ト
以
後
の
わ
れ
わ
 れ
の
現
在
と
、
同
時
 

に
ま
た
キ
リ
ス
ト
以
前
の
歴
史
と
を
 抱
 括
す
る
、
 
と
バ
 ル
ト
 は
主
張
し
た
 
0
 
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ル
ト
の
い
う
 &
 九
丁
形
は
天
上
の
神
の
 

独
白
で
あ
る
と
い
う
類
の
批
判
 

そ
，
て
グ
 

や
 、
 こ
の
批
判
を
契
機
 に
し
て
「
わ
た
し
の
た
め
の
神
」
を
強
調
す
る
、
神
学
の
 実
存
論
的
理
解
が
起
こ
 

 
 

起
こ
っ
て
来
た
と
は
い
え
、
し
か
し
バ
ル
ト
自
身
の
神
 学
的
思
惟
に
と
っ
て
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
完
了
 形
 が
持
つ
現
実
性
、
も
し
 く
は
完
了
 形
 が
持
つ
実
践
的
意
味
は
、
第
一
義
的
な
中
 心
的
課
題
で
は
な
か
っ
 

た
 0
 こ
れ
に
対
し
て
ボ
ー
レ
ン
の
聖
霊
論
は
、
キ
リ
ス
ト
 に
お
け
る
完
了
形
を
損
う
こ
と
な
し
に
、
し
た
が
っ
て
 神
学
の
人
間
論
化
や
実
 

存
論
 化
に
落
る
こ
と
な
し
に
、
完
了
 形
 が
そ
の
ま
ま
 現
 在
 形
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
道
を
示
し
て
い
る
と
い
え
 る
 0
 こ
の
道
は
バ
ル
ト
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  バ
ル
ト
に
お
け
る
聖
霊
論
 

寺
園
喜
基
 



し
た
が
っ
て
バ
ル
ト
神
学
に
お
け
る
聖
霊
論
の
意
味
を
 明
確
に
し
た
い
と
思
う
。
 

ル
ト
 に
お
い
て
聖
霊
の
問
題
は
主
に
啓
示
論
と
和
解
 論
 で
論
じ
ら
れ
て
い
る
 0
 和
解
論
に
お
い
て
は
聖
霊
論
は
 教
会
論
と
の
関
連
で
 

扱
わ
れ
て
い
る
が
、
啓
示
論
に
お
い
て
は
よ
り
全
体
的
 な
 視
野
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
 0
 し
た
が
っ
て
 、
啓
示
論
に
お
け
る
 聖
 

電
請
が
小
本
論
の
主
題
に
な
る
 0
 こ
の
バ
ル
ト
の
啓
示
 論
は
三
つ
の
部
分
か
ら
成
る
 0
 三
一
誌
、
キ
リ
ス
ト
論
 、
 聖
霊
論
で
あ
る
 0
 三
一
 

論
は
啓
示
の
起
源
を
問
い
、
キ
リ
ス
ト
論
は
啓
示
の
客
 観
的
 現
実
性
を
問
う
。
こ
れ
に
対
し
て
聖
霊
論
は
、
啓
示
 を
 受
領
す
る
人
間
の
主
 

体
性
を
論
ず
る
 0
 す
な
 ね
 ち
、
人
間
に
か
か
わ
る
神
の
 啓
示
が
人
間
に
お
い
て
現
実
的
で
あ
る
の
は
、
ど
の
よ
 う
 に
し
て
な
の
か
を
 問
 

（
 
4
 
斗
 
）
 

ぅ
 。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
的
主
体
に
お
け
る
啓
示
の
現
 実
性
、
つ
ま
り
啓
示
の
主
体
的
現
実
性
は
「
聖
霊
の
注
ぎ
 」
に
お
い
て
、
答
え
を
 

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
大
小
論
に
お
い
て
は
、
先
ず
 第
一
節
と
第
二
節
で
三
一
誌
に
お
け
る
聖
霊
の
問
題
を
考
 察
し
、
次
に
第
三
節
 と
 

第
四
節
で
、
啓
示
を
受
領
す
る
人
間
の
主
体
性
が
問
題
 に
な
る
「
聖
霊
の
注
ぎ
」
に
お
い
て
聖
霊
の
問
題
を
考
察
 し
よ
う
と
思
う
 0
 

こ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
バ
ル
ト
自
身
 の
 聖
霊
論
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
思
 う
 。
す
な
 ね
 ち
、
 ハ
ル
ト
の
聖
霊
論
が
 

い
か
な
る
基
礎
と
構
造
か
ら
成
立
し
て
い
る
か
を
考
察
し
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
完
了
 形
 が
持
 っ
 現
在
性
の
意
味
を
 、
 

に
お
い
て
は
た
し
か
に
思
考
の
中
心
に
は
置
か
れ
ず
、
 

そ
 れ
と
し
て
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
と
ほ
い
え
、
基
本
的
に
 は
す
で
に
示
さ
れ
た
も
 

 
 

 
 

（
 
ク
 
u
 
）
 

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ー
レ
ン
の
バ
ル
ト
批
判
は
神
 学
的
立
場
の
根
本
的
相
違
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
 む
 し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
論
的
の
 

 
 
 
 

思
考
に
よ
っ
て
聖
霊
論
的
思
考
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
 る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
し
て
十
分
に
展
開
さ
れ
て
 い
な
い
と
い
う
点
に
向
 

け
れ
ら
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 



 
 

 
 

こ
の
よ
う
な
連
関
で
、
バ
ル
ト
は
聖
霊
に
つ
い
て
定
義
的
 は
こ
う
述
べ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 
一
 
1
 神
の
霊
、
聖
霊
が
 特
 に
 
啓
示
に
お
い
て
神
宮
 

ルト における聖霊論 

と こ 長 掛 
、 0 円 け 

た 教 典 ら 

れる 神 だ 会に にま 

に お で 。 

の い や こ 

み て づ の 

可 " て 意 味 能な で、 - ネ @ 申ま 来て 、 

  
め 、 は な 

知 与 

聖   大 う 

な 
ら 

  
  ナ註 Ⅱ る 

は こ り と   
の 人 と こ 
雲 間 い と 

だ に ぅ は 

か は こ 、 

ら 孝ト と 不申 

で 可 で が 

あ 能 あ 人 
る な る 間 
  こ 0 の 
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ハ
ル
ト
は
三
一
論
を
神
に
関
す
る
抽
象
的
な
思
弁
と
は
 考
え
な
い
。
た
し
か
に
二
二
論
は
神
の
存
在
を
論
ず
る
が
、
 
こ
の
神
は
啓
示
に
お
 

い
て
働
く
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 
、
 。
ハ
ル
ト
は
三
一
読
 

 
 

題
 に
基
礎
づ
け
る
。
 三
 

一
 論
の
根
拠
は
啓
示
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 に
 三
一
誌
に
お
け
る
聖
霊
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
 り
 、
バ
ル
ト
に
し
た
が
 

っ
た
 順
序
で
、
第
一
節
で
三
一
論
の
根
拠
と
し
て
の
啓
示
 に
お
け
る
聖
霊
の
働
ぎ
を
論
じ
、
次
に
第
二
節
で
内
的
 三
一
誌
に
お
け
る
聖
霊
 

を
 論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
 

啓
示
の
出
来
事
が
ま
さ
し
く
人
間
に
向
げ
ら
れ
て
い
る
 と
い
う
点
に
、
バ
ル
ト
は
聖
霊
を
語
る
根
拠
を
み
る
。
 啓
 示
の
人
間
へ
の
 伝
 

達
 、
人
間
の
受
げ
と
い
う
、
こ
の
問
題
に
お
け
る
神
の
 在
り
方
は
 、
 父
や
子
に
お
け
る
神
の
在
り
方
と
は
異
な
る
 も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
 

対
し
て
、
歴
史
に
お
け
る
啓
示
存
在
、
つ
ま
り
啓
示
の
歴
 
定
性
 を
 バ
ル
ト
は
聖
霊
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
 っ
て
、
 
霊
 ・
プ
ネ
ウ
マ
は
 

「
 風
 」
と
い
わ
れ
る
（
ヨ
ハ
ネ
 三
 ・
 ハ
 、
行
伍
二
三
 
%
 
す
な
ね
 ち
、
密
か
に
、
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら
へ
と
吹
き
 抜
け
て
行
く
。
あ
る
い
 

は
ョ
忠
 」
と
も
い
わ
れ
る
（
Ⅱ
 テ
 サ
ニ
・
 ハ
 、
ヨ
ハ
ネ
 一
 一
 
0
.
 二
 二
）
。
す
な
 
ね
 ち
、
生
け
る
者
の
口
か
ら
出
て
 行
き
、
他
の
者
へ
吹
き
 



身
 で
あ
る
の
は
、
神
が
人
間
の
所
に
や
っ
て
来
る
の
み
 で
な
く
、
人
間
に
お
い
て
も
存
在
し
、
そ
し
て
人
間
を
神
 自
身
に
向
け
て
開
ら
 

@
6
@
 

き
 、
人
間
に
そ
の
用
意
を
さ
せ
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
 め
 、
そ
の
よ
う
に
し
て
人
間
に
対
す
る
啓
示
を
完
遂
で
ぎ
 る
か
ぎ
り
で
あ
る
」
 

と
 。
そ
れ
だ
か
ら
、
聖
霊
に
お
い
て
神
の
啓
示
は
単
に
 上
か
ら
客
観
的
に
生
起
す
る
の
み
で
な
く
、
人
間
の
主
体
 に
お
い
て
も
現
実
的
と
 

な
る
。
こ
の
現
実
性
に
お
け
る
神
は
聖
霊
で
あ
り
、
 こ
 の
 現
実
性
を
可
能
に
す
る
神
の
在
り
方
が
聖
霊
と
呼
ば
れ
 る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
来
る
と
き
に
啓
示
の
出
来
事
に
お
け
る
 聖
霊
の
働
き
 に
 つ
い
て
、
バ
ル
ト
は
三
つ
の
こ
と
を
 考
 え
て
い
る
 0
 第
一
 

憶
 「
聖
霊
は
人
間
に
、
人
間
が
自
分
自
身
で
は
保
証
 出
 来
な
い
も
の
を
保
証
す
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
啓
示
に
 
人
格
的
に
あ
ず
か
る
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
 

7
 ）
と
い
う
。
こ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
 
こ
と
は
先
ず
、
人
間
の
啓
示
へ
の
「
参
与
」
で
あ
る
。
 こ
れ
は
啓
示
を
自
分
の
 

も
の
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
信
仰
、
認
識
、
服
 従
 で
あ
る
。
次
に
、
聖
霊
は
こ
の
人
間
の
参
与
を
「
 保
 証
 」
す
る
と
い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
た
し
か
に
人
間
が
め
ず
か
り
、
参
与
す
る
こ
と
 で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
、
保
証
 す
る
の
は
人
間
で
は
な
 

い
の
で
あ
る
 0
 聖
霊
の
働
き
に
つ
い
て
、
バ
ル
ト
は
 筆
 一
に
、
「
聖
霊
は
人
間
を
教
示
し
、
指
導
す
る
。
人
間
は
 
，
 
」
れ
を
す
る
こ
と
は
 出
 

来
な
い
」
（
 

a
-
 と
述
べ
る
。
聖
霊
は
人
間
に
啓
示
の
受
容
を
 可
能
な
ら
し
め
る
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
聖
帝
 立
は
 
、
人
間
が
持
っ
て
 い
 

る
 一
つ
の
可
能
性
と
か
、
能
力
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
 は
な
い
。
聖
霊
は
人
間
に
お
け
る
端
的
な
他
者
な
る
神
で
 あ
る
。
聖
霊
は
人
間
に
 

お
い
て
語
ら
れ
た
神
の
「
然
り
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
聖
帝
 
ぬ
に
 
導
か
れ
て
、
人
間
は
後
か
ら
神
に
対
し
て
「
然
り
し
 を
い
う
。
人
間
の
い
う
 

神
へ
の
「
然
り
」
は
聖
霊
の
 
う
 な
が
し
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
 ，
 
へ
 
聖
霊
は
内
な
る
教
師
と
呼
ば
れ
る
。
聖
霊
は
決
し
て
 人
間
自
身
と
同
一
化
さ
 

れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
内
に
お
け
る
主
な
る
神
で
 
あ
り
、
ま
た
主
な
る
神
で
あ
り
続
け
る
。
第
三
に
バ
ル
ト
 
は
 、
「
聖
霊
は
キ
リ
ス
ト
 

 
 

証
す
る
信
仰
、
認
識
、
服
従
は
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
も
 の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
 

聖
霊
が
教
示
し
、
指
導
す
る
対
象
も
キ
リ
ス
ト
で
あ
っ
 た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
三
の
点
は
今
ま
で
の
二
点
の
 目
標
で
あ
る
と
い
わ
れ
 

。
は
な
ら
な
い
 
0
 こ
の
第
三
点
に
お
い
て
聖
霊
の
働
き
に
 関
す
る
決
定
的
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
 、
聖
霊
は
キ
リ
ス
ト
の
 

(26)  26 



  くノン ト における聖霊論 

  
い た 人 
5 神 間 
こ の に 

と 永 関 
は 遠 し 
絡 め て 
末 現 い 

えま 実性論的 一 

な と 、 
表 の 人 
親 閲 間 
で 係 が 
は は 聖 
な お 霊 
い い を 

。 て 受 

    
  

る 

  
ち、人 事柄と 聖 ぇば 、 
大 震 間 
の が の 

喜 人 経 
柄 間 験 
は に や 
同 か 思 
じ か ，惟 
で わ を 

27  (27) 

霊
 で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
を
証
言
す
る
か
ぎ
り
、
ま
さ
に
 そ
の
か
ぎ
り
聖
霊
は
啓
示
を
受
領
す
る
教
会
に
対
し
て
、
 キ
リ
ス
ト
を
証
言
し
 ね
旦
 

致
 す
る
力
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
聖
霊
の
働
ぎ
を
、
バ
ル
ト
は
別
様
に
 、
聖
 震
 は
「
わ
れ
わ
れ
を
自
由
に
す
る
 主
 」
で
あ
り
、
「
聖
霊
 
を
 受
け
る
こ
と
に
よ
 

@
 
Ⅲ
一
）
 

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
子
に
な
る
」
と
も
い
い
か
え
る
 。
こ
こ
で
い
 う
 
「
自
由
」
と
は
、
人
間
を
啓
示
の
真
の
 

受
領
者
に
す
る
能
力
、
 

権
能
を
意
味
す
る
。
こ
の
能
力
、
権
能
を
聖
霊
が
与
え
 る
 。
罪
人
が
神
の
舌
口
葉
を
受
入
れ
る
の
は
ど
う
し
て
か
、
 

と
い
う
問
い
に
対
し
 

て
 、
人
間
を
神
の
言
葉
に
目
っ
て
自
由
に
す
る
の
は
 聖
唾
 立
 
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
神
の
子
」
 

と
い
う
の
は
こ
の
自
由
、
 

能
力
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
る
人
間
を
い
 う
 。
バ
ル
 
ト
 は
神
の
子
と
し
て
の
信
仰
者
の
在
り
方
に
つ
い
て
基
本
 的
な
こ
と
を
こ
 
う
 述
べ
 

る
 。
「
聖
霊
を
受
け
る
こ
と
に
お
い
て
存
在
す
る
人
間
は
 、
自
分
自
身
に
お
い
て
は
、
ま
た
自
分
自
身
か
ら
は
、
 
存
在
す
る
こ
と
の
出
来
 

な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
子
供
が
父
に
属
し
て
 い
る
よ
う
に
神
に
属
し
て
い
る
も
の
、
子
供
が
父
を
知
っ
 て
い
る
よ
 う
 に
神
を
知
 

っ
て
い
る
も
の
、
父
が
子
供
の
た
め
に
そ
こ
に
い
る
よ
う
 に
 、
そ
の
も
の
の
た
め
に
神
が
い
る
よ
う
な
も
の
、
 そ
 の
よ
う
な
も
の
で
あ
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

る
 」
。
 

聖
霊
に
お
い
て
自
由
に
さ
れ
、
神
の
子
と
さ
れ
る
と
い
 う
こ
と
は
、
し
か
し
、
人
間
が
被
造
物
と
し
て
の
在
り
方
 を
 越
え
て
、
人
間
以
 

上
 の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
 0
 聖
霊
を
受
 げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
人
間
で
あ
る
こ
と
を
止
め
 る
わ
け
で
は
な
い
 
0
 聖
 

霊
 な
る
神
が
人
間
に
お
い
て
現
在
し
、
人
間
を
自
由
に
 し
、
 神
の
子
に
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
神
を
認
識
し
 讃
 美
 す
る
と
い
う
こ
と
を
 

意
味
す
る
。
「
聖
霊
を
持
っ
」
と
い
う
こ
と
は
神
に
確
信
 
を
 置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
人
間
が
神
を
所
有
す
 る
と
い
う
こ
と
で
は
な
 



6
0
 こ
の
意
味
で
聖
霊
に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
人
間
の
精
 神
 で
は
な
く
て
神
の
霊
に
お
い
て
は
、
人
間
以
前
に
あ
 っ
 た
し
、
ま
た
将
来
に
 

@
-
.
,
 

l
l
 

）
 

や
 思
惟
よ
り
も
外
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 神
が
成
就
 し
 遂
行
す
る
、
永
遠
の
現
実
性
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
 

こ
と
」
を
意
味
し
て
い
 

こ た こ と 

い
 う
 べ
き
で
あ
っ
て
、
人
間
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
 て
も
自
分
自
身
か
ら
は
生
起
せ
し
め
る
こ
と
は
出
来
な
 

の
で
あ
る
 0
 
 
こ
の
 

と
は
積
極
的
に
い
え
ば
、
聖
霊
は
主
で
あ
る
、
と
い
う
 こ
と
を
意
味
す
る
。
聖
霊
は
主
で
あ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
 を
 自
由
に
な
し
」
 
、
ま
 

「
聖
霊
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
神
の
子
 と
 な
る
」
の
で
あ
る
。
 

@
5
 

1
 
 

）
 こ
の
こ
と
は
人
間
の
可
能
性
や
所
 右
 に
は
属
さ
な
 

れ
は
、
「
新
約
聖
霊
の
意
味
に
お
け
る
終
末
論
的
な
表
現
 

、
 

，
 

-
6
 

l
 ）
 」
で
あ
る
。
終
末
論
的
と
は
、
「
わ
れ
わ
れ
か
ら
み
れ
ば
 、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
 

語
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
こ
の
語
り
を
「
証
言
」
に
 な
し
、
し
た
が
っ
て
「
こ
の
語
り
を
通
し
て
神
の
啓
示
 が
 常
に
新
し
く
現
実
的
 

こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
 0
 ，
 
」
 ね
 ら
す
べ
て
は
、
聖
霊
が
人
間
に
可
能
な
ら
し
め
る
こ
 と
に
よ
っ
て
生
起
す
る
 

-
 
は
 ）
 

こ
う
し
て
、
聖
霊
の
働
き
は
、
人
間
が
「
人
格
的
に
啓
示
に
 

あ
ず
か
る
こ
と
」
を
保
証
し
、
人
間
に
教
え
、
人
間
が
 キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
 

(28) 

そ の に そ っ 

の と な う て 
こ な る な わ 
と る と る れ 

一 
を と い 。 わ 

一 " 堅 い う わ れ 
霊 ぅ こ れ は 

の 点 と わ 彼 神 れは 神性 聖 に （ 、こ 
は 霊 の 神 ） 
意 の 二 に に 
珠 江 っ お お 
し ぎ の い い 

て が こ て て 
と 富 は 

い るら 五 % を む富 
、 ね ね も が 

と る れ の も 

』 が ね で の 
/ し   れ る   

ト ま は る わ 
は さ 経 と れ 
主 し 験 い わ 
振 く す う れ 

るよう するのそこで 

で 人 に そ お 
あ 間 な （し い 
ろ は るピ て て 

。 人 」 0  次 は 

貧し 間で 壁 V@ こま 

あ 小 じ ぃ 

  
0 入 し ま 

そ 問 い さ 
し の も し 
て も の く 

は
な
い
 0
 
そ
こ
で
、
バ
ル
ト
は
こ
う
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
 、
「
神
は
啓
示
に
お
い
て
自
分
自
身
を
わ
れ
わ
れ
に
 
与
，
 ぇ
 ら
れ
る
。
そ
れ
に
 ょ
 

 
  

 



  去
イ
 

こ
 

 
 

 
 レ

マ
 

 
 

 
 

へ
 、
啓
示
に
先
立
つ
 神
 自
身
の
内
的
存
在
に
お
い
て
、
 

聖
 霊
の
神
性
を
主
張
す
る
。
神
性
の
あ
ら
ゆ
る
深
み
に
お
 い
て
、
神
は
父
な
る
 神
 

で
あ
り
、
ま
た
神
は
子
な
る
神
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
 に
、
 神
は
聖
霊
な
る
神
で
も
あ
る
 0
 啓
示
に
お
い
て
聖
霊
 で
あ
る
神
は
、
 
神
 自
身
 

に
お
い
て
す
で
に
聖
霊
な
る
神
で
あ
っ
て
 、
 神
の
内
的
な
 三
一
の
在
り
方
に
お
け
る
聖
霊
な
る
神
が
、
啓
示
に
お
 
て
も
、
も
う
一
度
、
 

聖
霊
な
る
 神
 な
の
で
あ
る
。
 

神
の
「
す
で
に
ご
自
身
に
お
い
て
」
と
い
う
表
現
は
 、
 。
 
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
非
神
学
的
な
思
弁
で
は
な
い
 0
 わ
 し
 ろ
こ
れ
は
、
神
の
 

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
を
正
確
に
表
現
し
ょ
う
と
す
る
 と
ぎ
必
然
的
と
な
る
、
表
現
（
ド
グ
マ
）
な
の
で
あ
る
 。
こ
れ
に
対
し
て
、
 
も
 

し
 啓
示
の
出
来
事
に
お
け
る
聖
霊
を
内
的
三
一
の
 存
り
 方
 に
お
け
る
聖
霊
か
ら
切
り
離
し
て
し
ま
う
な
ら
、
「
 
わ
 れ
わ
れ
の
た
め
に
」
が
 

神
学
的
公
理
に
さ
れ
て
し
ま
 い
 、
人
間
存
在
の
方
が
神
 に
と
っ
て
不
可
欠
的
な
も
の
と
な
り
、
神
の
自
由
が
語
 ら
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
 

@
 
四
 @
 

論
覇
 に
よ
っ
て
神
学
の
人
間
論
化
や
実
存
論
化
が
惹
起
 さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
、
よ
う
な
は
考
え
る
の
で
あ
 る
 。
聖
霊
の
神
性
を
非
神
学
 

ぬ
的
 

聖
 

思
弁
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
神
学
的
思
惟
 の
 始
め
に
置
く
と
い
こ
 う
 と
が
、
聖
霊
の
神
性
が
啓
示
に
 お
い
て
語
ら
れ
る
に
先
立
っ
 

ナ
 
 
 
 
 

」
神
の
内
在
的
な
三
一
存
在
に
お
い
て
語
ら
れ
る
と
い
う
 こ
と
に
他
な
ら
な
い
 
0
 こ
の
よ
う
な
の
思
惟
の
歩
み
か
 ら
ま
た
、
聖
霊
は
父
と
 

丁
と
か
ら
出
て
来
る
と
い
う
、
西
方
教
会
に
伝
統
的
な
 フ
 ィ
リ
オ
 ク
エ
（
三
）
 ざ
 由
佳
 
0
 
 の
主
張
を
バ
ル
ト
は
取
る
 。
東
方
教
会
は
、
聖
霊
 

は
た
だ
父
か
ら
の
み
来
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

啓
示
に
お
け
る
神
の
在
り
方
と
内
在
的
三
一
に
お
け
る
 神
の
在
り
方
を
分
離
し
 
29  (29) 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
バ
ル
ト
は
「
聖
霊
は
啓
示
の
出
来
事
に
 お
い
て
は
じ
め
て
聖
な
る
 霊
 、
神
の
霊
に
な
る
と
い
う
わ
 げ
で
は
な
い
し
と
 述
 

正
し
く
理
解
さ
れ
る
の
は
、
「
す
で
に
ご
自
身
に
お
い
て
 
」
が
語
ら
れ
る
と
 ぎ
 な
の
で
あ
る
。
 

@
 
い
リ
 
/
 

 
 

聖
霊
な
る
神
で
あ
る
 

0
 バ
ル
ト
に
と
っ
て
 

、
 神
の
「
わ
れ
 
わ
れ
の
た
め
に
」
が
 

あ
る
も
の
が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
た
め
」
に
現
実
に
起
こ
っ
 て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
 0
 そ
し
て
、
ま
さ
 し
く
そ
れ
が
そ
う
だ
と
 

い
う
こ
と
を
、
バ
ル
ト
は
、
聖
霊
は
「
、
水
芋
ぬ
の
 

@
8
@
l
 
 

蕾
ヱ
 
」
 で
あ
 る
と
い
う
表
現
で
示
す
の
で
あ
る
 0
 啓
示
の
出
来
事
に
 ぉ
 け
る
聖
霊
は
 、
 「
 
す
 



 
 

て
 考
え
て
い
る
と
い
う
の
が
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
の
問
題
 点
な
の
で
あ
る
 0
 こ
れ
に
対
し
て
バ
ル
ト
は
、
啓
示
に
 お
 げ
る
神
は
、
永
遠
 の
 

 
 

神
 自
身
の
現
実
性
に
お
け
る
神
と
違
 う
 神
で
は
な
い
、
 と
 い
う
こ
と
を
い
い
た
 い
 の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
啓
示
 

  

 
 

身
 と
か
か
わ
る
。
し
か
し
啓
示
を
離
れ
て
、
他
の
所
で
 超
越
の
神
を
思
弁
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
さ
し
く
 啓
 示
は
永
遠
の
神
の
在
り
 

方
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
、
啓
示
 の
神
と
二
二
の
神
と
は
同
一
の
神
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
 ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

聖
霊
な
る
神
に
関
し
て
、
バ
ル
ト
は
ニ
ケ
ア
・
コ
ン
ス
 タ
ン
チ
ノ
ー
フ
ル
信
条
に
し
た
が
い
つ
つ
、
次
の
四
点
を
 述
べ
る
 0
 第
一
は
 、
 

「
わ
れ
わ
れ
は
聖
霊
を
主
と
信
じ
る
」
 

@
 
花
 -
 と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
こ
の
命
題
は
、
聖
霊
の
父
，
 子
 と
の
同
一
性
と
差
 違
性
 を
い
っ
て
い
る
。
 

同
一
性
と
い
う
の
は
、
聖
霊
が
主
と
い
わ
れ
る
と
 き
 、
 聖
 震
 は
父
や
子
と
な
ら
ぶ
別
の
主
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
 と
を
意
味
す
る
。
キ
リ
 

ス
ト
 教
 信
仰
に
と
っ
て
三
人
の
主
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
 。
主
は
一
人
で
あ
る
。
 父
 ・
 子
 ・
聖
霊
は
三
人
の
主
の
 三
つ
の
呼
び
名
で
は
な
 

く
 、
一
人
の
、
唯
一
の
主
を
三
度
、
違
っ
た
ふ
う
に
い
 
い
か
え
る
名
で
あ
る
 0
 こ
の
 ょ
う
 に
こ
の
命
題
は
聖
帝
 
立
 の
 父
 ・
 子
 と
の
同
一
性
 

を
 先
ず
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 で
は
次
に
、
聖
霊
 が
父
 ・
子
か
ら
区
別
さ
れ
る
差
違
性
と
は
何
か
。
こ
れ
 ほ
 つ
い
て
バ
ル
ト
は
 、
 

「
聖
霊
な
る
神
の
在
り
方
の
特
殊
性
は
、
大
変
逆
説
的
に
 、
聖
霊
が
 父
 な
る
神
の
在
り
方
と
子
な
る
神
の
在
り
方
 と
の
間
に
お
け
る
 
共
 

通
性
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
」
 

、
，
 ハ 3@
2
 
 

と
 述
べ
る
。
す
な
わ
 ち
 、
聖
霊
は
交
わ
り
で
あ
り
、
父
と
子
の
共
同
存
在
の
行
 為
 で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

聖
霊
は
 、
 神
が
父
と
し
て
子
を
愛
し
、
子
と
し
て
父
を
 愛
す
る
、
愛
で
あ
る
 0
 そ
し
て
、
こ
の
愛
が
神
に
お
け
る
 ズ
 の
子
に
対
す
る
愛
で
 

あ
り
、
子
の
父
に
対
す
る
愛
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
，
 
」
の
愛
は
被
 造
 的
世
界
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
神
宮
 身
 と
同
等
の
も
の
で
あ
 

る
 0
 神
は
「
す
で
に
ご
自
身
に
お
い
て
」
交
わ
り
で
あ
 り
、
 愛
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
聖
霊
で
あ
る
 0
 ま
さ
に
そ
 ぅ
 だ
か
ら
こ
そ
、
聖
霊
 

な
る
 神
 な
の
で
あ
る
 0
 聖
霊
は
、
永
遠
の
神
自
身
の
内
的
 
存
在
に
お
い
て
現
実
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
間
に
対
し
て
 も
 、
人
間
に
お
い
て
も
 

現
実
で
あ
る
 0
 か
し
こ
で
父
と
子
を
結
ぶ
愛
で
あ
る
 ょ
 う
 に
、
今
こ
こ
で
神
と
人
間
を
結
び
つ
げ
る
の
で
あ
る
。
 

第
二
に
、
バ
ル
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
は
聖
霊
を
生
命
の
創
 道
者
と
し
て
信
じ
る
」
と
い
う
。
聖
霊
は
 、
 子
な
る
神
に
 帰
せ
ら
れ
る
和
解
の
 

@
 
餌
 -
 



バルトにおける 聖霊論 

香雲いねり 定のてば 方 
す 在 聖 な に 
る り 震 ら お 

な 方 は な し 

ら と 欠 い て 
、 む か と 語 

父 分 ら い ら 
と 離 の う れ 
子 し み 点 る 
め て 出 に こ 

と て 、 と 

水 連 ら来バは 
の え る ル 、 

交 て と ト そ 
わ い い が れ 
り ろ う フ に 
が と こ ィ よ 

否 い と り っ 

定 う に オ て 

さ ， 点 、 よ ク 同 
れ も っ ェ 持 

る 、 て な に 

こ バ " 生 ま す とに・ た ノ， 。 機能 張 
な の 的 る 内   
そ 教 諭 が な 
れ 会 に あ 神   
っ 批 る こ 身 
て 判 聖 れ に 

、 が 霊 に お 
子 あ の 対 げ 
な る 在 し る 
る 。 り て 聖 
押 さ 方 東 雲 
無 ら と 力 の 
し に 内 教 在 
に ま 征 余 り 

神 た 的 は 方 
と " - 一 一 "   F@ し 

人 フ 一 内 お 

間 々 論 的 い 
の り に 三 て 

か オ お 一 も 

か ク げ 論 語 
わ ェ る に ら 
り を 聖 お れ 
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業
 に
お
い
て
は
、
救
済
の
完
成
者
と
し
て
子
と
共
に
働
 く
 。
そ
の
 
ょ
う
 に
 、
父
 な
る
神
に
帰
せ
ら
れ
る
創
造
の
業
 に
お
い
て
も
、
聖
霊
 と
 

し
て
の
在
り
方
に
お
い
て
 父
 と
共
に
働
く
。
神
が
創
造
 者
と
し
て
の
万
物
の
存
在
を
創
造
す
る
の
み
で
な
く
、
 そ
 れ
ら
に
同
時
に
生
命
を
 

与
え
か
る
か
ぎ
り
、
聖
霊
な
る
神
の
在
り
方
も
創
造
に
 お
い
て
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
バ
ル
ト
は
主
張
す
る
 の
で
あ
る
。
聖
霊
は
そ
 

（
 
明
 
り
 
@
 

の
 意
味
で
「
創
造
の
霊
」
で
あ
る
 0
 二
 一
一
の
内
的
在
り
方
 に
お
い
て
聖
霊
の
神
性
が
父
・
 

子
 と
不
可
分
で
あ
る
よ
 う
に
、
外
へ
 
伺
 っ
て
の
 

二
 二
の
神
の
働
き
は
 分
 げ
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
創
造
 に
お
け
る
聖
霊
の
働
ぎ
は
決
し
て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
 い
の
で
あ
る
。
 

  

 
 

第
三
に
、
バ
ル
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
は
聖
霊
を
父
と
子
か
 ら
 出
て
来
る
方
と
し
て
信
じ
る
」
と
述
べ
る
 0
 
こ
の
命
題
 
に
お
い
て
「
父
と
子
 

 
 

か
ら
」
と
い
わ
れ
て
い
る
「
か
ら
」
は
、
聖
霊
の
父
 
子
か
ら
の
区
別
さ
れ
た
在
り
方
を
意
味
し
て
い
る
。
 し
 か
し
「
出
て
来
る
」
と
 

い
 う
 の
は
、
聖
霊
は
何
ら
の
被
造
物
で
は
な
い
と
い
う
 @
 
」
と
、
む
し
ろ
文
や
子
と
同
じ
神
性
を
持
つ
神
の
在
り
方
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
 

示
し
て
い
る
 0
 そ
し
て
バ
ル
ト
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
 

こ
の
聖
霊
が
「
出
て
来
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
父
と
 
子
か
ら
」
（
の
Ⅹ
㌧
㏄
（
（
の
 

ヨ
由
 o
q
u
e
 
）
と
す
る
西
方
教
会
の
伝
統
の
中
に
身
を
置
 く
 。
バ
ル
ト
が
そ
 う
 す
る
の
は
積
極
的
な
神
学
的
根
拠
が
 あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
啓
 

示
の
出
来
事
に
お
い
て
は
、
啓
示
者
（
 父
 ）
に
よ
っ
て
 惹
起
さ
れ
た
啓
示
（
 子
 ）
は
ま
さ
し
く
人
間
に
伺
っ
て
 開
 か
れ
て
お
り
、
人
間
は
 

啓
示
存
在
の
う
な
が
し
（
聖
霊
）
に
よ
っ
て
啓
示
を
受
 容
 す
る
 0
 
し
た
が
っ
て
啓
示
に
お
い
て
は
、
聖
霊
に
つ
い
 て
 
「
父
と
子
か
ら
」
と
 

い
う
こ
と
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 0
 そ
し
て
、
こ
の
 
件
 的
 
・
機
能
的
三
一
誌
に
お
い
て
、
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
 の
た
め
」
の
聖
霊
の
在
 



に き は て る 実 る っ こ 結 
な 、 ど 山 里 わ さ の て の 策 び 
る バ の 来 電 れ れ で 三 合 囲 っ 
の め よ 事 論 わ 

か ト ぅ と を れ 一 一 
  

、 は に な み は 一 う て 神 お バ キ 
に " 々 い か り 

と車しるて命 い実 てとみ ま 、 唯 を て ト ス 

唯 -- 一 そ も・ は ト 

一人 ののぞ れ聖 霊わ和 「の 
神 主 れ の れ 解 
が に に 神 ね め 

里 村 実 性 れ 出 
霊 す 拝 が は 来 る と し 詩 聖 事     
も の す る コ て   ら い こ 子 か 
れ 讃 ぅ で と に 
讃 美 の 「 共 す 
美 を で 共 に る 
さ 意 は に " " 

れ 味 な 」 同 と 

る し い と じ 主 
め て 0 い よ 張 
で い こ う う す 
あ る の の に る 

  の 
出 で 

ま、「 る。のであ「共に あ か @ 拝 

ぎ 
る 」 な さ る 

0 を ら れ 。 神 ん 講 
が め で 美 

父 ト 」 さ 
と は と れ 
し む い ろ 
て し ぅ 口 

、 ろ 意 と 

  子 「 味 信 
と お で じ @ 

し い は るじ 

開 
て て な 」 

と 

信 じと 」い 0 述 
ら 理 し べ   れ 解 た る 

性 能 と れ い い 讃 す が   

て
 、
積
極
的
に
 、
 神
は
ご
自
身
の
水
遠
の
内
的
三
一
性
に
 お
い
て
、
父
と
子
の
聖
霊
に
よ
る
愛
の
交
わ
り
を
語
る
 こ
と
が
出
来
る
と
考
え
 
ゎ
 

 
 

る
 。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
啓
示
の
出
来
事
は
神
と
人
間
の
 間
の
絶
対
的
に
質
的
な
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
神
 0
 人
間
へ
の
決
定
的
な
 

が
 神
秘
主
義
的
に
語
ら
れ
る
可
能
性
が
、
原
理
的
に
開
 か
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ル
ト
は
フ
ィ
リ
 オ
 ク
 エ
 を
 主
 張
 す
る
こ
と
に
よ
っ
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耶
王
 

る
ふ
 

ナ
 

 
 こ

お
 

 
 

ム
 冊
 

卍 " ト " り 的 の よ 啓 す 式 は お ら が く を   
、 呼 面 が ま 特 の る 帝 で 

そ押 、 が そ 。 彼は的生 さ定時           立て も 、 を得 よう なら 

具 り 神 性 

ィ の う を 

る 間性 直 に 観 未生 、 スに 現 艮 

の性 て実 、 性性か 能示 股間 的のな る 

ト " と 方 

ヮ こ う あ 

っ 的 の れ 人 て を じ 

て 規 程 は 間 " か め 

の 結 わ 神 
主 局 ね か 
体 は ば ら 
性 啓 な 人 
に 赤 ら 間 
お な な へ 
げ 否 い の 

る 定 こ 道 

を知 する啓示 ｜ 。とこ 
の こ な っ   問 と る て 

継書 ． ラ 領 る ヱ可 、 性 る 方 と か 題 に 。 い 

続 に ェ 者 と ル 見 神 に 。 で 定 ト に な だ な 
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間
を
啓
示
の
受
領
者
と
な
す
。
し
か
も
そ
れ
を
教
会
と
 ぃ う
 特
定
の
場
所
で
な
す
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
 

ヱ
ル
 の
歴
史
 に
お
い
て
起
こ
っ
た
 
る
 

の
 矯
正
は
、
教
会
に
お
い
て
は
も
う
起
こ
ら
な
い
と
い
う
 の
で
は
な
い
 0
 ま
さ
し
く
教
会
に
お
い
て
あ
の
矯
正
は
 起
こ
る
り
し
か
し
そ
れ
 

に
よ
っ
て
 、
教
ム
 本
と
い
う
特
定
の
場
所
が
あ
い
ま
い
に
さ
 

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
 0
 む
し
ろ
強
化
さ
れ
る
の
で
 あ
る
 0
 し
た
が
っ
て
 
バ
 

ル
ト
 は
、
決
定
的
に
 
、
 「
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
伺
っ
て
 
先
ず
信
者
が
お
り
、
そ
し
て
彼
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
 て
、
 次
に
教
 ム
 本
が
あ
る
 

と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
先
ず
第
一
に
 教
会
が
あ
り
、
そ
し
て
次
に
、
教
会
に
よ
っ
て
、
教
会
に
 お
い
て
、
信
者
が
い
る
 

の
で
あ
る
」
（
 

9
 
@
 
 

）
 
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
 る
 教
会
は
単
に
「
見
え
ざ
る
 教
ム
本
 
」
の
こ
と
で
は
な
い
 。
特
定
の
時
間
と
場
所
 

の
中
に
あ
る
「
見
え
る
教
会
」
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
 と
い
っ
て
、
こ
の
教
会
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
基
礎
を
 与
え
ら
れ
て
い
る
キ
リ
 

ス
ト
の
体
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
、
 

偶
 然
 的
な
、
懇
意
的
な
形
成
物
を
指
す
の
で
は
な
い
。
 た
 し
か
に
人
間
の
集
団
で
 

あ
り
、
制
度
で
も
あ
る
が
、
教
会
は
、
人
間
に
よ
っ
て
 生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
神
の
啓
示
の
現
実
性
な
 の
で
あ
る
 0
 啓
示
の
客
 

