
S
.
 
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
お
い
て
、
生
成
の
問
題
は
 

、
 彼
の
キ
リ
ス
ト
教
 

的
 歴
史
観
に
お
け
る
超
越
性
の
問
 

題
 に
関
わ
っ
て
ゆ
く
 

極
め
て
重
要
な
哲
学
的
問
題
で
あ
る
 

0
 こ
の
問
題
は
 

、
と
 
り
 わ
 け
へ
｜
 
ゲ
ル
哲
学
と
の
対
決
を
通
じ
て
 

よ
り
 
鮮
明
 
化
さ
れ
た
と
言
 

う
 こ
と
 

が
で
き
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 

へ
｜
 
ゲ
ル
批
判
の
中
核
に
、
ま
さ
に
こ
の
生
成
概
念
の
根
本
的
 

な
 相
違
が
あ
る
と
言
っ
 

て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
 

0
 本
論
文
は
 

、
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
生
成
の
概
念
を
 

、
 彼
の
へ
 
｜
 ゲ
ル
哲
学
と
の
関
わ
り
 

の
 申
で
浮
 
き
 彫
り
に
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

あ
ろ
う
。
こ
の
研
究
書
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
 

キ
ル
 
ケ
 ゴ
ー
ル
の
著
作
お
よ
び
文
書
を
歴
史
的
に
忠
実
に
踏
ま
 

え
て
い
る
点
に
お
い
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「
哲
学
的
断
片
」
「
間
奏
曲
」
の
章
に
関
す
る
 
一
考
察
 

S
.
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
生
成
 の
 概
念
 

倉
内
 
利
美
 



  

ト
ゥ
ル
ス
ト
ル
プ
の
結
論
は
、
大
筋
に
お
い
て
正
当
で
あ
 る
 。
し
か
し
彼
は
彪
大
な
量
の
文
書
を
隈
な
く
検
討
す
 る
こ
と
に
専
念
す
る
 

あ
ま
り
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 と
へ
｜
 ゲ
ル
の
間
の
根
本
的
 相
違
を
明
確
化
す
る
個
々
の
思
想
的
問
題
に
対
し
て
、
 深
 く
 掘
り
下
げ
て
考
察
し
 

た
と
は
 

=
@
@
 

Ⅰ
Ⅵ
が
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
 

ト
ヴ
ル
づ
 
ハ
ト
ル
プ
は
 、
 両
者
が
ど
の
点
で
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
相
入
れ
な
い
か
 と
い
う
点
に
ま
で
詳
し
 

く
 言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
文
 で
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 と
へ
｜
 ゲ
ル
の
接
点
と
し
て
と
り
 わ
 け
 重
要
な
生
成
の
問
 

題
を
取
り
上
げ
て
、
ト
ゥ
ル
ス
ト
ル
プ
の
研
究
成
果
を
 踏
ま
え
な
が
ら
、
考
察
を
試
み
て
み
た
い
と
思
 う
 。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
生
成
の
問
題
を
特
に
扱
っ
た
の
は
、
 一
 
円
 期
の
著
作
活
動
の
後
半
に
書
か
れ
た
「
哲
学
的
断
片
」
 の
 「
間
奏
曲
」
の
 
章
 

に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
章
の
分
析
を
通
し
て
、
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
ど
の
点
で
 へ
｜
 ゲ
ル
の
生
成
概
念
を
 批
判
し
、
そ
れ
を
通
じ
 

て
ど
の
よ
う
な
独
自
の
生
成
概
念
を
打
ち
立
て
た
か
を
 考
 察
し
て
ゆ
き
た
い
。
 

司
 
哲
学
的
断
片
 ヒ
は
、
 ソ
ク
ラ
テ
ス
 と
 イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
 ト
 と
い
う
二
人
の
教
師
に
対
す
る
弟
子
の
関
わ
り
方
の
 違
い
を
通
し
て
、
 真
 

理
の
内
在
性
を
前
提
と
す
る
哲
学
的
立
場
と
、
真
理
の
超
 越
 性
を
前
提
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
と
の
相
違
を
 明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
 