規
約
現
実
性
（
キ
リ
ス
ト
）
に
対
応
す
る
人
間
の
側
の
 主
体
的
現
実
性
は
、
こ
の
教
会
の
現
実
性
に
他
な
ら
な
い
 と
 バ
ル
ト
は
主
張
す
る
 

の
で
あ
る
 0
 バ
ル
ト
は
こ
う
し
て
、
啓
示
の
受
容
の
現
実
 性
を
教
会
と
結
び
つ
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
啓
示
 の
 主
体
的
現
実
性
と
し
 

て
の
聖
霊
 
に
 お
い
て
神
が
現
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
 

教
 会
の
現
在
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 教
会
で
 生
起
し
て
い
る
の
は
 何
 

か
 0
 そ
れ
は
聖
霊
の
注
ぎ
で
あ
る
り
 

教
ム
 呑
を
満
た
し
て
い
 る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
聖
霊
に
他
な
ら
な
い
。
 

ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
し
て
、
一
体
、
神
の
啓
 示
 は
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間
の
所
に
ま
で
来
る
の
か
、
 

し
た
が
っ
て
一
体
、
 

人
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
啓
示
を
受
容
す
る
者
に
な
る
 の
か
、
と
い
う
問
題
も
答
え
を
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 、
ど
の
よ
 
5
 に
し
て
 啓
 

示
は
 キ
リ
ス
ト
か
ら
人
間
の
所
に
来
る
の
か
と
い
う
 問
 い
に
対
し
て
は
、
教
会
が
指
示
さ
れ
る
。
啓
示
の
主
体
的
 現
実
性
の
場
所
で
あ
る
 

教
会
は
、
啓
示
が
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
 と
の
 
「
し
る
し
」
（
 

0
@
@
 
 

な
の
で
あ
る
 
0
 そ
し
て
ま
た
、
人
間
は
 ど
の
よ
う
に
し
て
啓
示
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で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
教
会
の
出
現
は
 ィ
ス
ラ
ヱ
ル
 
の
 民
の
歴
史
の
総
括
で
も
あ
る
 0
 こ
う
し
て
 神
 自
身
が
 、
 神
の
啓
示
の
み
が
、
 
人
 

4
 

 
 



こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
聖
霊
は
笹
 

小
の
特
定
の
し
る
し
と
し
て
の
教
会
に
お
い
て
、
ま
た
そ
 

れ
に
よ
っ
て
教
会
に
 

属
し
て
い
る
特
定
の
信
仰
者
に
お
い
て
現
実
的
で
あ
る
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
聖
霊
の
現
実
性
を
 

教
会
を
越
え
た
所
で
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

る
 
ア
ー
メ
ン
を
何
回
も
繰
り
返
し
つ
つ
こ
の
業
に
 

つ
い
て
語
る
以
外
に
は
、
こ
の
業
に
つ
い
て
何
も
語
る
こ
 

と
が
出
来
な
い
し
、
ま
さ
に
 

の
 受
領
者
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
聖
帝
 
ヱ
の
 業
に
よ
っ
て
、
と
い
う
答
え
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
 る
 0
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  桂 よ 

な う   問 な 
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そ
の
よ
う
な
仕
方
で
し
か
、
こ
の
業
に
つ
い
て
語
る
こ
 と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
」
。
 

 
  

 



バルトにおける 聖霊論 

あ
る
の
な
ら
、
こ
の
聖
霊
か
ら
離
れ
て
は
人
間
は
神
の
壬
 
-
 
口
葉
を
認
識
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
聖
霊
は
 そ
の
こ
と
を
示
し
っ
 

つ
 、
人
間
を
神
に
向
け
て
自
由
に
し
、
目
と
耳
と
を
開
ら
 き
 、
信
仰
の
認
識
を
創
り
出
す
。
聖
霊
は
し
た
が
っ
て
 、
人
間
自
身
は
霊
を
持
 

（
 
絃
 @
 

た
ず
、
霊
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
う
で
あ
 る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
間
が
啓
示
の
受
領
者
に
な
る
の
 は
 
「
奇
蹟
」
と
い
う
 以
 

外
に
な
い
 0
 啓
示
の
主
体
的
現
実
性
は
聖
霊
に
よ
っ
て
 ど
の
よ
う
に
可
能
に
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
こ
の
よ
 う
 に
、
聖
霊
を
離
れ
て
 

は
い
か
な
る
可
能
性
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
 答
，
 ぇ
 ら
れ
る
。
 

こ
の
答
え
を
バ
ル
ト
は
積
極
的
に
、
聖
霊
の
働
き
に
お
け
 る
神
 自
身
の
可
能
性
の
中
に
見
出
す
。
そ
の
可
能
性
と
 は
 聖
霊
の
注
ぎ
に
 他
 

な
ら
な
い
。
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
い
て
啓
示
の
主
体
的
 現
 実
性
が
あ
る
よ
 う
 に
、
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
い
て
啓
示
の
主
 体
的
 可
能
性
も
あ
る
。
 

こ
の
命
題
の
内
容
は
さ
ら
に
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 そ
れ
は
、
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
い
て
啓
示
の
主
体
的
可
能
 性
 が
語
ら
れ
る
の
は
な
 

聖
霊
に
お
い
て
の
み
人
は
啓
示
を
受
け
る
こ
と
 "
 出
来
 

ぜ
か
、
と
い
う
問
題
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
間
 る

 。
人
間
に
神
の
言
葉
の
受
容
能
力
が
あ
る
と
す
れ
は
 

に
 対
し
て
、
バ
ル
ト
は
三
通
り
の
仕
方
で
答
え
る
。
 そ
 そ

れ
は
聖
霊
に
よ
っ
て
 

し
て
こ
の
答
え
は
、
 
聖
 

霊
論
と
 
キ
リ
ス
ト
論
の
結
合
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
 さ
れ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
聖
霊
の
注
き
が
啓
示
の
主
体
的
 可
 能
 性
な
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
い
て
神
の
 
言
葉
が
人
間
に
聞
か
れ
る
 よ
う
 に
な
る
か
ら
で
あ
り
、
 

第
二
に
、
そ
う
い
う
こ
 

と
が
起
こ
る
の
は
人
間
が
自
分
の
中
に
可
能
性
を
持
っ
て
 い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
、
神
の
三
口
葉
を
通
し
 

て
諫
 め
ら
れ
て
い
る
 

か
ら
で
あ
り
、
第
三
に
、
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
い
て
神
の
壬
 
一
 
ロ
 葉
が
人
間
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
仕
方
で
 主
人
（
 目
 由
海
 串
 ）
に
 

 
 

な
る
か
ら
で
あ
る
 0
 

聖
霊
の
注
ざ
が
啓
示
の
主
体
的
可
能
性
で
あ
る
Ⅰ
は
 、
先
 ず
 第
一
に
、
聖
霊
が
神
の
言
葉
を
人
間
に
教
え
、
聞
か
 せ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

新
し
く
創
造
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
し
か
も
 聖
霊
に
よ
っ
て
神
の
言
葉
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
 い
 に
他
な
ら
な
い
 
0
 神
 

（
 

 
 

 
 

の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
は
三
一
の
神
の
可
能
性
で
あ
り
、
 

，
 
」
れ
は
神
の
現
生
ス
 
的
 働
き
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
 0
 
こ
の
 
働
 ぎ
と
は
、
子
な
る
 



認
識
の
中
で
、
し
た
が
っ
て
ま
ず
第
一
に
、
わ
れ
わ
れ
 

に
 対
し
て
そ
の
罪
を
ゆ
る
す
神
の
あ
わ
れ
み
を
認
識
す
る
 

こ
と
の
中
で
、
認
識
さ
 

 
 

イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
業
で
あ
る
 0
 聖
霊
の
賜
物
お
よ
び
 イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 業
 と
し
て
こ
の
貧
し
さ
は
決
定
 的
に
そ
の
人
間
の
罪
の
 

神
 、
神
の
言
葉
の
働
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
啓
示
 の
 主
体
的
可
能
性
が
聖
霊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
聖
霊
 が
 三
一
の
神
の
現
実
の
 

働
 ぎ
の
中
で
語
ら
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
た
聖
帝
 亜
 が
子
な
る
神
の
霊
と
し
て
神
の
言
葉
を
聞
か
せ
る
と
い
 ぅ
 点
に
お
い
て
、
主
張
 

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
啓
示
の
客
観
性
と
主
体
性
と
 竺
 一
つ
の
こ
と
で
あ
り
、
神
の
言
葉
と
聖
霊
と
は
二
つ
の
こ
 

と
で
あ
る
。
神
が
啓
示
 

を
 与
え
る
と
い
う
こ
 A
 三
人
間
が
こ
れ
を
受
容
す
る
者
 
に
な
る
と
い
う
こ
と
と
は
二
つ
の
こ
と
で
あ
る
 0
 し
か
し
 、
第
二
の
事
柄
の
可
能
 

性
は
第
一
の
事
柄
の
内
に
あ
る
。
客
観
的
な
啓
示
が
主
 体
 的
な
人
間
の
出
来
事
に
な
る
。
こ
の
「
な
る
」
が
聖
帝
 -
 
並
 の
 出
来
事
で
あ
る
。
 
聖
 

霊
は
神
の
言
葉
の
霊
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
神
の
霊
で
あ
 る
 。
ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
、
聖
霊
は
神
の
言
葉
を
正
し
く
 理
解
さ
せ
る
の
で
あ
 

る
 。
 

聖
霊
の
注
ぎ
が
啓
示
の
主
体
的
可
能
性
で
あ
る
の
は
、
 第
 二
に
 、
人
間
が
啓
示
の
受
領
者
に
な
る
の
は
人
間
自
身
 の
 可
能
性
に
よ
る
と
 

い
 う
 考
え
が
、
神
の
言
を
通
し
て
諫
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
聖
霊
が
神
の
言
葉
の
教
師
で
あ
る
と
い
う
こ
 と
は
、
人
間
は
自
分
か
 

ら
は
神
の
言
葉
を
知
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
 る
 。
さ
ら
に
、
こ
の
不
可
能
性
す
ら
人
間
は
自
分
か
ら
は
 知
り
得
な
い
。
こ
の
 木
 

可
能
性
も
聖
霊
に
よ
っ
て
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
 意
 味
 で
、
聖
霊
は
慰
め
主
で
あ
る
と
共
に
 、
 裁
 き
 主
で
あ
る
 
。
神
と
人
間
を
一
つ
に
 

結
び
つ
け
る
と
同
時
に
 、
 神
と
人
間
の
区
別
を
明
確
に
 す
る
。
聖
霊
の
働
ぎ
か
ら
離
れ
て
、
人
間
の
不
可
能
性
が
 
一
般
的
に
語
ら
れ
る
と
 

う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
バ
ル
ト
は
、
福
音
か
ら
 

独
 立
し
て
律
法
を
前
提
 し
 、
こ
の
律
法
が
人
間
を
罪
人
と
 
断
じ
、
さ
ら
に
福
音
の
救
 

い
へ
と
導
く
、
と
い
う
考
え
を
と
ら
な
い
。
律
法
も
福
士
 
日
の
下
に
あ
る
の
で
あ
り
、
 
罪
 認
識
も
啓
示
認
識
の
中
に
 含
ま
れ
る
と
、
バ
ル
ト
 

は
 主
張
す
る
の
で
あ
る
 0
 こ
の
関
連
の
中
で
マ
タ
イ
 五
 

三
の
「
こ
こ
ろ
の
貧
し
い
人
た
ち
は
、
さ
い
わ
い
で
あ
 る
 」
を
理
解
し
、
こ
う
 

 
 

述
べ
る
 0
 「
こ
の
貧
し
さ
、
救
い
に
役
立
つ
ま
こ
と
の
 

絶
 望
は
 、
信
仰
と
同
様
、
ま
た
そ
れ
自
身
信
仰
に
属
す
る
 聖
霊
の
賜
物
と
し
て
、
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くノン ト における聖霊論 

聖
霊
の
注
ぎ
が
啓
示
の
主
体
的
可
能
性
で
あ
る
の
は
、
 第
 三
に
 、
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
い
て
神
の
言
葉
が
人
間
に
と
 っ
て
避
 け
 得
な
い
 仕
 

方
で
、
主
人
に
な
る
か
ら
で
あ
る
 0
 こ
こ
で
問
題
に
な
 
っ
て
い
る
こ
と
は
、
啓
示
の
主
体
的
可
能
性
は
聖
霊
の
注
 ぎ
に
お
け
る
神
の
可
能
 

性
で
あ
る
が
、
で
は
一
体
、
こ
の
神
の
可
能
性
に
あ
ず
 か
る
人
間
の
参
与
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
 問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
 

ま
た
、
聖
霊
を
注
が
れ
た
人
間
に
は
何
が
起
こ
る
の
か
、
 と
も
い
い
か
え
ら
れ
る
。
神
の
可
能
性
に
参
与
し
、
 聖
 霊
の
注
ぎ
を
受
け
る
と
 

い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
自
己
同
一
性
の
除
去
も
意
味
し
 な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
 洸
 惣
や
忘
我
の
状
態
 も
 意
味
し
な
い
。
聖
霊
 

の
 注
ぎ
は
人
間
の
内
か
ら
起
こ
る
の
で
は
な
く
、
神
か
ら
 、
奇
蹟
と
し
て
生
起
し
て
来
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
 自
 己
 同
一
性
を
保
ち
続
 け
 

@
 
コ
 
り
 
1
 
U
 
）
 

8
 人
間
自
身
に
起
こ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
 は
 
「
超
越
的
な
二
重
人
物
」
（
 こ
 。
で
 
罵
俺
ゅ
コ
 の
の
Ⅰ
）
と
い
う
 よ
う
な
も
の
で
は
な
 

く
 、
全
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
 い
て
は
、
心
と
体
を
持
っ
た
全
体
と
し
て
の
人
間
が
神
と
 直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
 

の
で
あ
る
 0
 神
の
啓
示
は
人
間
に
か
か
わ
り
、
人
間
の
中
 に
ま
で
奥
深
く
来
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
 は
 問
題
に
は
な
ら
な
 

い
 0
 し
た
が
っ
て
、
人
間
は
神
的
可
能
性
に
参
与
し
て
い
 る
 の
 た
 ろ
 う
か
、
 を
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
 。
教
会
が
存
在
し
、
 
信
 

御
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
神
的
可
能
 性
 に
参
与
し
て
い
る
事
実
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 し
か
し
ま
さ
し
く
こ
の
 

（
 
邦
 ）
 

事
実
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
人
間
は
こ
の
事
実
に
ま
 で
 来
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
が
、
「
 謎
 」
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

ル
ト
 は
こ
う
述
べ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
わ
れ
わ
 

れ
の
体
験
と
行
為
全
体
が
、
あ
の
よ
う
に
神
の
前
に
立
 つ
 在
り
方
の
中
に
編
み
 

入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
め
る
れ
さ
る
し
、
 知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 が
、
し
か
し
、
一
体
ど
の
 程
度
ま
で
こ
れ
こ
れ
の
 

印
象
が
わ
れ
わ
れ
の
召
命
で
あ
り
、
こ
れ
こ
れ
の
決
心
 が
わ
れ
わ
れ
の
回
心
で
あ
り
、
こ
れ
こ
れ
の
確
信
が
わ
れ
 わ
れ
の
信
仰
で
あ
り
、
 

こ
れ
こ
れ
の
感
情
の
動
き
が
わ
れ
わ
れ
の
愛
で
あ
り
、
 

，
 
」
れ
こ
れ
の
期
待
が
わ
れ
わ
れ
の
希
望
で
あ
り
、
し
た
が
 っ
て
わ
れ
わ
れ
の
と
る
 

態
度
の
中
で
の
こ
れ
こ
れ
の
も
の
が
神
の
前
で
の
わ
れ
 わ
れ
の
責
任
で
あ
り
義
認
で
あ
る
か
を
決
し
て
語
る
こ
と
 が
 出
来
な
い
と
い
う
 点
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れ
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。
 



わ
れ
わ
れ
は
バ
ル
ト
の
聖
霊
論
を
教
義
学
の
プ
ロ
レ
 ゴ
 メ
ナ
 、
「
神
の
啓
示
」
 

性
 に
基
づ
い
て
主
体
的
可
能
性
を
問
い
、
そ
の
答
え
を
 
聖
 霊
の
注
ぎ
に
求
め
た
。
 

し
て
聖
霊
の
注
ぎ
が
そ
の
答
え
に
な
り
得
る
の
は
、
聖
帝
 立
 が
神
の
言
葉
、
キ
 リ
 

に
お
い
て
み
て
来
た
 0
 バ
ル
ト
は
啓
示
の
主
体
的
現
実
 

聖
霊
の
注
ぎ
が
啓
示
の
主
体
的
可
能
性
で
も
あ
っ
た
。
 
そ
 

ス
ト
の
霊
で
あ
る
と
い
う
、
聖
霊
論
と
キ
リ
ス
ト
論
と
の
 
の
 

結 

（
 
弗
 
@
 ）
 

で
わ
れ
わ
れ
自
身
に
と
っ
て
 
謎
 と
な
る
の
で
あ
る
」
 。
神
 約
 可
能
性
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
（
 守
 已
と
、
如
何
に
し
て
 

（
 毛
ざ
 ）
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
出
来
る
の
か
と
い
う
 謎
と
 
の
間
の
緊
張
は
、
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
 罪
 認
識
に
関
係
し
 て
い
る
 0
 
す
な
わ
 

ち
 、
神
的
可
能
性
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
る
 人
間
は
、
同
時
に
自
分
か
ら
は
と
う
て
い
そ
う
い
う
こ
 と
の
出
来
な
い
罪
人
で
 

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
 0
 す
る
と
こ
の
人
間
に
お
い
 て
は
、
聖
霊
の
注
ぎ
に
よ
っ
て
、
自
分
が
自
分
に
と
っ
て
 謎
 と
な
ら
ざ
る
を
得
な
 

く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
事
実
」
と
こ
 の
 
「
如
何
」
に
と
の
間
に
は
「
矛
盾
」
が
あ
る
。
ま
た
、
 

こ
の
「
事
実
の
明
瞭
 

さ
 」
と
こ
の
「
如
何
に
の
謎
」
と
の
間
に
は
「
対
立
」
が
 あ
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
こ
の
矛
盾
・
対
立
は
解
消
 出
来
な
い
し
、
解
消
す
 

来
る
認
識
だ
か
ら
で
あ
る
 0
 し
た
が
っ
て
、
バ
ル
ト
は
 

べ
き
で
な
い
、
と
バ
ル
ト
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
 

「
こ
の
矛
盾
の
中
で
生
き
る
生
は
、
す
で
に
、
和
解
の
中
 

オ
盾
 ・
対
立
は
「
 神
 共
に
あ
り
」
を
認
識
す
る
と
き
に
 、
必
然
的
に
生
起
し
て
 

で
の
生
な
の
で
あ
る
」
 

@
 
㏄
）
 

と
い
 5
 。
神
の
平
安
は
静
止
的
な
一
つ
の
状
態
で
は
な
 い
 。
む
し
ろ
、
人
間
の
心
の
中
に
矛
盾
と
抗
争
を
引
 き
起
 こ
す
出
来
事
で
あ
る
。
 

あ
の
事
実
の
明
瞭
さ
と
あ
の
如
何
に
の
謎
と
の
間
の
対
 立
 が
人
間
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
神
の
言
葉
が
有
 血
 を
い
わ
さ
ぬ
仕
方
で
 

生
活
の
主
人
に
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
主
人
に
 な
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
他
な
ら
な
い
 0
 そ
し
て
こ
れ
こ
そ
 、
聖
霊
の
注
ぎ
に
お
い
 

て
 起
こ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

(40)  40 



バルトにおける 聖霊論 

    ; 主   2 1 

  
    

樺 ト 

っ て 

げ ソ 

にお ll 
サ 
ル る 

ト 一 一 - 一 
  

  一 

モ論 

か め   
41@ (41) 

聖
霊
に
よ
っ
て
教
会
は
教
会
と
 

び
可
能
性
と
し
て
理
解
す
る
。
 

の
在
り
方
に
お
い
て
聖
霊
を
語
 

し
て
神
か
ら
生
起
す
る
も
の
で
 

神
の
三
一
性
に
よ
っ
て
こ
の
結
 

い
て
根
源
的
に
論
じ
ら
れ
た
の
 

を
 持
ち
、
教
会
論
へ
と
い
た
る
 な

り
信
仰
者
は
信
仰
者
と
な
る
の
で
あ
る
 0
 こ
う
し
て
 ハ
ル
ト
は
、
聖
霊
を
啓
示
の
主
体
的
現
実
性
お
よ
 

そ
し
て
、
神
の
こ
の
 件
へ
伺
 っ
て
の
 働
 ぎ
に
お
い
て
聖
帝
 
皿
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
内
在
的
な
三
一
 

る
と
い
う
こ
と
を
本
質
的
に
前
提
と
し
て
い
る
。
啓
示
に
 お
 げ
る
神
と
人
と
の
結
び
つ
ぎ
が
神
の
賜
物
と
 

あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
結
び
つ
き
は
三
一
の
神
の
存
在
に
 お
い
て
先
ず
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
 、
 

拡
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。
 

び
つ
 ぎ
は
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
聖
霊
 は
 父
と
子
の
愛
の
交
わ
り
と
し
て
、
二
二
諦
に
お
 

で
あ
る
 0
 こ
う
し
て
バ
ル
ト
の
聖
帝
業
 
珊
は
 、
啓
示
論
の
場
 に
お
い
て
三
一
輪
、
キ
リ
ス
ト
論
と
い
う
根
拠
 

関
連
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
。
す
な
 ね
 ち
、
 聖
 霊
は
 キ
リ
ス
ト
の
霊
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
を
生
活
の
主
 人
 と
な
す
の
で
あ
り
、
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跨
べ
の
・
 

ト
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O
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 押
ト
 Ⅱ
田
 

口
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%
p
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卜
 p
O
 

：
の
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 ㏄
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卜
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：
の
舟
の
 

づ
 ・
 

ト
 p
O
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肚
 ㍉
の
・
 

ナ
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：
の
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プ
 

か
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：
の
 

ト
ハ
 
の
・
 

レ
 p
O
 Ⅰ
の
 ト
 ㏄
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・
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押
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プ
 

ト
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O
 

：
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ト
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・
 

ト
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二
の
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0
.
 

下
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の
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・
 

ト
 p
O
 ：
中
ト
 ト ㏄
 鵠
 ・
 

ナ
 p
O
 Ⅰ
四
ト
 の
ド
 

由
ヴ
 
0
%
 ざ
 

臣
 a
@
O
 

：
の
・
本
の
轄
：
 

ナ
曲
 0
@
 の
 ・
、
 

@
@
 

の
い
・
 

レ
 a
@
O
.
.
 

の
・
 A
 
至
り
・
 

レ
い
 0
.
.
 

の
・
Ⅰ
）
）
・
 

巾
笘
 
（
・
（
 

下
 @
 杏
レ
 目
の
・
の
 

ロ
 ブ
 の
 ま
り
 ・
 

め
の
 
。
 

ト
 Ⅱ
 の
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（
㏄
）
 下
 p
O
 

：
の
㏄
 

肚
 ㏄
 

（
 
丑
 ）
 臣
 p
O
 

：
の
 

ミ
ミ
 

（
 
銘
 ）
聖
霊
論
と
教
会
論
と
の
結
び
つ
き
は
、
和
解
論
の
各
 
巻
 に
お
い
て
 展
 

（
㏄
）
 卜
 p
O
 

：
の
 

め
 の
 り
 （
 

（
 
巴
 ）
 卜
 p
O
 
：
 巾
 
㌣
㏄
の
の
 

（
㏄
）
 せ
幅
 
）
・
・
の
・
 

0
 
の
の
曲
 

（
㏄
）
 卜
 p
0
 
・
 
，
の
 
・
 2
 の
の
 

（
 
舘
 ）
 臣
 p
O
.
.
 

の
り
の
 

っ
 

（
 
籠
 ）
 下
 p
O
.
 

、
の
 
・
 N
 
の
㏄
 

（
㏄
）
Ⅱ
 ヴ
の
ヲ
ロ
い
 

-
 
聞
 さ
 れ
て
い
る
。
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能げ 
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年 の文化 O 
（明治 変容     
周 三 

ィヒ つ 

過程と から 

一九一 関 の 

  
が に 

かけ ろ、 

  
そ 
0 日 

過 系 
程 コ   
倹 ユ 
" ハ ".  寸 - "- 

し テ 

て ィ 

にお いき け 
た る 
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一
宇
 

，
ワ
 イ
と
い
う
異
文
化
社
会
に
移
植
さ
れ
た
日
本
の
宗
教
 は
 、
そ
の
日
本
的
特
徴
の
多
く
を
継
承
し
つ
つ
も
、
何
ら
 

か
の
変
容
を
確
か
に
 

弓
き
 起
こ
し
て
い
る
。
（
 

l
 ）
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
変
容
は
一
律
 で
は
な
く
、
各
宗
教
の
特
殊
性
や
進
出
時
期
そ
の
他
の
条
 件
 に
応
じ
て
多
く
の
 
差
 

 
 

異
は
認
め
ら
れ
る
 0
 し
か
し
、
ハ
ワ
イ
日
本
人
移
民
 史
 の
 比
較
的
初
期
に
布
教
を
開
始
し
た
伝
統
的
仏
教
教
団
の
 変
容
に
は
、
あ
る
共
通
 

な
 性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
一
 

つ
は
 日
本
人
移
民
と
 
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ア
メ
リ
カ
文
化
，
社
会
へ
の
適
応
 過
程
と
密
接
な
関
連
を
 

も
ち
、
そ
の
適
応
過
程
に
お
け
る
主
要
な
文
化
的
社
会
 的
 機
能
を
担
い
な
が
ら
、
自
ら
も
変
容
し
て
い
っ
た
点
に
 あ
る
 0
 本
稿
で
は
、
 
ハ
 

ワ
 イ
に
お
け
る
日
本
の
仏
教
教
団
の
中
で
、
規
模
や
影
響
 力
 、
お
よ
び
変
容
そ
れ
自
体
の
面
で
代
表
的
と
考
え
 ろ
 れ
る
「
ハ
ワ
イ
末
派
本
 

願
寺
 教
団
」
（
 ゴ
づ
簿
甲
ざ
コ
帳
 名
簿
 三
 @
 目
 ～
の
 

四
 0
 コ
 o
h
 屈
 か
も
 a
i
@
.
 
 

巳
 0
 づ
ト
コ
 
の
 
Q
q
p
O
r
p
t
 

色
 。
以
下
「
本
願
寺
教
団
 」
と
も
略
称
）
を
と
り
 

/ ヘ 

ワ 

イ 

  
  
と日系 と変 

ヲ容 
ユ 

    
テ 
  

申   

野 

毅 



と
は
、
そ
れ
ら
の
価
値
に
準
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 ，
 」
の
よ
う
な
過
程
が
本
願
寺
教
団
の
変
容
に
如
何
な
る
 
作
 用
を
 、
ど
の
程
度
視
座
 

及
ば
し
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
の
考
察
は
 、
政
 数
分
離
社
会
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
集
団
と
の
関
係
を
 把
捉
す
る
の
に
有
効
な
 

視
座
を
得
た
い
と
い
う
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
考
察
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
日
系
人
集
団
 の
 適
応
過
程
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
有
益
 で
あ
る
と
思
わ
れ
 

る
 。
こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
日
系
人
集
団
を
社
 
ム
本
 
学
的
に
最
も
包
括
的
に
調
査
分
析
し
た
 キ
タ
ノ
 （
 
由
 a
r
r
 

）
 目
 ・
Ⅰ
・
パ
ロ
 

づ
卜
 Z
0
 

）
の
 

-
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

理
論
的
枠
組
、
お
よ
び
そ
の
理
論
的
基
礎
を
な
す
 ゴ
｜
 ド
ン
（
 ま
ゃ
 
）
（
 
0
 コ
 ミ
 ・
の
 0
 オ
り
 0
 之
 ）
の
見
解
に
依
拠
し
て
 検
討
し
て
み
た
い
 0
 キ
 

タ
ノ
 は
移
民
集
団
の
適
応
の
方
向
と
適
応
到
達
度
を
判
断
 す
る
基
準
と
し
て
、
次
の
三
変
数
を
定
め
て
い
る
。
 け
 紋
ム
 ロ
 （
～
 
コ
 （
の
㎏
Ⅰ
が
 

由
 。
 コ
 ）
 

｜
 移
民
地
全
体
に
分
散
し
、
所
得
・
住
居
・
雇
用
・
 結
 婚
 
・
教
育
等
の
レ
ベ
ル
で
多
数
派
集
団
と
等
し
い
配
分
を
 受け
る
に
到
る
こ
と
、
 

㈲
同
化
（
 ナ
 の
の
ま
 
い
 
）
 
曲
 （
～
 
0
 コ
 ）
 ｜
 身
体
的
、
文
化
的
差
異
が
 ほ
と
ん
ど
消
滅
す
る
に
到
る
こ
と
、
日
文
化
変
容
（
 下
 c
c
 
三
舟
白
屋
 
ま
 。
 し
｜
 現
地
の
 

多
数
派
が
有
す
る
価
値
・
目
標
・
期
待
さ
れ
る
行
動
 パ
 タ
ー
ン
を
共
有
す
る
に
到
る
こ
と
、
で
あ
る
。
 

キ
タ
ノ
 の
見
解
の
中
で
有
益
な
点
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
を
 様
々
な
移
民
集
団
が
辿
る
適
応
過
程
の
異
な
っ
た
段
階
 と
し
て
 押
 え
、
 各
移
 

民
 集
団
の
適
応
パ
タ
ー
ン
や
適
応
戦
略
を
考
え
て
い
る
 @
 
」
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
系
 ァ
メ
リ
力
 人
の
適
 応
 過
程
の
基
本
戦
略
は
 

お
 げ
る
政
府
、
議
会
、
法
制
度
と
宗
教
と
の
関
係
、
 

と
 り
わ
け
、
日
系
宗
教
の
変
容
に
お
け
る
法
制
度
と
の
機
能
 的
 関
係
に
つ
い
て
、
 
若
 

干
 考
察
し
て
み
た
い
。
本
願
寺
教
団
は
一
九
 0
 セ
 年
日
系
 宗
教
と
し
て
初
の
法
人
認
可
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
、
 教
会
的
（
 由
 n
o
F
8
 

ぎ
の
 

守
 

ざ
巴
 ）
慈
善
的
（
 口
汀
 0
 ヨ
 0
 の
 
せ
コ
 
が
 に
 ）
教
育
的
（
内
山
 u
c
 
a
 （
～
 

0
 コ
 二
）
目
的
を
遂
行
す
る
非
営
利
法
人
と
し
て
財
産
 
の
 保
全
や
免
税
 借
 ら
な
 

置
な
ど
の
法
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
時
 に
法
規
の
規
定
に
従
っ
て
教
団
機
構
の
整
備
や
他
の
条
件
 を
 受
容
し
な
け
れ
ば
な
 

い
 
（
 
2
 。
法
規
の
体
系
は
当
該
社
会
の
文
化
的
社
会
的
価
値
 

）
 

を
 反
映
し
た
法
的
価
値
の
体
系
を
内
在
し
て
お
り
、
従
っ
 て
 法
的
規
制
に
従
う
こ
 

(46) 

同
時
に
、
こ
の
変
容
過
程
の
検
討
を
通
し
て
、
本
願
寺
 教
団
の
宗
 改
 機
構
や
教
団
構
造
の
変
化
に
特
に
注
目
し
な
 が
ら
、
ハ
ワ
イ
州
に
 

46 



ハワイ日系教団の 形成 

拝 塵 団 極 
す の 結 こ め 
る モ し れ て 
と デ " ら 高 とも ル に 集の 団見 く、 
に 類 内 解 特 
" 似 部 を に 

そ し に も 新 
の た 育 と し 
集 も 年 に い 
団 の 会 、 世 
内 を 組 こ 代 

ほどそ で、 そ 形成す 織、成 二 地 の 

れ る 入 域 ぅ 

ら 。 ク は で 

の こ う お あ る と 諸制 うし ブ、 げる 

度 て 数 日 い   
能 的 関 の 
さ 回 そ 同 
せ 化 の 化 
て の 値 遇 
7 機 の 程 
メ 会 夫 な 
リ を 同 要 
力 極 体 約 
文 中 内 す 
化 に 諸 れ 
  し 制 は 
行 て 度   

動民 様 族 を日 、 系 
式 的 し 人 
の ア か は 

集団と 学習、イデン 多 も、 
受 テ く し 
容 ィ は て 

を テ フ 長 
推 イ メ 期 

  
が 維 制 て 
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と 変容 

社
会
的
に
問
題
と
な
る
行
動
を
最
少
 限
 に
し
ょ
う
と
す
 
る
 応
化
（
 下
お
 。
日
ョ
 0
 Ⅰ
 笘
ざ
口
 ）
 と
 抱
え
る
こ
と
が
で
 き
 、
ユ
ダ
ヤ
人
の
適
応
戦
 

略
と
 類
似
し
て
い
る
と
い
う
。
 

一
方
ゴ
ー
ド
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
 
社
 ム
 %
 で
の
民
族
集
団
の
同
 化
を
研
究
す
る
際
に
は
、
文
化
行
動
（
 c
u
 
）
（
 

目
 r
p
 
～
 ヴ
の
オ
 
が
 
ユ
 o
q
 
）
的
側
面
と
社
 

会
 構
造
（
 s
o
c
 

ぎ
 ）
の
（
Ⅰ
 

E
n
 

苫
お
 ）
 的
 側
面
の
区
分
に
基
づ
 い
た
、
文
化
的
同
化
（
の
 由
 ）
（
 

宙
 「
 
p
F
p
 

の
の
ま
 

臣
ゅ
 
（
 
ざ
 こ
す
な
 わ
ち
文
化
変
容
と
構
造
 

的
 同
化
（
 降
屈
 9
 目
 仁
陣
 の
の
ま
 田
 
F
p
 
（
 
p
O
 
コ
 ）
と
の
区
別
が
重
 要
 で
あ
る
と
説
く
。
あ
る
民
族
集
団
の
成
員
が
親
 社
 4
%
 
 
（
 
す
 0
 の
（
 
き
 c
 中
の
（
 

セ
 ）
 の
 

ク
ラ
ブ
や
党
派
等
の
諸
制
度
の
中
に
第
一
次
社
会
関
係
を
 結
ん
で
入
り
込
む
状
態
を
指
す
「
構
造
的
同
化
」
は
 、
 他
 の
す
べ
て
の
同
化
を
 

 
 

｜
 ド
ン
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
諸
民
族
集
団
は
一
般
に
 文
化
変
容
は
か
な
り
 進
 

展
 し
つ
つ
あ
る
が
、
構
造
的
同
化
は
あ
ま
り
進
行
し
て
 い
な
い
と
い
う
。
従
っ
て
 、
 彼
は
 、
ア
ノ
り
 カ
社
会
は
親
 社
会
の
文
化
や
価
値
を
 

民
族
独
自
の
文
化
遺
産
に
よ
っ
て
屈
折
さ
せ
た
独
特
の
 文
化
を
右
す
る
 諸
 旗
葉
民
団
を
下
位
構
造
と
し
て
形
成
さ
 れ
る
「
多
元
社
 ム
本
 
」
 

（
 
5
 ）
 

6
 ）
 
E
q
p
F
8
n
p
 

の
（
 
せ
 ）
 と
 抱
え
て
い
る
。
 

キ
タ
ノ
 は
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
集
団
は
構
造
的
同
化
の
度
 合
は
僅
 か
 、
す
な
わ
ち
構
造
的
分
離
（
の
（
 q
E
 
ゑ
 E
q
p
p
 
の
 
の
つ
ぢ
申
 
（
（
 

0
 コ
 ）
の
 度
 ム
口
 

が
他
 民
族
に
比
べ
て
極
め
て
高
く
、
こ
う
し
た
自
民
族
 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
「
平
行
的
社
会
構
造
」
 

守
 a
r
a
 
）
～
の
 

卜
 ㏄
 
0
 の
目
の
～
㏄
 

圧
 
Ⅰ
 
仁
 0
 田
口
Ⅰ
の
）
 

の
 維
持
は
 、
 特
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
 や
 ハ
ワ
イ
な
ど
日
系
人
 
人
口
の
集
申
し
て
い
る
地
域
に
著
し
い
と
い
う
。
一
方
 、
文
化
変
容
の
度
合
は
 



と「に損の口 連中、 書生の 日 

動 央 自 賠 活 膨 大 
、 日 出 償 は 張 大 

各 本 移 請 無 を 移 
種 人 民 来 秋 も 民 
同 会 時 運 序 招 の 
業 」 代 動 と 来 こ 

のよう 組合の の結成 に入る や アメ 荒廃が し、そ     
/ 七 の と か は 

中 的 
中 

ケ @ し 

移 E 

の き 

、 織 一 便 た   
を = 島 に で で ル   

団 ょ 人 移 入 
紺芭体 うの良人 

た
 
（
 
表
 
一
）
が
、
自
由
移
民
時
代
に
は
時
代
別
移
民
数
で
 最
高
の
七
万
名
近
く
が
渡
航
し
た
（
 表
 二
）
。
そ
の
 
一
 方
 、
契
約
労
働
の
廃
止
 

（
 
6
-
 

に
 伴
っ
て
、
耕
地
労
働
に
見
切
り
を
つ
げ
て
転
職
す
る
者
 や
 
ア
メ
リ
カ
本
土
に
転
航
す
る
者
が
こ
の
時
代
に
急
増
 し
た
。
 

  
  
八 れ 
な に 

越 伴 
え い 

て   
ぃ そ 

れ 団 ま の 

で， ヮ 展 
の イ 開 
契 は   と 

約 一   日 

移 入 
民 九 糸入 

  仕 ム @ 日系 ム 
  ケ @ し 

止さ （閉   
  

お 

# Ⅰ 、 浩一一     け 
    る 

自 一 - フ @ 文 
由 ）   ィヒ 

移 ア の 的 
民 メ 

形成 

社 
時 り 会 
代 カ 

に 合 
大 衆 ムヒ 

つ 国   と 

た に の 

。 併 
一 倉 

関 
関数 連 

九 さ 
竹弗 （ 

で ・ 

        
期 

  
年 一 期 
の 九   ケ @ し   
7@ 0 

?@ し ヰ @ 甲   
お は 

  概 
観 
し 

て 

み   よ 

入 し @ 
人 か 
ロ れ 

な り 

辿 っ 
つ つ 
て あ 
い る 

る と 

と か 
考 え 

，る え ら 。 

すなわ れる。 
こ ち 
の   
よ - 
ぅ 構 
な 造 
通 約 

応分 " 離 
タ 十 

l 文 
、 /  ィヒ 

を 変 
芳 容 

慮 Ⅰ 

し 統 
な 合 
が お 

も よ 
  び 

ま 積 
ず 造 
一 白 勺 

九 回 
0  4 ヒ 

! 景 O 午 

  
の な 
約 同 
三 化 
O 」 
年 と 

問 い 
な う   
願 タ 

寺 l 
教 、 ノ 

  

ら
、
 高
 い
 教
育
、
高
い
社
会
的
地
位
、
高
収
入
の
職
業
 の
 獲
得
に
成
功
し
つ
つ
、
徐
々
に
新
社
会
に
拡
散
、
統
合
 、
構
造
的
同
化
を
は
か
 

4
8
 



ハワイ日系教団の 形成と変容 

表 1  ハワイの人口推移 

  革 大 
白       

  
109,220   1900  i 22,329 56,234・ 154,001 

44,048 
        1910  i                   19,889  i  79.674 

54,742 
                    60,258  I                 109,274 

                                                                    28,819     
357,449 

103,791 423,330 

1950   1 184,6 Ⅰ 工 Ⅰ 14,793 499,794 

1960   202,230 632,772 

  

  

    
合衆国商務省人口調査局発行 U. S. Census of Population, 1960 ， pp.13-17 (mt 帥 o, 

Ⅰ " 沖 " ぴ 。 America れ ，， p.164, Table 14), および「日系非市民及び 日系市民比較表」 

印 ハワイ日本人移民 史 J PP. 282 一 283) とを合成，修正したもの。 

表 2  日本人移住きの 出入国員数 ( ハワイ政府発表 ) 「， , ヴ イロ本人移民 史 』 P.166 所収 

官約移民時代 (1885 一 1893) 入国数 28.130 人 

出国数 6.935 人 

私約移民時代 (1894 一 1899) 人国数 46,258 人 

出国数 11,455 人 

自由移民時代 (1900 一 1907) 入国数 68.326 人 

出国数 60 ， 576 人 

  

末大降転柿 男 24,853 人 子供 758 人 

(1905 一 7)  女 1,705 人 計 27.316 人 ( 上記出国数に 含 ) 

年寄移民時代 (1908 一 1924) 入国数 62,277 人 

  

( 黒 26.504 人 文 30.623 人 ) 

出国数 71,455 人 

永住土着時代 (1925 一 1933) 入国数 24,130 人 

出国数 36,754 人 

49  (49) 



行
 な
 う
 と
い
う
方
針
で
 

そ
の
原
因
で
あ
っ
た
。
 

ら
れ
た
。
こ
の
方
針
は
 

信
徒
組
織
と
し
て
は
  

 

 
 

採
 
が
 

「
 
布
畦
 

仏
教
婦
人
会
」
（
一
八
九
八
）
の
設
立
が
最
初
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
重
視
さ
れ
た
の
が
青
少
 

年
 

う
つ
 
0
 
）
 

伝
道
の
積
極
的
展
開
、
で
あ
っ
た
。
自
給
布
教
独
立
 伝
 道
 と
は
、
ハ
ワ
イ
で
の
布
教
に
は
日
本
の
木
山
か
ら
の
 経
 済
 的
保
護
を
受
け
ず
に
 

来
相
 し
、
一
九
 

0
0
 

年
 
（
明
治
三
三
）
第
二
代
監
督
に
 
就
任
す
る
。
以
後
一
九
三
二
年
に
病
没
す
る
ま
で
、
今
村
 監
督
（
一
九
一
 

務
 所
職
制
確
立
に
伴
い
、
総
長
虫
 
臼
 0
 つ
 と
改
称
）
 
時
 代
 が
続
く
。
 

，
ヮ
 4
 本
派
本
願
寺
の
開
 教
 時
の
方
針
は
 、
け
 自
給
布
教
 独
立
伝
道
、
㈲
信
徒
活
動
の
重
視
、
特
に
青
少
年
の
教
 化
に
努
力
、
 

八
年
教
 

㈲
耕
地
 

 
 

（
 
つ
 
1
 
）
 

布
教
を
始
め
て
い
た
が
、
正
式
 開
教
は
 
一
八
九
八
年
 星
 見
 法
爾
 を
布
畦
 開
敷
監
督
と
し
て
派
遣
し
た
時
に
始
ま
る
 。
翌
年
、
今
村
 恵
猛
が
 

て， 日 責 譲 て 繊 
日 も 本 こ 金 は い が 
本 あ 人 の 増 一 た 形 
の っ 相 よ 給 人 。 成 
仏 た 互 ぅ や 入 し さ 

教   の に 時 正 か れ 
数 日 連   閏 年 し 出 

外 項 そ し この 団は 震戦 携が 労 か こ た 

、 争 始 時 働 ら で   ひ 

こ ・ の ま 期 

へ の 頻もし 繁、 か 移 は り、 賃 に 日 し 
期 （ そ 民   金 お 本   

れ 労 支 こ 人 こ 

九 九 に 働 払 っ 労 の 

0 0 件 者 い て 働 段   
0 五 つ ぼ な い 者 階 
年 ） て と 求 た の で   
を は 権 っ め が 意 は 

前 そ 利 て る " 識 ま   
て 相 生 と 闘 0 化 民 
次 車 日 動 争 0 の の 
々 を 本 膳 
に か 国 の 

と 年 光 太 

開 け 民 時 部分 して 以降 しは 

裁 た と 代 お は 現 は 
し 0  し て ・ 

て て あ こ組 な織れ わ男 悪 
  の っ わ 的 た 過 
  ナ た 

、 ン が 
れ ス 。 酷 

た る ト 不 な   よ う 法 条 

本 ナ 他 ラ イ な 件 
派 リ 方 に キ 虐 の 
本 ズ で な の 待 も 

願 ム 十ま り 形 に と 

寺 か   出 を 抗 で 
は 
  集 客 し と 議 " 

日 親 た り し 各 
八 と 地 

し ご 
。 出 待 耕 

八九 

し 適 地 
て と 、 改 で 

年 長 ヮ こ し 善 の 

化 @ し 揚 孤 か を 労 
曜 穏 し 立 
日ひ 虫合 し   
蒼古 め て 次 す 従 
@ 竜が ゅ @ 第 る 事 

に 争 し 
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の
 教
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
化
が
「
 布
畦
 仏
教
青
年
会
 」
（
 ぺ
 o
u
 
コ
 %
 
 
目
 0
%
 
ガ
 し
 け
宙
 
山
田
器
 の
レ
 の
 
8
 臼
が
 ヱ
 0
 コ
 @
 
 
ぺ
 目
し
下
・
一
九
 0
0
 

セ
 ）
、
「
幼
年
教
会
」
（
一
九
 0
0
.
 