（
 
4
 
Ⅰ
）
 

に
お
い
て
も
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 へ
｜
 ゲ
ル
学
派
の
中
に
 数
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
 

て
、
 特
に
優
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ト
ゥ
ル
ス
ト
 ル
プ
 が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 と
へ
｜
 ゲ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
 ま
ず
問
題
と
し
て
取
り
 

上
げ
る
の
は
、
両
者
の
思
想
の
単
な
る
比
較
で
は
な
く
、
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 へ
｜
 ゲ
ル
哲
学
に
つ
い
て
、
何
を
ど
 の
よ
う
に
理
解
し
た
か
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
問
題
を
、
キ
ル
ケ
 ゴ
｜
 か
め
 各
種
文
書
を
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
に
即
し
た
仕
方
で
 扱
い
な
が
ら
、
そ
の
 豊
 

富
 な
知
識
と
分
析
力
を
駆
使
し
て
検
討
し
て
い
る
。
 

彼
は
結
論
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
 0
 「
キ
ル
ケ
 ゴ
｜
 ル
 に
と
っ
て
決
定
的
な
問
題
の
多
く
は
、
 へ
｜
 ゲ
ル
お
よ
 び
へ
｜
 ゲ
ル
学
派
と
 

 
 

念
 論
の
用
語
の
多
く
と
、
使
用
さ
れ
た
概
念
の
す
べ
て
 を
 取
り
入
れ
る
と
い
う
 

意
味
」
に
お
い
て
、
た
し
か
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 へ
｜
 ゲ
ル
に
依
拠
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
如
何
な
る
点
で
も
 、
ま
た
如
何
な
る
時
期
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キルケゴールにおける 生成の概念 

る
 。
 

し
か
し
他
方
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 へ
｜
 ゲ
ル
の
生
成
概
念
 と
の
対
決
を
終
始
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
 明
ら
か
で
あ
る
 0
 な
 

ぜ
な
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 、
へ
｜
 ゲ
ル
の
生
成
概
念
に
お
 い
て
重
要
な
原
理
と
な
っ
て
い
る
必
然
性
と
の
関
係
に
 お
い
て
こ
の
 章
 全
体
を
 

論
じ
て
い
る
し
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
 と
 哲
学
と
を
明
確
 に
 区
別
し
よ
う
と
す
る
本
書
全
体
の
意
図
も
 、
へ
｜
 ゲ
ル
 に
よ
る
両
者
の
統
一
を
 

批
判
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
復
本
来
の
意
図
に
 も
か
か
わ
ら
ず
、
 へ
｜
 ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
批
判
を
前
 面
 に
押
し
出
す
と
 ぃ
 

ぅ
 こ
と
を
し
な
か
っ
た
 0
 そ
し
て
表
向
き
は
、
む
し
ろ
 ア
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
運
動
論
に
依
拠
す
る
と
い
う
形
を
と
 っ
て
議
論
を
展
開
し
て
 

い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
本
当
に
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 ア
リ
 ス
 ト
テ
レ
ス
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
、
そ
こ
か
ら
 へ
｜
ゲ
 ル
 批
判
を
目
論
ん
だ
の
 

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
大
な
問
題
で
あ
る
 と
 言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
ま
ず
第
一
に
 、
ァ
り
 ス
ト
テ
レ
ス
の
運
動
論
 

と
の
関
係
に
お
い
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
成
概
念
を
取
 り
 上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
 う
 0
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る
 著
作
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
、
人
間
 

歴
史
的
出
来
事
を
通
じ
て
、
弟
子
に
伝
え
ら
れ
る
 

を
論
じ
た
部
分
（
 一
 5
 四
章
）
と
、
直
接
関
わ
り
 

る
た
め
に
、
両
者
の
間
に
、
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
 

的
超
越
的
真
理
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
 

ト
の
 出
来
事
そ
の
も
の
に
お
け
る
生
成
、
す
な
わ
 

 
 

お
 げ
る
生
成
と
は
、
本
来
 "
 神
が
人
と
成
る
 "
 こ
 を

 超
越
し
た
神
が
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
し
て
人
間
の
世
 界
 に
姿
を
現
わ
し
た
と
い
う
 

ち
 神
が
人
と
成
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
 従
 

。
こ
こ
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
歴
史
的
出
来
事
と
直
 接
 関
わ
っ
た
同
時
代
の
弟
子
 

っ
て
、
「
哲
学
的
断
片
 ヒ
に
 

え
な
か
っ
た
間
接
的
な
後
代
の
弟
子
を
論
じ
た
部
分
（
 五
章
）
と
を
時
間
的
に
区
別
す
 

る
 
「
間
奏
曲
」
の
章
を
設
け
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
 

，
 し
の
時
間
的
な
区
別
は
、
絶
対
 

は
、
 決
し
て
本
質
的
な
区
別
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
 た
め
に
、
イ
ェ
ス
・
キ
 リ
ス
 

 
 

 
 

と
 、
そ
し
て
同
時
に
 "
 人
が
イ
ェ
ス
の
弟
子
と
成
る
 "
,
 」
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
 



  

間
 が
健
康
に
な
る
 "
 と
い
う
場
合
・
 "
 
人
間
 "
 は
、
不
健
 康
 な
状
態
か
ら
健
康
な
状
態
に
な
る
変
化
の
母
体
と
し
 て
 不
可
欠
な
要
素
だ
と
 

（
 
8
 ）
 

程
に
は
常
に
何
か
が
、
す
な
わ
ち
生
成
す
る
も
の
が
、
 

そ
 0
 基
に
置
か
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
 
，
 
」
れ
は
た
と
え
ば
、
 
"
 
人
 

動 ケ 従 で、 本 在 る 

学 お の 雨       
一 生 概 同 な ど で 化 は く り 章 は 

主 に る に ま 

  
い 

らノ     

目敏 未 
Ⅴ フ し @ 
よ "' 。 ノ 

  
て 

さ に 熊 岡   
れ 
て 

い 

る 

る 変 
ま 

ず、 

生 「 
一種 て学び の 化 読 

成 
過   として 、「間 へせ （ あ ホ q 
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お な 第 あ 巻 Ⅴ ウ @ し 原 成 ぃ 
るぱ 。 、 遥 けい 二る第 『お   

てる 現 。 的意 基カ 「 三 む ま 動 と 三巻 4 0 ヒ   こ第肴 で一え ね そ 
れ こ 

て か 
く ら 

る 生   形 成 
相 に 

ら がを運の」）ののはに 、 無 
い （ 健げ お て 二 康 ） Q   
r ま も の と り 的 に と の 何 か   

い 
成 

  
と と は 考 " と 

が 

    
無 か " 無 ス 
か し 形 口 の 

ら ァ 相 か 基 
の り の ら 本 と れ   
を テ 態 成 考 
否 レ 
定 ス え方   

  す ぃ 」とで と 冒   と強く する 限 ケ すなわまこ 」と述 の   
ぅ あ れ り ね ち べ 結 三 生 
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す
る
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
な
い
。
実
体
と
し
て
の
実
在
 性
は
 、
変
化
の
基
体
が
現
実
的
な
形
姿
を
全
く
持
っ
て
 い
な
い
 場
 ム
ロ
で
も
、
 
可
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
成
概
念
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
 な
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
生
成
消
滅
に
お
い
て
は
 、
実
体
が
在
る
と
い
 

ぅ
 こ
と
す
な
わ
ち
実
在
性
１
１
 
が
量
化
 あ
る
い
は
 属
 性
 化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
 案
 在
 性
は
全
く
の
無
に
帰
 

こ
の
質
料
自
身
の
基
本
的
性
質
で
あ
る
実
在
性
あ
る
い
は
 実
体
性
が
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

以
上
か
ら
次
の
よ
う
に
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

生
成
消
滅
以
外
の
変
化
、
す
な
わ
ち
運
動
に
お
い
て
は
 、
あ
る
実
体
を
不
変
 

な
も
の
と
し
て
固
定
し
た
上
で
そ
の
属
性
（
 量
 
・
 ミ
 ・
 場 所
 ）
が
変
化
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
生
成
消
滅
と
は
、
 質
料
を
基
体
と
し
て
、
 