一
二
、
後
の
日
曜
学
 

校
 
（
 ピ
 コ
宙
の
せ
の
の
ま
）
）
）
の
設
立
で
あ
っ
た
 
0
 仏
教
 育
 年
会
は
教
化
的
意
図
と
 

と
も
に
、
ハ
ワ
イ
社
会
で
活
躍
す
る
上
で
必
要
な
知
識
 と
 技
能
を
授
け
る
と
い
う
教
育
的
意
図
に
基
づ
い
て
設
立
 さ
れ
、
そ
の
た
め
英
語
 

夜
学
校
も
併
設
さ
れ
た
。
白
人
婦
人
に
 よ
 る
無
報
酬
の
 
英
語
教
授
等
の
協
力
も
あ
っ
て
大
い
に
発
展
し
、
耕
地
 伝
 道
 、
地
域
行
事
へ
の
 参
 

加
 、
雑
誌
「
同
胞
 ヒ
 0
 発
刊
、
就
職
斡
旋
な
ど
、
移
民
主
 
同
年
の
教
化
、
社
会
教
育
、
交
際
、
就
職
等
に
重
要
な
役
 
割
を
果
し
た
。
 

耕
地
伝
道
は
今
村
が
生
涯
を
通
し
て
取
組
ん
だ
 開
 致
事
 業
 で
あ
っ
た
。
交
通
路
も
完
備
さ
れ
て
い
な
い
な
か
を
、
 開
教
 使
は
徒
歩
で
あ
 

る
い
は
馬
に
乗
っ
て
耕
地
を
め
ぐ
っ
た
。
当
時
の
日
本
人
 耕
地
労
働
者
は
劣
悪
な
生
活
環
境
と
労
働
条
件
下
で
気
 も
 荒
み
ぎ
っ
て
お
り
、
 

白
昼
か
ら
酒
や
賭
博
が
横
行
し
て
い
た
と
い
う
 0
 そ
の
 中
で
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
布
教
を
す
る
と
と
も
に
、
 葬
儀
の
執
行
、
法
事
の
 

主
催
読
経
供
養
の
ほ
か
、
私
的
公
的
な
各
地
行
事
へ
の
 参
 n
H
 
、
手
紙
の
代
筆
・
代
読
、
結
婚
の
斡
旋
、
家
庭
紛
争
 や
 労
使
対
立
の
仲
介
、
 

出
生
・
死
亡
の
記
録
・
届
出
、
武
術
や
読
み
書
き
の
 教
 授
な
ど
、
耕
地
労
働
者
の
生
活
全
般
に
深
く
関
わ
っ
て
 い
 っ
 た
の
で
あ
る
 
0
 

こ
の
 ょ
う
 な
諸
活
動
を
通
し
て
、
本
願
寺
を
は
じ
め
と
す
 る
 仏
教
が
最
も
大
ぎ
く
貢
献
し
た
と
称
さ
れ
る
功
績
の
 一
つ
は
、
移
民
労
働
 

容
 

者
の
人
心
の
慰
撫
と
生
活
態
度
、
規
範
、
モ
ラ
ル
 の
 向
上
に
寄
与
し
た
点
で
あ
る
 0
 今
村
ら
は
「
本
願
寺
の
 布
畦
に
 於
け
る
第
一
使
命
は
 

ぬ
 

如
是
実
に
踏
ま
れ
、
蹴
ら
れ
る
異
郷
 落
 塊
の
孤
児
 に
 対
し
て
、
慈
父
慈
母
の
慰
安
を
も
た
ら
し
、
以
て
異
心
 理
 的
低
気
圧
を
疏
通
せ
ん
と
 

㍻
せ
る
に
あ
り
」
と
定
め
、
真
宗
は
「
平
民
を
対
機
 

と
せ
る
平
民
 教
 で
あ
り
、
平
等
教
で
あ
る
」
「
親
鸞
上
人
 の
眼
 よ
 り
見
れ
ば
（
中
略
）
 

団
 

移
民
会
社
、
日
本
官
憲
等
の
瑚
り
て
田
舎
者
 祝
 し
 た

る
耕
地
労
働
者
は
実
に
弥
陀
救
済
の
主
賓
た
り
正
客
た
 る
も
の
な
り
」
と
、
凡
夫
 正
 

教
 

時
機
の
木
 願
 、
凡
夫
直
入
の
信
心
、
同
一
念
仏
 無
別
 追
放
四
海
兄
弟
の
教
趣
を
説
い
た
。
そ
の
う
え
で
、
家
庭
 の
 建
設
、
同
胞
間
の
家
族
的
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
 
0
J
 
）
 

 
 

ハ
 
結
合
、
社
会
へ
の
責
任
を
報
恩
・
安
堵
主
義
の
上
 か
 ら
 説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 教
説
 と
信
仰
は
開
 教
使
 た
ち
の
努
力
に
伴
わ
れ
 
駐
 

て
 次
第
に
耕
地
労
働
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ま
た
精
神
的
 不
安
の
慰
 籍
に
 功
を
な
し
、
そ
の
結
果
仏
教
僧
侶
へ
の
 信
頼
も
増
し
て
き
た
。
 



そ
れ
を
如
実
に
物
語
る
象
徴
的
事
件
は
、
一
九
 0
 四
年
 の
ワ
 イ
バ
フ
耕
地
第
二
次
ス
ト
ラ
イ
キ
の
収
拾
に
今
村
の
 説
得
が
功
を
奏
し
た
こ
 

と
で
あ
っ
た
 0
 こ
の
事
件
は
布
教
場
や
学
校
の
建
設
、
 維
 特
 に
新
主
が
土
地
や
資
材
、
資
金
の
提
供
を
申
し
出
る
 契
機
と
な
り
、
本
願
寺
 

0
 発
展
に
大
き
な
 カ
 と
な
っ
た
。
 

も
う
一
つ
の
重
要
な
功
績
は
日
系
人
子
弟
へ
の
教
育
 事
 業
 で
あ
る
 0
 日
系
二
世
は
一
八
九
六
年
に
二
千
人
に
達
し
 

一
九
一
 
0
 年
に
は
 

約
二
万
人
と
急
増
し
て
（
 
表
一
ド
 
二
世
の
教
育
問
題
が
在
 留
 日
本
人
の
重
大
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
 0
 し
か
し
、
 こ
の
時
期
ま
で
は
児
童
 

の
 教
育
は
、
昼
夜
を
分
た
ぬ
一
家
総
出
の
労
働
の
た
め
に
 放
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
っ
た
 0
 そ
の
 た
め
児
童
の
舌
口
薬
 
は
乱
 

ね
 、
親
子
の
会
話
さ
え
通
じ
な
い
事
態
も
起
こ
り
始
め
た
 。
こ
の
よ
う
な
状
況
と
児
童
の
将
来
を
憂
え
て
、
一
八
 九
三
年
頃
か
ら
各
地
で
 

日
本
語
教
育
が
始
め
ら
れ
た
。
牧
師
奥
村
著
書
 衛
が
創
 上
 
上
し
た
「
日
本
人
小
学
校
」
二
八
九
六
）
は
そ
の
代
表
 
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
 

一
九
 0
 二
年
に
は
本
派
本
願
寺
と
浄
土
宗
が
本
格
的
な
学
 校
 教
育
に
乗
り
出
し
た
 0
 当
時
の
日
本
語
学
校
は
 、
い
 ず
れ
日
本
に
帰
国
す
 

る
こ
と
を
大
前
提
に
、
日
系
人
子
弟
に
日
本
国
民
と
し
て
 恥
し
く
な
い
教
育
を
日
本
と
同
様
の
方
式
で
施
す
こ
と
 を
 目
的
と
し
、
教
科
書
 

も
日
本
の
文
部
省
検
定
 済
 読
本
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
た
 。
本
派
本
願
寺
の
小
学
校
も
同
様
で
あ
り
、
徳
育
の
尊
 重
 、
日
本
語
の
修
得
、
 

@
 
騰
 ）
 

な
 女
学
校
放
課
後
の
児
童
保
護
、
家
庭
教
育
の
補
完
を
立
 

教
団
が
設
立
さ
れ
た
。
認
可
直
後
の
第
一
回
教
団
総
会
 で
は
、
各
地
の
本
願
寺
財
産
を
教
団
に
編
入
し
、
附
随
 定
 

思
 図
し
て
い
た
。
一
九
 0
 二
年
前
後
だ
け
で
も
本
派
本
願
 手
 は
各
耕
地
に
一
五
 

款
 そ
の
他
の
規
則
を
制
 

校
 、
浄
土
宗
は
四
校
の
小
学
校
を
建
設
し
、
公
立
学
校
 開
始
前
と
終
了
後
、
お
よ
び
夏
休
み
中
の
全
期
間
を
授
業
 時
間
に
あ
て
、
日
本
語
 

に
よ
る
初
等
教
育
を
徹
底
し
て
行
な
っ
た
 0
 

か
く
し
て
、
本
派
本
願
寺
の
開
敷
事
業
は
こ
の
時
期
日
本
 大
移
民
の
生
活
全
般
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
発
展
し
 、
そ
の
基
盤
を
確
立
 

し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
 0
 六
年
に
は
ホ
ノ
ル
ル
布
教
場
が
 別
院
に
昇
格
し
、
翌
年
一
 0
 月
に
は
日
系
宗
教
で
初
め
 て
 法
人
認
可
を
受
け
、
 

「
 
教
ム
五
的
 
（
内
の
二
の
の
 

連
降
ざ
巳
 
）
姦
心
 
善
的
 （
毘
の
の
 

ヨ
 0
 の
 
せ
コ
 
が
 へ
せ
 
）
教
育
的
（
 由
ヨ
ト
 
p
 
（
 
o
 ぎ
巴
 」
目
的
を
有
す
る
非
営
利
 法
人
と
し
て
の
本
願
寺
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注 日曜学校数は 布教場単位の 数，分校を数えると 1931 年で 125 校にの ぱる 。 

53  (53) 



 
 

ア
メ
リ
カ
大
陸
 転
航
 禁
止
に
続
い
て
、
翌
年
一
九
 0
 八
年
 に
は
い
わ
か
る
「
紳
士
協
約
」
が
締
結
さ
れ
、
 
ハ
ヮ
 ィ
 在
留
民
の
家
族
や
 

再
 渡
航
者
、
写
真
結
婚
者
、
一
時
旅
行
者
以
外
の
日
本
 人
の
渡
航
は
禁
止
に
な
っ
た
。
「
 
呼
寄
 移
民
時
代
」
の
 始
 ま
り
で
あ
る
。
 

こ
の
時
期
を
画
す
る
出
来
事
は
「
第
一
次
オ
ア
フ
島
耕
地
 ス
ト
ラ
イ
キ
」
二
九
 0
 九
・
五
 ｜
 八
）
で
あ
る
。
 
こ
 の
 ス
ト
ラ
イ
キ
は
「
 人
 

種
差
別
廃
止
、
待
遇
改
善
、
増
給
」
を
要
求
し
て
決
行
 さ
れ
、
 四
ケ
 月
に
わ
た
り
オ
ア
フ
島
 セ
 耕
地
約
 セ
 千
人
の
 
日
本
人
労
働
者
が
参
加
 

し
た
。
賃
金
増
給
を
軸
と
し
た
本
格
的
な
経
済
闘
争
で
 あ
り
、
ス
ト
決
行
統
一
団
体
「
増
給
期
成
会
」
が
結
成
さ
 れ
て
要
求
を
統
一
し
 、
 

ス
ト
を
指
導
し
た
。
さ
ら
に
県
人
会
等
の
日
本
人
諸
団
体
 の
 支
援
を
受
け
、
ま
た
、
米
本
土
で
専
門
教
育
を
受
け
た
 

日
系
知
識
人
や
邦
字
 新
 

聞
 が
理
論
的
正
当
化
に
貢
献
す
る
な
ど
、
以
前
に
比
べ
 て
 大
規
模
か
つ
組
織
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
っ
た
 0
 結
果
 的
に
は
こ
の
ス
ト
は
 日
 

本
人
労
働
者
の
待
遇
改
善
と
生
活
の
向
上
を
も
た
ら
し
 た
が
、
そ
の
一
方
で
耕
地
労
働
か
ら
の
転
業
を
促
す
一
大
 転
機
と
も
な
っ
た
。
 
斤
 

本
人
労
働
者
人
口
が
ス
ト
翌
年
に
は
、
新
入
国
者
に
よ
 る
 補
充
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
年
前
に
比
べ
て
 口
 千
人
近
く
減
少
し
て
 

い
る
の
は
そ
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
（
 
表
 四
）
。
こ
の
転
業
 者
の
増
加
、
都
市
部
へ
の
進
出
は
中
国
人
や
白
人
な
ど
 の
 先
住
民
が
す
で
に
 占
 

め
て
い
た
職
業
分
野
へ
の
浸
蝕
を
意
味
し
 、
競
 ム
ロ
が
 一
 部
 で
始
ま
っ
た
 
0
 
 
キ
タ
ノ
 の
い
う
「
 統
 ム
ロ
」
（
 
ぎ
 田
の
的
㍉
 

沖
ヱ
 
0
 コ
 ）
が
進
行
し
始
め
た
 

の
で
あ
る
 0
 し
か
し
ま
だ
、
そ
の
多
く
は
小
規
模
で
日
本
 人
相
手
の
商
売
、
飲
食
業
、
 

サ
一
 ビ
ス
 業
 、
出
版
業
等
 に
 留
ま
っ
て
お
り
、
 
む
 

し
ろ
都
市
部
を
中
心
に
日
本
人
相
手
の
流
通
・
経
済
圏
が
 形
成
さ
れ
た
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
ス
ト
を
機
に
 強
ま
っ
た
都
市
部
と
 耕
 

地
 、
お
よ
び
耕
地
間
相
互
の
連
携
強
化
と
相
 侯
 っ
て
 、
日
 系
 コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
構
造
的
分
離
」
 

G
 才
 u
c
 

（
亡
母
）
 

て
 も
が
「
 
p
*
@
o
 

コ
 ）
を
決
定
 

三
教
団
体
制
の
確
立
（
筆
頭
一
九
 0
 八
二
九
一
 四
任
 ・
）
 

@
 
Ⅱ
 @
 

走
 す
る
と
と
も
に
、
信
徒
評
議
員
 制
 を
設
け
て
体
制
が
 整
え
ら
れ
た
。
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  簗
り
 、
男
子
を
凌
賀
し
た
（
 

表
 二
）
。
そ
の
多
く
が
 

写
 真
 花
嫁
で
あ
っ
た
。
耕
地
に
は
新
家
庭
も
増
え
、
次
第
に
 

生
活
の
秩
序
が
整
っ
て
 

き
 

 
 

社
交
の
場
の
必
要
性
も
高
ま
っ
て
き
た
。
 

 
 
 
 

目
 

 
 

 
 

 
 

 
 

眩
づ
 げ
た
か
ら
 
ネ
 
し
る
 
0
 

 
 

が
 急
増
し
た
。
一
九
二
四
年
ま
で
の
 

呼
寄
 
移
民
の
 
う
 ち
 女
子
が
約
三
万
人
に
の
ぼ
 

 
 

 
 

 
 

三
、
セ
 
五
六
名
 

一
九
一
九
 

二
四
、
 セ
 九
一
名
 

一
九
一
九
（
大
正
八
）
 
午
 

三
、
四
九
七
名
 

一
九
二
 0
 

一
九
、
四
七
四
名
 

一
九
二
 0
 
 （
 同
 

九
）
 

三
 、
九
三
九
名
 

一
九
二
一
 

一
セ
 、
 二
 0
 
セ
名
 

一
九
二
一
（
同
一
 
0
 ）
 

三
 、
五
五
三
名
 

一
九
二
二
 

一
六
、
九
九
二
名
 

一
九
二
二
（
同
一
こ
 

 
 

「
日
本
政
府
ハ
ノ
イ
渡
航
旅
券
発
給
統
計
」
（
木
原
隆
吉
「
布
陣
 

日
本
人
史
 レ
 
一
 -
 
ハ
 -
 
ハ
 ペ
ー
ジ
所
収
Ⅰ
「
日
本
人
労
働
者
の
動
き
 」
（
 コ
 ハ
ワ
イ
 

日
本
人
移
民
 史
 」
二
六
三
 ｜
 四
ぺ
ー
ジ
所
収
）
か
ら
作
製
 

表
 4
 
 
耕
地
労
働
者
の
肢
 少
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

ワ
 

イ
入
国
移
民
数
 

耕
地
に
お
げ
る
日
本
人
労
働
者
数
 

 
 

 
 

 
 

三
 、
幸
ハ
 -
 
一
一
名
 

一
九
 0
 八
年
 

三
 二
、
七
 セ
 一
名
 

一
九
 0
 八
 
（
明
治
四
一
）
 

年
 

一
、
二
七
三
名
 

一
九
 0
 九
 

一
一
八
、
一
 0
 
六
名
 

一
九
一
 
0
 
 （
 同
 
四
 %
 

一
 、
九
二
一
名
 

一
九
一
 
0
 

二
八
、
一
二
三
名
 

一
九
一
二
（
同
四
五
）
 

二
 、
九
五
 0
 
名
 

一
九
一
一
 



を
 窺
わ
せ
る
。
密
教
的
色
彩
の
強
い
真
言
宗
は
、
移
民
 初
期
か
ら
各
地
で
大
師
講
が
生
ま
れ
て
い
た
が
、
 湯
尻
法
 眼
 に
よ
っ
て
 
ヒ
 色
法
眼
 

寺
や
他
の
大
師
堂
が
こ
の
頃
建
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
 し
 か
し
、
正
式
 開
 教
は
遅
れ
て
一
九
一
四
年
に
始
ま
 つ
 
-
@
@
2
 

ナ
 
i
 ）
 
 
 

本
派
本
願
寺
も
、
こ
の
時
期
に
著
し
い
発
展
ぶ
り
を
 見
 せ
た
 0
 教
練
 は
 マ
ウ
イ
 、
ヵ
ワ
イ
 な
ど
の
 島
喚
部
へ
 
大
き
 く
 伸
び
、
一
九
一
 
0
 

｜
 
一
一
年
だ
け
で
こ
の
二
島
に
五
手
、
他
 島
 二
一
幸
 が
 建
立
さ
れ
た
。
開
敷
 二
 0
 年
 
（
一
九
一
六
）
に
し
て
、
「
 
一
別
院
 三
 二
布
教
場
 二
 

@
 
㎏
）
 

六
 説
教
場
」
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
に
到
る
 寺
 院
の
大
部
分
が
完
成
し
た
。
一
九
 0
 八
年
か
ら
は
全
島
の
 開
教
使
に
よ
 る
「
 開
教
 

使
会
 」
が
教
団
の
議
決
機
関
と
し
て
組
織
さ
れ
、
布
教
 そ
の
他
の
事
業
を
ム
ロ
 議
 制
に
よ
っ
て
決
定
し
て
い
く
機
構
 が
 確
立
さ
れ
た
。
さ
ら
 

に
 、
各
布
教
場
に
附
属
し
て
仏
教
婦
人
会
や
日
曜
学
校
、
 仏
教
青
年
会
、
日
本
語
学
校
も
続
々
と
設
立
さ
れ
て
 ぃ
 っ
た
 （
 表
 三
）
。
写
真
結
 

婚
に
よ
 
る
婦
人
の
増
加
に
あ
れ
せ
て
仏
教
婦
人
会
が
急
 増
し
た
が
、
同
時
に
そ
れ
に
伴
 う
 児
童
の
増
加
に
対
応
し
 て
、
 特
に
こ
の
時
期
に
 

日
曜
学
校
の
整
備
・
充
実
が
は
か
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
 の
 
「
幼
年
教
会
」
を
「
日
曜
学
校
」
（
の
目
口
角
 せ
 o
n
r
o
o
 

）
 ）
と
改
め
二
九
一
 0
 ）
 

て
 組
織
と
教
育
内
容
の
改
善
を
図
り
、
宗
祖
降
誕
会
な
 ど
に
独
自
の
宗
教
行
事
を
執
行
し
た
り
、
一
般
市
民
を
集
 め
て
運
動
会
を
盛
大
に
 

待
た
う
 な
ど
活
発
な
運
動
を
展
開
し
た
。
 

さ
ら
に
、
本
願
寺
教
団
が
開
敷
初
期
か
ら
積
極
的
に
取
 組
ん
で
き
た
教
育
事
業
は
、
二
世
の
成
長
に
伴
い
中
学
校
 、
高
等
女
学
校
の
開
 

校
 に
及
ん
だ
 0
 ア
メ
リ
カ
市
民
権
を
も
つ
日
系
二
世
は
 一
九
一
 0
 午
で
約
二
万
人
に
達
し
て
い
た
が
（
 

表
 
一
）
 
、
こ
 の
頃
に
は
初
等
教
育
を
 

終
え
、
公
立
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
に
進
学
す
る
者
が
増
加
し
 た
 。
そ
の
結
果
、
ハ
ワ
イ
の
公
立
小
中
学
校
、
ま
た
ハ
イ
 ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
も
 

生
徒
数
の
約
四
 0
%
 を
日
系
子
弟
が
占
め
る
よ
 う
 に
 な
 っ
た
 。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
て
、
一
九
 0
 七
年
 
ハ
 ワ
イ
中
学
校
（
ホ
ノ
ル
 

ル
 Ⅰ
一
九
一
 0
 年
 ハ
ワ
イ
高
等
女
学
校
（
 同
 Ⅹ
一
九
一
 
三
年
ヒ
ロ
高
等
女
学
校
、
一
九
一
五
年
ヒ
ロ
中
学
校
が
 開
設
さ
れ
た
。
ま
た
 浄
 

十
宗
 も
 、
高
等
女
学
校
二
九
一
 
0
 ）
、
男
子
中
学
校
二
 校
 
（
一
九
一
五
）
を
開
設
し
た
。
こ
れ
ら
の
学
校
は
公
立
 ハ
イ
ス
ク
ー
ル
に
並
行
 

し
て
中
学
程
度
の
教
育
を
施
す
目
的
で
開
設
さ
れ
た
。
 本
 願
寺
 附
属
の
学
校
の
場
合
は
中
学
・
高
女
と
も
 四
 学
年
 制
 が
採
用
さ
れ
、
小
学
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昔
薗
 

・
 し
て
㌧
 

、
 
，
。
（
 

た
 
5
-
 
，
 

か
く
し
て
、
本
願
寺
教
団
は
布
教
場
ご
と
に
日
曜
学
校
か
 ら
 仏
教
青
年
会
、
婦
人
会
に
お
 ょ
ぶ
 信
徒
教
化
体
制
と
 、
幼
稚
園
か
ら
高
等
 

学
校
に
お
 ょ
ぶ
 日
本
語
教
育
体
系
を
確
立
し
、
全
島
的
 な
 教
団
体
制
が
完
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
施
設
が
各
耕
地
の
 日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
 

教
育
や
社
交
の
場
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
し
た
の
み
 な
ら
ず
、
葬
儀
、
結
婚
式
、
各
種
宗
教
行
事
を
通
し
て
、
 宗
教
心
の
掴
 養
 、
道
徳
 

心
の
増
長
、
さ
ら
に
日
系
人
と
し
て
の
民
族
的
 ア
 イ
 デ
 ン
テ
ィ
テ
ィ
の
維
持
、
日
本
文
化
の
継
承
、
ナ
シ
ョ
ナ
 リ
 ズ
ム
の
昂
揚
に
大
き
く
 

貢
献
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
日
系
人
社
会
の
 全
島
的
な
制
度
が
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
の
段
階
で
、
全
島
 に
わ
た
る
教
団
体
制
を
 

確
立
し
、
そ
れ
を
通
し
て
の
交
流
は
日
系
人
社
会
の
連
 帯
 、
結
束
を
強
め
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
強
化
の
上
で
重
 要
 な
役
割
を
果
し
た
と
 

い
え
る
。
日
本
語
学
校
も
教
育
的
効
果
は
別
と
し
て
、
「
 
託
児
 施
設
的
機
能
」
 定
生
ミ
ム
 （
（
 

ぎ
的
ぎ
 目
ヰ
 ご
 こ
を
 確
 か
に
果
し
て
い
た
 0
 日
 

本
語
学
校
へ
の
通
学
で
、
子
供
た
ち
は
放
課
後
や
休
暇
 中
も
街
頭
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
暇
の
な
い
状
態
で
お
か
れ
 、
 他
 民
族
の
子
弟
と
の
 

交
遊
機
会
の
減
少
、
犯
罪
・
非
行
の
予
防
に
効
果
が
あ
 っ
 た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
効
果
 を
 指
導
者
層
は
十
分
に
 

校
 入
学
年
制
と
合
わ
せ
て
公
立
教
育
制
度
の
ハ
イ
ス
 

ク
ー
ル
ま
て
十
二
学
年
制
に
丸
爪
し
て
Ⅰ
 

。
１
 %
 
 
、
、
 た
 
。
（
 

-
 
4
@
l
 



に 系 ト 

対 と 毅 一 

すの る反 糸方 " "   

会所 学 ! 本 

    

  
  l ロ 口 

数 五 O 開設独立 日         
ら の 校 表 
起 三 な な 一       が れ が 

" る こ 
    

西日 

洞   深 この時 の頃 （ 表 五） 

期 。 刻 小でホ 九三六 校 
ヤ - し , し ケ - ヒ 

激 の な 
系東 

化 三 つ 
本 

一 O 一 願 
す 者 て 
6 間 い 校 寺 
0 の た   そ 達士 

の と " 
原 り ワ 一 O 一 校   系 ホ 
因 わ ィ 

め げ の 
真 - 

一 仏 日 
      

O  窯   
本語学 つ： 、ヵ 教系と     
ア キ ォ女 九 二 六 計 

四 八 六   
カ ト リ 

校 

化 教 ス 

一
九
一
 0
 年
頃
か
ら
強
く
な
っ
て
 き
 た
そ
の
よ
う
な
批
判
 は
 、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
、
 ア
 

し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
批
判
の
根
底
に
は
、
民
主
主
義
 国
 ア
メ
リ
カ
の
よ
り
強
固
な
発
展
の
 

物
を
除
去
し
よ
う
と
い
う
ア
メ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
 り
 。
 
ス
 ム
 が
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
一
国
旗
、
 

り
カ
化
 （
 
ト
 目
れ
方
が
 
コ
 寸
が
 
曲
 。
 コ
 ）
」
運
動
が
怒
濤
の
よ
う
 に
 展
開
さ
れ
だ
し
た
の
で
あ
る
。
 

メ
リ
ヵ
 の
参
戦
と
続
く
動
向
の
中
で
増
々
激
 

た
め
に
、
そ
れ
を
阻
害
す
る
要
因
や
不
同
化
 

一
国
語
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
「
ア
メ
 

四 

本 

順守 

教 
団 
の 
変 

容 

（ 持 亮一 

    
期 

  
九   
五 
    

九一 
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教
理
展
開
の
基
本
方
向
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
 ム
や
キ
リ
ス
ト
教
と
の
「
 妥
 

 
 

回
腸
・
協
調
」
に
あ
っ
た
。
今
村
は
信
心
持
木
、
王
 
法
為
本
 、
報
恩
主
義
、
真
俗
二
諦
 相
 賢
相
補
を
説
い
て
、
 
精
神
生
活
の
中
心
は
信
心
で
 

 
 

ぅ
 べ
き
と
主
張
し
た
。
特
に
、
真
宗
は
国
家
主
義
的
で
あ
 る
と
い
う
批
判
に
対
し
て
、
 

@
0
0
 

）
 

 
 

 
 

 
 

所
 

王
法
烏
木
の
 
原
ヒ
 日
に
 塞
 い
て
忠
君
愛
国
を
説
く
の
 ほ
 自
分
の
生
活
の
依
っ
て
立
つ
国
家
や
国
法
に
対
す
る
 報
 恩
の
発
露
で
あ
り
、
帰
化
で
 

 
 

き
な
い
日
本
国
民
に
は
日
本
へ
の
、
ア
ノ
リ
カ
市
民
権
 を
 得
た
日
系
市
民
に
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
忠
誠
、
報
恩
を
説
 く
の
が
当
然
で
あ
り
、
 

5
 

国
清
眩
宗
 

容
際
 
、
布
教
に
あ
た
っ
て
は
ア
ノ
リ
 
異
教
に
対
し
て
は
寛
容
和
好
の
態
度
で
の
ぞ
む
 

カ
 
の
国
風
 

 
 

つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

風
 
を
も
っ
て
す
る
こ
と
、
 

他
 

こ
の
 ょ
う
 な
状
況
を
憂
え
た
一
部
の
教
育
者
た
ち
の
尽
力
 に
よ
っ
て
、
日
本
語
学
校
の
統
一
と
独
自
の
教
科
書
 編
 ・
纂
を
目
的
と
し
て
、
 

一
九
一
五
年
二
月
「
 布
吐
 教
育
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
 本
 願
寺
 教
団
も
事
態
を
打
解
す
る
た
め
に
独
自
の
教
育
改
 革
を
推
進
す
る
こ
と
を
 

@
 
ぱ
 -
 

決
定
し
、
一
九
一
五
年
初
頭
、
日
英
面
語
 で
 「
本
願
寺
 

学
校
改
正
趣
意
書
」
を
発
表
、
教
育
・
運
営
方
針
を
大
幅
 

に
 変
更
し
た
。
在
留
日
 

本
人
の
生
活
方
針
が
永
住
土
着
へ
定
ま
っ
た
こ
と
を
 前
 提
に
 、
子
弟
が
 ア
メ
り
力
的
 生
活
を
営
な
む
に
利
な
ら
し
 む
 一
助
と
し
て
、
日
本
 

語
学
佼
は
家
庭
教
育
を
補
弼
 し
 、
公
立
学
校
と
の
仲
介
 
連
絡
を
任
と
す
る
教
育
的
家
族
の
組
織
と
す
る
と
転
換
 せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
伴
っ
て
倭
名
も
本
願
寺
附
属
小
学
校
を
「
学
園
」
 （
円
ら
 
目
 n
p
 
ヰ
 。
 コ
 生
年
 の
う
 
⑧
と
改
め
た
。
 

こ
の
時
を
機
に
、
本
願
寺
教
団
は
日
系
市
民
の
ア
メ
リ
 ヵ
 化
 運
動
に
教
団
組
織
を
挙
げ
て
本
格
的
に
取
り
組
む
こ
 と
に
な
る
 0
 そ
の
 端
 

繕
 は
、
 Y
M
C
A
 
が
推
進
し
ょ
う
と
し
て
い
た
「
日
系
 市
民
啓
発
運
動
」
へ
の
参
加
（
一
九
二
八
・
二
）
で
あ
る
 。
第
一
回
市
民
啓
発
 大
 

会
 を
布
 畦
 中
学
校
講
堂
で
開
催
（
 同
 ・
三
）
し
た
ほ
か
、
 仏
教
青
年
会
が
運
動
推
進
の
主
体
と
な
り
、
「
同
胞
 ヒ
 で
の
特
集
号
の
発
行
、
 

通
俗
講
演
会
の
開
催
や
・
日
系
人
社
会
全
体
の
ア
メ
リ
 力
 化
運
動
の
一
環
で
あ
っ
た
「
生
活
改
善
運
動
」
「
服
装
 改
善
運
動
」
の
推
進
等
に
 

努
め
た
。
同
年
の
開
敷
 使
 会
議
（
一
九
一
丁
 
ハ
 ・
七
）
で
 は
 、
ア
メ
リ
カ
化
運
動
推
進
を
確
認
し
、
教
団
と
し
て
 正
 式
 に
決
定
し
た
。
そ
の
 



「
 0
 づ
 0
 ）
を
意
味
す
る
等
々
と
論
じ
て
偶
像
崇
拝
と
の
 批
 判
 に
対
処
す
る
と
と
も
に
、
数
理
の
理
念
化
に
努
め
た
。
 

し
か
し
、
事
態
は
何
ら
改
善
さ
れ
ず
、
対
立
は
増
々
深
く
 な
り
、
本
願
寺
は
協
調
主
義
か
ら
一
歩
踏
み
出
さ
ざ
る
 を
 得
な
く
な
る
。
 
そ
 

の
実
 期
は
日
本
語
学
校
取
締
法
、
第
二
次
オ
ア
フ
島
耕
地
 ス
ト
で
あ
っ
た
。
日
本
語
学
校
取
締
法
を
め
ぐ
る
対
立
 と
は
、
第
一
次
大
戦
 へ
 

の
 ア
メ
リ
 ヵ
 の
参
戦
（
一
九
一
七
）
を
機
に
全
米
に
渦
巻
 い
 た
熱
狂
的
な
愛
国
運
動
を
背
景
に
、
日
本
語
学
校
の
 取
締
り
 、
 後
に
は
廃
絶
 

を
目
的
と
し
た
一
連
の
「
外
国
語
学
校
取
締
法
」
へ
の
 試
 訴
 提
起
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
 ア
メ
り
 ヵ
太
社
会
と
の
対
立
 と
 日
系
人
社
会
の
分
裂
 

事
件
で
あ
る
。
一
九
一
九
年
最
初
の
法
案
が
ハ
ワ
イ
 県
 会
 に
提
出
さ
れ
た
の
を
ぎ
っ
か
げ
に
 荷
酷
 な
取
締
法
が
次
 々
に
制
定
実
施
さ
れ
、
 

日
本
語
学
校
側
は
一
九
二
二
年
十
二
月
「
憲
法
違
反
」
の
 理
由
で
政
府
を
相
手
に
試
 訴
 に
踏
切
っ
た
。
裁
判
は
県
 裁
判
所
か
ら
合
衆
国
法
 

廷
 へ
、
さ
ら
に
合
衆
国
日
 堅
局
裁
 へ
と
も
ち
こ
ま
れ
、
一
九
 二
七
年
二
月
最
高
裁
に
お
い
て
ハ
ワ
イ
の
外
国
語
学
校
 取
締
法
は
違
憲
で
あ
る
 

と
の
最
終
判
決
が
下
さ
れ
た
。
講
話
校
は
三
分
の
二
に
 あ
た
る
八
八
校
に
の
ば
っ
た
が
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
 試
訴
派
 と
非
詞
話
 派
と
 

に
 日
系
人
社
会
は
分
裂
し
 、
 鋭
く
対
立
し
た
。
 
試
訴
派
は
 
本
願
寺
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
系
が
中
心
を
な
し
、
 非
 講
話
派
の
中
心
は
日
系
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
会
系
で
あ
っ
た
。
 

ハ
ワ
イ
日
系
人
史
上
最
大
の
争
議
と
な
っ
た
第
二
次
オ
ア
 フ
島
 耕
地
ス
ト
は
、
日
本
語
学
校
取
締
法
案
で
騒
然
と
 し
て
い
た
日
展
 申
 、
一
 

九
二
 0
 年
 
一
月
に
勃
発
し
た
 0
 こ
の
ス
ト
は
前
年
末
に
 ハ
ワ
イ
各
農
耕
地
労
働
者
を
傘
下
に
組
織
さ
れ
た
「
 布
珪
 日
本
人
労
働
団
体
連
盟
 