ち
 、
生
成
と
言
う
 ら
 、
消
滅
 と
 言
 う
も
 、
そ
れ
ら
は
 実
 体
か
ら
実
体
へ
の
一
つ
の
変
化
を
二
つ
の
面
で
捉
え
て
い
 る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
 

（
り
 

2
 
0
 
）
 

し
、
 同
じ
実
体
間
の
変
化
で
あ
っ
て
も
、
或
る
実
体
へ
の
 、
つ
ま
り
実
在
性
の
 よ
 り
高
い
実
体
へ
の
変
化
が
特
に
 生
成
と
呼
ば
れ
る
」
。
 

こ
の
問
題
は
、
「
生
成
消
滅
論
 ヒ
 第
一
巻
第
三
章
に
お
い
 て
 扱
わ
れ
て
い
る
。
「
端
的
な
生
成
」
は
「
端
的
な
 非
 存
 

（
 
6
 
l
 ）
 

し
か
し
こ
の
端
的
な
非
存
在
は
 、
 
「
い
か
な
る
意
味
に
お
 
い
て
も
有
ら
ぬ
も
の
」
、
す
な
わ
ち
全
く
の
無
を
意
味
す
 

る
も
 

（
 
8
 
I
 ）
 

（
 
れ
 
Ⅱ
）
 

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
を
、
「
Ⅰ
有
る
と
有
ら
ぬ
の
り
両
方
 

の
 言
い
方
が
な
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
の
「
質
料
」
と
考
え
 て
い
 

（
 
薦
 ）
 

端
的
な
生
成
と
い
う
変
化
が
「
そ
こ
か
ら
生
じ
、
そ
こ
 へ
と
至
る
」
と
こ
ろ
の
基
体
で
あ
り
、
「
可
能
性
と
し
て
 は
右
 

（
 
o
U
 

つ
 
4
 
）
 

（
 
l
 
2
 ）
 

実
性
と
し
て
は
有
ら
ぬ
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
質
料
が
 「
 よ
 り
実
体
的
で
あ
る
」
 
か
 、
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
 よ
、
 

十
ん
Ⅰ
 

（
 
花
 ）
 

を
も
つ
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
生
成
消
滅
は
起
こ
る
の
で
あ
 る
 。
こ
れ
に
つ
い
て
戸
塚
 セ
郎
 氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
 し
て
 

（
 
5
 ）
 

在
か
ら
生
ず
る
」
。
 

の
で
は
な
い
。
 
ァ
 

る
 。
質
料
と
は
、
 

る
け
れ
ど
も
、
 
現
 

か
と
い
う
「
差
異
 

い
ろ
。
「
す
な
わ
 

め
 げ
 ろ
 「
端
的
な
生
成
」
に
関
す
る
叙
述
か
ら
理
解
す
 る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
 

先 
の こ 

第 の 
一 篇 
巻 五 
で 巻 
の に 

士 お 
成 ぃ 
め て 

  
と 端 
矛 的 
盾 に 
し 何 
て も 

い な 
る い 

  
ぽ か 
見 ら 

え 何 
る か 
が が 

、 生 
こ ず 
め る 

，点 こ 
に と 

っ が 

い 生 
て 成 

はと 、 考 
ァ え 
り ら 

ス れ 
ト て 
一 ア @ 、 

レ る 

ス のと こ 

生わ 『 が 、 
成 か 
消 る 滅 
論 こ 

ヒ れ 
ぴこ セま 
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め
 
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
で
あ
る
 0
 

 
 



能
 的
な
形
で
、
生
成
消
滅
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
 お
い
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
・
実
在
性
と
い
う
こ
 と
を
変
化
の
究
極
的
な
 

基
体
と
す
る
な
ら
ば
、
生
成
消
滅
と
そ
れ
以
外
の
一
般
 の
 変
化
は
原
理
的
に
は
全
く
同
一
の
変
化
で
あ
る
と
言
う
 こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
 

る
 。
 

以
上
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
生
成
消
滅
論
の
概
観
で
あ
 る
 。
次
に
、
本
論
文
の
主
題
で
あ
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 生
 成
 概
念
を
 、
ア
リ
 ス
 