会
 」
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
、
増
給
要
求
を
主
目
的
と
し
 た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
仏
教
信
仰
と
日
本
語
教
育
の
自
由
 を
 求
め
た
要
求
項
目
も
 

あ
り
、
日
系
人
社
会
と
新
主
・
ア
メ
リ
カ
人
社
会
と
の
 全
面
的
対
決
の
様
相
を
呈
し
た
。
こ
れ
に
は
オ
ア
フ
島
人
 耕
地
一
万
三
千
人
の
労
 

勘
者
及
び
そ
の
家
族
が
参
加
し
た
ほ
か
、
同
時
に
決
起
 し
た
 フ
ィ
リ
ピ
ン
労
働
者
と
も
連
帯
し
な
が
ら
半
年
に
わ
 た
っ
て
続
行
さ
れ
た
。
 

日
系
キ
リ
ス
ト
教
 弄
 は
こ
の
ス
ト
に
反
対
し
た
が
、
仏
教
 教
団
や
神
社
は
共
感
を
表
明
し
、
支
援
活
動
に
も
 携
わ
 
つ
こ
 
キ
ハ
 
。
 

Ⅰ 60 り 

そ
れ
が
二
諦
 相
 資
の
意
味
で
あ
る
と
説
い
た
。
ま
た
、
 

木
 像
 絵
像
は
宗
教
的
生
命
の
象
徴
で
あ
り
、
生
命
，
 光
 
慈
悲
（
Ⅰ
武
の
。
 

F
 ～
の
 
ア
 （
 ，
 

 
 

 
 



略
 

遡
行
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
仏
教
が
そ
の
普
遍
性
 の
 故
に
ア
メ
リ
カ
の
文
化
や
国
情
に
適
合
し
た
展
開
が
可
 能
 で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
 

 
  

 
 
 

 
 

す
る
こ
と
を
 再
 提
唱
し
、
宗
派
の
壁
を
越
え
て
新
た
な
 
「
ア
メ
リ
カ
仏
教
」
「
ハ
ワ
イ
 

@
 
担
 @
 

6
1
 

仏
教
」
の
樹
立
に
向
か
っ
て
運
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
 る
 。
 

 
 

彰
 
姻
の
民
主
主
義
、
個
人
主
義
、
独
立
・
自
由
・
平
等
 
と
い
う
精
神
と
同
一
の
地
平
に
立
つ
と
強
調
し
て
、
仏
教
 信
仰
を
釈
尊
の
教
 説
 に
ま
で
 

  ㍻
 

趣
 こ
っ
た
平
等
解
脱
、
す
な
わ
ち
平
等
（
 囲仁
の
 ）
 
@
 
（
 

ピ
 ）
と
自
由
（
Ⅱ
「
の
の
 
巨
 。
 日
 ）
を
生
命
と
す
る
博
愛
主
義
の
 宗
教
」
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
 

本
願
寺
教
団
は
こ
れ
ら
の
事
件
の
渦
中
に
あ
っ
て
 、
そ
 れ
ま
で
の
協
調
主
義
や
安
堵
主
義
と
訣
別
し
た
。
一
九
二
 0
 年
の
開
放
 使
 会
議
 

@
 
為
 @
 

で
、
ス
ト
地
の
開
敷
使
へ
の
 義
 描
金
送
付
や
見
舞
い
を
 決
 議
し
、
仏
教
青
年
会
な
ど
が
ス
ト
支
援
活
動
に
積
極
的
 に
 参
加
し
た
こ
と
も
、
 

さ
ら
に
外
国
語
学
校
取
締
法
に
対
し
て
 試
訴
 派
の
中
心
と
 し
て
闘
 い
 抜
い
た
こ
と
も
、
そ
れ
を
意
味
す
る
。
そ
れ
 は
 同
時
に
、
自
由
、
 
乎
 

等
 、
人
権
と
い
っ
た
ア
メ
リ
カ
精
神
の
基
本
原
理
を
自
 己
 主
張
の
根
拠
と
し
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
こ
と
を
示
し
 て
い
る
 0
 そ
し
て
そ
の
 

必
然
的
帰
結
と
し
て
、
そ
れ
ら
ア
メ
リ
カ
的
原
理
と
仏
 教
 信
仰
と
の
新
た
な
統
合
を
め
ざ
す
方
向
へ
の
自
己
変
容
 が
 開
始
さ
れ
る
こ
と
に
 

な
る
。
 

今
村
は
、
ア
メ
リ
カ
化
は
キ
リ
ス
ト
教
化
で
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
と
い
う
一
部
の
米
化
論
に
ま
ず
公
然
と
批
判
を
 加
え
た
 0
 そ
の
 ょ
ぅ
 

な
 精
神
的
屈
従
を
も
要
求
す
る
 米
 比
論
 は
 
「
精
神
的
独
上
 
工
を
尊
ぶ
、
米
国
建
国
の
精
神
に
違
反
す
る
」
と
論
じ
、
 

様
々
な
文
化
的
伝
統
を
 

有
す
る
各
民
族
の
自
由
・
独
立
な
共
存
と
相
互
尊
重
、
 そ
 の
上
で
の
協
働
と
統
一
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
社
会
の
あ
る
 べ
 き
 姿
だ
と
強
調
す
 

る
 0
 そ
し
て
信
仰
の
自
由
こ
そ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
 何
 も
の
に
も
ま
し
て
尊
重
さ
れ
る
べ
 き
 権
利
で
あ
る
と
 主
 張
 し
た
。
ま
た
「
仏
教
 

は
 三
国
伝
来
の
超
国
境
的
宗
教
で
あ
っ
て
、
儒
教
や
 ヒ
ン
 ド
ゥ
 教
 、
ユ
ダ
ヤ
教
の
よ
う
な
民
族
宗
教
と
は
全
く
異
 な
る
」
「
仏
教
徒
は
先
 

容
づ
 第
一
に
自
国
他
国
、
本
国
異
国
と
い
う
心
慮
を
 脱
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
論
じ
、
仏
教
は
本
来
ナ
シ
 ヨ
 ナ
リ
ズ
ム
を
越
え
た
普
遍
 

ぬ
 

宗
教
で
あ
る
と
い
う
 通
 仏
教
的
な
立
場
か
ら
の
 所
 
論
を
展
開
し
た
 0
 
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
釈
尊
の
説
い
た
 仏
 教
は
特
権
主
義
に
反
抗
し
て
 



こ
の
 ょ
う
 な
動
き
を
最
も
端
的
に
物
語
る
の
は
、
一
九
一
 

一
 
0
 年
に
本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
「
英
語
伝
道
」
で
あ
る
 。
白
人
に
対
す
る
 英
 

話
 に
よ
る
伝
道
こ
そ
が
 
開
教
 の
本
義
で
あ
る
と
い
う
 認
 識
は
 開
放
初
期
か
ら
抱
か
れ
て
い
た
が
、
 

通
 仏
教
的
教
理
 展
開
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
 

仏
教
の
樹
立
と
い
う
明
確
な
方
向
性
の
獲
得
、
さ
ら
に
 積
極
的
な
自
己
主
張
に
よ
る
状
況
打
破
と
い
う
戦
略
的
意
 図
 を
も
っ
て
、
こ
の
時
 

期
 に
開
始
さ
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
開
始
を
 緊
急
課
題
と
さ
せ
た
社
会
的
要
因
も
あ
っ
た
。
宗
教
離
れ
 、
仏
教
離
れ
の
傾
向
を
 

顕
著
に
示
し
出
し
た
日
系
二
世
問
題
で
あ
る
。
 

日
系
二
世
は
一
九
二
五
年
頃
に
は
一
世
人
口
を
凌
賀
し
 た
 
（
泰
一
）
の
み
な
ら
ず
、
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
以
上
の
教
育
 を
 終
え
て
就
業
す
る
 

者
が
急
増
し
、
官
公
吏
、
教
員
、
軍
人
、
弁
護
士
、
医
 師
 そ
の
他
の
特
殊
技
能
者
な
ど
、
一
世
に
は
不
可
能
だ
っ
 た
 分
野
や
知
的
職
業
に
 

（
 
授
 ）
 

続
々
と
就
い
て
い
っ
た
 0
 
一
九
三
 0
 年
に
は
に
は
県
議
 

も
っ
て
応
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
 0
 

と
し
て
、
「
米
市
連
合
仏
教
伝
道
会
」
を
組
織
し
た
。
 

そ
 

宗
教
に
対
す
る
異
称
感
が
徐
々
に
顕
在
化
し
て
ぎ
た
の
 

英
語
 力
と
 ア
メ
リ
カ
的
観
念
と
慣
習
を
身
に
つ
げ
て
 成
 

た
 。
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
の
は
第
二
次
オ
ア
フ
島
 

し
て
い
た
 0
 こ
の
よ
う
な
彼
ら
に
と
っ
て
、
先
祖
崇
拝
を
 

か
く
し
て
、
宗
教
離
れ
、
仏
教
離
れ
を
始
め
た
二
世
に
対
 

6
%
 分
 

甘
 （）
ら
を
主
任
と
し
て
招
ぎ
、
仏
教
青
年
 

本
願
寺
教
団
は
一
九
二
 0
 午
 、
ア
メ
リ
カ
出
生
青
年
波
 

会
下
院
議
員
と
 ヵ
ヮ
 4
 部
参
事
会
員
に
当
選
す
る
者
も
出
 

長
し
た
 0
 第
一
次
、
第
二
次
オ
ア
フ
島
ス
ト
に
は
明
ら
か
 

全
や
「
 布
唾
 

@
 
。
。
 
伝
道
協
会
」
（
一
九
二
三
設
立
）
等
の
諸
機
関
 

は
 当
然
の
帰
結
で
あ
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
化
運
動
の
も
た
 

基
盤
と
す
る
儀
礼
や
慣
習
的
伝
統
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
 

び
 幼
年
者
に
対
す
る
宗
教
教
育
な
ら
び
に
英
語
伝
道
の
急
 

し
て
新
設
し
た
英
語
伝
道
部
に
 ヵ
 
ー
ビ
ー
（
 ま
 ・
 円
 

し
て
、
仏
教
教
団
は
英
語
に
よ
る
説
教
や
伝
道
、
教
理
 

ス
ト
や
日
本
語
学
校
問
題
を
め
ぐ
る
日
系
人
社
会
内
の
 宗
教
対
立
で
あ
っ
た
。
 

た
 。
彼
ら
は
市
民
権
と
 

ら
し
た
結
果
で
も
あ
っ
 

て
い
る
 親
 
（
一
世
）
の
 

を
 動
員
し
て
英
語
伝
道
 

T
 
Ⅰ
 
ハ
 
山
手
 せ
 ）
や
ハ
ン
ト
 

の
 理
念
化
・
体
系
化
を
 

に
 彼
ら
の
主
張
が
反
映
 

務
 に
応
ず
る
を
目
的
 

事
業
を
急
速
に
推
進
し
た
の
で
あ
る
 0
 か
く
し
て
、
「
 英
 語
 讃
仏
敵
」
の
編
纂
（
一
九
二
四
）
、
英
文
冊
子
「
㌧
 
a
c
@
 

（
 
T
 
 し
 年
年
Ⅰ
 
す
ざ
日
 」
の
 刊
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  捷
老
 

ほ
旗
 

イ
ス
 

ヮ
 

竹
二
九
二
六
）
、
ハ
ン
ト
 

編
 「
英
文
仏
教
大
意
」
の
 

刊
 
行
 （
一
九
二
九
Ⅹ
白
人
入
門
式
の
挙
行
（
一
九
二
八
 

一
九
三
一
年
で
計
十
七
 

名
 
以
上
入
門
）
等
々
、
事
業
は
進
展
し
て
い
っ
た
。
 

ま
た
、
 

通
 
仏
教
的
運
動
も
展
開
を
見
せ
、
一
九
二
六
年
 

か
ら
は
「
釈
尊
降
誕
会
」
を
「
花
祭
り
」
と
し
て
仏
教
 

各
 
派
 
合
同
で
開
催
す
る
 

よ
り
に
な
り
、
香
案
連
合
が
具
体
化
し
て
い
っ
た
。
二
八
 

年
に
は
「
世
界
仏
教
徒
連
絡
機
関
」
を
別
院
に
投
げ
る
 

と
と
も
に
、
国
際
仏
教
 

肋
吻
ム
ム
 

（
Ⅰ
 

コ
ヰ
 

の
Ⅰ
臣
が
 

ヱ
 
0
 
コ
曲
 

～
㏄
 

け
宙
 

Ⅰ
田
の
旺
 

ド
コ
 

の
ヱ
ヰ
二
 

%
0
 

）
の
 
太
 
虔
 （
 
円
 
生
出
 
紬
 
）
の
 
来
 
布
を
機
に
同
協
会
ハ
ワ
イ
支
部
 

を
 
結
成
し
た
（
一
九
二
 

九
）
。
さ
ら
に
ハ
ン
ト
の
尽
力
に
よ
り
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
 

米
 
入
仏
教
会
が
創
設
さ
れ
て
ホ
ノ
ル
ル
伝
道
部
の
直
属
 

と
 
な
り
（
一
九
三
 

0
 
Ⅰ
 ま
 

た
 
米
本
土
西
海
岸
地
力
で
の
ア
メ
リ
カ
人
中
心
の
通
宗
派
 

的
 （
 
臣
 
。
申
の
の
の
 

蕾
 
（
す
二
）
仏
教
運
動
の
発
展
に
大
い
に
 

貢
 
敵
 
し
た
。
一
九
三
 

0
 
年
 

五
月
「
ハ
ワ
イ
仏
教
年
報
ヰ
す
 

キ
 
㏄
由
が
コ
 

%
 
屈
隼
 

白
日
群
戸
 

コ
 
目
ち
 
ヒ
 
を
欧
米
、
イ
ン
ド
、
日
本
の
仏
教
学
者
の
寄
 

稿
 
を
も
っ
て
発
刊
し
、
 

 
 

  

 
 

@
 
㌍
）
 

の
 一
連
の
運
動
の
最
盛
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
化
運
動
の
推
進
、
さ
ら
に
 

通
仏
 
教
的
 
普
遍
主
義
的
仏
教
運
動
の
追
及
は
教
理
や
理
念
、
 

運
動
面
で
の
本
願
寺
 

容
 教
団
自
身
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
が
、
変
容
は
そ
 

れ
に
 
留
 
ら
ず
、
儀
礼
や
様
式
面
で
も
起
こ
っ
た
。
一
九
一
 

八
年
に
落
成
し
た
別
院
新
柳
 

ぬ
 藍
が
、
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
数
世
紀
の
永
 

き
 
歴
史
を
 

ぬ
と
は
 
通
 
仏
教
的
展
開
の
先
鞭
を
な
す
も
の
で
あ
っ
 

有
す
る
仏
教
の
伝
統
を
表
現
し
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
風
の
円
 

芸
 

た
が
、
そ
の
内
装
は
べ
ン
チ
式
礼
拝
 

場
 
、
パ
イ
プ
・
オ
ル
 

町
奴
塔
の
建
造
物
で
あ
っ
た
こ
 

ガ
ン
、
間
接
照
明
装
置
、
説
 

ョ
 比
 
壇
 
等
々
、
内
陣
を
除
け
ば
キ
リ
ス
ト
教
会
と
全
 

く
 
同
様
の
様
式
が
採
ら
れ
た
。
礼
拝
所
を
べ
ン
チ
式
に
し
 

、
ま
た
、
伝
統
的
な
提
灯
や
 

、
寄
付
張
出
し
等
の
廃
止
が
一
九
二
 

0
 
年
以
降
全
島
の
 

寺
院
に
渡
っ
 

て
 
行
な
わ
れ
た
（
 

。
 
4
@
0
 

-
 
 

ま
た
寺
院
で
の
結
婚
式
も
 

こ
の
頃
か
ら
西
洋
式
 

タ
イ
ル
で
挙
行
さ
れ
る
よ
 

う
 
に
な
っ
た
。
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本
願
寺
教
団
 

願
寺
 教
団
の
変
 

，
 ヴ
 ィ
 に
お
 

様
式
・
用
語
・
 

分
 げ
ら
れ
る
。
 

や
通
 宗
派
的
運
 

ょ
 び
 ア
メ
リ
 ヵ
 

英
語
讃
仏
 歌
 の
 

ど
の
、
キ
 
リ
ス
 

期
か
ら
で
あ
る
 の

 展
開
を
、
日
系
人
社
会
に
お
け
る
役
割
を
視
野
に
お
さ
 め
な
が
ら
歴
史
的
に
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
れ
を
も
と
 に
、
本
 

容
の
内
容
を
整
理
し
、
そ
の
変
容
を
促
し
た
要
因
に
つ
 い
て
考
察
を
加
え
て
結
び
と
し
た
い
。
 

け
る
本
願
寺
教
団
が
一
九
三
 0
 年
代
初
頭
ま
で
に
経
験
 し
た
変
容
は
大
別
す
る
と
、
㈲
教
理
・
理
念
上
の
変
容
、
 ㈲
儀
礼
 

建
築
様
式
等
の
変
容
、
㊤
教
化
活
動
・
信
徒
活
動
等
の
 運
動
様
式
の
変
容
、
⑳
教
団
組
織
、
特
に
 宗
 改
機
構
の
変
 容
、
に
 

教
理
・
理
念
上
の
変
容
は
原
始
仏
教
へ
の
遡
行
と
普
遍
 性
の
強
調
、
通
仏
教
化
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
の
国
際
 仏
 教
 運
動
 

動
の
推
進
と
ま
と
め
ら
れ
、
年
代
的
に
は
一
九
二
 0
 年
 は
 降
に
展
開
す
る
。
儀
礼
や
様
式
面
で
の
変
容
は
、
逓
伝
 教
化
 お
 

化
と
ま
と
め
ら
れ
る
。
前
者
は
別
院
伽
藍
に
象
徴
さ
れ
、
 日
曜
礼
拝
（
 ぎ
 已
還
の
 串
ま
 ㊧
）
や
西
洋
式
結
婚
式
 の
 執
行
、
 

斉
唱
、
寺
院
内
装
に
お
け
る
べ
ン
チ
や
説
教
壇
の
使
用
 、
い
け
コ
 
宙
が
せ
の
。
 

プ
 0
0
 
㌃
 へ
 ま
㏄
 卜
 ・
べ
と
 
号
 い
下
等
の
用
 圧
幅
の
 
使
用
な
 

ト
 教
会
様
式
の
採
用
が
後
者
を
物
語
る
。
一
部
は
比
較
的
 初
期
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
本
格
化
し
た
の
は
一
九
一
 0
 年
代
後
 

。
活
動
・
運
動
面
で
の
変
容
は
日
曜
学
校
や
仏
教
青
年
 会
な
ど
の
結
成
と
活
発
な
運
動
に
象
徴
さ
れ
る
よ
 う
 に
 、
 
一
応
 ア
 

五
 

変
容
と
そ
の
要
因
 

針
の
決
定
は
実
質
的
に
は
全
島
の
開
 教
使
 に
よ
っ
て
 構
 成
さ
れ
る
「
 開
教
 健
全
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
 

全
 開
放
 使
 参
加
に
 よ
 る
 合
 

議
制
 自
体
が
す
で
に
日
本
の
仏
教
教
団
と
し
て
は
斬
新
 的
な
教
団
運
営
の
方
法
で
あ
っ
た
が
、
英
語
伝
道
や
次
代
 同
胞
対
策
が
重
要
議
題
 

と
な
っ
て
い
た
一
九
二
二
年
度
開
敷
健
全
で
、
さ
ら
に
 信
徒
代
表
を
本
会
議
に
参
加
さ
せ
る
案
が
提
出
さ
れ
、
 直
 ち
に
決
定
さ
れ
た
 0
 か
 

く
し
て
、
 
翌
 二
三
年
に
教
団
本
会
議
を
「
間
数
健
全
」
 

か
 ら
 
「
 議
制
会
 」
へ
と
改
称
し
、
 
開
教
使
 代
議
員
二
九
名
 、
信
徒
代
表
議
員
二
上
 
ハ
 

（
 
払
り
 

@
 

名
 で
第
一
回
議
制
令
が
開
催
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
 る
 。
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メ
リ
盈
 化
と
い
え
る
 0
 但
し
こ
の
二
つ
の
運
動
に
つ
い
て
 は
 、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
日
曜
学
校
や
 Y
M
C
A
 

等
を
明
 

ら
か
に
意
識
し
競
争
し
 

た
 意
図
も
う
か
が
え
る
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
会
方
式
の
採
 用
 と
も
い
え
る
が
、
日
本
に
お
い
て
も
明
治
初
期
か
ら
 圭
 
円
 
年
会
、
婦
人
会
、
日
曜
 

@
 
わ
 @
 

学
校
等
は
組
織
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
ハ
ワ
イ
で
 始
 め
て
行
わ
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
ま
た
、
運
営
方
式
や
活
 動
 内
容
の
面
で
ア
メ
リ
 

力
 式
に
な
っ
た
の
は
、
仏
教
青
年
会
で
も
一
九
一
 0
 年
代
 後
期
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
 

宗
 改
機
構
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
や
や
詳
し
く
論
じ
て
 み
た
い
。
一
九
 0
 セ
 年
に
法
人
と
し
て
認
可
さ
れ
た
際
に
 整
え
た
家
政
機
構
は
 

次
の
通
り
で
あ
が
。
ま
ず
信
徒
を
定
期
的
に
教
団
維
持
（
 

7
@
 

費
を
払
う
「
正
会
員
」
（
 く
 0
 （
 
ぎ
岨
ヨ
 0
 
日
 ヴ
の
 
「
）
と
、
そ
れ
 
以
外
の
「
一
般
会
員
」
 

（
の
の
 
コ
戟
 住
ま
の
 ヨ
す
 の
 
ハ
 
）
と
に
分
け
て
会
員
制
と
し
、
 正
 会
員
を
も
っ
て
「
定
期
教
団
総
会
」
 句
お
三
 p
q
 

の
の
 

コ
 e
p
 
Ⅰ
日
の
の
（
 

ぎ
洩
 
）
を
組
織
 

す
る
。
こ
の
総
会
で
教
団
諸
規
則
を
制
定
す
る
と
と
も
 に
 、
ホ
ノ
ル
ル
在
住
の
正
会
員
の
中
か
ら
三
五
名
の
信
徒
 評
議
員
を
選
出
す
る
。
 

信
徒
評
議
員
と
教
団
長
（
 印
 9
 区
の
き
Ⅰ
 副
 団
長
（
 田
 。
 
の
 
。
 
巾
 「
 
8
 日
の
ま
）
の
二
名
を
加
え
て
「
評
議
員
会
」
（
の
（
 

ゅ
 
コ
年
 
-
 
二
幅
 り
 
0
 （
Ⅰ
）
（
～
）
 

@
 
ド
 
圧
の
の
）
 

を
 組
織
し
、
そ
の
互
選
に
よ
っ
て
信
徒
か
ら
書
記
、
書
 記
補
 、
会
計
、
監
査
、
監
査
 補
 、
の
五
名
の
教
団
役
員
を
 選
出
す
る
。
こ
の
五
名
 

と
 教
団
長
、
副
団
長
を
加
え
て
「
役
員
会
」
（
 巾
 。
銭
口
 o
h
O
 
由
ぢ
の
 
Ⅱ
の
）
を
組
織
す
る
。
教
団
長
は
開
 
教
 監
督
が
 、
 副
 団
長
は
第
一
副
監
 

容
督
が
 兼
ね
る
。
監
督
お
よ
び
 副
 監
督
は
京
都
の
本
 山
か
ら
の
派
遣
者
に
限
ら
れ
る
。
 

ぬ
ま
た
、
主
な
機
関
の
権
限
は
以
下
の
 ょ
ぅ
 で
あ
 る
 。
役
員
会
お
よ
び
評
議
員
会
は
固
定
資
産
の
取
得
・
 売
 卸
 そ
の
他
の
財
政
、
経
営
上
 

㍻
の
決
裁
・
執
行
権
を
有
す
る
。
役
員
会
は
教
育
 

慈
善
事
業
、
青
年
会
、
婦
人
会
、
学
校
等
の
関
連
事
業
を
 統
轄
す
る
。
教
団
が
計
画
す
 

何
る
 事
業
の
遂
行
・
拡
張
、
重
要
事
業
の
執
行
に
は
、
 す
べ
て
評
議
員
会
の
議
決
お
よ
び
教
団
長
の
承
認
を
必
 要
 と
す
る
等
と
な
っ
て
 
い
 

教
示
 る
 0
 こ
の
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
す
で
に
教
団
の
 基

本
構
造
が
確
定
し
、
信
徒
の
教
団
行
政
へ
の
参
加
が
規
 則
 上
は
大
幅
に
実
現
し
た
。
 

 
 

 
 

が
 一
般
に
規
定
す
る
、
法
人
の
意
思
決
定
の
機
構
と
プ
ロ
 セ
ス
 の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
 お
 

 
 

の
ア
メ
り
ヵ
化
 、
信
徒
支
配
（
Ⅰ
が
せ
 
日
ド
コ
 n
o
 
コ
仔
 
。
二
）
 
の
 増
大
へ
の
形
式
的
な
枠
組
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を
 与
え
、
方
向
 づ
 げ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
 0
 し
か
し
、
 そ
れ
が
実
質
化
す
る
た
め
に
は
、
二
世
の
成
長
に
伴
 う
 教
団
役
員
の
世
代
交
代
 
6
 

 
 
 
 

と
 太
平
洋
戦
争
と
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

 
 
 
 

事
実
、
翌
年
二
月
に
全
島
の
開
 教
使
に
よ
 る
「
開
敷
 使
 会
 」
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
教
務
や
布
教
面
の
み
 な
ら
ず
、
教
団
事
業
 

全
般
に
わ
た
っ
て
企
画
決
定
し
、
実
質
的
な
最
高
議
決
 機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
っ
た
 0
 従
っ
て
、
信
徒
の
宗
 政
 参
加
は
教
団
経
営
を
補
 

克
 す
る
程
度
に
留
ま
り
、
運
営
は
あ
く
ま
で
 開
教
 便
中
 心
 に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
教
団
運
営
に
お
け
る
民
主
制
な
 ど
に
は
全
く
な
じ
ん
で
 

い
な
い
日
本
人
一
世
が
信
徒
の
大
半
を
占
め
て
い
た
以
上
 、
当
然
の
帰
結
あ
っ
た
。
 

こ
の
よ
う
な
経
緯
は
あ
っ
た
も
の
の
、
一
九
一
三
一
年
（
 

大
 正
一
二
）
・
に
は
 
開
教
 健
全
に
信
徒
代
表
を
加
え
て
教
団
 本
会
議
と
な
し
、
「
 
議
 

判
金
」
と
称
す
る
に
到
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
 そ
 の
ほ
か
、
「
 
布
唾
 本
願
寺
護
持
財
団
」
二
九
二
二
Ⅹ
「
 布
珪
 仏
教
伝
道
協
会
」
 

二
九
二
四
）
「
和
睦
本
派
本
願
寺
振
興
会
」
二
九
二
 %
 
ハ
 
）
等
の
設
立
に
み
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
次
第
に
信
徒
が
教
 団
 維
持
や
伝
道
事
業
に
 

参
画
す
る
度
合
が
高
め
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
の
傾
向
は
 太
平
洋
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
決
定
的
に
な
っ
た
。
戦
後
 、
七
不
 
教
 上
の
統
轄
者
で
 

あ
る
総
長
（
 酉
紐
 0
 口
 ）
と
教
団
経
営
の
代
表
者
で
あ
る
 理
事
長
（
 
巾
 r
 
の
の
田
の
 

コ
 （
）
を
列
置
し
、
理
事
長
は
信
徒
が
選
 
出
す
る
の
み
な
ら
ず
、
 

総
長
の
選
挙
制
と
そ
れ
へ
 の
 信
徒
代
表
の
参
加
等
々
 

（
 
四
 @
 
 
、
 財
 政
 ・
経
営
面
の
み
で
な
く
、
教
団
行
政
全
般
に
わ
た
っ
 て
 信
徒
の
発
言
力
、
影
 

響
 力
が
高
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
 0
 従
っ
て
戦
前
戦
後
 を
 通
じ
て
観
察
す
る
、
 と
宗
 改
機
構
上
の
変
容
は
信
徒
 支
 諦

ル
宙
 
申
せ
 
）
）
（
㏄
 

-
 
ヨ
 が
 コ
 の
。
コ
日
Ⅰ
 

0
 

の
 増
大
の
方
向
に
進
ん
で
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 家
政
の
体
系
を
監
督
政
体
、
長
老
政
体
、
会
衆
政
体
と
 類
型
化
す
る
と
、
信
徒
 

支
配
の
傾
向
が
最
も
強
い
会
衆
政
体
化
の
方
向
へ
進
ん
 で
い
る
と
い
え
る
 0
 ム
 下
衆
政
体
は
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
 タ
ン
ト
 諸
教
ム
 
呑
に
一
般
 

的
な
政
体
で
あ
り
、
従
っ
て
 宗
 改
機
構
の
面
で
は
 ア
メ
 リ
カ
化
が
進
ん
だ
も
の
と
い
え
よ
う
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
本
願
寺
教
団
の
変
容
に
は
単
純
に
 ア
 メ
リ
カ
化
と
は
い
え
な
い
多
く
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
 0
 ア
 メ
リ
カ
化
を
拒
否
 

し
 、
そ
れ
を
越
え
よ
う
と
し
た
と
さ
え
い
え
る
面
が
あ
っ
 た
の
で
あ
る
 0
 従
っ
て
、
そ
の
変
容
は
日
系
人
や
そ
の
 そ
の
社
会
の
同
化
過
程
 



  パ
守
教
団
が
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
担
っ
た
 

文
化
的
社
会
的
機
能
が
原
因
と
な
っ
て
生
じ
た
教
団
内
部
 の
 構
造
的
緊
張
で
あ
る
。
 こ
 

れ
ま
で
の
記
述
で
明
ら
か
な
よ
さ
に
、
一
九
 0
0
 年
か
 ら
 一
九
三
 0
 年
に
か
け
て
の
時
代
は
日
系
 コ
、
、
、
ュ
 

ニ
テ
ィ
 が
親
 社
会
か
ら
構
造
的
 

日系教団の形成と 変容 

能 の 参 げ 
し と 情 加 入 
か な 勢 に ・ れ 
し る 悪 よ や 
ま 民 化 る す 

{   力 ある 運営を二世間 処し、 制令」 

題 よ か の も 

  り つ 開 の 
日 徹 敷 設 は 

糸 底 団 と す 
コ し の い る 

      よ 刷 う た 

教団 め りと 新 な 、 
テ い は 本 教 

ィ う か 会 理 
と 煮 る 議 の 
の 国 た の 概 念化 関係 基 に め、 改革 

か づ 信 は   体系 ら生 、て Ⅰ 徒、 ア 、 
じ し、 特 メ イヒ 

た た に り 、 

問と 題者世人語 ニヵ 英 
は え 青 社 債 
そ ら 年 会 通 
れ れ を と が 
に る 教 の 推 
留 の 田 村 進 
ま で   連 立 さ 
ら あ 営 傲 れ た チん 化や @ レよ、 る（ o 3l ） の中 

  極 目 そ 
そ に 本 れ 
の 登 人 は 
最 用 在 留 
大 し 余 ら 

の 

問題 

ま部 " 内 ず " 

は たの そ分徒 信 
れ 型 代 

本 が な 表 
願 可 ど の 

る
 問
題
で
あ
る
 0
 言
語
・
価
値
・
行
動
様
式
の
面
で
急
 速
 に
文
化
変
容
を
遂
げ
つ
つ
成
長
し
て
き
た
日
系
二
世
の
 仏
教
離
れ
、
宗
教
離
れ
 

へ
の
対
応
が
、
本
願
寺
教
団
の
変
容
を
促
し
た
直
接
的
 契
 機
 と
な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
 彼
ら
に
理
解
可
能
で
受
 

決
 が
も
う
一
つ
の
要
因
で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
外
圧
へ
の
応
答
と
は
別
に
、
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
 ア
 イ
 と
の
密
接
な
関
係
か
ら
生
じ
た
要
因
も
あ
っ
た
。
 二
 世
 対
策
が
そ
の
 最
た
 

教
の
普
遍
性
 と
 ア
メ
リ
カ
へ
の
土
着
 可
 ・
 
能
 性
を
証
明
す
 る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
教
信
仰
を
擁
護
し
よ
 ケ
 と
し
た
思
想
 
信
仰
の
次
元
で
の
 対
 

あ
る
と
い
う
批
判
と
、
ア
メ
 り
ヵ
 化
は
キ
リ
ス
ト
教
化
 で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
、
主
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
界
か
ら
 の
 批
判
に
対
し
て
、
 仏
 

認
め
、
積
極
的
に
そ
の
運
動
を
進
め
る
過
程
で
、
教
団
 自
身
も
文
化
変
容
を
遂
げ
た
点
を
見
過
す
わ
げ
に
は
 い
か
 な
い
 0
 し
か
し
、
そ
れ
 

の
み
で
は
 通
 仏
教
化
へ
と
展
開
し
た
要
因
が
明
ら
か
と
は
 い
え
な
い
 0
 そ
の
点
で
は
、
真
由
不
の
信
仰
は
偶
像
崇
拝
 
で
か
っ
国
家
主
義
的
で
 

た
 ア
メ
リ
カ
人
社
会
か
ら
の
攻
勢
が
外
圧
と
し
て
働
い
 た
こ
と
は
歴
史
的
に
明
ら
か
で
あ
る
り
確
か
に
、
ア
メ
 り
 力
 化
の
不
可
避
な
る
を
 

の
 パ
タ
ー
ン
を
越
え
る
様
相
を
示
し
た
と
い
え
る
。
 

で
は
、
本
願
寺
教
団
の
こ
の
よ
う
な
変
容
を
促
し
た
 要
 囚
は
 、
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
 0
 ま
ず
、
 ア
メ
リ
カ
化
を
追
っ
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に
 分
離
し
た
「
並
行
的
社
会
構
造
」
と
し
て
確
立
し
 、
そ
 の
上
で
コ
 @
 ュ
ニ
テ
ィ
内
部
の
諸
制
度
を
機
能
さ
せ
て
 文
化
変
容
を
遂
行
し
て
 

い
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
 0
 そ
の
意
味
で
、
基
本
的
に
は
 「
構
造
的
分
離
十
文
化
変
容
」
の
段
階
で
あ
っ
た
と
い
え
 る
 0
 そ
し
て
、
こ
の
よ
 

う
 な
段
階
で
本
願
寺
教
団
が
担
っ
た
文
化
的
社
会
的
機
 能
は
 、
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
促
進
と
凝
集
力
の
強
 化
で
あ
り
、
第
二
は
日
 

本
人
も
し
く
は
日
系
人
と
し
て
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
 ィ
 テ
ィ
の
維
持
・
強
化
で
あ
り
、
第
三
が
文
化
変
容
の
領
 禅
機
能
で
あ
っ
た
と
ま
 

と
め
ら
れ
る
。
 

開
教
期
 、
教
団
体
制
完
成
 期
 ま
で
は
前
二
者
の
機
能
が
 顕
在
的
に
も
潜
在
的
に
も
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
 の
 二
機
能
は
日
系
 コ
 

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
密
接
な
結
合
関
係
が
存
続
す
る
限
り
、
 ま
た
真
宗
が
ア
メ
リ
カ
の
文
化
的
伝
統
に
お
い
て
は
 常
 に
 少
数
派
で
あ
り
異
質
 

な
 仏
教
で
あ
る
限
り
、
消
失
す
る
こ
と
は
な
い
。
社
会
 学
的
地
平
を
離
れ
て
論
ず
れ
ば
、
唱
名
念
仏
を
軸
と
し
た
 仏
教
信
仰
で
あ
る
 限
 

り
 、
そ
れ
は
民
族
的
文
化
的
出
目
を
示
す
象
徴
で
あ
り
 

 
 

が
 ア
メ
リ
 ヵ
 化
の
推
進
 

を
 明
確
に
意
図
し
、
文
化
変
容
の
領
導
機
能
を
顕
在
化
 さ
せ
た
時
、
前
二
機
能
は
潜
在
化
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
 て
 、
日
系
 コ
、
、
、
ュ
ニ
テ
 

ィ
内
 制
度
と
し
て
教
団
組
織
が
完
備
し
 、
 担
 う
 役
割
が
大
 ぎ
 け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
こ
れ
ら
の
潜
在
的
機
能
は
文
 化
 変
容
さ
ら
に
は
全
般
 

的
 同
化
に
対
し
通
機
能
と
し
て
働
 き
 、
そ
れ
ら
の
遅
滞
 要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

か
く
し
て
、
本
願
寺
教
団
が
日
系
 コ
、
、
、
ュ
 

ニ
テ
ィ
に
 対
 し
て
担
っ
た
顕
在
的
機
能
と
潜
在
的
機
能
の
志
向
性
の
相
 違
 に
も
と
づ
く
矛
盾
 

と
 緊
張
が
、
ア
メ
リ
カ
人
社
会
か
ら
の
執
よ
う
な
攻
勢
 と
 日
系
人
社
会
自
体
の
 ア
メ
リ
 ガ
化
へ
の
急
速
な
傾
斜
で
 極
度
に
高
ま
っ
た
時
、
 

日
系
仏
教
教
団
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
確
保
と
い
 ぅ
 内
的
動
因
が
、
白
人
伝
道
と
い
う
宗
教
的
情
熱
の
活
 他
化
と
連
関
し
て
、
 通
 

仏
教
化
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
 化
 、
す
な
わ
ち
仏
教
信
仰
の
並
 
日
 通
性
の
強
調
と
通
宗
派
的
運
動
、
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
 仏
 教
の
樹
立
と
ア
メ
リ
カ
 

的
 運
営
方
式
の
採
用
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
矛
盾
す
 る
 方
向
へ
と
突
き
動
か
し
た
と
い
え
よ
 う
 。
そ
の
意
味
で
 は
 、
 開
教
 初
期
に
と
っ
 

た
 独
立
自
給
の
方
針
と
耕
地
伝
道
が
も
た
ら
し
、
真
宗
が
 内
在
す
る
 ヱ
 ー
ト
ス
が
そ
の
受
容
を
理
念
的
に
可
能
と
 し
た
、
あ
る
種
の
同
胞
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，、 ワ イ日系教団の 形成と変容 

    
    T 註 付 

6 ））） 5 4   木本 
派稿記 

本願 ょ 、 
寺現 
教地 
同調 

口学ィ 集 け の 査 
多の 
数お 
の り 

方に 
々 イ 

の ン 

  
  年利二 に 援 ユ 

の l 

貴重 賜物で や 
あ な 
り 資 
ま 料 

す 。 め 提 

  
@  @" " 一 

御店 
ネ L じ 

申 て 
し下 
上 さ げ 
ま た 

す藤 。 谷 
  
長、 

水 

日 昔事 

務 

局長   を 
変 

（ づ 一席 、 不 教 容 
@ ま 

  
め 
  
す 

  
  
      

Ⅰ 目。 ジ社果の 会 、 を ヒ と 三 8 束 ト   
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教
団
的
状
況
の
再
現
は
、
そ
の
後
の
展
開
に
決
定
的
な
 条
件
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 



              ） ） 4 @ Ⅰ 6 Ⅰ ） l 5 l Ⅰ う） 上 l う 
り乙 l Ⅰ ） ） 下 l 工 し）ⅠⅠ い             

  Ⅰ 本 

目目 願 ク 寺 。 への 恵 猛 % ユの 九二 四一 手仕 ，） 拐 の ロ ・ 

布 

宅 - 九   
本 

  
L 一 本 

  
    

  

    
Ⅰ侍の 毛   

コ ・ ノ 
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ハワイ日系教団の 形成と変容 

）（ 2 （ クリ り乙 ） つろ うんり乙 ）（「 ） 、 （ 0 
    （Ⅱ うん ） （ ） 0 ト ん リ） う （ ミ 0 ん く 0 ） 1 り 1 ） 8 ） Ⅰ 7 

天生 l 車ニ % 

お っ 五高 育 前宍人我 

シ シ 一 
O 
ノ失 

月、   
大宅 ぺ ・ 三 :   「遺文 「日本 陸水派 - 、一一一 ， ｜ っト ら お 「・由 ： ノ ｜ 。 。 掲 遺 「 述べ ろ 二年に 鸞 教趣 

@  分 

文 れすと 集 」 米国 本願寺 仏教 基 二 へ １ 。 い @ 由 % 仁コ 斤の 章 三 た でに 

二前 始国一 
五渇さ 風人 」 

講座 

、 ン l   
士 万 く ・ た @{ ， と 

  教 
雄 記   
山 金       

りトー コ、 o 
昭 畦   
和 本 9 % 
五 派 円 ロ口 四 本 

    
願寺教 、一 年 コ - の神の口口の 偉 の c 叶い （ 患 い 四 」   
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    ハ リ ） ）Ⅰ つ 七 Ⅰ）Ⅰり Ⅰ し U ） ハリ） り乙 ・ り乙 ） 8 ん 0 イ ， 

と 学 と い ム ヨ     
と拐 " ） 0 ぺ円 0 

  
中日日 価セ 0 二年 

    
    

    員ぺ 
が 、 l 
選 ジ 

挙所 
す収 
る ）   と 第 
定セ 
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り
、
 
心
で
あ
り
、
生
命
の
中
心
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 チ
ャ
ン
ド
ー
 
ク
ヤ
 
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
で
、
「
こ
の
 

梵
 の
都
の
中
に
 、
 小
さ
な
 

7
 

か 色 て 
たばい " " る胎 う赤 " 五 も の 一 五 

入 船 。 の 黒 色 し 条 条 色 
間 蔵 こ 五 と 昇 れ 線 と と 

の - 界 の 色 い 道 な を し い 

，む で さは二と " 若林 う 金 はい " がせ五場 合 " ぅ 
  

五 
と 色 

く 五 

釆 ず と 五 れ に の す 
が よ は 色 る 於 五 な 

五   色 
光 

が 表 

て     
ゥ ろ は の 状 各 、 れ 曇   
      @ こ 、 線 の 会 と る 茶 そ 
  、 と で 線 の く も 羅 れ 
  ン そ く 、 で   中 に の の は 

ャ の に 中 直 矢   な 牛 (1) 
  ， 中 、 央 か 月 古 ど 央 五 
ド 白 船 人 れ 輪 輿 が 本 色 
で 八 歳 日 るザ の ゥ あ 尊 の 

る 仏 色 円を 葉 院 界の 如来 月 台 o 等そ 
心 は 五 以 蔵 包 シ そ と の 
臓 、 色 下 界 む ャ れ 周 も のの五 ゴゃ隼む 人間の（ 界道 に の中ムロ 鼻薬羅 正方形 ッドと 相 ぞれ 諸 典の 

下 心（ つ 八 で の の 瓦 焼 色   
は ょ 考 が 白 を に 何 の (2)   
  

五
色
の
道
 

真
野
 
龍
海
 



五
色
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
 

@
 
二
リ
 

）
 

@
4
 

丼
 
）
 

蓮
華
、
 往
 い
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
 、
 小
さ
な
虚
空
が
 あ
る
」
と
い
う
が
、
こ
の
虚
空
に
は
、
天
地
一
切
の
も
の
 が
 包
括
さ
れ
、
ア
ー
ト
 

 
 

べ
じ
 
-
 

マ
ソ
 が
依
正
し
、
心
臓
（
 ゴ
 三
）
中
に
こ
の
（
の
 ぺ
 リ
 ヨ
 ）
 ア
 ｜
 ト
マ
ン
が
あ
る
と
語
源
的
解
釈
を
さ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
密
接
な
関
連
と
い
う
か
、
伝
承
に
於
て
 、
胎
 蔵
 弄
を
 、
 ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
 説
 と
対
比
す
れ
ば
、
 
そ
 の
 五
色
界
 遭
 は
 、
ウ
 

あ
る
 0
 こ
の
道
を
、
ア
ー
ト
マ
ン
、
プ
ラ
ー
ナ
、
プ
ル
 

八
二
シ
ャ
ッ
 ド
 の
五
色
の
道
と
の
関
係
が
、
か
な
り
明
ら
 

シ
ャ
と
い
う
表
現
に
よ
る
人
間
の
主
体
、
個
我
そ
の
も
の
 

か
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
総
合
的
に
考
え
 が

 往
来
す
る
。
そ
の
間
 

て
も
、
 ウ
パ
 
ニ
シ
ャ
ッ
 

ド
の
 五
色
の
道
と
は
、
関
係
し
て
い
る
と
想
像
で
き
る
 の
で
あ
る
が
、
上
記
引
用
の
、
密
教
経
典
と
は
千
年
近
く
 も
 離
れ
て
い
る
の
で
、
 

何
か
、
具
体
的
な
関
連
の
跡
が
期
待
さ
れ
る
。
 

さ
て
、
 古
期
 ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
で
は
、
人
間
と
天
と
の
 関
 係
を
 、
二
道
正
大
等
で
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
別
途
に
 、
 人
と
天
と
を
有
機
 

的
に
繋
ぐ
道
と
し
て
、
太
陽
の
光
線
ル
ー
ト
を
説
 き
、
そ
 れ
は
五
色
で
あ
っ
て
、
人
間
の
中
に
入
っ
て
は
五
色
の
 体
液
と
し
て
、
そ
の
 血
 

管
 等
の
脈
管
を
通
じ
て
心
臓
と
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
 大
 で
は
太
陽
、
人
体
で
は
、
そ
の
脈
管
が
集
中
す
る
 心
 臓
 が
中
心
と
な
る
の
で
 

（
 
a
 ）
 

の
 各
説
明
箇
所
は
、
別
表
の
如
く
で
あ
る
。
 

概
説
す
る
な
ら
ば
、
 

小
 
g
 ）
 

天
と
 人
と
の
 雨
 界
の
関
係
を
中
心
 と
し
て
見
る
と
、
天
と
人
と
は
、
五
色
の
太
陽
の
光
線
と
 、
人
体
に
入
っ
て
は
 

共
通
の
五
色
の
体
液
を
通
じ
て
結
ば
れ
て
い
る
と
 い
 え
 る
し
、
そ
れ
を
伝
わ
る
も
の
は
ア
ー
ト
マ
ン
等
の
個
我
で
 、
媒
介
を
す
る
の
は
、
 

後
に
説
明
を
す
る
が
、
ラ
サ
（
 q
p
s
p
 

）
と
い
う
食
物
の
味
 、
ヱ
ッ
 
セ
ン
ス
、
液
体
、
体
液
で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
ウ
 パ
 ニ
シ
ャ
ッ
ド
 と
 、
密
教
の
 
、
と
 く
に
、
五
色
界
 道
 を
く
わ
し
く
註
釈
に
よ
り
論
ず
る
 前
 に
 、
一
般
の
仏
教
の
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色
 

五
 

 
 

の 道 

る ら   く 合 

、 る 」 
力よ 0 亡よ 

ど 

と 

ふ 

  
し 

  ぎ 
な 

の 弄 い 廃帝   力 @   あ 

中 p)  "  仏 " 
る 

Ⅰ も 

  

頂   呪 
久 遠   

の 
明 人 工 用 

を 

も 

  
口 同   

魔 
を 

      生 に ハ   
あ 。 ぅ 

序 
除く 

も 

述   
で と 

あ し 
る て 
  

と そ 
  の 

ケ @ し 

    
五 「 
色 

の 」 
光 の 

明 
が 

漢 
訳     Ⅱ 口 

  が ロ 天、 か 普 有 「 とな では てい の 多 
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曇 短 @ 
茶 し 」 じ上 

  記の三 羅 、 かし、 を知ら 

被 す ず つ 
四 で と の 

2 

  教 
の 

            緩き 」 第 一 五 
囲 縄 も の 色 

と 

原 

欲 
  
殺 冒 

沖 - し 

か 

  

入超 方 手茶 口 耶 
と 

し   て 

  
では山上古 

    は 

ロ 木 
論 説 五 「 
林 示 - 色 
呪 切   
作 有 
足 部 

自費 

赤 
白 

与作 地衣 

  
長 



想
の
影
響
を
残
し
て
い
る
 

0
 

と
こ
ろ
が
、
上
述
の
漢
訳
に
「
五
色
」
と
あ
る
箇
所
は
 

、
 対
応
の
原
典
は
、
す
べ
て
が
現
存
し
て
い
な
い
の
で
、
 

断
言
は
で
き
な
い
 

が
 、
ほ
と
ん
ど
の
箇
所
は
、
原
典
に
は
「
五
色
」
で
な
 

く
 、
「
 
光
 」
と
か
、
 
青
黄
赤
 
白
の
四
色
で
述
べ
ら
れ
て
い
 

る
と
こ
ろ
が
多
い
と
 

思
 

わ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
五
色
の
原
語
が
な
い
と
い
う
こ
と
 

は
、
 
後
に
挙
げ
る
 
よ
う
 に
、
五
色
の
原
語
を
存
し
て
い
る
 

イ
ン
ド
原
典
も
あ
る
か
 

ら
で
あ
る
 
0
 と
に
か
く
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
し
て
も
、
 

各
色
を
 
、
 数
で
、
四
色
と
か
五
色
と
か
、
名
数
で
は
 

示
 し
て
い
な
い
の
に
、
 

五
 

色
と
 漢
訳
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
に
は
漢
文
化
の
所
為
 

か
 と
も
考
え
ら
れ
る
。
 

「
五
音
し
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
曹
魏
 

康
僧
鎧
訳
 
（
 
東
菅
 、
仏
陀
 
坂
陀
羅
と
劉
宋
宝
 雲
の
共
訳
（
四
二
一
）
 

と
 も
さ
れ
る
）
「
無
量
寿
 

経
 」
に
「
清
風
 
特
 発
出
五
音
声
、
微
妙
 

富
 商
自
然
相
和
」
（
 

4
-
2
 

に
 対
応
す
る
梵
文
は
 

4
 時
の
 
コ
 
が
笘
の
 

q
w
 

（
 
ゆ
コ
ゅ
旧
 

S
 
 
（
の
 

の
ひ
 

日
 く
の
日
帳
二
日
 

簿
コ
 
0
 
）
 
臣
曲
自
干
 

ゴ
地
 

お
甘
 
よ
き
昔
が
流
出
し
て
、
聞
い
て
い
て
魅
力
的
で
 

。
 
遷
コ
 
（
 
ゆ
 
n
p
q
p
 

（
 
せ
，
 
p
 
の
の
 

n
p
 

コ
の
オ
 

0
.
 
屈
 ㌔
守
ロ
 

p
p
 

不
快
で
な
い
）
と
な
っ
て
い
る
。
司
隆
吉
 

平
ゅ
 

「
 
曲
 
4
%
 ひ
被
 

（
 
5
@
 
（
そ
れ
ら
（
極
楽
）
の
樹
が
 

調
め
 

、
 風
に
ゆ
り
 

「
無
量
清
浄
 

ぅ
ご
か
 

 
 

三
郎
 三
佛
 
鐘
楼
俳
壇
過
度
人
道
経
 

ヒ
も
 
、
「
 
作
 五
音
声
」
 
と
 訳
を
し
て
い
る
の
を
受
け
て
修
飾
し
た
形
で
、
イ
ン
 

ド
 原
典
に
は
、
「
 

富
 商
」
 

は
も
ち
ろ
ん
、
「
五
音
」
の
あ
る
は
ず
が
な
い
が
、
「
 

心
 池
ょ
 
き
 昔
が
流
出
…
・
・
・
」
を
「
五
音
・
 

，
 
・
・
・
・
 

富
 商
」
と
訳
さ
 

れ
る
点
に
、
中
国
独
特
 

の
 理
解
表
現
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
春
秋
涼
乱
国
」
に
「
風
大
立
清
世
 

身
偏
五
色
、
 
嶋
 中
 -
 
五
五
 
里
 …
」
、
「
河
図
拓
地
象
」
 

に
 「
 
出
 ：
五
色
雲
気
 

五
 

色
 流
水
二
と
い
う
よ
 

う
 に
 、
 五
の
名
数
を
伴
 

う
 こ
と
が
 
、
中
国
的
必
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

前
節
に
述
べ
た
 

生
 盲
の
色
彩
感
覚
の
文
に
し
て
も
、
 

パ
 ｜
リ
文
 
で
は
、
 
ぢ
 c
c
a
 

コ
が
宙
下
 

0
 
 
づ
ヒ
 
ユ
お
 コ
 
㏄
 づ
が
拐
笘
 

せ
が
 
ガ
 
が
 
コ
下
が
・
㏄
二
方
ガ
 

ゆ
コ
 
）
Ⅰ
 
ロ
 
・
 

」
れ
て
、
仏
身
に
入
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
 

説
 
愛
人
身
九
挺
 

膝
入
 

、
説
地
獄
餓
鬼
畜
生
光
徒
足
 

@
2
 

入
 
2
 

）
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て
も
ろ
も
ろ
の
 
色
 な
し
」
と
い
う
ご
と
く
で
あ
る
じ
 
笠
 法
護
は
 

「
 
讐
 知
生
首
 
不
 。
 
見
 ，
日
月
光
 
-
 
、
五
色
 及
 十
方
諸
天
 虹
 か
 
-
9
-
 

い
几
 

2
 
」
 

と
す
る
が
、
 
闇
那
堀
 歩
兵
 笈
 参
謀
で
は
 

（
㏄
）
 

「
 
如
 有
生
盲
者
不
見
日
月
尾
被
 使
 如
是
無
有
諸
色
 妬
択
 
」
 

で
あ
り
、
羅
什
 
訳
は
 、
 此
 相
当
箇
所
が
な
い
。
と
く
に
 

空
法
護
は
、
五
行
思
想
を
重
ん
じ
る
緯
書
に
も
通
じ
、
 

そ
 の
時
代
と
言
わ
れ
る
か
 

ら
 、
「
 
五
 」
 色
 と
い
う
表
現
が
当
然
な
さ
れ
、
こ
れ
は
後
 

に
 述
べ
る
般
若
経
の
訳
に
つ
い
て
も
、
こ
の
表
現
が
見
 

，
 
つ
 げ
ら
・
れ
る
。
 

ほ
又
 、四
色
の
原
語
が
な
い
所
で
も
、
四
色
と
、
 

名
 数
を
加
え
て
訳
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
 

 
 

ち
 「
 
目
つ
弗
 

七
日
出
 ゅ
旧
 q
0
 
づ
ゆ
つ
 

の
 
せ
セ
 
が
ち
 
在
 Ⅰ
 口
寸
旧
で
か
 

年
年
 
ヨ
 ㏄
Ⅱ
づ
 
き
ヨ
目
 
守
旧
り
つ
口
中
年
 

a
r
 

ロ
 
・
 

色
話
 日
 
の
 
曲
ヴ
 
F
o
 

（
年
下
下
目
の
り
 

ま
ど
笘
コ
 
盤
の
㏄
 

リ
ハ
コ
 
ゆ
く
 
建
田
 

 
 

  

五
 

蓮
 、
白
蓮
の
よ
う
な
も
の
を
植
え
て
垂
髪
と
し
ょ
う
）
 

と
 あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
漢
訳
「
 仏
般
泥
逼
経
 」
で
は
 、
「
四
色
蓮
華
」
と
 
訳
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Ⅰ
 ゆ
コ
デ
コ
 

が
で
 
ひ
 
の
の
の
せ
せ
 

P
 コ
 ヱ
曲
 
マ
ひ
コ
 

-
 Ⅰ
白
 
で
ゆ
局
 

ナ
コ
 曲
ち
 
曲
の
の
 

の
 
Ⅱ
 ぜ
 曲
 っ
 足
が
 
才
ゆ
コ
 

-
 Ⅰ
 
目
 Ⅰ
 ゆ
コ
 
-
,
 
コ
麓
づ
ひ
 

㏄
の
の
せ
せ
 

帥
 （
 
0
 
す
ぎ
 
ゆ
コ
 
）
Ⅰ
 

 
 

む
い
簿
 

由
吉
 
ま
 オ
リ
オ
 

ゆ
コ
 
～
Ⅰ
 
ロ
 
Ⅰ
 ゆ
目
 
-
,
 
コ
ド
 
つ
 り
 
の
㏄
の
 

ヤ
せ
 
が
㏄
㏄
Ⅰ
 

リ
い
 
く
 あ
 が
 
日
い
軍
コ
が
 
で
の
の
の
㏄
 

せ
せ
 
㏄
 円
ゆ
 
Ⅱ
 
い
末
ゆ
コ
 

-
 Ⅱ
 
ロ
つ
ゆ
コ
 

-
.
 
コ
簿
 
つ
が
 
い
 
㏄
㏄
 

せ
せ
リ
 
の
㏄
二
ロ
 

ぎ
コ
簿
 

ひ
由
 
二
せ
 
㏄
 

（
 
生
 盲
の
者
は
、
 黒
 ・
白
の
色
を
見
ず
、
青
色
を
見
ず
 

、
 黄
色
を
見
ず
、
赤
色
を
見
ず
、
茜
色
を
見
ず
 

、
同
 （
 
色
 ）
を
見
ず
、
異
色
を
見
 

ず
 、
 月
 ・
日
を
見
ず
っ
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
訳
で
は
 

、
「
 
従
 。
士
官
 
本
 。
誠
二
五
色
盲
貞
元
日
 

罷
 細
長
短
 -
 
、
小
本
 。
 
見
 ，
日
月
見
 
象
 丘
陵
 溝
 

堅
 -
 
。
」
で
あ
っ
て
、
五
色
に
次
は
 

、
 五
で
な
く
四
色
で
 
あ
る
の
に
、
五
色
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
 生
 盲
の
文
は
、
法
華
経
で
も
同
じ
よ
う
な
漢
訳
と
、
 

原
語
に
則
し
た
直
訳
の
例
が
あ
っ
て
、
前
者
は
、
西
晋
 

竺
 法
護
 訳
 （
 二
 -
 
公
ハ
 

年
 ）
で
、
後
者
は
、
 
闇
那
堀
 歩
兵
 笈
 歩
調
（
 上
ハ
 
0
 一
年
）
 
で
あ
る
。
梵
文
は
 
、
 せ
 い
 
（
 
F
w
 
 

圧
 F
p
 
ぬ
 
・
 
n
 
こ
 ㍉
 モ
 ・
 
p
 
コ
隼
 
F
p
 
ゴ
 ・
の
 
白
 Ⅰ
Ⅱ
の
 

コ
倖
帝
 

。
 
幅
 ㍉
㏄
ア
 

ド
 
・
 

侍
ゆ
 
Ⅰ
㏄
ガ
倒
 

ゴ
へ
 が
つ
が
か
せ
の
 

コ
コ
 
の
 
べ
 が
 
ヨ
ひ
下
沖
 
の
が
仁
コ
曲
の
 

ヱ
 Ⅰ
口
で
 

 
 

宿
を
見
ず
に
「
す
べ
 



で
あ
っ
て
、
四
色
に
当
 

る
 原
語
は
な
い
。
 

前
記
の
「
根
本
説
一
切
有
部
 

毘
 奈
那
 
ヒ
に
 
於
て
も
、
「
 

世
 
尊
 …
…
照
治
微
笑
、
口
中
五
色
、
 

或
 時
下
 
無
 、
 或
復
 
上
 乙
 
」
は
、
楚
水
が
利
（
 

，
 
@
 

 
 

 
 

 
 

を
 @
 ）
で
、
五
色
の
原
語
は
な
い
。
同
じ
く
、
「
五
色
 

檜
 

 
 

Ⅰ
 
曲
臣
 
Ⅰ
 
日
 ㏄
Ⅱ
 
つ
 
0
 
 

曲
が
か
Ⅰ
 

宙
ガ
が
 

Ⅱ
で
 
0
 
 

Ⅱ
 
コ
ド
 

コ
 
Ⅰ
 の
ガ
 
せ
ガ
君
す
べ
 

0
 
㏄
の
 
ヴ
 
Ⅰ
 
幅
 
や
い
由
佳
の
（
 

$
@
3
 
 

（
土
弓
 
黄
 ・
 
赤
 ・
自
尊
の
 

檜
総
で
 
輿
を
飾
っ
て
）
が
原
文
で
あ
 

る
 。
 

以
上
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
文
例
を
引
い
た
が
、
 

五
 色
 の
原
註
 

竺
づ
 
a
 
由
 
c
a
.
v
 

が
「
や
 

a
-
 

が
見
当
ら
な
い
。
般
若
経
で
 

は
、
 
多
く
は
、
上
述
 

の
よ
う
 
で
は
あ
る
が
、
 

四
ケ
 
所
で
、
こ
の
原
語
が
あ
る
。
 

ま
ず
、
大
 

品
 般
若
経
で
、
上
記
の
笠
 

法
護
調
め
 
「
元
請
 

般
若
経
ヒ
で
は
「
五
色
青
 

葦
 
赤
日
」
、
 

、
ハ
 

9
-
@
 
 

と
 前
述
の
よ
う
に
、
 

四
色
し
か
な
い
の
に
 

@
l
@
 

五
色
を
冠
し
て
訳
し
て
い
る
が
、
 

異
訳
の
 
「
放
光
般
若
 

怪
 し
は
「
不
言
 

、
 責
 赤
日
本
紅
 

、
、
 

繰
 
不
ハ
 

0
 
@
 
 

」
 
）
 で
、
五
色
を
出
さ
ず
、
 

「
 
摩
訊
 
般
若
 
紐
 」
「
太
股
 

  

は
㏄
く
の
田
が
 
コ
 Ⅰ
が
 
オ
 キ
リ
コ
の
 
メ
 が
コ
ロ
耳
が
 
臣
 

（
 
巳
 ）
 

せ
帥
隼
い
 
つ
㏄
 
い
日
曲
 
コ
立
 日
曲
申
年
 
が
日
ゆ
 

コ
 

す
 。
 

密
教
に
属
す
る
三
切
如
来
真
実
 摂 大
乗
 現
証
 三
昧
 大
 教
正
経
」
 

蓮
華
部
振
替
成
就
教
理
 

所
有
黒
白
波
 赤
黄
見
是
 四
色
光
輪
 相
 

@
 
㏄
 @
 

由
枝
秘
密
加
持
 因
即
得
 金
剛
 眼
 成
就
 

巻 
第   
  
十 
八 
の 
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五
 

7
9
 

っ
た
 ）
 

色 の 道 

（
 
ニ
 
4
 
Ⅰ
 
Ⅰ
）
 

（
 
4
 
4
 
ギ
 
）
 

小
品
般
若
経
で
は
、
「
道
行
般
若
経
」
「
大
明
度
般
若
経
」
 

で
 
「
五
色
」
と
あ
り
な
が
ら
、
 
林
ル
幸
 

み
は
、
（
 

6
 
4
 
 

）
 

四
色
の
列
記
 に

す
ぎ
な
い
所
と
 

か
 、
口
中
か
ら
の
光
明
の
説
明
で
は
、
他
の
経
と
具
り
 、
 梵
本
 も
ふ
く
め
て
す
べ
て
の
小
品
と
も
、
色
の
列
記
の
 み
と
い
う
所
も
あ
っ
 

て
 、
一
定
の
傾
向
は
把
握
で
ぎ
か
ね
る
。
 

さ
て
、
五
色
の
原
語
の
出
て
く
る
所
は
、
小
口
 
叩
 で
い
 う
 と
 後
末
に
近
い
部
分
、
つ
ま
り
、
小
品
の
後
世
的
添
加
部
 分
 と
考
え
ら
れ
る
 所
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
初
訳
、
支
 婁
迦
識
 以
来
次
の
通
り
、
 

一
致
し
て
い
る
 

屈
性
 雨
 五
色
 花
 
（
「
道
行
般
若
経
」
王
八
・
五
 O
 二
 c
 ）
 

民
也
 雨
 五
色
 花
 
（
「
大
明
度
般
若
経
」
王
八
・
五
 O
 二
 c
 ）
 

英
 世
界
 常
雨
 五
色
砂
 華
 
（
「
小
品
般
若
経
口
正
八
・
五
七
 
セ
 c
 ）
 

昼
夜
 営
雨
 五
色
砂
 花
 
（
「
大
般
若
経
」
五
七
・
八
五
四
。
 
）
 

（
 
竹
 
Ⅲ
 
-
 

で
簿
臣
 
0
 盤
 ・
 
そ
簿
 
Ⅱ
 
ヨ
村
ゅ
コ
ゅ
 
ち
づ
 仁
 ゅ
せ
 
り
目
ゅ
旧
 
㌧
 岸
ゅ
っ
帥
 

・
 
せ
が
 
Ⅰ
 
ゆ
ゅ
ゴ
 
づ
 Ⅱ
 
か
つ
 
㏄
 ユ
レ
ゆ
せ
 

㏄
 コ
 円
の
 

こ
の
少
し
後
の
部
分
で
、
小
品
古
記
二
木
に
は
な
い
が
 

其
地
 四
辺
 散
 五
色
革
（
「
小
品
」
王
八
・
五
八
一
 
b
 ）
 

船
庫
周
匝
 散
 五
色
革
（
「
仏
画
」
五
八
・
六
Ⅰ
八
九
 c
 ）
 

（
 
0
0
 

4
4
 

）
 

で
の
 
臣
む
帥
 
・
 
べ
 0
 ヨ
 ド
オ
曲
，
 

ガ
岸
の
岸
 

ヨ
が
目
 

ハ
ー
リ
経
典
で
は
、
ま
ず
五
色
は
な
い
が
、
コ
ス
 

ッ
タ
ニ
 。
ハ
ー
 
タ
 し
の
釈
で
あ
る
 司
 マ
ハ
ー
ニ
ッ
ミ
ノ
ー
サ
 ヒ
 に
は
、
 

ヴ
 す
的
 
簿
せ
 
曲
ヰ
 
0
 つ
が
由
の
が
・
 

づ
 ㏄
中
中
 
ゆ
 （
 
セ
 ㏄
 月
ゆ
 ）
㏄
の
（
 

甲
セ
こ
捧
 
コ
ヰ
竹
コ
～
 

ト
 
0
 の
㏄
 せ
が
 
コ
コ
 
0
"
 Ⅰ
～
 
円
い
オ
 

0
 の
が
せ
が
 
コ
コ
 
O
"
p
O
 

す
ざ
 が
 オ
 0
 の
 が
 セ
リ
中
ゆ
 

0
,
 

末
笘
 
中
 す
 。
 

 
 

 
 

尊
 に
は
、
五
色
、
す
な
 ね
 ち
、
青
色
と
黄
色
と
赤
色
と
黒
 
色
 と
白
色
と
が
あ
 
け
 



以
上
の
よ
う
な
仏
陀
の
光
明
、
大
ぎ
く
い
 う
と
 仏
身
論
 は
 、
密
教
に
な
っ
て
飛
躍
的
に
拡
大
し
、
外
教
の
神
々
を
 も
 統
合
し
、
 曇
茶
羅
 

で は の 調 - 刃 っ の の     の 

3 よ 連につら う に 、ゥ に後の 内力㌧ ょ 、 、 いこと とくに けで、 にも、 切の内 次節の 訳 に う 日」を 或る時 

を密 五 % コ に 」   
と 日 た 昂 或 ン   

色 
界 
道 
の 

」 
」 

｜ 
つ 

ⅠⅩ 

て 
。 一一       
      

二言 二 ン わ い な Ⅱ   
つ " たよ 

て 光 ら   
かて と」 
も と ゎ たり、 実尽 ： り ， ?@-- ・ 。 
と か       光 も 作 

身 流 上 資 提 る 表 が ;  の 為 
サこ 入 込 料 供 が ;  現 五 が と 

人 の の 的 し   が 
る 記 程 に " 

色 " も 

の 述 度 確 一 、 上来 え あるの 光 恰も し， 
(so) 80 



（
 
3
 
%
 白
田
三
の
甘
 
0
 の
 卸
す
せ
ぎ
 

の
㍉
 
0
 
 
せ
ぎ
つ
 の
ハ
モ
 

宙
 ）
㏄
の
 
ヨ
 の
 0
 が
 コ
オ
 甘
 ゆ
 Ⅱ
）
の
 
コ
 ）
の
 
プ
 の
 コ
ヴ
ヤ
 
0
 隼
ま
コ
 

宙
 ）
隼
の
 で
す
ぜ
ギ
 
け
安
 コ
い
 
い
の
す
 

0
 コ
 の
す
 
0
 の
 す
 せ
 り
モ
 

あ
 ）
の
㏄
 
コ
の
 Ⅰ
 
幅
セ
 
㏄
の
Ⅰ
 
コ
 9
 日
の
 オ
せ
あ
 
の
 
コ
 
0
 コ
 幅
の
仁
二
の
圧
の
 8

 ）
で
 ゴ
せ
 
～
Ⅰ
 
0
 ）
二
の
の
 
コ
 P
 侍
の
す
 

0
 コ
 （
（
由
江
の
せ
の
 

モ
 

6
 ）
 ヰ
の
下
 

0
 コ
 コ
田
 
コ
麓
 
オ
コ
睡
の
隼
 

幅
 せ
の
す
が
Ⅱ
 

ヴ
せ
 
が
 ト
 

公
と
 Ⅰ
 e
 岩
す
 0
 幅
 ヰ
 
C
 口
ヨ
 
曲
 Ⅱ
 づ
 0
 降
の
 モ
 

宙
 ）
 年
 方
が
Ⅱ
 

Ⅹ
Ⅰ
 

叫
 
圧
 
す
 0
 的
 日
が
Ⅰ
 
す
 侍
が
オ
す
 

簿
 Ⅰ
 す
田
曲
 
Ⅱ
 

白
目
 隼
 の
ぜ
 ヰ
す
 
0
 ㏄
 ヰ
け
お
 
が
 ひ
 Ⅱ
 ガ
す
仁
ヴ
ヰ
曲
臣
モ
 

宙
 ）
巨
の
 
@
 コ
ゆ
 
の
の
の
 
ぺ
 
Ⅱ
で
 
0
 い
び
ヰ
 

が
 オ
パ
す
 

㏄
Ⅰ
 
卜
ヴ
 
Ⅱ
㏄
 ミ
 

台
 
。
 
ヰ
の
オ
 

0
 コ
帳
せ
ヰ
い
 

す
 o
 
 
洩
 a
 
 
巨
の
方
が
Ⅰ
 
す
 か
 
簿
宙
モ
 

追
口
 毘 
客
年
コ
 
幅
せ
 
）
二
曲
 
臣
 ㍉
 
0
 ロ
コ
ゆ
幅
つ
 

0
 の
Ⅰ
の
 
へ
 

の
 

色
 

兜
木
が
得
ら
れ
な
い
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト
 文
 と
対
応
さ
せ
 て
、
 ㈹
㈲
㈹
㈲
を
、
語
源
学
風
に
検
討
し
て
み
た
い
。
㈲
 の
の
の
（
（
）
の
 

り
 が
 コ
オ
オ
 
・
 

五
曲
目
の
は
、
梵
語
の
筏
（
（
 

づ
 a
.
 
隼
 雨
宮
で
あ
る
が
、
 
次
 の

の
 ゴ
 の
 コ
ヴ
ミ
 
乙
は
、
「
 染
 」
に
 当
る
 動
詞
で
、
「
染
め
る
 」
で
あ
る
か
ら
、
梵
語
で
は
、
 81  (81) 

れ 話 ぅ 化 
(9)@ (5)@ (1) る 尊 に さ 

も 出 は れ 

    
ず、む 皮内生 その 心であ 曇 路 、供 5 -2-   面影 漸次 ，浅 井。 安 以 盧遮 所と が -.0 那 も 如 色   五色が 著 - 色 - 味 神変加 れ、 何 仏の外 

持 ち 周 章   経 か を 要 
L の 画 さ 

一 潔 古 人 形 い れ 

旬日， 仏 漫 茶、 でてる いの 

深 為 ， 宣 
    縁 で   し る 玄 ， 初 ・ @ 一 説 ， ，。 真 @ かし あら 五 。   
    

細 " " か 

に そ 諸 ら 
倹 の 尊 王 
討 根 供 色 

光が 、出してみ の 拠 養の道 

た 典 と 田 
い と か た さよ 



三
つ
の
点
を
注
目
し
た
い
。
㈹
は
、
「
 味
 r
a
 

の
帥
は
色
「
 

ゅ
ぬ
 
の
」
と
い
分
解
釈
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
や
は
り
 r
p
s
 

リ
 の
母
を
く
尽
三
 

と
 見
た
て
た
か
ら
、
そ
れ
か
ら
の
名
詞
Ⅱ
き
の
 p
,
 き
 幅
が
 が
色
 と
な
る
こ
と
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
従
っ
て
 、
 ㈲
の
よ
う
に
法
界
 

味
 で
染
め
て
、
衆
生
心
も
同
一
味
に
染
ま
る
と
い
う
の
 も
 、
後
述
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ラ
サ
に
共
通
し
て
い
る
 0
 次
に
㈲
の
文
で
、
 染
 

く
 「
 
燵
力
し
 
（
（
 

0
 
 
隼
 せ
の
）
の
使
役
法
、
 r
a
 
臣
 ざ
せ
の
曲
（
（
 

0
 
 
ら
せ
の
）
 

で
あ
る
。
他
に
「
染
め
る
」
は
き
さ
が
せ
が
（
り
も
考
え
 
ろ
 れ
る
が
、
次
の
事
も
あ
 

っ
て
、
こ
こ
は
、
 
母
里
 ど
う
（
～
に
ち
が
い
な
い
と
思
わ
れ
 る
 0
 ㈲
の
文
の
 オ
 日
田
（
こ
れ
は
）
と
い
う
の
は
、
㈲
 の
 
染
め
た
も
の
、
 
主
 

語
 内
容
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
 

臼
 0
 の
Ⅰ
 す
巳
完
は
、
梵
 

年
 F
p
q
 

日
 P
 と
す
 ゅ
 （
 
C
 （
 
法
｜
界
 ）
で
、
「
 0
 
は
、
梵
語
 
「
が
の
の
で
あ
る
 0
 
 
こ
の
 

r
a
s
a
 
ラ
サ
は
、
本
来
、
味
を
意
味
す
る
が
、
後
に
も
 述
 べ
 る
ご
と
く
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
で
は
、
食
物
の
味
 、
 世
界
の
構
成
物
の
味
 、
 

つ
ま
り
本
質
、
 
ヱ
 "
 セ
ン
ス
、
人
間
の
身
体
に
入
っ
て
 、
 そ
の
体
液
、
精
、
な
ど
と
広
く
世
界
構
造
の
其
 礎
 的
要
 素
 と
も
考
え
ら
れ
る
の
 

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
、
「
法
界
の
味
」
と
い
う
 
説
 明
は
 、
ま
さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
広
い
本
質
的
、
要
素
 
的
 意
味
で
あ
る
。
㈲
の
 

文
は
、
 Ⅱ
 三
つ
 銭
で
終
り
、
㈹
の
「
諸
仏
に
よ
っ
て
 、
士
 旦
日
 に
 （
の
 

弔
 。
 こ
 説
か
れ
た
と
い
う
引
用
文
の
終
り
を
示
し
 て
い
る
 0
 ㈹
㈲
は
一
つ
 

の
 引
用
文
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ラ
サ
（
Ⅰ
甲
の
 
麓
 ）
の
エ
テ
ィ
モ
ロ
 ジ
ィ
 Ⅰ
語
源
学
風
解
釈
の
一
節
で
 
あ
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
 

の
 
p
h
 
（
 
セ
 簿
を
染
め
る
、
㎏
 里
ぜ
曲
 （
 
@
 
、
そ
れ
が
ラ
サ
 
伶
 の
 
l
 l
l
 

の
㏄
）
と
解
し
て
い
る
の
で
山
の
る
。
 

 
 こ

の
よ
う
な
「
染
め
る
」
と
い
う
エ
テ
ィ
モ
ロ
ジ
ィ
ー
 か
 ら
 、
以
上
の
説
明
が
「
 色
 」
 貧
ゅ
 的
の
）
」
の
 
義
 と
な
る
と
 い
う
の
で
あ
る
 
0
 こ
 

の
 箇
所
は
一
行
の
註
釈
、
「
大
毘
盧
遮
那
成
仏
経
 疏
し
第
 六
 に
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

初
一
喝
苔
色
義
天
。
 
染
彼
 衆
生
界
。
 
以
 法
界
 之
味
 。
 古
 仏
所
 宣
説
 。
走
卒
 為
 義
者
。
㈹
 猶
如
 世
間
染
色
。
 
能
染
浄
 
 
 

味
解
 色
 。
 如
云
 袈
裟
昧
者
。
 
即
 袈
裟
白
地
。
今
 北
漫
茶
 雑
 色
 義
亦
然
 。
㈲
 以
 法
界
不
可
思
議
色
染
衆
生
心
。
同
一
 ぼ
 菩
提
 味
 。
㈲
 復
 

次
如
 世
間
染
衣
 先
以
 灰
水
洗
。
 
則
易
 愛
染
色
。
今
は
 咄
 （
 砲
 ）
字
間
焚
焼
弟
子
心
垢
。
 

便
 威
応
 捧
 。
無
役
 以
喘
 
（
 Ⅶ
）
宇
内
大
慈
悲
 

（
 
駅
 ）
 

水
洗
 之
 。
 

( ㏄ ) 82 



五 色 の 

    
れる 圃、｜ q0 （ 
つ 。 

幅の摘 まり 

法 
） 

界 と 

の味 

な 
る 

と の 
  て， 

らノ 

    

と 
法 「 
界 

の味 につい 」 
て   と   
  

一口われ 行は   る 

世 「   

しの 間の 

ような 染色」 

と 
  

  と 

  @ ま 

て 転 、 （ 世間 字 ） 
  般 輪 
で ・ （ 

oo 
い I@'   
へ @@ @   
色 
(3 ・ 

漫 
茶   
羅 9 

ぎ の ） 

れ 
  

場 
合 

な敷 

も 

見 

83  (83) 

め
る
に
は
 汁
寸
 偲
 ふ
ョ
す
タ
凹
 ヰ
斗
ぎ
の
二
三
丹
 貧
 p
.
.
 

み
 P
 ）
で
洗
 う
 の
で
、
母
を
先
に
 、
 次
に
せ
が
と
す
る
の
も
 、
 ラ
サ
の
う
に
連
ね
て
 

の
 説
明
と
も
受
け
取
る
。
 

（
 
拮
 ）
 

フ
ッ
ダ
グ
フ
ヤ
 
の
註
で
は
、
右
の
㈹
の
所
が
、
も
っ
と
 明
 示
さ
れ
て
い
て
、
「
衆
生
界
を
染
め
る
し
と
い
う
の
が
、
 

色
の
語
義
で
あ
り
、
 

「
 色
 と
は
染
め
る
こ
と
を
自
性
と
す
る
も
の
」
と
い
う
。
 さ
ら
に
、
 
ヱ
 テ
ィ
モ
ロ
ジ
ー
を
追
加
し
て
説
明
す
る
。
 

「
 又
 、
諸
仏
菩
薩
の
色
と
扮
装
（
の
 
ゴ
 p
F
E
 

窩
 ・
 冑
瀋
臼
の
 ）
 と
曇
陀
 羅
の
彩
色
（
 ユ
日
 。
 
ゑ
 （
 き
 ）
を
 彰
 わ
し
て
 
 
 

簿
 く
が
 
す
け
 
ゆ
め
色
衆
生
を
、
歓
喜
さ
せ
て
（
 宙
注
罵
 落
せ
 窃
 （
 
9
%
 
⑧
ミ
 %
 
、
す
な
 ね
 ち
、
満
足
さ
せ
て
染
め
る
な
ら
 。
は
 
、
色
 （
 打
す
 。
 コ
 

r
 ゅ
鍍
砂
 
）
と
言
わ
れ
る
。
 し
 

色
 
（
 
q
 嚥
 ）と
は
、
染
め
る
か
ら
、
さ
ら
 円
 
「
色
色
 守
 羽
 ）
」
の
う
（
 r
a
 

）
と
、
「
 

彰
わ
土
 
9
 
 （
が
 
つ
 申
す
甘
 
ゆ
め
 
Ⅰ
）
」
の
 サ
 で
、
ラ
サ
を
示
し
、
 

又
 、
同
じ
く
、
歓
喜
さ
せ
（
 つ
 「
簿
の
 

W
 守
 …
）
の
ラ
サ
を
 説
 明
し
て
い
る
 0
 梵
語
に
還
し
て
の
ラ
サ
昔
を
考
え
ず
し
 て
は
、
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
 

文
を
 、
本
当
に
解
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
。
 

さ
て
、
さ
ら
に
こ
の
色
が
、
味
、
つ
ま
り
法
界
の
味
で
 あ
る
事
を
 、
 同
じ
よ
う
に
、
 
r
a
 

油
が
（
 

色
 ）
 l
r
a
 
の
 入
味
 ）
１
曲
 
ォ
ゅ
 
a
r
a
 

（
文
字
 

｜
 仏
種
 

子
 ）
 1
 （
法
界
を
）
 団
ガ
ゆ
 
が
Ⅱ
 
悼
 （
 
田
 （
表
現
す
る
）
と
い
う
よ
う
 
に
、
ラ
 昔
に
よ
っ
て
釈
を
展
開
し
て
い
く
よ
 う
 に
思
わ
 れ
る
。
す
な
わ
ち
上
記
 

⑬
 ほ
 つ
い
て
、
釈
は
い
 
う
 。
 

（
㏄
 
"
 

「
こ
れ
が
法
界
の
味
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
 

各
 
（
五
）
 色
に
 於
て
、
法
界
を
自
性
と
す
る
仏
身
の
本
性
を
 、
文
 ウ
丁
（
日
の
の
 

e
.
 