ト
テ
レ
ス
の
運
動
論
お
よ
び
生
成
論
と
対
比
し
な
が
ら
 取
 り
 上
げ
た
い
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
述
べ
る
 0
 
 
「
生
成
以
 
外
 の
す
べ
て
の
変
化
ふ
も
も
ら
 

ぎ
 q
 あ
は
 、
変
化
が
そ
こ
で
 起
こ
る
と
こ
ろ
の
も
 

の
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
 い
る
。
そ
れ
が
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
や
め
 る
と
い
う
変
化
で
あ
っ
 

我
々
は
こ
れ
と
非
常
に
 よ
 く
似
た
表
現
 を
 、
テ
ン
不
マ
ン
の
哲
学
史
の
中
に
見
い
出
す
こ
と
が
 で
き
る
 0
 そ
こ
で
は
、
 

す
べ
て
の
変
化
に
お
い
て
は
、
そ
の
始
め
と
終
わ
り
に
 相
 対
立
す
る
二
つ
の
も
の
が
存
在
し
て
 い
 な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
、
と
い
う
内
容
の
 

（
 
仮
り
 

）
 

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
た
と
え
何
か
あ
 る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
る
と
い
う
場
合
に
お
 い
て
も
そ
う
で
あ
る
」
 

 
 

ン
 の
こ
の
箇
所
を
読
ん
で
先
の
よ
う
に
叙
述
し
た
と
す
れ
 ば
 、
「
変
化
が
そ
こ
で
起
こ
 

㍻
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
は
、
変
化
の
出
発
点
に
在
 
る
 「
あ
る
も
の
 盆
ぎ
 内
耳
ま
 
@
 
笘
の
）
」
、
 

-
6
 

2
 
 

）
 
す
な
わ
ち
変
化
の
結
 果
 と
し
て
出
来
た
 "
 
あ
る
も
 

ね
 
め
 "
 に
対
立
す
る
も
う
一
つ
の
。
あ
る
も
の
 "
 を
 指
す
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

と
は
生
成
に
関
し
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
 上
 記
 の
よ
う
な
場
合
に
は
、
 生
 

（
 
却
 ）
 

レ
 
/
 

一
成
す
る
も
の
は
生
成
の
変
化
に
お
い
て
、
そ
れ
 
自
 身
の
内
で
変
化
せ
ず
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
 い
か
ら
で
あ
る
し
と
述
べ
 

け
る
。
そ
し
て
生
成
の
変
化
と
は
、
先
述
し
た
 
よ
う
 に
 本
質
に
お
け
る
変
化
で
は
な
く
、
存
在
に
お
け
る
 
変
 化
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
 

キ
 

「
そ
こ
に
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
あ
る
こ
と
へ
の
 

 
 

 
 

生
成
以
外
の
一
般
の
変
化
に
お
い
て
は
、
変
化
の
結
果
 で
き
あ
が
る
劣
る
も
の
 "
 は
 、
変
化
以
前
の
劣
る
も
 の
 "
 と
は
別
の
も
の
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で
な
け
れ
ば
、
変
化
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
 な
い
 0
 と
こ
 

も
の
 "
 が
変
化
の
前
に
は
そ
れ
と
は
別
の
岩
る
も
の
 
"
 で
あ
っ
た
の
 

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
生
成
の
変
化
と
は
、
 

鱗
 る
も
の
 
Ⅰ
 
甲
 ㌣
か
ら
 

が
 生
ま
れ
出
る
と
い
う
変
化
で
あ
っ
て
 、
 
ぶ
る
も
の
 "
 そ
れ
自
体
は
 

ば
な
ら
な
い
 0
 こ
の
変
化
に
お
い
て
変
化
す
る
の
は
、
 

"
 あ
る
も
の
 "
 

"
 あ
る
も
の
 "
 の
存
在
性
、
す
な
わ
ち
 "
 あ
る
も
の
 
"
 が
 
"
 存
在
し
て
 

（
 
9
 
2
 ）
 

か
と
い
う
存
在
の
性
質
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
こ
に
 存
 在
し
て
い
な
 