の
 オ
 （
 

道
 

p
F
 
ゅ
 p
q
p
 

）
で
加
持
す
る
か
ら
、
そ
の
色
に
よ
っ
て
法
界
を
 

表
現
す
る
（
 ヨ
 （
 綜
 0
 コ
づ
 常
打
Ⅰ
Ⅰ
 
宙
 ・
の
 
下
 ・
～
リ
ガ
 

ゅ
 の
せ
 
き
 じ
も
の
で
、
同
一
 



物
を
、
同
一
色
に
染
め
、
「
同
床
」
、
同
じ
色
に
す
る
 
ょ
 う
 に
、
こ
の
「
 漫
 森
羅
の
 色
 」
も
、
法
界
の
色
で
、
 衆
 生
の
心
を
染
め
て
、
「
 同
 

一
陣
菩
提
 味
 」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
 フ
 "
 ダ
グ
フ
ヤ
 は
、
こ
の
 漫
茶
羅
 の
 色
 
（
五
色
）
は
 、
 そ
れ
ぞ
れ
法
界
を
自
 

性
 と
す
る
仏
身
を
示
し
、
そ
れ
 故
 絶
対
平
等
の
立
場
で
、
 同
一
味
と
な
る
と
い
う
。
一
行
が
、
世
間
の
色
の
よ
 う
 に
一
色
、
一
味
に
な
る
 

と
い
う
の
に
対
し
、
フ
ッ
 ダ
グ
フ
ヤ
 は
、
 漫
 茶
経
の
 色
 そ
の
も
の
が
、
仏
、
絶
対
を
示
し
て
、
平
等
一
味
で
あ
る
 と
い
う
。
 

あ
じ
 

し
か
し
、
私
は
、
こ
の
喝
の
「
 味
 」
（
 

r
a
 

の
じ
は
、
単
な
る
 

味
 で
は
な
く
、
本
来
の
、
古
来
か
ら
い
わ
れ
て
ぎ
た
、
 ウ
 パ
ニ
 シ
 ヤ
ッ
ド
に
 

あ
る
ラ
サ
、
本
体
的
な
ラ
サ
で
あ
ろ
う
と
思
 う
 。
実
は
 、
 こ
の
見
解
そ
の
も
の
が
、
こ
の
私
の
論
文
の
中
心
な
の
 で
あ
る
 0
 少
く
と
も
、
 

「
法
界
の
味
」
と
い
わ
れ
る
以
上
、
ふ
う
の
「
 味
 
ぁ
じ
 
」
で
は
 な
い
し
、
 両
釈
 と
も
、
勿
論
、
普
遍
的
な
概
念
と
考
え
て
 は
い
る
。
し
か
し
、
 
両
 

釈
 と
も
、
こ
の
味
が
「
古
仏
の
宣
 説
 」
し
た
ま
 ぅ
 所
で
 あ
る
こ
と
に
は
註
釈
が
な
い
。
「
 古
 」
か
ら
説
か
れ
て
い
 る
と
い
う
こ
と
は
、
 私
 

 
 

あ
る
が
）
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
思
 う
 。
そ
 う
解
 し
て
こ
そ
、
後
述
の
よ
 

う
 に
 、
 ラ
サ
は
五
色
の
道
を
往
来
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
 運
ぶ
導
体
で
あ
っ
た
か
ら
、
ラ
サ
は
、
 漫
茶
 羅
の
色
に
 染
め
ら
れ
、
五
色
は
 ぅ
 

サ
 と
な
り
、
如
来
往
来
の
道
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
、
色
の
定
義
、
色
と
同
義
語
の
法
界
の
味
 ｜
 ラ
サ
を
 説
明
し
て
、
次
は
、
五
色
の
布
 色
順
は
 つ
い
て
、
前
記
 経
文
は
述
べ
る
の
で
 

あ
る
。
白
を
初
と
し
、
赤
を
第
二
と
す
る
と
い
う
第
二
 の
 語
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
な
く
て
も
、
 白
 、
赤
、
黄
、
 
圭
 
：
 
深
 玄
の
順
を
示
す
 

こ
と
は
、
内
か
ら
外
へ
、
次
に
次
に
と
説
か
れ
て
い
る
 ナ
 
」
と
で
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
五
番
目
の
所
謂
「
 黒
 」
 に
 相
当
す
る
漢
訳
は
 、
 

「
裸
文
」
と
い
う
語
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
、
「
一
切
 
の
内
 」
と
い
う
有
り
方
に
つ
い
て
は
、
経
文
だ
け
で
は
 少
 し
 解
り
に
く
い
と
思
わ
 

れ
る
。
ま
ず
、
色
の
黒
で
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
 コ
 の
的
 で
 0
 
 
で
あ
る
か
ら
、
ふ
つ
 り
 の
ヰ
ヰ
 
オ
ゆ
 
）
 
a
.
 

方
円
ゆ
中
が
 

の
 訳
で
、
 黒
と
 訳
さ
れ
 

る
 語
で
あ
る
。
玄
も
黒
の
意
で
あ
っ
て
、
水
経
の
転
宅
 輪
漫
茶
 雑
品
第
八
に
も
、
こ
の
五
番
目
の
説
明
で
、
「
 最
 後
布
 黒
色
 
其
彩
甚
玄
 

」
と
し
て
（
 

妙
 
，
 
5
 
 

）
 

い
る
の
で
、
 黒
 そ
の
も
の
、
真
黒
で
あ
る
か
 ら
 、
と
く
に
裸
文
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
 0
 し
か
し
、
 ブ
 ッ
ダ
グ
フ
ヤ
 註
は
 、
 色
に
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五 色 の 道 

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
意
義
 
づ
 げ
を
、
行
っ
て
い
て
、
白
は
 、
法
 
%
 分
の
台
目
性
、
土
か
（
年
日
㏄
（
遷
の
オ
田
・
 

p
0
 
ア
 ド
笘
 
）
は
、
 ｜
 
p
o
 
牙
 ㏄
 世
界
１
 
%
 蕾
 利
益
と
見
 

て
 、
衆
生
の
利
益
を
な
す
力
と
し
、
 

黄
 
（
 お
 Ⅱ
 っ
 0
,
 
の
客
 
茗
繕
 ）
は
、
拡
大
し
広
げ
る
の
）
く
宮
の
動
詞
か
ら
、
 

広
大
の
相
あ
り
と
し
、
 

次
の
青
緑
 徐
ざ
ヂ
葵
タ
フ
曲
 ヱ
 %
 ）
は
、
青
緑
（
 目
ざ
コ
ォ
 
ぎ
ミ
遥
宙
 。
 幅
 （
Ⅱ
巴
瓦
）
と
註
し
、
最
後
の
玄
は
 
、
 コ
 の
的
・
 

つ
 
0
 
%
 
下
 ㏄
 隼
 0
 ㏄
 ，
 

の
下
 ・
 コ
 @
 
）
い
と
し
て
、
青
垣
と
な
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
 

せ
よ
最
後
を
最
も
黒
と
な
す
点
は
変
り
は
な
い
。
一
行
 
釈
 は
、
 黒
の
性
格
は
、
如
来
 

常
住
の
身
で
 妙
身
 で
あ
っ
て
、
絶
対
、
形
を
超
え
た
も
 の
 
「
 畢
 荒
蕪
 像
 」
だ
か
ら
深
衣
 色
 、
又
は
、
幽
玄
で
あ
る
 、
 又
は
染
色
の
極
で
あ
 

も
と
も
種
々
に
釈
し
て
い
る
 0
 
ブ
ッ
ダ
 グ
フ
で
 は
 、
罪
 垂
心
（
 
的
宙
け
幅
つ
 
p
.
 ㏄
 
寸
 （
・
 
乙
ト
セ
甘
ひ
 

）
、
図
面
 
心
 （
 
ヨ
が
 Ⅰ
 け
中
 
㏄
 づ
 ど
 
の
 オ
 （
・
 オ
 Ⅰ
自
養
）
等
を
 

征
し
た
り
、
利
益
行
の
相
が
 、
 黒
で
あ
る
と
し
て
、
 
黒
 
（
 F
q
 

ゆ
中
り
）
の
動
詞
形
を
 

ガ
翔
 n
d
O
 
 

Ⅰ
月
目
，
（
 

綿
 い
す
の
 

n
O
 

日
の
日
が
降
 窯
 
。
 片
 ）
 と
考
 

え
た
の
か
も
し
れ
な
 

さ
て
、
こ
の
里
が
「
一
切
の
内
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
 

ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
一
行
は
、
こ
れ
ら
の
 色
は
同
一
法
界
の
色
 

で
、
一
切
の
衆
生
が
同
帰
す
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
こ
の
色
 の
中
に
帰
入
す
る
か
ら
と
い
う
。
ブ
ッ
ダ
 グ
フ
ヤ
 は
 、
 こ
の
色
は
、
一
切
の
業
 

の
力
 で
あ
っ
て
「
一
切
の
内
に
」
「
安
和
さ
れ
る
と
い
う
 こ
と
」
が
、
か
く
さ
れ
て
い
る
（
肛
の
が
 中
す
簿
 し
か
ら
だ
 と
い
う
 0
 
 
ム
フ
 
、
こ
の
 
一
 

切
の
内
を
云
々
す
る
の
は
、
五
色
の
順
が
 、
 白
を
初
め
 
に
 、
そ
の
後
に
赤
、
そ
の
次
に
黄
、
そ
の
後
に
緑
青
 と
ぎ
 て
、
支
 Ⅰ
 ヰ
脊
 
@
 
目
は
、
「
 一
 

切
の
内
に
、
 
黒
 」
と
い
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
行
は
 、
 こ
の
一
切
な
一
切
衆
生
の
帰
一
す
る
 黒
 と
し
、
ブ
ッ
ダ
 グ
フ
ヤ
 は
、
一
切
業
 力
 

の
 秘
蔵
さ
れ
る
黒
と
考
え
た
の
で
あ
る
 0
 
一
切
の
内
と
は
 

一
切
の
内
部
で
光
の
届
か
ぬ
暗
黒
の
所
と
い
う
考
え
 方 は
な
い
 0
 し
か
し
、
 

い
ず
れ
に
 せ
 よ
、
こ
の
黒
は
色
と
し
て
の
里
で
あ
る
こ
と
 は
 明
ら
か
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 な
語
源
学
風
な
解
釈
は
 、
ウ
バ
 
ニ
シ
ャ
ッ
 ド
流
 の
 語
源
解
釈
か
ら
考
え
る
と
、
 

血
理
 で
は
な
い
が
、
 
や
 %
 強
引
な
理
解
と
思
 

 
 
 
 
 
 

わ
れ
や
す
い
の
で
、
ふ
た
た
び
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
う
 サ
 に
つ
い
て
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
 、
 及
び
、
シ
ヤ
ン
カ
ラ
 

ラ
ー
マ
ヌ
ジ
ャ
等
の
（
 

 
 

註
 に
よ
っ
て
考
察
し
、
こ
の
㍉
大
日
経
ヒ
 

の
 「
 染
 」
、
「
 味
 」
、
さ
ら
に
、
そ
の
 界
道
は
 
つ
い
て
、
一
応
の
本
論
 文
の
緒
論
を
出
し
た
い
 0
 
8
 



長
く
な
る
の
で
、
第
一
節
に
つ
い
て
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
 註
 の
み
引
く
と
、
 

さ
て
、
こ
れ
ら
、
以
下
述
べ
ん
と
す
る
心
臓
、
蓮
華
の
 形
を
な
し
、
フ
ラ
フ
マ
ン
の
依
る
所
で
 

 
 

は
 、
心
臓
の
肉
団
か
ら
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
出
て
い
る
も
の
 で
、
つ
ま
り
、
日
輪
か
ら
の
光
線
の
 

黄
褐
色
 
｜
異
 っ
た
色
で
、
色
々
に
な
っ
て
い
る
が
１
 0
 、
 微
細
、
極
微
の
ラ
サ
の
あ
る
ラ
サ
で
 

存
在
、
動
い
て
い
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
そ
れ
（
 管
 ）
 を
 通
っ
て
、
 
白
 、
青
、
黄
、
赤
の
「
 ラ
 あ

る
が
、
そ
れ
と
結
ぶ
脈
管
（
 コゅ
隼
 Ⅰ
 

 
 

よ
う
な
、
そ
の
、
こ
の
も
の
は
、
 

潤
 さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
様
相
で
、
 

サ
で
 満
ち
て
い
る
し
と
い
う
よ
う
 

0 l 

こ
れ
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
文
が
あ
る
が
、
先
の
表
の
 中
で
、
天
地
、
太
陽
、
人
間
を
五
色
で
結
ぶ
比
較
的
 ま
 と
ま
っ
た
形
の
チ
ャ
 

ン
ド
ー
 グ
ヤ
 ・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
、
第
八
篇
第
六
章
第
一
 

（
第
二
節
）
そ
こ
で
、
大
街
道
が
、
こ
こ
と
あ
そ
こ
と
 二
 

節
と
 、
そ
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
註
を
中
心
に
述
べ
て
み
る
 

つ
の
村
に
通
じ
て
い
る
よ
 う
 に
、
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
 

。
ま
ず
、
本
文
は
次
 

に
 、
こ
の
太
陽
の
 

通
り
で
あ
る
。
 

（
第
一
節
）
さ
て
、
こ
の
心
臓
の
管
（
 
コ
ゆ
臼
 
）
そ
の
も
の
は
 
、
赤
褐
色
、
白
色
、
青
色
、
黄
色
、
赤
色
の
微
細
な
 
も
の
で
で
き
て
い
 

る
と
い
う
。
そ
し
て
、
あ
の
太
陽
は
 、
 実
は
赤
褐
色
で
あ
 る
が
、
そ
れ
は
白
色
で
あ
り
、
そ
れ
は
青
色
で
あ
り
、
 そ
れ
は
黄
色
で
あ
 

り
 、
そ
れ
は
赤
色
で
あ
る
。
 

光
線
は
、
こ
こ
と
あ
そ
こ
と
（
 地
 と
天
）
の
二
つ
の
 世
 界
 に
通
じ
て
い
る
 0
 あ
の
天
か
ら
、
そ
れ
は
、
こ
の
管
の
 中
 へ
と
伸
び
て
き
 

て
い
る
し
、
こ
れ
ら
の
管
か
ら
、
こ
れ
は
、
あ
の
太
陽
の
 中
へ
 伸
び
て
い
る
。
 

4 

ウ 
/ く 

    
シ 
ヤ 
  
ド 

の 

五 
色 
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サ 
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か
ら
、
多
彩
、
多
種
と
な
る
と
も
註
釈
す
る
。
 

い
ず
れ
に
せ
 よ
 、
重
要
な
こ
と
は
、
一
 つ
 に
は
、
体
液
 -
 
フ
サ
 は
五
色
、
太
陽
は
五
色
 ｜
 従
っ
て
、
こ
れ
は
、
ラ
サ
 と
い
う
こ
と
に
表
現
 

さ
れ
る
が
 ｜
 と
い
う
こ
と
に
 ょ
 り
、
色
に
よ
っ
て
結
ば
れ
 

 
 

か
ら
す
る
ラ
サ
、
体
液
 

に
よ
る
世
界
と
人
と
の
ム
ロ
一
な
の
で
あ
る
 
0
 批
点
、
上
 記
 の
す
 け
 ㌧
 せ
 Ⅰ
（
 

H
.
 

⑦
の
う
 一
 マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
註
は
 、
 

心
臓
に
つ
た
が
る
脈
管
（
ナ
ー
デ
ィ
ー
）
は
 、
 い
ろ
い
ろ
 な
 微
細
な
食
味
（
 餌
コ
 a
,
r
a
 

終
 ）
に
満
ち
て
あ
る
 

あ
じ
 

と
 説
き
、
 シ
 ・
 
ャ
ン
ヵ
ラ
 が
ラ
サ
を
、
実
体
的
な
も
の
と
 す
る
の
に
対
し
、
ラ
サ
の
本
来
の
味
、
食
味
と
い
っ
た
 源
 意
か
ら
考
え
て
い
 

遣
 
る
。
つ
ま
り
、
体
外
か
ら
摂
し
た
食
物
が
、
体
内
 で
、
一
つ
の
液
の
中
に
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
あ
る
 0
 種
 々
の
食
物
（
の
 
コ
コ
 
p
 ）
の
 エ
ッ
 

 
 

の
 
セ
ン
ス
は
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
体
外
 か
ら
、
体
内
に
入
っ
た
も
の
は
過
程
か
ら
、
本
か
ら
 考
 え
る
と
 食
 １
床
と
い
う
こ
と
 

 
 

色
 
で
あ
る
 0
 食
味
で
あ
っ
て
も
、
結
果
と
し
て
は
、
 体
 液
 ラ
サ
に
は
変
り
は
な
い
 0
 し
か
し
、
こ
の
考
え
に
 基
 

 
 

五
り
、
 
大
き
く
全
宇
宙
が
、
体
内
に
食
を
通
し
て
、
 -
 フ
サ
 と
し
て
入
り
、
体
液
と
な
り
、
心
臓
に
通
ず
る
こ
と
 と
な
り
、
普
遍
我
が
、
内
観
 
8
 

に
 、
全
部
に
言
葉
を
補
っ
て
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
太
陽
 の
 光
熱
た
る
、
胆
汁
と
、
調
理
の
結
果
少
な
く
な
っ
た
 粘
液
と
が
 湿
 っ
て
 

黄
褐
色
と
な
る
。
太
陽
の
光
熱
が
、
胆
汁
で
あ
る
。
 そ
 れ
が
、
ま
た
、
（
体
液
の
 一
 と
し
て
の
）
 風
 
（
 
セ
ゅ
 
（
が
）
 
が
 増
加
す
る
と
 青
と
｜
 

な
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
粘
液
が
増
加
す
る
と
白
と
な
 る
 0
 粘
液
と
同
等
の
場
合
 真
 とな
る
。
 血
 
（
 
ぬ
 
0
 官
審
 ）
 が
 多
量
と
な
る
と
 

刑
 と
な
る
 0
 或
は
医
学
の
上
か
ら
、
色
の
種
別
は
 、
ど
 ぅ
 し
て
あ
る
の
か
と
尋
ね
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
 0
 し
か
し
 、
聖
典
は
説
い
て
 

い
る
、
「
太
陽
と
関
連
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
光
熱
は
 
、
 脈
管
の
中
に
入
っ
て
い
く
と
、
こ
れ
ら
の
色
の
種
別
が
 あ
る
」
と
。
ど
の
 

よ
さ
に
か
 0
 こ
の
太
陽
は
黄
褐
色
で
あ
る
が
、
色
 刷
 で
い
 ぅ
と
 、
引
例
太
陽
は
川
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
青
で
あ
 9
 、
こ
れ
は
黄
で
１
 

瑚
引
 、
こ
れ
は
赤
で
あ
る
。
太
陽
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

色
の
種
別
に
つ
い
て
、
又
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
 、
い
 二
ロ
 っ
 ミ
 ・
 ダ
 き
で
、
風
と
胆
汁
と
粘
液
と
の
相
互
の
結
合
 
加
減
の
不
同
、
差
異
 



「
大
日
経
」
の
五
色
界
 道
 の
問
題
に
も
ど
る
こ
と
と
す
る
 0
 以
上
の
よ
う
な
ラ
サ
が
 、
と
 

に
 、
太
陽
の
光
線
と
直
結
す
る
五
色
を
し
て
満
ち
て
い
る
 と
い
う
表
現
を
考
慮
に
入
れ
た
 場
 

係
 点
が
多
い
の
で
あ
る
 0
 一
つ
に
は
、
語
源
解
釈
的
に
 、
 味
、
 ラ
サ
を
、
ま
ず
述
べ
て
い
る
 

る
こ
と
 0
 三
つ
に
は
、
ラ
サ
は
、
心
臓
か
ら
出
る
管
の
中
 に
あ
る
こ
と
。
四
つ
に
は
中
台
 八
 

は
 、
大
日
如
来
、
太
陽
の
如
来
で
あ
る
。
五
つ
に
は
、
 註
 に
あ
る
よ
う
に
、
太
陽
か
ら
出
る
 

す
べ
て
の
方
向
に
出
、
太
陽
の
光
熱
が
ラ
サ
の
形
で
満
 ち
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 六
つ
に
は
、
 

の
場
所
で
あ
る
が
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
も
、
心
臓
は
 、
ブ
 ラ
フ
マ
ン
の
都
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
上
記
 具
縁
品
 の
ま
 ，
ニ
 -
 
レ
 
ト
 
短
い
文
で
は
あ
る
が
、
五
色
に
 

か
ら
、
放
射
す
る
管
の
内
容
で
あ
る
五
色
に
つ
い
て
述
べ
 た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
は
無
理
 く

に
人
間
の
心
臓
の
中
か
ら
出
る
管
の
中
 

合
、
あ
ま
り
に
も
、
い
ろ
い
ろ
の
点
で
、
 関
 

こ
と
。
二
つ
に
は
、
そ
の
ラ
サ
は
五
色
で
あ
 

葉
 院
は
心
臓
の
象
徴
化
で
あ
り
、
そ
の
本
尊
 

光
線
の
よ
う
に
、
ヒ
タ
ー
は
、
心
臓
か
ら
、
 

中
 ム
コ
八
葉
 
院
 と
し
て
の
、
第
九
識
以
下
の
心
 

関
す
る
 序
述
は
 、
ラ
ザ
、
つ
ま
り
、
心
臓
部
 

で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
 0
 と
こ
ろ
が
、
 

5
 
 結
び
 ｜
 五
色
界
 道
 

は
 外
に
、
肉
体
的
に
、
個
人
我
と
合
一
す
る
素
朴
な
説
 明
 と
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
  

 
 
 

以
上
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
於
て
五
色
の
ラ
サ
は
 、
 
一
つ
 に
は
 、
五
色
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
、
太
陽
と
い
う
 絶
 対
 者
、
神
格
的
な
も
 

 
 

 
 

の
の
五
色
の
光
線
と
、
人
間
の
体
内
の
心
臓
に
通
じ
る
 脈
 管
 、
ナ
ー
デ
ィ
Ⅰ
も
し
く
は
、
ヒ
タ
 
@
 
中
の
五
色
の
 体
液
と
が
、
一
つ
の
 太
 

陽
 １
人
間
の
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
二
つ
 に
は
、
ラ
サ
は
 
、
 味
と
し
て
、
太
陽
の
光
を
受
け
た
食
物
 と
 人
間
と
そ
の
心
臓
 と
 

の
 交
流
の
媒
体
と
見
ら
れ
た
。
 

従
っ
て
、
五
色
の
ラ
サ
の
道
は
、
人
間
と
太
陽
の
と
の
 通
路
で
、
五
色
と
ラ
サ
は
、
中
心
概
念
で
あ
る
。
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る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
白
か
ら
、
 色
 別
に
 、
 五
つ
を
並
べ
 、
す
べ
て
の
方
向
 

っ
て
、
五
色
界
 追
 は
、
脈
管
、
と
く
に
血
管
の
象
徴
化
 で
あ
り
、
こ
れ
は
、
 

る
 。
 

こ
の
 具
縁
品
は
 、
重
要
な
経
典
で
、
と
く
に
、
本
論
文
で
 取
り
上
げ
た
 所
 

れ
た
点
も
あ
る
か
と
思
 う
が
 、
今
後
、
さ
ら
に
色
の
順
 、
 ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
 

等
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
 

の
 放
射
の
代
り
に
、
全
周
を
 、
 囲
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

従
 

中
央
諸
仏
、
心
の
、
全
世
界
へ
の
通
路
の
象
徴
化
で
あ
 
あ
 

は
、
重
要
な
一
つ
の
箇
所
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
、
検
討
さ
 
さ
 

か
ら
、
密
教
へ
の
過
程
、
密
教
経
典
の
成
立
過
程
と
の
関
連
 
連
 

現
実
的
に
は
、
五
色
を
混
合
の
形
で
、
し
か
も
、
す
べ
 て
の
方
向
に
放
射
す
る
形
は
 、
画
 げ
な
い
の
で
、
現
図
 曇
 森
羅
め
よ
 う
 に
 、
 染
め
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付
記
本
稿
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
月
二
十
一
日
、
第
三
十
九
 

国
学
術
大
会
発
表
の
も
の
を
中
心
と
し
て
 増
 広
し
た
も
の
で
あ
 る
 。
 

読
 に
つ
い
て
労
を
煩
わ
せ
た
。
 

（
 
弘
 ）
正
三
九
・
六
四
三
 c
 。
 

（
 
防
 ）
「
影
印
北
京
坂
西
蔵
大
蔵
経
」
 

第
セ
セ
巻
、
 （
 
署
 0
.
 
㌍
 零
 ・
の
 
0
 
三
）
正
一
八
・
九
三
、
二
四
 O
b
 

等
。
 

（
 
邱
 ）
正
一
八
・
九
三
 b
 、
二
四
 

O
b
 

等
。
 

（
 
W
 ）
正
一
八
・
二
三
 a
 。
 

（
 
駆
 ）
正
一
八
・
二
三
 a
 。
 

（
⑪
）
 
か
コ
り
 

乱
、
 
韻
 3
 ヨ
 p
.
s
a
 

ち
紺
サ
 
（
 
a
.
 

窩
 妙
音
 

F
,
 

ゆ
づ
 
二
 %
.
 Ⅰ
 
r
p
 
コ
由
 

す
ゆ
中
幅
が
Ⅰ
 

肚
 
，
 0 す
ゆ
 
コ
曲
 
0
 Ⅰ
 
せ
 
0
 つ
い
コ
 

あ
り
 

n
.
 

ト
の
 
の
 
ダ
づ
 鼻
の
 
ト
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に
 島
忠
 教
著
 

「
中
観
思
想
の
展
開
 ヒ
 

春
秋
社
一
九
八
 0
 年
 二
月
 

A
5
 判
一
四
十
五
 0
 四
頁
七
五
 0
0
 円
 

瓜
生
 
津
隆
真
 

本
書
は
、
著
者
の
十
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
 巾
 甘
ゆ
 
セ
ヰ
セ
 

@
 
ヰ
 
0
 オ
ハ
所
 究
を
墓
 

盤
 と
し
、
学
位
論
文
、
そ
の
他
の
諸
論
文
を
改
稿
し
て
出
来
た
 も
の
で
あ
 

る
 。
そ
の
中
心
主
題
は
 、
巾
 す
 
%
 い
つ
 
@
 
ヰ
薄
い
 （
清
介
、
四
九
 0
 ）
 五
七
 0
 年
 

頃
 ）
の
思
想
が
中
観
学
説
史
上
、
ま
た
イ
ソ
 ド
 思
想
史
上
か
ら
 
眺
め
ら
 

ね
 、
と
く
に
彼
の
空
性
論
証
の
論
理
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
 ぃ
 る
 。
さ
ら
 

に
そ
の
方
法
が
後
に
た
ど
っ
た
歴
史
的
経
過
が
明
ら
か
に
さ
れ
 る
 。
 

中
観
思
想
は
 、
 い
 う
 ま
で
も
な
く
 
N
a
 的
 a
r
 
首
悪
（
 龍
樹
 、
一
 五
 O
@
 

二
五
 0
 年
頃
）
に
そ
の
端
を
発
す
る
。
彼
の
思
想
は
、
直
接
に
 は
 
「
般
若
 

経
 」
の
思
想
家
た
ち
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
諸
存
在
 の
 実
体
化
 

の
上
に
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
区
別
の
哲
学
（
 
ア
ビ
 ダ
ル
マ
 
哲
生
，
）
」
 

へ
の
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
「
般
若
経
」
で
し
ば
し
ば
強
調
 さ
れ
る
 

「
存
在
は
す
べ
て
空
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
諸
存
在
は
実
体
 と
し
て
 

存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 

署
ゅ
的
 
a
r
 
モ
日
は
主
著
 同
 中
論
 頚
ヒ
 

に
お
い
て
、
こ
の
空
性
と
い
う
こ
と
を
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
伝
 統
 と
は
 異
 

古
註
と
紹
介
 

質
 な
論
理
を
も
っ
て
、
直
接
的
に
ま
た
は
間
接
的
に
論
証
し
よ
 ぅ
 と
し
、
 

あ
る
い
は
 他
 学
派
の
学
説
に
論
破
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
中
観
 学
派
は
こ
 

の
 
「
中
論
 頚
 」
を
祖
述
し
て
い
く
こ
と
を
中
心
課
題
と
し
、
 

彼
 の
 論
理
を
 

い
か
に
解
明
し
て
い
く
か
、
そ
の
論
理
学
的
方
法
の
取
扱
い
を
 め
ぐ
っ
て
 

中
観
学
説
が
展
開
し
た
。
 

才
ゅ
 Ⅰ
甲
ざ
墨
に
お
け
る
論
理
の
形
式
と
本
質
に
つ
い
て
は
、
 
す
で
に
 

宇
井
伯
寿
（
「
東
洋
の
論
理
し
、
 

力
 ・
 由
 ・
 力
 。
 圧
已
 0
 コ
 （
 め
 ：
 ぢ
 
キ
ヘ
 
Ⅰ
 軋
 ミ
ヒ
 

い
ョ
 ～
 
か
ぬ
 ～
Ⅹ
～
 

x
Q
 

～
 
Q
 
Q
 
ぉ
も
 0
 キ
 @
x
 
ロ
 ）
梶
山
雄
一
（
「
仏
教
の
思
 
想
 3
 １
 空
 

の
 論
理
」
）
な
ど
の
諸
学
者
に
よ
っ
て
検
討
研
究
さ
れ
、
そ
の
後
 の
 展
開
 

に
つ
い
て
も
、
個
々
に
諸
学
者
の
労
作
が
出
て
い
る
。
そ
こ
で
 本
書
は
 、
 

こ
れ
ら
の
諸
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
お
お
よ
そ
四
世
紀
頃
 か
 ら
 、
認
識
 

論
 的
な
唯
識
学
説
の
体
系
の
確
立
に
対
抗
し
て
形
成
さ
れ
て
き
 た
 中
観
 学
 

派
 、
と
く
に
け
 ゴ
ゆ
づ
 
如
去
 ヰ
 0
%
 
い
 の
空
性
論
証
の
論
理
を
中
心
に
 、
さ
ら
に
 

彼
 以
降
に
お
け
る
そ
の
展
開
を
取
り
上
げ
、
問
題
点
を
整
理
し
 て
 中
観
 学
 

説
の
思
想
史
的
状
況
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

著
者
は
、
先
学
に
な
ら
っ
て
、
中
観
学
派
の
全
体
像
を
、
初
期
 と
 中
期
 

と
 後
期
に
分
け
て
い
る
。
初
期
と
は
、
学
派
の
形
成
 斯
 の
こ
と
 で
あ
っ
 

て
 、
唯
識
学
説
を
主
張
し
た
 楡
 加
行
旅
（
 ぺ
 0
%
n
p
q
a
 

）
と
の
 対
 抗
か
ら
 

生
ま
れ
た
と
し
、
大
体
四
世
紀
頃
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
 
し
 た
が
っ
 

て
、
 
z
 ゆ
ゆ
ゆ
 
「
 
甘
コ
 り
の
空
性
思
想
は
、
そ
の
弟
子
か
～
 ト
桂
 。
Ⅱ
 
り
 
も
 含
め
 

て
 、
大
乗
仏
教
全
体
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
見
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
 
む
俺
宙
偲
 
（
 陳
那
 、
 四
 0
0
@
 

四
八
 0
 年
頃
）
に
 
 
 

仏
教
論
理
学
が
確
立
さ
れ
る
と
、
諸
学
派
も
そ
の
影
響
を
 ぅ
け
 て
 、
自
己
 

 
 

 
 

の
 学
説
を
論
理
学
に
よ
っ
て
論
証
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
生
 じ
る
こ
と
 



に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
中
観
学
派
に
お
い
て
も
例
外
で
な
く
 、
空
性
を
 

観
念
や
こ
と
ば
を
超
え
た
も
の
と
 _
@
 
て
 済
ま
す
こ
と
が
で
き
な
 く
な
り
、
 

論
理
学
的
に
表
記
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
こ
の
要
請
に
最
初
に
 め
含
，
 

え
ム
に
の
 

が
田
 ま
下
る
 

a
-
@
 

（
 
弟
 （
 
仏
護
 、
四
 セ
 0
@
 五
四
 0
 年
頃
）
で
あ
 る
 。
と
こ
 

ろ
が
彼
は
推
論
式
に
 よ
 る
 究
性
 論
証
を
行
わ
ず
、
帰
謬
論
法
 
に
よ
っ
て
 

「
中
論
額
口
の
論
理
を
解
説
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
用
い
た
。
 こ
れ
を
 

激
し
く
批
判
し
た
の
が
ロ
 ブ
ひ
ヰ
ぃ
由
お
 

汀
で
あ
る
。
彼
は
目
  
 

論
理
学
を
と
り
入
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
空
性
論
証
の
方
法
に
組
 み
 換
え
、
 

独
自
の
推
論
式
を
う
ち
出
し
た
。
つ
い
で
の
り
 邑
 「
 
p
F
 
ロ
 
「
（
 
@
 （
 
月
 称
、
セ
世
 

紀
 前
半
）
が
現
わ
れ
、
㏄
下
目
ま
丁
の
 
ォ
い
 の
空
性
論
証
の
立
場
を
 批
判
し
、
 

そ
の
方
法
は
か
え
っ
て
 
才
憶
 「
首
鼠
の
思
想
的
立
場
か
ら
 逸
 脱
す
る
も
 

の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
な
論
理
の
立
場
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
 空
 性
の
本
質
 

が
 飛
躍
的
に
発
展
す
る
。
ま
た
彼
は
唯
識
学
説
と
経
 童
 部
の
 理
 

が
 生
ま
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
 申
す
ひ
ヰ
 

の
ま
 
ヰ
 の
寄
の
論
理
学
的
 

中
観
学
派
も
、
 楡
伽
行
 派
の
学
説
を
吸
収
し
、
そ
れ
ら
を
統
合
 

離
を
縮
め
、
綜
合
学
派
の
成
立
の
発
端
を
き
ず
く
。
彼
の
影
響
 

が
 占
の
る
こ
と
を
接
地
 

調
 
刊
し
た
。
こ
の
口
ロ
耳
目
 

ォ
り
 
Ⅰ
 ゅ
ま
 ㏄
か
ら
の
め
 

ぅ
 と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

加
行
学
派
と
対
抗
し
、
他
方
で
は
自
己
の
空
性
論
証
の
方
法
を
 

に
 至
る
時
期
が
中
期
で
あ
っ
て
、
こ
の
期
の
中
観
学
説
は
 、
一
 

セ
 世
紀
後
半
に
な
る
と
し
キ
ミ
 ヨ
リ
 
ガ
 ロ
 
l
h
@
 

が
 出
て
、
認
識
論
 と
 

@
 
ト
 
Ⅰ
 ペ
ハ
ガ
 

Ⅱ
Ⅱ
 
由
 

確
立
し
よ
 

論
 と
の
 距
 

す
る
傾
向
 

方
で
は
 楡
 

方
法
が
再
 

仁
 よ
っ
て
 

論
理
学
 

評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
代
表
と
し
て
の
 ゆ
コ
 
（
 
ぃ
 
（
井
ビ
（
 
ぃ
 （
戒
護
、
 

土
 
八
八
 
0
 ｜
 七
四
 0
 年
頃
）
 や
 
木
ぃ
 
ヨ
凹
沫
ロ
 
-
p
 
（
蓮
華
 
戒
 、
 セ
 0
 0
 ｜
 七
五
 

0
 年
頃
）
な
ど
が
出
る
。
ま
た
他
方
で
は
、
 9
 邑
 S
%
 耳
 @
 の
 よ
 う
 に
 、
 

論
理
学
的
方
法
を
低
く
評
価
し
、
実
践
的
要
素
を
重
視
す
る
人
 た
ち
、
 た
 

 
 

 
 

と
え
ば
 
卜
 （
 
@
 
ぬ
ハ
 （
九
八
二
 @
 
一
 0
 五
四
年
）
が
あ
ら
わ
れ
、
 

十
 世
紀
頃
 か
 

ら
 
一
つ
の
潮
流
を
形
成
し
、
こ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
流
れ
込
 
ん
で
い
っ
㏄
）
（
 

た
 。
こ
れ
が
後
期
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
中
観
学
派
の
歴
史
的
展
開
の
経
過
を
踏
ま
え
て
、
 
著
者
 

は
 、
と
く
に
空
性
論
証
の
方
法
的
自
覚
が
顕
著
に
な
っ
た
中
期
 と
 、
さ
ら
 

に
そ
れ
が
発
展
し
て
 い
 く
後
期
と
の
中
観
思
想
を
研
究
対
象
と
 し
 、
な
か
 

で
も
い
 百
餓
守
簿
ヰ
 
研
究
を
申
 心
 課
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
 い
く
の
で
 

あ
る
。
 

本
書
は
研
究
編
（
 一
 @ 
二
五
八
頁
）
と
テ
ク
ス
ト
 編
ヨ
 五
九
 @
 
四
九
 

四
頁
）
と
か
ら
な
る
。
研
究
編
全
五
章
の
う
ち
、
第
一
章
 

弓
 ゴ
管
 の
セ
 
-
 
づ
 0
 カ
曲
 

の
 著
作
」
、
第
二
章
「
論
理
学
説
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
考
え
」
 

、
第
三
章
 

「
空
性
論
証
の
論
理
」
の
三
章
は
、
著
者
が
中
心
課
題
と
し
 

て
い
る
 

ロ
 チ
 ぎ
串
 ぎ
の
 叶
 い
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
第
四
章
「
中
観
学
説
 史
上
の
 

問
題
点
」
と
第
五
章
「
空
性
論
証
の
論
理
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
 状
況
」
の
 

二
章
は
、
 
彼
 以
降
に
お
け
る
展
開
の
問
題
点
を
論
じ
て
い
る
。
 

第
一
章
に
お
い
て
、
ま
ず
著
者
は
、
研
究
の
基
礎
作
業
と
し
て
 
申
サ
卸
 

ペ
ハ
ベ
 
～
 
セ
 0
 オ
 リ
 
の
著
作
問
題
を
取
り
上
げ
、
従
来
彼
の
著
作
と
さ
 れ
 て
 き
た
 

目
柱
 オ
 Ⅱ
リ
ヨ
 
弟
囲
 （
（
 
ゴ
塁
い
 
お
）
 
め
コ
 ぎ
を
著
作
リ
ス
ト
か
ら
除
外
す
 る
 。
著
者
 

も
 指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
の
場
合
、
臼
 こ
吏
い
 と
の
同
一
人
 説
 も
 未
解
決
 

で
あ
る
上
、
著
作
中
の
用
語
、
学
説
内
容
、
全
体
の
構
成
、
 チ
 。
ヘ
ッ
ト
 
調
 

の
事
情
、
引
用
文
献
な
ど
に
精
細
な
研
究
調
査
を
必
要
と
す
る
 の
で
、
 著
 

作
の
確
定
は
容
易
で
は
な
い
が
、
こ
の
難
解
な
問
題
に
見
事
に
 解
決
を
与
 

え
て
い
る
。
 



評
は
 

幸
三
目
 
る
 

紹
才
 

と
 

第
二
章
で
は
、
彼
が
中
観
思
想
を
イ
ン
ド
論
理
学
の
方
法
を
導
 入
し
て
 

空
性
論
証
の
方
法
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
、
論
理
学
的
方
 法
 な
い
か
 

に
 考
え
て
い
た
か
、
ま
た
彼
の
論
理
学
説
の
基
礎
と
な
っ
た
も
 の
は
何
で
 

あ
っ
た
か
、
と
い
う
課
題
を
追
及
す
る
。
 

之
温
べ
ざ
 
巳
は
之
Ⅱ
 ぽ
の
 
学
 

派
の
論
理
学
に
対
し
て
き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 批
判
を
加
え
 た
が
、
 そ
 

れ
は
 
呂
せ
ゅ
 
Ⅱ
㏄
学
説
が
観
念
や
こ
と
ば
と
存
在
の
一
致
を
前
 堤
 と
し
、
 存
 

在
の
実
体
性
を
基
調
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
 之
 W
 幅
 ㍗
 毒
 目
 
が
そ
 

の
 論
理
学
を
否
定
す
る
の
は
、
 

空
 桂
は
観
念
や
こ
と
ば
に
よ
っ
 て
と
ら
え
 

ら
れ
ず
、
通
常
の
イ
ン
ド
論
理
学
に
よ
っ
て
は
論
証
さ
れ
な
い
 と
い
う
 考
 

え
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
 
挿
ゴ
リ
 
Ⅱ
 p 乱
せ
の
 
オ
 苗
は
 、
空
 性
の
言
明
 

は
 、
そ
れ
自
体
空
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
空
性
を
逸
脱
し
な
い
 限
 り
に
お
い
 

て
 、
論
理
学
的
な
論
証
と
論
破
と
を
形
式
と
す
る
も
の
で
は
な
 く
て
は
な
 

ら
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
空
性
そ
の
も
の
は
勝
義
的
な
も
の
 で
、
通
常
 

の
 観
念
や
こ
と
ば
を
離
れ
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
が
観
念
や
こ
 と
ば
に
 ょ
 

っ
て
表
明
さ
れ
な
く
て
は
知
ら
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
 は
 中
観
 学
 

派
 に
お
け
る
非
常
に
厄
介
な
根
本
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 空
性
論
者
 

と
し
て
彼
は
、
勿
論
論
理
学
を
勝
義
に
お
い
て
は
否
定
す
る
。
 し
か
し
 他
 

方
で
は
空
性
を
論
理
学
的
に
論
証
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
 彼
 は
 論
理
学
 

説
を
空
性
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
と
考
え
る
。
著
者
は
こ
の
点
 か
 ら
 
「
彼
が
 

導
入
す
る
の
は
、
勝
義
的
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
前
提
を
も
っ
 た
 自
性
な
 

下
ぎ
 論理
形
式
で
あ
る
」
（
Ⅰ
 ハ
 
0
 頁
 ）
と
規
定
し
て
い
る
。
 
ま
た
彼
は
・
 

い
の
 
a
r
 
ざ
 已
は
形
式
の
調
っ
た
論
証
 
式
 を
も
っ
て
述
べ
て
い
る
 わ
 け
 
で
 

な
い
が
、
そ
れ
を
論
理
学
の
形
式
を
も
っ
て
書
き
換
え
る
こ
と
 が
せ
 き
 

-
 
、
と
考
え
て
い
た
Ⅰ
こ
の
立
場
か
ら
彼
は
、
 

巾
 屈
曲
リ
ゴ
る
ゅ
 

ロ
 
@
 
由
ぃ
 の
 用
い
 

た
 帰
謬
論
法
を
批
判
し
、
 

し
俺
轟
斡
り
 論
理
学
の
方
法
を
と
り
 入
れ
て
 独
 

白
の
空
性
論
証
の
方
法
で
あ
る
定
言
論
証
 式
 を
あ
人
出
し
た
の
 で
あ
る
。
 

彼
の
こ
の
論
理
学
的
立
場
か
ら
は
、
松
川
的
に
聖
典
を
相
対
的
 に
 評
価
す
 

る
こ
と
に
な
る
。
空
性
の
言
明
は
論
証
と
論
破
を
形
式
と
す
る
 か
ら
、
 正
 

し
い
論
理
に
よ
る
理
論
的
根
拠
が
重
要
で
あ
っ
て
、
聖
典
を
絶
 射
的
論
拠
 

と
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

第
三
章
で
は
、
著
者
は
ロ
ゴ
 卸
セ
り
由
づ
 

の
村
 
麓
 の
建
言
論
証
 式
 に
つ
 、
て
、
 

L
 

そ
の
理
論
形
式
の
特
質
を
検
討
す
る
。
そ
の
資
料
は
 づ
麓
 「
 
ガ
ハ
ぢ
 卸
 
（
曲
で
 の
 
ム
 

っ
て
。
そ
の
和
訳
と
註
記
を
ま
ず
示
し
て
い
る
（
九
二
 5
 
一
 0 一
 貢
 ）
。
 
そ
 

の
 特
質
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
 

一
 、
主
張
命
題
が
，
勝
義
に
お
い
て
 "
 と
い
分
限
定
づ
け
を
も
 
つ
 @
 
目
 

と
 。
 

二
 、
主
張
命
題
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
否
定
判
断
は
全
て
非
 定
 立
 約
百
 

定
 で
あ
る
こ
と
。
 

三
 、
異
類
例
が
存
在
し
な
い
こ
と
。
 

こ
の
三
つ
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
 さ
れ
て
 

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
れ
ら
が
空
性
論
証
の
論
理
 と
し
て
い
 

か
な
る
論
理
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
、
文
献
的
貸
料
を
踏
ま
 え
て
詳
し
 

く
 考
察
す
る
。
た
と
え
ば
第
一
の
特
質
は
 、
 彼
の
推
論
式
が
世
 間
 
一
般
の
 

言
明
に
用
い
ら
れ
る
の
で
な
く
、
空
性
論
証
の
た
め
で
あ
る
こ
 
と
を
 示
 

し
 、
そ
の
論
理
的
位
置
づ
け
を
明
確
に
規
定
し
た
も
の
、
 と
見
 る
 。
つ
ま
 

り
 、
こ
の
推
論
式
は
勝
義
真
理
で
あ
る
空
性
を
指
向
し
て
い
る
 限
り
に
お
わ
（
 
9
 

い
て
勝
義
的
で
あ
り
、
現
実
に
言
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
限
り
 世
俗
的
で
 

9
7
 

あ
っ
て
、
世
俗
真
理
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
勝
義
を
指
向
す
る
 と
い
う
 二
 



重
 構
造
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
（
 一
 0
 五
頁
）
。
し
た
が
っ
て
 、
こ
の
 隈
 

定
 に
よ
っ
て
彼
の
論
証
 式
は
 、
承
認
 説
 、
真
 接
 知
覚
、
一
般
的
 是
認
に
よ
 

る
 排
撃
は
脱
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
、
と
い
う
（
 一
 0
 七
 ?
 八
 

頁
 ）
 0
 し
か
し
、
こ
れ
は
、
結
局
 由
 す
り
番
立
お
鯨
が
そ
れ
ら
の
 
排
 撃
を
切
り
 

捨
て
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
勝
義
に
お
い
て
」
と
い
う
限
定
 
が
 、
一
種
 

の
 免
罪
符
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
は
 他
 学
派
か
ら
の
批
判
 に
 答
え
た
 

こ
と
に
な
ら
ず
、
平
行
線
を
た
ど
っ
て
議
論
が
成
立
し
な
く
な
 る
と
い
う
 

難
点
が
当
然
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
め
甘
 ゆ
ヰ
り
づ
 

@
 
ヰ
の
オ
 
い
 も
反
省
 

を
 加
え
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
取
扱
い
は
必
ず
し
も
明
解
で
 は
な
い
。
 

ロ
 ゴ
 ひ
づ
 
の
ま
 く
 0
 オ
ハ
 の
 意
 介
に
反
し
て
、
彼
の
加
工
性
論
証
の
論
理
 

に
は
一
つ
 

の
 破
綻
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
梶
山
教
授
（
 一
 
別
掲
善
一
 

六
 0
;
 

一
六
三
頁
）
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
 

第
二
の
特
質
、
非
定
立
的
否
定
と
は
、
彼
の
空
性
論
証
は
つ
ね
 に
 否
定
 

判
断
を
伴
う
が
、
こ
の
否
定
判
断
は
名
辞
の
否
定
（
口
口
「
 せ
 
古
色
 
 
 

（
～
 
ゅ
 0
 色
 オ
ド
 
）
で
な
く
、
命
題
の
否
定
（
 づ
 r
a
s
a
 

ぢ
甲
ワ
 ）
で
あ
る
 こ
と
を
い
 

う
 。
こ
の
点
「
㏄
 
ア
ゆ
ヰ
ハ
ま
ヰ
 

の
 ガ
ぃ
 は
否
定
に
つ
い
て
 彼
 以
前
の
中
 観
 思
想
 

家
 よ
り
一
歩
進
ん
だ
方
法
を
採
用
し
た
」
三
一
三
頁
）
と
い
，
 え
る
。
 イ
 

ン
ド
 で
は
す
で
に
、
こ
の
二
つ
の
否
定
の
区
別
は
文
法
家
に
 ょ
 っ
て
採
用
 

さ
れ
、
多
少
意
味
の
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
、
 

目
 @
 
ヨ
ゅ
 @
 
づ
 数
学
派
 で
も
用
い
 

ら
れ
て
い
た
。
彼
は
こ
の
区
別
に
基
づ
き
、
そ
れ
を
空
性
論
証
 に
お
け
る
 

否
定
の
理
論
と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
英
吉
 は
非
定
 立
的
 否
定
 

が
 空
性
論
証
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
（
一
二
二
頁
）
で
あ
る
と
 い
う
こ
と
 

で
あ
り
、
よ
り
重
要
な
占
は
、
「
 

才
 @
-
 

め
り
「
 
古
 3
 ヵ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
 や
 四
句
 否
 

定
を
二
つ
な
い
し
四
つ
に
分
解
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
 問
 題
を
抑
止
 

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
（
梶
山
教
授
、
前
掲
 
書
 
一
 -
 
ハ
 0 頁
 ）
。
 

  

9
8
 

こ
の
否
定
判
断
を
非
定
立
的
否
定
と
す
る
規
定
自
体
が
、
第
二
 一
の
 特
 

 
 

質
 、
異
類
例
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
っ
な
が
る
（
一
二
八
頁
）
。
 

異
類
例
の
⑨
 

非
存
在
は
 
、
し
齢
宙
幅
 の
の
論
理
学
で
も
問
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
 、
通
常
 

そ
れ
は
理
由
概
念
の
第
三
条
件
が
欠
け
る
こ
と
に
な
り
推
論
と
 し
て
は
 不
 

成
立
な
の
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
 場
 ム
ロ
が
あ
る
。
 
著
者
は
 

ロ
 ゴ
 ゅ
ぺ
ミ
ぞ
薄
い
の
 考
え
方
は
少
し
 暖
味
 で
あ
る
が
、
「
異
類
例
 
が
 
存
在
 

し
な
い
と
き
に
は
異
性
質
の
実
例
を
示
さ
な
く
て
も
よ
い
と
す
 
る
 点
で
 

し
俺
訂
潟
 

と
は
異
な
る
が
、
し
か
し
異
類
例
の
非
存
在
を
こ
 @
 」
で
理
由
 

概
念
の
第
三
条
件
の
必
然
的
な
成
立
と
見
放
し
て
い
る
点
 で
は
、
 

口
俺
 コ
リ
の
め
と
同
じ
で
あ
る
」
 二
 
二
九
頁
）
と
す
る
。
結
局
、
 

第
一
と
第
 

二
の
特
質
と
か
ら
、
必
然
的
に
異
類
例
の
非
存
在
が
出
て
く
る
 の
で
あ
る
 

が
 、
著
者
は
こ
の
問
題
 占
は
 
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
全
 体
 的
展
開
 

か
ら
検
討
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
そ
の
詳
細
な
検
討
を
今
後
に
 残
し
て
い
 

る
 。
 

第
四
章
と
第
五
章
は
、
著
者
が
見
事
に
中
観
学
説
史
の
展
開
を
 概
観
し
 

た
も
の
で
あ
り
、
有
益
か
っ
興
味
深
い
論
考
に
満
ち
て
い
る
。
 す
で
に
 紙
 

数
が
 超
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
要
点
を
紹
介
す
る
こ
と
が
で
 き
 よ
 
力
 、
 
L
  
 
三
 
カ
 @
 

従
来
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
 m
 緊
牛
 い
か
り
 

臣
ひ
ガ
 
穏
に
つ
い
て
の
 
め
珊
及
 （
 一
 

五
一
 s
 
 一
五
八
頁
）
 や
、
の
抽
邑
 %
 安
 耳
 @
 
0
 
%
 

下
ゆ
 
ヰ
ぃ
ヰ
 
ぎ
の
 庁
ヰ
 批
判
へ
の
 

再
検
討
 
二
セ
八
 @
 
一
九
三
頁
）
、
さ
ら
に
後
期
中
観
派
に
 

お
 け
る
 

ロ
 チ
リ
 
惹
ユ
づ
 e
 オ
ヰ
 の
影
響
と
再
評
価
な
ど
（
第
五
章
）
、
筆
者
に
 

こ
づ
 Ⅰ
 、
は
 

ま
こ
 。
と
に
 
裡
益
丁
 る
こ
こ
ろ
㌃
多
い
。
 

こ
ィ
 ・
に
の
り
 
毛
き
 美
田
 巨
 以
 硅
の
中
 

観
 学
者
た
ち
の
学
説
を
、
従
来
学
界
で
は
全
く
未
開
拓
 と
い
 え
 る
諸
 読
書
 



書評と紹介 

を
 引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
要
点
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
は
、
 単
 に
 中
観
 学
 

読
 史
の
展
開
の
み
な
ら
ず
、
広
く
イ
ソ
 ド
 哲
学
史
の
上
に
も
 見
 過
ご
す
こ
 

と
の
で
き
な
い
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
 し
 @
 
ゆ
コ
ゆ
岨
ハ
 

や
り
甘
き
 日
 a
 
仁
 r
t
@
 

に
お
け
る
仏
教
論
理
学
や
認
識
論
、
ざ
ら
 

に
 イ
ン
ド
 

哲
学
の
諸
学
説
の
理
解
な
く
し
て
は
な
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
 。
こ
の
 占
 ,
 

著
者
の
並
々
な
ら
ぬ
労
力
と
深
い
文
献
理
解
に
は
全
く
敬
服
せ
 ざ
る
を
え
 

よ
 
力
し
 
、
。
 

終
り
に
、
テ
ク
ス
ト
編
に
収
め
ら
れ
て
い
る
コ
中
観
心
論
 頚
し
 第
 Ⅲ
 章
 

「
真
実
知
の
探
求
」
は
、
学
界
に
お
い
て
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
 サ
ン
ス
 

ク
リ
ッ
ト
原
典
の
校
訂
出
版
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
チ
ベ
ッ
ト
 訳
 -
 
ア
 ク
ス
ト
 

と
 和
訳
と
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 第
 Ⅲ
章
は
 、
い
 下
村
 
ヰ
 ハ
 
%
 蕊
 汀
 
研
究
 

に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
資
料
で
あ
り
、
こ
の
 車
 だ
け
で
 中
 観
 思
想
の
 

綱
要
書
を
形
成
し
て
い
る
。
 著
 諸
は
本
書
に
お
い
て
、
カ
エ
 
性
論
 証
の
論
理
 

に
 焦
点
を
し
ば
っ
て
、
中
観
思
想
の
展
開
を
あ
と
 づ
 げ
て
い
る
 の
で
あ
る
 

が
 、
今
後
、
こ
の
資
料
を
中
心
に
、
中
観
思
想
の
全
体
的
展
開
 を
 研
究
さ
 

ね
 、
そ
の
成
果
が
一
日
も
早
く
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
大
い
に
 期
 律
 す
る
。
 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
原
典
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
学
界
 に
 実
に
貴
 

重
な
 貸
料
を
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
著
者
の
労
作
に
心
か
 ら
 謝
意
を
 

捧
げ
た
い
。
 

付
記
大
谷
大
学
仏
教
学
会
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
「
仏
教
学
 
 
 

i
 ロ
 第
 ㌍
 号
 
（
一
九
八
 
0
 年
一
 0
 月
刊
）
に
、
学
友
一
 郷
 正
道
 氏
 

に
よ
る
本
書
の
書
評
が
出
て
い
る
。
合
わ
せ
て
 参
昭
を
 乞
 う
 。
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ニ
 %
 教
 現
象
に
お
け
る
 

人
格
性
・
非
人
格
性
の
研
究
」
 

早
稲
田
大
学
出
版
部
昭
和
五
四
年
九
月
 

A
5
 判
四
二
八
頁
九
五
 0
0
 円
 

 
 

正
弘
 

宗
教
経
験
を
構
成
す
る
二
一
つ
の
要
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

信
ず
 る
 者
、
 

信
じ
ら
れ
る
も
の
、
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
両
者
の
か
か
わ
り
で
あ
 る
 。
こ
の
 

三
つ
の
要
素
は
相
互
に
関
係
し
て
い
て
、
そ
の
一
つ
だ
け
を
と
   

宗
教
経
験
を
探
究
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
 経
 験
を
論
ず
 

る
 場
合
、
そ
の
い
ず
れ
か
に
重
点
が
お
か
れ
て
来
た
こ
と
は
 @
=
 

ロ
，
 
ヮ
 ま
で
も
 

な
い
。
そ
の
際
、
宗
教
的
対
象
に
重
点
を
お
く
こ
も
の
は
、
 神
 や
 仏
の
存
 

在
や
属
性
、
類
型
を
研
究
し
、
こ
こ
か
ら
宗
教
の
本
質
に
迫
ろ
 
ぅ
と
し
 

た
 。
ま
た
、
宗
教
的
主
観
性
を
取
扱
 う
 立
場
は
、
宗
教
的
人
間
 を
 論
じ
、
 

宗
教
的
に
生
き
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
求
道
者
や
聖
者
の
経
験
 
を
 通
し
 

て
 、
宗
教
の
本
質
を
尋
ね
よ
う
と
し
た
。
第
一
の
立
場
は
信
じ
 ら
れ
る
 神
 

や
 仏
が
あ
る
か
ら
こ
そ
人
が
こ
れ
を
信
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
 が
 存
在
し
 

な
け
れ
ば
信
じ
る
人
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
に
対
し
て
、
 第
 二
の
立
場
 

は
、
 信
じ
る
人
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
信
じ
ら
れ
る
対
象
が
あ
る
 と
 主
張
す
 

る
 。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
ず
る
と
か
祈
る
 、
 悟
る
と
い
う
ご
と
 き
 精
神
 

身
体
的
現
象
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
宗
教
現
象
と
い
う
事
実
が
あ
 る
の
で
あ
 

っ
て
、
こ
の
現
象
を
介
し
て
、
始
め
て
、
信
じ
ら
れ
る
も
の
、
，
 

信
 じ
る
も
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に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
唯
一
神
論
、
有
神
論
と
し
て
把
握
し
、
 仏
教
を
汎
 

神
 論
、
あ
る
い
は
 虹
神
論
 等
と
し
て
考
察
し
、
キ
リ
ス
ト
教
 と
 区
別
す
る
 

も
の
も
あ
っ
た
。
中
に
は
、
 

G
.
 

メ
ン
シ
ン
グ
の
よ
う
に
、
 

諸
 宗
教
の
比
 

駁
論
 を
 ホ
モ
ロ
ギ
ー
的
立
場
と
ア
ナ
 p
 ギ
｜
 的
立
場
に
分
け
る
 者
 
も
あ
 

る
 。
こ
れ
に
よ
る
と
、
前
者
は
形
態
比
較
論
で
あ
り
、
後
者
は
 構
造
比
較
 

論
 で
あ
る
。
形
態
比
較
を
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
 仏
教
の
仏
 

が
 比
較
さ
れ
る
が
、
構
造
比
較
を
す
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
 の
神
と
仏
 

教
の
 ダ
ル
マ
（
 法
 ）
と
が
比
較
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
  
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
著
者
は
、
単
純
に
、
一
方
的
に
、
キ
リ
ス
ト
 教
 を
人
 

格
的
 宗
教
と
し
、
仏
教
を
非
人
格
的
宗
教
と
み
な
す
こ
と
に
は
 賛
成
し
な
 

い
 。
か
え
っ
て
 、
 二
つ
の
宗
教
の
本
質
的
特
質
が
、
人
格
性
 
非
人
格
性
 

で
あ
る
と
い
う
新
し
い
宗
教
用
語
を
考
案
し
 、
 二
つ
の
宗
教
の
 
共
通
性
を
 

強
調
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
新
し
い
宗
教
 語
が
 、
キ
リ
ス
ト
教
 や
 仏
教
の
 

着
実
な
資
料
研
究
の
過
程
の
中
か
ら
構
想
さ
れ
て
ぎ
た
の
か
、
 
そ
れ
と
 

も
、
ブ
 
一
バ
 1
 等
の
 
ョ
 ー
 p
 ッ
パ
 の
宗
教
哲
学
研
究
の
思
潮
 か
 ら
形
 づ
く
 

ら
れ
た
の
か
あ
ま
り
明
確
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
 

、
人
格
 

性
 
・
非
人
格
性
を
、
宗
教
現
象
の
本
質
と
見
な
そ
う
と
す
る
 限
 り
 、
こ
れ
 

ら
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
著
者
は
、
こ
れ
を
、
 つ
 ぎ
の
 ょ
 

う
 に
主
張
す
る
。
 

宗
教
に
お
け
る
人
格
性
・
非
人
格
性
と
は
何
か
、
こ
れ
に
つ
い
 て
あ
ら
 

か
じ
め
簡
単
に
ふ
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
人
格
性
」
と
 ぃ
 ぅ
概
 

念
は
、
倫
理
学
、
哲
学
そ
の
他
で
も
用
い
る
が
、
い
 う
 ま
で
も
 な
く
こ
 

こ
で
は
宗
教
現
象
に
関
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
 ゐ
 
示
教
 的
 

内
容
を
も
つ
宗
教
 語
 で
あ
る
。
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
 

出
 ム
ロ
 
い
 に
お
い
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と
 
平
山
・
 

-
-
 

Ⅰ
 

出
土
日
 
@
 

て
 呼
び
か
け
、
呼
び
か
げ
ら
れ
る
人
間
の
内
奥
の
格
を
な
し
て
 い
る
 魂
 

や
心
情
な
ど
の
全
存
在
性
を
人
格
性
と
呼
ぶ
。
こ
の
場
合
、
聖
 な
る
も
 

の
と
人
間
の
間
に
人
格
的
な
関
係
性
が
成
り
立
つ
。
表
現
形
態
 と
し
て
 

は
人
間
的
関
係
 頃
 に
 よ
 る
表
現
、
擬
人
法
、
感
情
移
入
な
ど
が
 お
こ
 な
 

わ
れ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、
非
人
格
性
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
 す
る
。
 

「
非
人
格
 佳
 」
は
人
格
性
に
対
す
る
矛
盾
概
念
で
あ
る
か
ら
、
 

人
 格
的
 

な
ら
ざ
る
一
切
を
表
す
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
「
聖
な
る
 も
の
」
 

と
の
出
合
い
に
お
い
て
人
格
的
表
現
を
と
ら
な
い
表
現
や
関
係
 の
あ
り
 

方
を
意
味
す
る
。
少
な
く
と
も
人
格
的
な
も
の
を
出
来
る
か
ぎ
 り
 消
し
 

去
っ
た
表
現
、
あ
る
い
は
否
定
的
な
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
 。
こ
の
 

場
合
、
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
。
表
現
し
な
い
 と
い
う
 

よ
り
は
、
「
聖
な
る
も
の
」
、
「
聖
な
る
出
来
事
」
は
表
現
不
可
能
 

と
い
 

ぅ
 否
定
や
、
超
越
が
含
ま
れ
て
い
る
。
人
間
は
人
間
で
あ
る
が
 
ゆ
え
 

に
 、
宗
教
を
も
人
間
的
に
感
受
し
表
現
す
る
が
、
そ
れ
と
反
対
 に
、
人
 

間
 的
存
在
で
あ
り
乍
ら
、
そ
の
人
間
性
を
消
去
し
て
、
自
然
的
 感
受
 と
 

表
現
へ
向
 ぅ
 こ
と
も
あ
る
。
こ
の
「
人
格
性
」
、
「
非
人
格
性
」
 

は
，
広
 

狭
 、
深
浅
、
緩
急
の
差
は
あ
っ
て
も
、
つ
ね
に
す
べ
て
の
宗
教
 現
象
を
 

充
た
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
 

少
し
長
く
な
っ
た
が
大
切
な
箇
処
 と
 思
 う
 の
で
、
全
文
を
引
用
 し
た
。
 
こ
 

@
 で
は
、
「
聖
な
る
も
の
」
と
人
間
の
か
か
わ
り
を
宗
教
の
根
源
 経
験
と
 

レ
 、
こ
の
経
験
の
表
現
を
、
人
格
性
・
非
人
格
性
で
あ
る
と
し
、
 こ
れ
は
 

示
教
現
象
の
中
に
み
ら
れ
る
共
通
の
本
質
的
特
質
で
あ
る
と
主
張
 
す
る
。
 

-
 
、
し
て
、
こ
の
こ
と
を
二
部
門
に
わ
た
っ
て
実
証
し
よ
う
と
し
た
 
 
 

著
者
は
、
第
一
部
に
お
い
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
系
宗
教
に
お
け
る
 人
 格
性
 

非
人
格
性
の
諸
様
相
を
論
じ
、
第
一
章
ヘ
ブ
ラ
イ
的
神
の
性
 
格
 、
第
二
 

章
 
擬
人
的
表
現
と
偶
像
的
崇
拝
禁
止
、
第
三
章
世
界
像
、
 
第
四
章
 

人
間
像
、
第
五
章
神
と
人
間
の
人
格
関
係
、
第
六
章
旧
約
 
聖
書
に
お
 

け
る
漂
泊
の
意
識
、
第
セ
草
歴
史
意
識
、
第
八
章
苦
難
の
 
問
題
、
第
 

九
章
 
伝
 律
法
、
第
一
 
0
 章
 
ヘ
レ
ニ
，
ス
ム
時
代
の
律
法
解
釈
 
0
 間
 題
 、
 

第
一
一
章
律
法
の
非
人
格
性
へ
の
傾
斜
と
人
格
性
の
回
復
の
 
問
題
、
第
 

一
二
章
福
音
書
に
お
け
る
人
格
性
と
そ
の
表
象
形
態
に
わ
た
る
 一
一
一
九
年
 

一
 

二
九
頁
を
こ
れ
に
あ
て
て
い
る
。
つ
ぎ
の
第
二
部
は
仏
教
思
想
 に
あ
て
ら
 

ね
 、
仏
教
に
お
け
る
人
格
性
・
非
人
格
性
の
特
質
が
論
ぜ
ら
れ
 る
 。
こ
れ
 

は
 五
章
一
一
 
セ
 頁
が
っ
い
や
さ
れ
、
第
一
章
非
人
格
的
空
観
 
0
 間
 題
 、
 

第
二
章
禅
定
に
よ
る
非
人
格
性
へ
の
問
題
、
第
三
章
仏
身
の
 
問
題
、
第
 

四
章
 造
像
 観
仏
思
想
に
み
る
人
格
的
・
非
人
格
的
表
現
、
第
五
七
 
早
 
仏
教
 

と
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
瞑
想
の
比
較
で
あ
る
。
 

第
一
部
に
お
い
て
、
著
者
は
旧
約
の
思
想
、
新
約
の
思
想
を
通
 し
て
、
 

ヘ
 プ
ラ
イ
系
の
宗
教
に
お
け
る
人
格
性
・
非
人
格
性
を
論
じ
、
 従
 来
 の
 見
 

解
 で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
、
 旧
約
聖
書
 

は
 、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
等
の
宗
教
経
験
が
展
開
 さ
れ
て
 
ぃ
 

る
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
は
人
間
の
人
格
性
に
語
り
か
 げ
る
神
で
 

あ
り
、
人
間
は
自
己
の
人
格
性
を
も
っ
て
答
え
る
存
在
で
あ
る
 。
人
間
が
 

人
格
で
あ
る
の
み
か
、
神
や
神
的
な
る
も
の
も
人
格
中
心
で
あ
 り
 、
自
然
 

 
 

的
 存
在
も
人
格
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
約
の
世
 
界
 が
宗
教
㎝
 

現
象
で
あ
る
限
り
、
一
方
的
に
、
こ
れ
を
人
格
性
の
み
に
よ
 づ
 て
 理
解
す
㎝
 

べ
き
で
は
な
く
、
自
然
的
存
在
の
対
応
の
仕
方
に
は
、
そ
れ
な
 り
の
非
人
 
1
 



格
 性
が
う
か
が
え
ろ
と
い
う
。
 

印
庁
 者
達
に
か
わ
っ
 
-
-
 
律
法
学
 者
、
釈
義
 

重
 な
労
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
，
 
0
,
 

学
者
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
法
、
調
法
規
制
が
強
く
な
っ
 

ま
た
、
 ョ
 

 
 

て
い
る
。
 

こ
う
し
た
、
非
人
格
性
は
、
人
格
性
を
強
調
ず
る
 チ
 ま
り
 鮎
視
  
 

目
 七
生
じ
た
妄
は
、
著
者
が
再
三
指
摘
す
る
問
題
で
あ
る
。
 ざ
 わ
 に
、
 キ
 

 
 

 
 

教
を
解
放
し
、
父
と
子
の
秦
わ
り
な
 説
 く
人
格
性
を
強
調
し
た
 。
著
者
は
 

第
一
二
章
、
 福
串
占
 に
お
け
る
人
格
性
と
そ
の
衰
色
 形
吋
 に
お
い
 て
は
、
 福
 

音
書
に
お
け
る
人
格
性
を
強
調
し
て
Ⅰ
 Q
 。
そ
し
て
、
律
法
に
 対
す
る
人
 

格
 性
の
強
調
は
、
非
人
格
性
・
人
格
性
の
矛
 后
と
 並
存
と
も
い
 
ぅ
 弁
証
法
 

的
な
宗
教
 径
 険
の
基
礎
的
仙
道
を
ふ
ま
れ
て
主
張
さ
れ
る
の
で
 ル
 
 
 

つ
ぎ
に
、
第
二
部
に
お
い
て
若
音
は
仏
教
に
お
げ
る
人
格
性
 

非
人
 

格
 性
の
特
質
に
つ
い
て
 澁
 じ
る
。
こ
こ
で
も
著
す
旧
は
、
一
般
に
 
 
 

 
 

 
 

し
 、
 仏
曲
廿
 Ⅲ
に
お
い
て
は
、
 

 
 

一
 と
せ
指
摘
す
る
。
仏
教
の
非
人
格
性
 
 
 

観
 舟
の
経
典
で
あ
る
般
若
心
経
、
 

僧
剛
 般
若
 僅
 、
人
肌
 法
 立
川
 樫
 、
学
道
 

用
心
 集
 、
広
心
法
典
を
と
り
あ
げ
て
、
七
の
非
人
格
的
な
空
 正
   

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
甲
に
人
格
性
を
考
明
し
ょ
う
と
し
、
浄
土
 拉
品
 の
 経
 

典
 で
あ
る
 般
訂
 三
味
 邑
 、
大
無
比
考
経
、
 
観
 無
量
寿
経
、
数
行
   

論
じ
、
そ
の
人
格
性
・
非
人
格
性
を
仏
身
論
に
よ
せ
て
展
開
し
  
 

巾
 広
い
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
宗
教
現
象
の
本
質
が
、
人
格
 珪
 

非
人
 

格
 性
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
著
者
の
問
題
史
的
宗
教
哲
学
研
 究
は
、
種
 

々
の
未
解
決
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
研
究
者
に
と
 っ
て
 

仏
生
兵
 

ド
 

一 (l 庇つ 102 



    

㌧
の
 
キ
 
の
Ⅱ
小
円
む
 

コ
リ
コ
の
（
門
口
・
の
コ
 

べ
 

%
 
 
円
コ
 
田
 
Ⅱ
 
0
 年
 ・
）
 

の
 寸
時
 隠
 寸
ロ
。
 
簿
 
Ⅰ
 さ
 軋
め
も
ふ
 き
 も
。
 
溝
 

オ
 の
の
 
0
 
虫
の
（
色
ロ
 
コ
 @
 
ぺ
 の
へ
の
 

ぎ
ぜ
 ㌧
Ⅰ
の
 

3
s
c
s
-
 

）
の
 
ひ
 の
 、
 け
の
下
口
・
 

葮
ド
 
㏄
・
 
0
0
 

松
本
光
正
 

本
宮
 は
、
ヱ
 リ
ク
ソ
ン
を
様
々
な
分
野
か
ら
 把
 え
よ
 う
 と
し
た
 研
究
書
 

で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
以
下
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
 

第
一
部
 

ェ
 リ
ク
ソ
ン
の
心
理
学
と
宗
教
 

第
一
章
ル
タ
ー
と
彼
の
父
に
つ
い
て
 

（
拍
の
ぎ
 

ま
 り
 
甘
 ㏄
 o
r
 
コ
 ガ
ロ
 
ヨ
ヨ
 ）
 

第
二
亜
実
験
心
理
学
と
ル
タ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
 
(
 テ
ィ
 

（
 
ヲ
ミ
ぃ
 

Ⅱ
オ
ロ
・
口
口
 

も
 の
Ⅱ
 
隼
 m
 Ⅰ
「
・
）
 

第
三
章
ガ
ン
ジ
ー
を
理
解
す
る
た
め
に
 

（
 
ら
 ユ
 %
 コ
 %
 も
つ
の
年
 

E
 Ⅱ
 主
 ）
 

第
二
部
 

ェ
 リ
ク
ソ
ン
の
心
理
学
と
万
法
論
 

第
四
章
フ
ィ
ー
ル
ド
の
中
の
 

一
 精
神
分
析
学
者
 

（
 
ゼ
毛
 
0
 
口
年
立
・
 
木
 r
a
c
 

甘
の
）
 

第
五
章
サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
歴
史
分
野
 

（
 
し
 0
 コ
リ
仁
の
り
 

づ
 で
の
）
 

第
三
部
 

ェ
 リ
ク
ソ
ン
の
心
理
学
と
現
代
 

第
六
章
宗
教
理
解
に
関
す
る
エ
リ
ク
ソ
ン
の
心
理
学
の
意
義
 

-
 
ル
 
し
 
@
.
 