る
 」
（
存
在
）
と
い
う
存
在
性
へ
の
変
化
が
、
キ
ル
ケ
 ゴ
 １
ル
に
お
 け
 

こ
の
生
成
の
変
化
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
運
動
 変
化
か
ら
 

の
 生
成
は
そ
の
変
化
の
質
に
お
い
て
根
木
的
に
異
な
っ
て
 い
る
。
な
ぜ
 

お
 げ
る
実
在
性
の
よ
う
に
、
量
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
 全
く
な
い
か
 

う
 に
、
実
在
性
の
よ
り
少
な
い
 "
 
あ
る
も
の
 "
 か
ら
実
在
 性
 の
よ
り
 多
 

に
お
い
て
は
、
 

"
 あ
る
も
の
 "
 が
 
"
 存
在
す
る
 "
 か
 
"
 存
 在
し
な
い
 
"
 

ル
の
 生
成
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 
"
 実
在
性
に
お
け
る
 量
的
な
変
化
 

る
 質
的
な
変
化
 "
 と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
 

「
し
か
 

た
 、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 な
ぜ
な
ら
、
 

ま
ま
で
あ
り
続
け
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
 "
 か
ら
で
 あ
る
」
。
 

（
 
0
 
3
 ）
 

し
 、
生
成
す
る
も
の
が
置
き
去
り
に
し
て
ゆ
く
こ
の
 芽
存
 在
 も
ま
 

そ
 5
 で
な
け
れ
ば
、
 "
 
生
成
す
る
も
の
が
生
成
に
お
い
て
 不
変
の
 

ろ
が
生
成
の
変
化
の
場
 ム
ロ
 
は
、
そ
の
結
果
で
き
あ
が
っ
 た
 
"
 
あ
る
 

だ
と
し
た
ら
、
そ
の
変
化
は
一
般
の
変
化
と
何
ら
か
わ
ら
 な
い
も
 

"
 
あ
る
も
の
 
何
乙
 
㌣
へ
の
変
化
で
は
な
く
、
劣
る
も
の
 

Ⅰ
 
甲
 ㌣
 

何
ら
の
変
化
も
被
ら
な
い
た
だ
一
つ
の
 
"
 
あ
る
も
の
 "
 で
 な
け
れ
 

が
 
内
申
し
で
あ
る
か
円
石
 
口
 で
あ
る
か
と
い
う
本
質
で
 は
な
く
、
 

い
る
 "
 か
 "
 
存
在
し
て
い
な
い
（
あ
る
い
は
非
存
在
し
て
 い
る
）
 
"
 

い
 」
（
非
存
在
）
と
い
う
存
在
性
か
ら
、
「
そ
こ
に
存
在
 し
て
い
 

る
 生
成
の
変
化
で
あ
る
。
 

区
別
さ
れ
た
生
成
消
滅
と
同
じ
で
あ
る
 ょ
 り
に
見
え
る
が
 、
両
者
 

な
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
存
在
性
は
、
ア
リ
ス
 士
 ア
レ
ス
に
 

ら
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
生
成
は
、
先
述
 し
た
よ
 

い
 "
 
あ
る
も
の
 "
 へ
の
変
化
と
考
え
ら
れ
た
が
、
キ
ル
ケ
 ゴ
 l
 レ
 
ノ
 

か
め
ど
ち
ら
か
以
外
は
全
く
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
 キ
ル
 ケ
ゴ
｜
 

"
 と
し
て
の
生
成
消
滅
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
 
"
 
存
在
 性
 に
お
 け
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S . キルケ ゴ一 ル にお け る 生成の概念 

ま
ず
、
生
成
の
始
ま
り
に
お
い
て
「
そ
こ
に
存
在
し
て
い
 な
い
」
と
い
う
存
在
性
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
 る
な
ら
 ぱ
 、
生
成
の
 

始
ま
り
は
「
そ
こ
に
存
在
し
て
い
な
い
」
と
い
う
状
況
 で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
 0
 こ
の
こ
と
は
、
生
成
の
始
 ま
り
に
お
い
て
何
か
 別
 

0
%
 

る
も
の
 "
 が
 存
在
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
、
 

と
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
キ
ル
ケ
 ゴ
｜
 か
 は
こ
こ
で
あ
く
ま
で
 

も
 、
生
成
の
始
ま
り
を
全
く
の
空
虚
と
考
え
る
こ
と
は
 な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
非
存
在
と
い
う
存
在
性
は
 、
端
 的
な
無
を
意
味
し
て
い
 

な
い
 0
 し
か
も
こ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
の
よ
 う
 に
、
実
在
性
が
量
的
に
無
に
帰
す
る
こ
と
が
な
い
と
 い
 う
 意
味
に
お
い
て
 言
 

わ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
 

そ
こ
で
、
Ⅱ
そ
こ
に
存
在
し
て
い
な
い
ロ
と
 い
 5
 こ
と
 が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
 "
 と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
 の
か
と
い
う
こ
と
 

が
、
 次
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
非
存
在
で
あ
 る
よ
う
な
存
在
と
は
、
つ
ま
り
可
能
性
の
こ
と
で
あ
る
 。
そ
し
て
存
在
で
あ
 

る
よ
う
な
存
在
と
は
、
す
な
わ
ち
現
実
的
な
存
在
、
あ
る
 い
は
現
実
性
の
こ
と
で
あ
る
 0
 従
っ
て
生
成
の
変
化
と
 は
 、
可
能
性
か
ら
現
実
 

 
 

可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
」
と
い
 5
 表
現
を
テ
ン
 
ネ
 マ
ン
の
叙
述
の
中
か
ら
 

（
㏄
 
-
 

見
 い
出
し
、
こ
れ
を
極
め
て
重
要
な
も
の
と
し
て
遺
稿
 つ
中
に
書
き
写
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
表
現
は
、
テ
ン
 不
マ
ン
の
叙
述
に
お
い
 

（
㌍
）
 

て
も
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
遺
稿
に
お
い
て
も
、
乱
ミ
 q あ
 、
 す
 な
わ
ち
生
成
と
区
別
さ
れ
た
運
動
変
化
に
対
し
て
な
さ
 れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
 
き
た
 よ
 う
 に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
成
 概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
運
動
論
と
は
明
確
に
異
な
 る
も
の
で
あ
っ
た
か
 

ら
 、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
こ
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
 運
 動
 と
同
じ
意
味
で
こ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
と
ほ
 考
，
え
 
ら
れ
な
い
。
キ
ル
ケ
 ゴ
 

に
お
け
る
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
」
が
 立
 
忠
抹
 す
る
と
こ
ろ
を
探
る
た
め
に
、
ま
ず
ア
リ
ス
ト
テ
レ
 ス
 に
お
け
る
可
能
性
と
 

現
実
性
の
関
係
を
お
さ
え
て
お
ぎ
た
い
。
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
テ
ン
 ネ
 マ
ン
の
説
明
か
ら
、
 
次
 の
 二
つ
の
視
点
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
点
 は
 、
可
能
性
も
現
実
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性
 も
と
も
に
 

岸
 在
す
る
も
の
 "
 を
 説
明
す
る
概
念
で
 あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
 0
 テ
ン
 ネ
 マ
ン
は
、
「
存
在
す
る
 す
べ
て
の
も
の
は
可
能
 

的
で
あ
る
か
現
実
的
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
 

可
能
的
な
も
の
が
存
在
す
る
限
り
に
お
い
て
、
可
能
 的
な
も
の
の
現
実
性
と
 

（
 
4
 
3
 ）
 

い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
 変
化
と
は
、
現
実
性
に
お
い
て
実
在
化
さ
れ
る
 
尼
る
 も
の
 "
 の
形
相
を
そ
れ
 

固
有
の
目
的
と
し
て
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
八
町
 能
 的
に
 
"
 あ
る
も
の
 "
 で
あ
る
 V
 と
言
わ
れ
得
る
と
こ
 ろ
の
可
能
性
が
、
そ
の
 

目
的
を
現
実
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
変
化
過
程
そ
の
も
の
と
 し
て
の
現
実
的
「
活
動
」
（
 

5
 
3
 
 

）
 全
体
の
こ
と
を
さ
す
。
従
っ
 て
 、
現
実
に
実
在
す
る
 

活
動
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
変
化
の
出
発
点
で
あ
る
 可
 能
 性
も
ま
た
、
当
然
現
実
に
存
在
す
る
 