っ
 

(102)@ 102-     
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わ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
 ィ
 -
 い
る
。
 

第
二
章
は
、
 
新
 ・
し
い
枠
組
よ
と
し
て
実
験
心
理
学
か
ら
、
認
知
 

１
本
 脇
 

和
 理
論
、
対
人
知
覚
、
役
割
理
論
に
葉
だ
 ，
 -
+
 
：
ル
タ
ー
の
 変
 化
を
探
ろ
 

う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
 

ニ
 ド
ワ
ー
ド
は
、
精
神
分
析
的
 成
 果
 が
経
験
 

主
義
的
に
検
証
し
え
な
い
こ
と
、
ま
た
対
象
と
な
る
人
物
の
無
 上
 
ゑ
調
 的
動
 

綴
 づ
げ
に
の
み
注
目
す
る
こ
と
な
ど
に
対
し
て
、
よ
り
客
観
的
 な
方
法
を
 

重
視
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
一
五
二
 0
 年
代
以
 降
の
論
争
 

に
お
い
て
、
他
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
 達
 と
の
間
に
不
協
和
の
状
 況
 が
生
 

じ
 、
そ
こ
か
ら
ル
タ
ー
の
態
度
に
変
化
が
現
わ
れ
た
こ
と
が
 議
 論
の
中
心
 

と
な
る
。
こ
の
不
協
和
の
状
況
の
中
で
、
改
革
者
ル
タ
ー
の
 正
 統
性
 を
根
 

拠
 づ
 け
、
 他
の
論
敵
を
偽
の
預
言
者
と
規
定
し
て
い
く
過
程
が
 、
対
人
知
 

覚
や
役
割
理
論
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
は
な
い
か
と
著
者
は
主
 張
 し
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
 

第
三
章
は
、
西
欧
の
伝
統
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
 分
析
的
 

方
法
が
 、
 他
の
文
化
の
解
釈
に
有
効
な
枠
組
を
与
え
う
る
か
に
 つ
い
て
 問
 

う
て
い
る
ソ
ー
プ
（
㌧
・
乙
の
由
）
に
基
づ
い
て
、
著
者
は
、
性
 

罪
 ・
権
威
 

等
に
つ
い
て
の
精
神
分
析
的
解
釈
は
 、
 強
く
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
 ト
教
的
性
 

格
 の
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
 

ェ
 リ
ク
ソ
 
ン
 に
よ
っ
 

て
 与
え
ら
れ
た
 ガ
ソ
 ジ
ー
の
解
釈
も
、
イ
ン
ド
の
文
化
的
コ
 イ
 ア
 キ
ス
ト
 

の
中
で
の
性
・
道
徳
・
昇
等
か
ら
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
 と
 指
摘
し
 

て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、
「
ガ
ン
 

シ
 l
 の
真
理
口
の
中
で
解
釈
 さ
れ
た
 

 
 

出
来
事
（
彼
の
父
の
死
等
）
を
具
体
的
に
と
り
あ
げ
て
、
著
者
 の
 主
張
す
㈹
  

 

る
 文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
十
七
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
 

第
四
章
で
は
、
個
人
と
社
会
の
関
係
や
統
合
に
つ
い
て
の
 ニ
リ
  

 



の
 独
自
性
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
社
会
・
文
化
に
 ょ
 
っ
て
 形
造
 

ら
れ
た
情
動
的
表
出
の
中
で
、
個
人
が
積
極
的
に
自
己
の
 パ
一
 
ソ
ナ
リ
テ
 

ィ
 構
造
を
形
成
す
る
こ
と
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 カ
二
 ア
 イ
ナ
｜
 

や
 ロ
ー
ハ
イ
ム
等
の
精
神
分
析
的
方
法
と
 ェ
 リ
ク
ソ
 
ソ
 の
そ
れ
 
と
の
違
い
 

明
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
フ
ィ
 l
 ル
ド
の
中
に
い
る
 
エ
リ
 。
 
ク
 

学
 
・
心
理
学
の
様
々
な
研
究
を
引
用
し
つ
つ
、
エ
リ
ク
ソ
ン
の
 

を
 論
じ
て
い
る
。
更
に
、
社
会
が
個
人
間
の
差
異
や
逸
脱
を
統
 

こ
と
や
、
逆
に
個
人
は
社
会
的
象
徴
と
関
連
す
る
こ
と
に
つ
い
 立

場
を
説
 

て
 、
人
類
 

ソ
ン
 に
も
 

合
す
る
 

触
れ
、
そ
の
理
解
と
共
感
の
態
度
に
も
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
 

第
五
章
は
、
エ
リ
ク
ソ
ン
の
宗
教
的
人
格
の
研
究
方
法
で
あ
る
 サ
イ
コ
 

ヒ
ス
ト
リ
 l
 に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
著
者
は
、
エ
リ
ク
ソ
 ン
の
コ
青
 

年
 ル
タ
ー
ロ
以
後
、
様
々
な
分
野
で
サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
 研
 
究
 さ
れ
る
 

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
つ
い
で
、
サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
 １
 0
 研
究
 

の
 特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
ー
 は
 歴
史
の
 

事
実
や
叙
述
に
対
し
て
正
確
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
深
層
心
理
 学
の
説
明
 

原
理
を
生
活
史
、
家
族
、
世
代
等
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
 と
 。
つ
ま
 

り
 、
「
個
人
の
生
活
史
の
形
成
と
発
達
に
お
い
て
、
心
理
学
的
な
 葛
藤
の
 

役
割
を
説
明
す
る
の
に
充
分
な
理
論
構
造
」
を
も
っ
て
い
る
こ
 と
で
あ
る
 

と
し
て
い
る
。
更
に
、
エ
リ
ク
ソ
ン
の
研
究
に
つ
い
て
、
そ
こ
 で
は
ラ
イ
 

フ
 ・
サ
イ
ク
ル
を
中
心
と
す
る
心
理
学
的
概
念
に
よ
っ
て
 、
出
 夫
事
や
 テ
 

１
％
 が
 構
成
さ
れ
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。
た
だ
、
個
人
の
 葛
藤
を
劇
 

的
に
叙
述
す
る
の
で
、
叙
述
が
「
神
話
的
」
と
な
る
傾
向
が
指
 捕
 さ
れ
て
 

 
 第

六
章
は
、
エ
リ
ク
ソ
ン
に
お
い
て
フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
の
解
釈
 0
 枠
組
 

が
ど
の
よ
う
に
し
て
変
形
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
心
理
学
と
宗
 教
学
の
二
 

 
 

つ
の
領
域
の
中
で
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
、
心
理
学
で
は
、
 

漸
 成
約
 成
 

㎎
 

長
 、
及
び
そ
の
特
性
、
エ
デ
ィ
プ
ス
期
の
概
念
等
で
フ
ロ
イ
ト
 と
 異
な
る
㈲
 

 
 
 
 

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
次
に
宗
教
学
の
（
心
理
的
）
側
面
 
に
お
い
 

て
 、
ラ
イ
フ
・
サ
イ
ク
ル
の
概
念
、
宗
教
的
実
在
性
、
ノ
ス
タ
 ル
ジ
ア
の
 

三
点
に
 
ヱ
 リ
ク
ソ
ン
の
特
徴
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 ヱ
 リ
ク
ソ
 
ソ
 

の
 宗
教
理
解
を
指
摘
し
た
後
、
著
者
は
宗
教
心
理
学
の
み
な
ら
 
ず
、
神
 

学
 
・
宗
教
社
会
学
等
と
の
関
連
に
お
い
て
、
超
越
、
秩
序
、
 

自
 発
性
 の
 観
 

点
か
ら
、
宗
教
心
理
学
で
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
、
ニ
ン
グ
、
 マ
ズ
ロ
 
八
宗
教
 

社
会
学
で
は
バ
ー
ガ
 L
 
ギ
ア
 一
ッ
、
タ
 
一
々
 一
と
ェ
 リ
ク
ソ
 
ン
を
 比
較
 

し
て
い
る
。
ま
た
、
エ
リ
ク
ソ
ン
の
内
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（
 世
 果
鋭
）
 
の
 

占
め
る
比
重
の
大
き
い
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
 

第
セ
 章
で
は
、
ニ
リ
ク
ソ
ン
の
心
理
学
を
も
と
に
し
て
、
現
代
 0
 人
間
 

の
 状
況
を
理
解
す
る
と
同
時
に
彼
に
お
い
て
現
代
人
の
一
つ
の
 模
範
 像
を
 

読
み
と
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
社
会
変
動
に
 よ
っ
て
 、
 

人
々
の
従
来
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
拡
散
し
て
い
る
こ
と
が
 明
ら
か
に
 

さ
れ
た
後
、
こ
の
状
況
の
「
治
療
」
（
珪
の
 

r
a
 
Ⅰ
 セ
 
）
の
た
め
の
 
模
 範
像
が
ヱ
 

リ
ク
ソ
ン
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
 著
者
は
、
 

そ
の
根
拠
を
自
我
の
概
念
や
発
達
の
概
念
な
ど
の
彼
の
墓
木
 概
 念
を
検
討
 

す
る
こ
と
で
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 ェ
 リ
ク
ソ
 
ン
の
 内
に
 

あ
る
模
範
 像
は
 、
ア
イ
デ
 
ソ
 テ
ィ
テ
ィ
の
次
に
く
る
「
 生
 
殖
性
 」
 

（
 
博
 コ
ミ
ぎ
田
（
 セ
 ）
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
更
に
、
こ
の
 生
 殖
 陸
と
 

。
て
の
徳
性
す
な
む
ち
「
配
慮
」
に
つ
い
て
、
そ
の
様
態
、
他
の
 

段
階
と
の
 

関
連
、
ま
た
西
欧
の
伝
統
や
宗
教
心
理
学
の
中
で
の
生
殖
性
に
 つ
い
て
の
 



論
議
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
等
を
引
用
し
て
述
べ
て
い
る
。
 

以
上
、
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
。
各
論
文
が
各
 々
の
 専
 

円
領
域
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
 

ヱ
 リ
ク
ソ
ン
、
と
く
 に
 宗
教
心
 

理
学
に
関
連
し
た
事
柄
に
限
定
し
て
気
が
つ
い
た
こ
と
を
指
摘
 す
る
と
、
 

ま
ず
、
第
二
章
で
用
い
ら
れ
て
い
る
認
知
 ｜
 不
協
和
理
論
に
つ
 

い
て
で
あ
 

る
 。
ル
タ
ー
の
自
己
像
の
変
遷
を
実
験
心
理
学
を
と
り
入
れ
て
 %
 快
に
説
 

明
し
て
い
る
。
し
か
し
著
者
も
認
め
て
い
る
様
に
 、
 狭
 い
 範
囲
 内
に
お
 

て
の
み
そ
れ
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
 に
 関
連
し
 

て
 、
意
識
的
な
統
覚
に
重
点
が
お
か
れ
す
ぎ
る
と
、
意
識
的
、
 無
意
識
的
 

な
も
の
を
共
に
含
む
宗
教
の
包
括
的
な
心
理
学
的
構
成
を
ど
の
 様
に
扱
 う
 

の
か
の
問
題
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
と
 少
し
関
連
 

す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
第
五
章
の
サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
 つ
 い
て
で
あ
 

る
 。
（
こ
の
論
文
だ
け
で
は
著
者
の
い
う
サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
 つ
い
て
 

詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
）
、
著
者
は
個
人
の
生
の
営
み
を
対
象
 と
し
た
 

サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
、
家
族
、
世
代
等
の
集
団
へ
と
広
げ
る
，
 
」
と
を
 意
 

図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
サ
イ
コ
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
 心
理
学
的
 

説
明
原
理
を
歴
史
事
実
に
適
用
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
ろ
う
か
 。
た
と
え
 

ぱ
、
ヱ
 
リ
ク
ソ
 
ソ
 が
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
か
ら
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
  
 

へ
移
 

付
 し
た
時
、
単
な
る
心
理
学
的
葛
藤
を
説
明
す
る
こ
と
か
ら
 離
 れ
る
た
め
 

で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
エ
リ
ク
ソ
ン
に
お
い
て
ア
イ
デ
ン
 -
 
ア
 イ
 テ
ィ
 

介
や
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
等
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
サ
ィ
 コ
 ヒ
ス
ト
リ
ー
 

㍼
に
お
い
て
も
、
単
に
心
理
学
的
葛
藤
を
説
明
す
る
だ
け
で
 

は
 充
分
で
な
 い
 

翻
 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

次
に
、
第
七
章
の
、
エ
リ
ク
ソ
ン
の
「
生
殖
性
」
に
模
範
 像
と
 し
て
の
 

意
義
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
 ェ
 リ
ク
ソ
 ソ
 は
 論
文
の
中
 

で
、
道
徳
的
規
範
と
倫
理
的
規
範
を
強
調
し
、
ま
た
フ
ロ
イ
ト
 の
 Ⅰ
（
 
0
 
サ
の
 

珪
 民
戸
（
 サ
の
 
@
 
（
 
0
 コ
 の
 語
句
を
愛
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
 の
 強
調
す
 

る
 「
治
療
」
は
 ヱ
 リ
ク
ソ
ン
自
身
の
い
 う
 「
統
合
性
し
と
ど
の
 様
に
結
び
 

つ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
本
書
を
紹
介
し
て
ぎ
た
。
本
書
は
 、
 各
々
の
 

立
場
か
ら
 ヱ
 リ
ク
ソ
ン
が
論
評
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
多
様
な
 理
解
が
展
 

聞
 さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
宗
教
現
象
に
つ
い
て
の
論
文
が
な
 い
 @
 
」
と
は
 

少
し
残
念
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
各
論
文
と
も
精
力
的
に
論
旨
 が
 疎
開
 さ
 

れ
て
お
り
、
啓
発
力
に
満
ち
た
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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井
上
順
孝
、
幸
木
負
、
塩
谷
改
憲
、
 島
薗
進
 、
 

対
馬
路
人
、
西
山
茂
、
吉
原
和
男
、
渡
辺
稚
子
共
著
 

「
新
宗
教
研
究
調
査
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
 

雄
山
 閣
 
昭
和
五
六
年
二
月
 

B
6
 判
 
三
 0
 七
頁
二
三
 0
0
 円
 

村
上
重
 良
 

新
宗
教
は
、
戦
前
の
国
家
神
道
体
制
下
で
は
、
「
新
興
類
似
宗
教
 」
「
 
擬
 

似
 宗
教
」
な
ど
と
 よ
 ば
れ
、
淫
祠
邪
教
の
た
ぐ
い
と
し
て
当
局
 の
 取
締
り
 

0
 対
象
と
さ
れ
て
い
た
。
信
教
の
自
由
が
実
現
し
た
戦
後
も
、
 新
宗
教
は
 

「
新
興
宗
教
 
二
 と
よ
ば
れ
、
仏
教
、
神
社
神
道
、
キ
リ
ス
ト
教
等
 
 
 

伝
統
を
も
つ
既
成
宗
教
よ
り
も
、
一
段
 ひ
 く
い
宗
教
と
み
ら
れ
 が
ち
で
あ
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っ
た
 ・
 
し
 、
特
異
な
社
会
病
理
現
象
と
・
し
て
と
ら
え
る
極
端
な
見
 
方
 す
ら
あ
 

 
 し

か
し
、
新
宗
教
 ボ
 、
国
民
各
層
の
生
活
に
着
実
に
恨
を
お
ろ
 し
、
そ
 

れ
じ
 た
 い
 一
個
の
有
力
な
社
会
勢
力
と
し
て
、
宗
教
、
文
化
の
 領
域
に
と
 

ど
ま
ら
ず
、
政
治
の
領
域
に
お
い
て
も
、
大
き
な
影
響
力
を
も
 つ
よ
う
に
 

な
っ
た
こ
ん
に
ち
で
は
、
新
宗
教
に
た
い
す
る
社
会
の
評
価
も
 大
 ぎ
く
 変
 

っ
て
ぎ
て
い
る
。
新
宗
教
は
、
す
で
に
現
代
日
本
の
宗
教
運
動
 の
 主
流
を
 

占
め
る
に
い
た
っ
で
お
り
、
民
衆
の
生
活
に
深
く
根
ざ
し
た
そ
 れ
ぞ
れ
の
 

新
宗
教
戒
団
の
創
造
的
営
為
は
、
日
本
の
宗
教
文
化
の
現
段
階
 に
お
け
る
 

 
 

こ
の
よ
う
な
新
宗
教
の
発
展
と
、
そ
れ
に
と
も
な
 5
 社
会
的
 評
 価
 の
 向
 

上
を
反
映
し
て
、
新
宗
教
に
た
い
す
る
学
的
研
究
も
、
近
年
、
 め
ざ
ま
し
 

い
 進
展
を
と
げ
つ
つ
あ
る
。
新
宗
教
研
究
の
最
初
の
総
ム
ロ
的
な
 
入
門
書
と
 

ち
 い
 う
 べ
 き
 本
書
も
、
そ
の
所
産
で
あ
り
、
こ
の
分
野
の
研
究
 の
 ム
コ
後
の
 

発
展
に
大
き
く
貢
献
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
 

本
書
は
、
宗
教
学
、
社
会
学
、
文
化
人
類
学
の
八
人
の
新
進
研
 究
 者
に
 

よ
る
四
年
余
の
共
同
研
究
の
成
果
で
、
八
人
の
共
著
者
は
、
 そ
 れ
ぞ
れ
 学
 

問
 上
の
立
場
と
方
法
は
異
っ
て
い
る
が
、
ひ
と
し
く
新
宗
教
を
 研
究
の
対
 

象
 と
し
て
い
る
。
 

本
書
は
 、
 第
１
部
「
研
究
へ
の
出
発
点
」
 第
 Ⅱ
 部
 「
研
究
領
域
 へ
の
 接
 

近
 」
 第
 Ⅲ
 部
 「
調
査
方
法
と
基
礎
資
料
」
か
ら
成
り
、
巻
末
に
 「
文
献
 目
 

録
 」
を
付
し
て
い
る
。
 

第
 I
 部
 「
研
究
へ
の
出
発
点
」
は
、
「
新
宗
教
論
の
概
観
」
「
 

基
 礎
 約
文
 

献
の
概
要
」
の
一
二
早
か
ら
成
っ
て
お
り
、
「
新
宗
教
」
の
概
念
 

規
 定
か
ら
 

始
ま
っ
て
、
戦
前
を
も
ふ
く
の
た
新
宗
教
研
究
の
歩
人
を
跡
 寸
 オ
 、
主
要
 

 
  

 
 
 

Ⅱ
・
」
 

か
ゲ
 
（
 
叫
 、
臣
下
二
人
ぬ
れ
、
 
詔
 Ⅰ
・
又
な
ど
を
 幅
ひ
 ろ
・
・
・
列
挙
・
 

;
 

 
 

し
 、
研
究
 史
 と
文
献
紹
介
の
記
述
は
、
た
ん
な
る
回
顧
や
紹
 

で
は
な
㈱
 

 
 

く
 、
従
来
の
研
究
成
果
に
た
い
す
る
共
著
者
た
ち
の
評
価
と
批
 判
 が
正
面
 

か
ら
提
起
さ
れ
て
お
り
、
今
や
新
宗
教
研
究
の
第
一
線
に
在
る
 新
進
研
究
 

者
た
ち
の
問
題
意
識
が
、
あ
り
の
ま
ま
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 ま
 た
 
「
 新
宗
 

教
 研
究
の
課
題
」
と
し
て
、
研
究
対
象
の
「
中
小
」
教
団
へ
の
 拡
大
お
よ
 

び
 宗
教
の
社
会
学
、
社
会
心
理
学
的
分
析
と
と
も
に
、
資
料
 吟
 味
の
方
法
 

の
 洗
練
、
思
想
的
側
面
の
研
究
の
開
拓
、
外
国
の
近
代
宗
教
 運
 動
 と
の
 比
 

較
 研
究
、
海
外
に
お
け
る
日
本
の
新
宗
教
研
究
の
四
点
を
挙
げ
 て
い
る
の
 

は
 、
評
者
も
全
く
同
感
で
あ
り
、
共
著
者
た
ち
の
新
宗
教
へ
の
 学
的
取
組
 

み
の
視
野
の
広
さ
と
水
準
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
 よ
う
  
 

第
 Ⅱ
 部
 
「
研
究
領
域
へ
の
接
近
」
は
、
い
わ
ば
本
書
の
主
体
を
 な
す
部
 

分
 で
、
新
宗
教
の
発
生
、
新
宗
教
の
思
想
、
新
宗
教
の
運
動
と
 組
織
、
 新
 

宗
教
の
受
容
と
態
度
変
容
、
社
会
の
な
か
の
新
宗
教
、
比
較
 研
 究
へ
の
 視
 

角
、
の
 
六
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
各
章
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 テ
 １
％
 に
即
 

し
て
、
従
来
の
研
究
成
果
を
概
観
し
、
問
題
提
起
の
役
割
を
果
 た
し
た
 業
 

績
 に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
批
判
的
解
説
を
付
し
て
い
る
。
第
 6
 章
 「
比
較
 

研
究
へ
の
視
角
」
を
除
く
五
章
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
 内
 容
 的
に
相
 

互
に
関
連
し
て
お
り
、
ひ
と
つ
の
業
績
を
、
角
度
を
変
え
て
 重
 復
 し
て
論
 

じ
て
い
る
 
場
 ム
ロ
も
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
意
義
の
あ
る
こ
と
で
 

は
あ
る
 

が
 、
こ
の
よ
う
な
入
門
書
と
し
て
は
、
テ
ー
マ
を
あ
ま
り
細
分
 し
な
い
 方
 

が
 、
読
者
に
は
分
り
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 第
ュ
 （
 5
%
 
早
め
ぬ
 
冊
 

旨
は
 、
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
り
、
同
学
の
ひ
と
り
と
し
て
賛
意
 を
 表
す
る
 



ア
 
立
 
月
 
@
 
と
、
 

 
 

師
 竹
え
 キ
 

書
 

的
に
 

  

  
定
し
 、
歴
史
的
背
景
の
解
説
を
付
し
て
編
ま
れ
な
げ
 九
は
、
断
 片
 的
な
知
 

叢
 世
に
詩
わ
っ
て
 し
 亡
サ
恐
れ
が
・
わ
ろ
 う
 。
ま
た
用
語
㌍
 説
は
、
，
 こ
 り
あ
げ
 

た
 八
教
団
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
た
め
に
ほ
有
効
で
あ
ろ
う
が
、
 ほ
 し
ろ
い
 

独
立
の
研
究
テ
ー
マ
で
あ
り
、
み
じ
か
い
ス
ペ
ー
ス
で
そ
れ
ぞ
 れ
の
新
京
 

は
の
独
自
の
用
語
を
通
観
ず
る
こ
と
は
至
難
の
わ
ざ
で
、
学
的
 正
確
さ
を
 

保
証
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

巻
末
の
「
文
献
目
録
」
は
、
四
八
 べ
｜
ジ
 
に
わ
た
る
充
実
し
た
 
目
録
 

で
、
各
文
献
に
は
、
本
文
で
取
り
あ
げ
た
ぺ
ー
ジ
数
が
付
さ
れ
 プ
 @
 ト
か
 
り
 、
 

研
究
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
利
用
価
値
の
商
い
も
の
と
な
っ
て
  
 

共
著
者
た
ち
は
、
本
書
の
編
集
過
程
で
、
新
古
木
致
ほ
つ
い
て
、
 

お
び
た
 

だ
し
 い
 刊
行
物
が
あ
り
な
が
ら
、
本
格
的
な
研
究
が
乏
し
い
こ
 と
を
痛
感
 

し
た
と
い
う
。
そ
し
て
・
本
書
で
は
、
 

托
 宗
教
の
本
格
的
な
研
 究
 は
ま
だ
 

苗
，
 ・
つ
し
 ア
 は
 ヵ
 り
て
あ
り
、
外
郎
か
ら
の
伝
聞
や
陪
別
に
よ
 る
の
で
は
 

在
日
 こ
、
こ
 

な
く
、
 杣
団
 じ
た
い
の
基
礎
的
資
料
に
基
 く
 学
問
的
研
究
の
必
 要
 性
が
強
 

調
 さ
れ
て
い
る
。
新
宗
教
研
究
の
現
状
に
た
い
す
る
こ
 う
 い
 う
 靱
恥
卦
瑚
は
、
 

正
 笘
を
射
て
お
り
、
二
十
年
来
、
 

荘
腱
的
 資
料
の
公
開
、
刊
行
 に
 微
力
を
 

づ
く
し
て
き
た
評
者
と
し
て
は
、
ま
さ
に
我
が
意
を
得
た
と
い
 ぅ
 惑
を
禁
 

じ
え
な
い
。
さ
ら
に
い
 う
 な
ら
ば
、
基
礎
的
資
料
は
学
的
研
究
 0
 発
展
に
 

不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
利
用
の
可
能
性
を
開
く
き
め
手
は
 、
そ
  
 

教
団
の
学
的
研
究
に
た
り
す
る
寛
容
止
理
解
と
協
力
で
あ
る
，
   

教
団
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
学
的
研
究
に
理
解
を
示
 し
 協
力
 支
 

 
 

援
を
惜
し
ま
な
い
教
団
は
、
一
九
七
 0
 年
代
以
降
、
着
実
に
数
 
を
 増
し
て
㎝
 

お
り
、
今
や
こ
つ
い
 う
 開
か
れ
た
姿
勢
が
、
新
宗
教
界
の
大
勢
 
 
 

つ
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
基
礎
的
資
料
の
公
開
を
、
か
た
 くな
に
 拒
 

1
 



み
っ
づ
 げ
て
い
る
教
団
も
あ
り
、
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
教
団
 の
 指
導
 層
 

を
 根
気
づ
 よ
 く
説
得
し
、
 聞
 さ
れ
た
ま
ま
の
分
厚
い
扉
を
快
く
 開
い
て
も
 

ろ
う
 た
め
の
努
力
を
重
ね
る
こ
と
も
、
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
  
 

本
書
が
、
す
ぐ
れ
た
新
宗
教
研
究
の
手
引
き
で
あ
る
こ
と
は
、
 く
り
か
 

え
す
ま
で
も
な
い
が
。
そ
れ
だ
け
に
、
 総
 ム
ロ
酌
人
門
書
と
し
て
 
0
 本
書
 の
 

完
成
度
を
高
め
る
た
め
に
、
最
後
に
望
蜀
の
言
を
加
え
て
お
 き
 た
 い
 。
 本
 

書
の
価
値
は
 、
 取
り
あ
げ
た
著
書
、
論
文
が
、
ど
こ
ま
で
網
羅
 
的
で
あ
 

り
 、
そ
れ
ら
に
適
確
な
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
 二
点
に
あ
 

る
と
い
え
 よ
う
 。
こ
の
二
点
は
、
本
書
に
お
い
て
は
、
現
段
階
 で
は
ほ
 ，
ほ
 

望
ま
し
い
水
準
 仁
 達
し
て
お
り
、
と
く
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
 有
意
義
な
 

問
題
提
起
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
教
団
、
と
く
に
有
力
 教
 団
 じ
た
い
 

0
 基
礎
的
資
料
や
教
内
の
研
究
成
果
は
、
と
う
て
い
一
冊
の
書
 物
で
は
 網
 

羅
 で
き
な
い
し
、
有
力
教
団
に
つ
い
て
は
、
教
団
ご
と
の
独
立
 0
 人
門
書
 

が
 刊
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
性
格
か
ら
み
て
、
 敦
朴
の
 著
 

作
 、
論
文
、
紹
介
上
等
の
網
羅
を
主
目
標
に
置
く
べ
き
で
あ
り
 、
そ
の
点
 

ほ
 つ
い
て
言
え
ば
、
 教
 外
の
文
献
は
、
か
な
り
よ
く
収
集
さ
れ
 て
は
い
る
 

が
 、
戦
前
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
見
落
し
が
あ
る
 ょ
 う
 に
思
わ
 

れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
教
団
外
か
ら
刊
行
さ
れ
た
基
礎
的
資
料
 し
 （
一
一
一
。
 

へ
 

｜
ジ
 ）
に
は
、
「
社
会
教
育
協
会
調
査
部
 編
 
「
宗
教
類
似
団
体
 調
査
 ヒ
社
 

全
教
育
協
会
一
九
二
六
年
」
が
ほ
し
い
し
、
三
五
ぺ
ー
ジ
 
以
 下
の
批
判
 

書
等
の
 グ
ル
ー
プ
で
は
、
「
松
風
「
 
蛇
教
 
，
生
長
の
家
 ，
を
 斬
る
 二
 山
ハ
 
香
堂
 

一
九
三
八
年
」
も
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
こ
の
 よ
う
な
 欠
 

落
は
 、
入
門
書
に
は
 避
 げ
ら
れ
な
い
性
質
の
蝦
 疵
 で
あ
り
、
 木
 書
の
価
値
 

を
 低
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
将
来
ぜ
ひ
増
補
し
て
、
い
っ
そ
 ぅ
 完
成
度
 

 
 

 
 

 
 

敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
新
宗
教
研
究
の
最
初
の
総
合
的
な
 

す
ぐ
れ
た
 
瑚
 

 
 

入
門
書
と
し
て
、
本
書
を
研
究
者
、
新
宗
教
関
係
者
は
も
と
 

よ
   

新
宗
教
に
関
心
を
抱
く
人
び
と
に
推
薦
し
た
 

い
 。
 



報
 

。
 
レ
 
'
 
与
 
Ⅰ
 

0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
昭
和
五
六
年
五
月
一
日
（
金
）
午
後
五
時
 

場
所
学
士
会
館
分
館
三
号
室
 

出
席
者
安
斉
 伸
 、
石
田
慶
和
、
大
畠
 清
 、
後
藤
光
一
郎
、
 竹
中
信
 

常
 、
田
丸
 徳
善
 、
中
川
秀
 恭
 、
藤
田
富
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
 

水
平
面
 

議
題
 

一
 、
選
挙
管
理
委
員
長
の
選
出
 

脇
本
手
 也
 氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

二
 、
選
挙
日
程
の
決
定
 

五
月
二
七
日
（
水
）
 

選
挙
公
示
葉
書
発
送
 

-
 
八
月
一
一
一
一
日
（
月
）
 

有
権
者
資
格
締
切
 

有
権
者
決
定
の
選
挙
管
理
委
員
会
七
月
六
日
（
月
）
 

七
月
二
九
日
（
水
）
 

投
票
用
紙
発
送
 

八
月
二
二
日
（
月
）
 

投
票
受
付
締
切
 

開
票
 

九
月
五
日
（
土
）
 

九
月
一
九
日
（
土
）
 

当
選
者
の
辞
退
申
込
締
切
 

評
議
員
選
考
委
員
会
 

一
 0 月
一
 0
 日
 
（
土
）
 

報
 
0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
五
六
年
五
月
一
日
（
金
）
午
後
五
時
半
 

会
場
所
学
士
会
館
分
館
三
号
室
 

出
席
者
安
斉
 伸
 、
石
田
慶
和
、
大
畠
 清
 、
小
川
圭
 治
 、
窪
 徳
 忠
 、
後
 

藤
 光
一
郎
、
小
山
雷
丸
、
三
枝
 充
息
 、
佐
 木
 秋
夫
、
桜
井
秀
 

雄
 、
田
丸
 徳
善
 、
高
崎
直
道
、
竹
中
信
 常
 、
中
川
秀
 恭
 、
 藤
 

田
 富
雄
、
松
本
 滋
 、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
第
四
 0
 日
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
に
つ
い
て
。
 

a
 
 大
会
は
 
一
 0
 
月
光
 @
 
一
一
日
の
予
定
と
す
る
。
 

b
 
 大
会
の
案
内
は
五
月
中
に
発
送
し
、
発
送
申
込
み
締
切
は
 ノ
入
 

月
 中
旬
、
発
表
概
要
の
締
切
は
九
月
一
 0
 
日
 と
す
る
予
定
。
 

c
 
 発
表
概
要
は
紀
要
号
に
掲
載
す
る
レ
ジ
メ
と
は
別
の
性
格
  
 

も
の
で
あ
る
の
で
、
発
表
概
要
を
レ
ジ
メ
に
流
用
す
る
こ
と
は
 

認
め
な
い
方
針
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
 

d
 
 大
会
参
加
費
は
 ニ
 、
 0
0
0
 
円
 、
ま
た
開
催
 校
 に
対
す
る
 補
 

勘
会
は
人
 0
 万
円
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
 

二
 、
昭
和
五
六
年
度
日
本
宗
教
学
会
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
石
田
慶
和
、
後
藤
光
一
郎
、
竹
中
 信
 

常
 の
王
氏
が
昨
年
に
ひ
き
続
き
選
任
さ
れ
、
伊
藤
 幹
治
 、
田
島
 信
 

之
 、
松
本
 渡
 、
 早
 鼻
鏡
玉
の
 
四
 氏
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
。
（
 な
 

お
 、
牛
島
氏
は
辞
退
の
旨
の
返
事
が
あ
っ
た
の
で
、
理
事
会
で
  
 

申
し
ム
ロ
わ
せ
に
従
い
、
高
崎
直
道
氏
が
委
員
と
な
っ
た
）
 

 
 

三
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

 
 
 
  
 

別
記
一
四
名
が
新
た
に
木
学
会
会
員
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

八
万
 

1
0
 



円
 に
引
き
上
げ
た
い
旨
の
報
告
が
事
務
局
 よ
 り
あ
り
、
了
承
さ
 牙
 
Ⅰ
 

-
@
 

オ
 
・
 
い
 
。
 

五
 、
「
（
示
教
研
究
」
の
復
刻
に
つ
い
て
 

前
回
の
復
刻
が
不
備
で
あ
っ
た
た
め
、
完
全
な
も
の
を
、
も
う
  
 

日
時
昭
和
五
六
年
五
月
一
一
八
日
（
土
）
六
時
 

回
 刊
行
し
た
い
と
い
う
申
し
入
れ
が
原
書
店
か
ら
あ
っ
た
旨
の
 報
 

告
 が
田
九
民
 よ
 り
な
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
（
第
一
号
 ｜
三
 
一
 九
 

号
を
昭
和
五
六
年
秋
 @
 五
七
年
夏
頃
に
約
七
 0
 セ
ッ
ト
刊
行
、
 
価
 

格
は
一
 
セ
ッ
ト
 七
 0
 万
円
の
予
定
）
 

0
 宗
教
研
究
編
集
委
員
会
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
九
号
室
 

出
席
者
 
洗
建
 

金
井
新
三
芹
川
博
通
薗
田
給
保
坂
 幸
 侍
所
 

日
車
 学
 

柳
川
啓
一
 

議
題
 

一
 、
宗
教
研
究
二
五
一
号
編
集
方
針
 

二
 、
寄
稿
原
稿
の
検
討
 

0
 新
入
会
員
（
五
月
一
日
承
認
）
 

飯
田
剛
史
〒
 撒
 

富
山
市
五
福
富
山
大
学
・
講
師
 

石
川
椀
久
〒
Ⅲ
練
馬
区
谷
原
 三
 １
匹
１
玉
早
稲
田
大
 学
 
・
 大
 

学
院
 

黒
木
幹
夫
〒
㈹
奈
良
市
富
雄
元
町
口
 
｜
 
一
入
五
二
四
 天
王
寺
 

大
和
別
院
案
内
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
・
非
常
勤
 

講
師
 

西
光
 

義
秀
 
〒
㈱
 ｜
 ㏄
奈
良
県
宇
陀
郡
室
生
村
西
谷
セ
元
 
九
｜
一
 

龍
 谷
大
学
・
副
手
 

1
 
ひ
 

酒
井
細
辛
〒
 漱 
横
浜
市
港
南
区
 野
庭
町
 二
五
一
八
八
１
羽
 
O
 

早
 

1
 

 
  

 

稲
田
大
学
・
大
学
院
 

 
 

 
 

紫
雲
 
正
順
 

〒
 把
｜
 ㏄
宇
佐
市
赤
尾
一
八
六
①
中
津
 女
 手
短
期
 

大
学
・
非
常
勤
講
師
 

菅
原
泰
典
〒
㈱
仙
台
市
自
由
 ケ
 正
人
 ｜
七
 

東
北
大
学
 
大
学
 

院
 

堤
 

正
史
〒
田
上
野
市
三
 之
 西
町
錦
二
四
一
同
志
社
 大
学
 

大
学
院
 

花
塚
久
義
〒
Ⅲ
世
田
谷
区
駒
沢
四
 ｜ 一
二
 ｜
 
一
四
長
橋
 方
駒
 

沢
 大
学
・
大
学
院
 

藤
原
正
己
〒
㈹
奈
良
市
内
侍
原
町
四
一
神
田
荘
 
二
 ①
 一
 与
太
 

各
 大
学
・
大
学
院
 

八
巻
和
彦
〒
㈹
海
南
市
日
方
九
三
 
0
 
 
私
大
宿
舎
 二
｜
 B
 １
匹
 

一
和
歌
山
大
学
・
助
教
授
 

山
田
 

衛
 

〒
㈹
京
都
市
伏
見
区
桃
山
最
上
町
一
九
 
｜
一
 

よ
、
 

え
カ
 

つ
る
庄
一
 
0
 
二
号
大
谷
大
学
・
大
学
院
 

柳
東
植
 
㎝
 

ぎ
 。
二
酉
大
門
 区
 新
村
 洞
ニ
ー
 一
一
二
 

近
世
人
 

学
 
・
教
授
 

和
田
真
二
〒
 期 
堺
市
百
舌
烏
梅
北
町
 
五
｜
 
二
八
三
大
 各
人
 

学
 
・
大
学
院
 



執
筆
者
 刀
紹
 

，
介
ハ
執
 
・
筆
 

"
 貞
）
 

 
 

碧
 

東
京
大
学
大
学
院
 

井
桁
 

寺
 

蘭
書
 
基
 

九
州
大
学
助
教
授
 

中
野
 

毅
 
筑
波
大
学
大
学
院
 

真
野
 
龍
海
 
大
正
大
学
教
授
 

瓜
生
 
津
隆
真
 京
都
女
子
大
学
教
授
 

正
弘
東
北
大
学
教
授
 

楠
 

松
本
光
正
東
京
大
学
大
学
院
 

村
上
重
 良
 
慶
応
義
塾
大
学
講
師
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The Five-Coloured Route 

Ryukai MAN0 

The quadrate part situated in the most center of the "Taizbkai- 

mandala (R$BRgg@)" is called the "Chudai-hachiybin ( + ~ j ~ ~ ~ $ ) " .  

This part is enclosed with the fivefold belt coloured in white, red, 

yellow, blce and black successivly from the inside. This belt is named 

"Goshiki-ltaidb (XeBz)", because it seems as if it consists the 

boundary between the most central and the outer parts. It is, how- 

ever, interpreted that this belt, a s  is called "do @)", is the route 

through which Buddhas, Bodhisattvas and other sacred beings pass. 

Unfotunately no adepuate philolgical foundation seems to be established 

for this interpretation. 

In my opinion, the "Goshiki (z$)" can be identified with the five 

rasns which are supposed to realize interchamge between the tathagata 

and ordinary people, while "Kaidb (8;s)" signifies the route of the 

interchange. 

The  sentences in the Mahavairocana-s~itra, even though the Sanskrit 

text of the same scripture has not been found yet, can be interpreted. 

considerng some corresponding words to this sentences, a s  follows : 
"It is with the taste (& ra-su)  of the source of phenomena (tt;-J$) 

that all of the living beings (%& sattva) are coloured (rafijayati)... 

I t  (the taste) is called a colour (raga)." 

In upani~adic texts, the flowing element through the route of Atman 

started from the sun, running with the channels in the human body, 

and ending with the heart, is called the rasa with five colours. In this 

respect, both of the Maharairocana-siitra and the upanisadic texts are 

identical. 

Accordingly "Goshiki-kaidoUis the rout through which the five colo- 

ured flowing element (rasa) runs. Through this route the interchange 

between Mahavairocana and the human mind is established, and Ma- 

havairocna Buddha himself comes to exist in the human mind, as is 

seen in the interchange between the sun and Atman located in the 

human body, namely in the heart, mentioned by the upanisadic tests. 



The Formation and Changes of a Japanese Reigious 
Organization in Hawaii 

-The Honpa Hongwanji Mission of Hawaii and the 

Japanese Community- 

Tsuyoshi NAKANO 

Japanese religions implanted in different cultural societies, in this 

case Hawaii during early 20 th  century, have experienced some im- 

plicit and explicit changes. In this paper, I have tried to trace the 

process of formation anp development of the organizations and activities 

of the Honpa Hongwanji Mission of Hawaii from 1900 to the early 

1930's. with reference to their relations and functions to the Japanese- 

American community in Hawaii. We can characterize the period in the 

assimilation process of Japanese-Americans as the era of forming the 

Japanese community structurally separated from the wider society and 

as the era where they began to be acculturated within the community. 

The development of the organizations and activities of the Honpa 

Hongwanji was coherent with those processes of the Japanese com- 

munity. As one of the important institutions within it, they functi- 

oned to facilitate the formation of the community and to furhter its 

cohesion, and functioned to maintain more and more strongly the ethnic 

identity, and then fnnctioned to take the lead in the cultural assimila- 

tion, that is acculturation, of Japanese immigrants and their groups. 

As the result, the Honpa Hongwanji Mission itself was forced to be 

transformed or changed in order to take the lead in acculturation and 
for itself to survive. It has been said that in general we can charac- 

terize the assimilation and acculturation of the Japanese-Americans 

and their religion as Americanization. But the transformation of the 

Honpa Hongwanji shows us not only the so-called Americanized asp- 

ects, but also some features which, I think, transcended it. In a 

sense, it sought to become a trans-national or a universal Buddhism. 



Die Pneumatologie Karl Barths 

Yoshiki TERAZONO 

In diesem Referat wird die Pneumatologie Karl Barths unter Beruck- 

sichtigung der Trinitatslehre (KD I, 1) und der "Ausgie~ung des 

Heiligen Geistes" (KD I, 2) behandelt. Der eine Gott offenbart sich 

"als der Herr, der uns frei macht". Er ist als solcher der Heilige 

Geist, "durch dessen Empfang wir Kinder Gottes werden". Der Heilige 

Geist verbiirgt dem Menschen seine persiinliche Teilnahme an  der Of- 

fenbarung und gibt ihm die Belehrung und Leitung. Der Geist ist 

damit die Befahigung zum Sprechen von Christus. Nach dem Werk 

des Geistes wird das Wesen des Geistes in der immanenten Trinitat 

durch die Erleuterung des Symb. Nicaenc-Constantinopolitanum disk- 

utiert. Der Heilige Geist ist der Herr, der Lebensschaffende und der 

vom Vater und vom Sohne Ausgehende (ex Patre Filioque), der mit 

dem Vater und dem Sohne zugleich angebetet und verehrt wird. Der 

Heilige Geist ist in der Offenbarung Gottes die subjektive Wirklichkeit 

und dann die subjektive Moglichkeit, die die Freiheit des Menschen 

fur Gott begriindet. Der Raum, an dem Gottes Offenbarung subjektiv 

wirklich ist, ist zuerst das Sein der Kirche und dann die Existenz des 

einzelnen Christen. Sie sind das Zeichen des Werkes des Geistes. Die 

subjektive Moglichkeit der Offenbarung erortert "Wie" der Freiheit 

des Menschen fiir Gott. Die Wie-Frage wird durch die Ausgpieung 

des Heiligen Geistes heantwortet. 



An Essay on an Archetypal Image 

Midori IGETA 

Any society or group may be thougt to have the image of the spiri- 

tually predominant as an important archetypal image which prescribes 

the psycho-social relations and chracterizes the emotional life and feel- 

ing style of its members. 

Specialists in various fields have occasionaly considered the Japnese 

culture an especially maternal one. If their view is correct, the figure 

that predominates over us is what is called "Great Mother." From 

the point of view of analytical psychology, however, one psychocultu- 

ral system as a whole consists of a number of complemental archetypes. 

So, we must find out some archetypal images of the spiritually pre- 

dominant different from that of mother. In this connection, the image 

of sister who has spiritual predominance over her brother like Unari- 

gami (the sister divine) in Okinawa islands is an illustrative archety- 

pal image. 

Seen historically, such an image of sister may be rather exceptional 

in Japan. But Anju, Zushiomaru's sister, the heroine of a famous 

medieval story-Sanshodayu, may serve as an excellent example of that 

image. She, transforming into Jizo Bosatsu (K~itigarbha) in the course 

of story, represents sister anima a s  the spiritually predominant of the 

opposite sex men, and supraordinate personality as  the spiritually 

predominant of the same sex for women. 

Those images like Anju enable us to feel the supreme feminity that 

cannot be reduced to maternity. 