"
 
あ
る
も
の
 
"
 で
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 

で
あ
る
 0
 こ
こ
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
、
と
り
も
直
さ
ず
 実
在
性
の
原
理
で
あ
る
。
 

第
二
点
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
 て
い
る
の
は
、
可
能
性
と
現
実
性
に
お
け
る
実
在
性
を
前
 提
 と
し
た
上
で
の
、
 

"
 あ
る
も
の
 "
 に
お
け
る
形
相
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
 言
 葉
 で
言
え
ば
本
質
の
有
無
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
 。
 家
 と
石
材
の
例
を
 

用
い
る
な
ら
ば
、
石
材
は
苛
 能
 的
に
家
で
あ
る
 "
 が
ゆ
 え
に
家
の
可
能
性
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
 

"
 石
 材
 が
そ
こ
に
存
在
し
て
 

 
 

 
 

 
 

い
る
 "
 と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
 
"
 そ
れ
が
石
材
で
あ
る
 "
 と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
石
材
が
 
"
 可
能
的
に
家
で
あ
る
 "
 と
 言
わ
れ
得
る
た
め
 

の
 必
要
条
件
と
な
っ
て
い
る
 0
 こ
の
条
件
の
も
と
で
、
は
 じ
め
て
石
材
に
お
い
て
家
と
い
う
形
相
と
の
関
係
が
成
 止
 す
る
の
で
あ
り
、
 
そ
 

こ
で
は
じ
め
て
、
形
相
の
な
い
状
態
の
事
物
を
可
能
性
と
 呼
び
、
形
相
の
有
る
状
態
の
事
物
を
現
実
性
と
呼
ぶ
こ
 と
が
で
き
る
の
で
あ
 

る
 。
 と

い
う
意
味
で
あ
る
 0
 従
っ
て
こ
の
場
合
は
 、
 
"
 
そ
 

で
あ
る
。
つ
ま
り
可
能
性
と
は
、
 

"
 石
材
は
可
能
的
に
家
 

ま
ず
、
可
能
性
に
お
い
て
「
非
存
在
で
あ
る
よ
う
な
存
在
 

こ
れ
に
対
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
場
ム
ロ
を
、
あ
え
て
先
の
 

れ
 力
石
材
で
あ
る
 

。
 、
ハ
、
 、
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
 

"
 

"
 

で
あ
る
 

、
、
 、
 "
 と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
 

"
 そ
こ
に
家
が
 

」
と
い
う
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
の
は
、
石
材
で
は
な
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
と
同
じ
例
で
考
え
て
み
た
い
 

そ
こ
に
石
材
が
存
在
し
 

可
能
的
に
存
在
し
て
い
 

く
 、
む
し
ろ
家
の
方
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S . キルケ 
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ぅ 円 通 
    じ 

と 自 て 
で ら 無 
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ゴールにおける 生成の概念 

と ね 所 と れ 役 の 言 存 と い の て、   い，っ といし 前に らな " る をあ 両者 げで こと 

性 苦 のうら、 ろかくでか客観 。         り る 

し 全 
て く 

  れ 考 

約 れ 
に て 
  い 

が 存 な 
在 い し 
て こ 
い こ 

る で   0 間 
  

か題 、 に し 

非 な 

と か 
し る   
に ど 
） の 

  存 よ   在 ぅ 

れ い 元 う い 存 あ す 題 言 る 的 @ 可 発 る 訪 でとて こと 力し ょ、 在し ると れば とな い方 いは 

  
い 在 

を る し   の て 
か い   と る 



 
 

な
ぜ
な
ら
、
現
実
性
に
お
け
る
確
実
性
お
よ
び
不
変
化
性
 に
 対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
に
成
る
 

反
論
を
突
き
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
 キ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
、
現
実
性
の
確
実
性
お
よ
び
 

成
し
た
つ
ま
り
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
現
実
性
 の
裏
面
と
し
て
の
可
能
性
の
不
確
実
性
お
よ
 

り
こ
れ
は
、
其
体
的
な
現
象
と
し
て
は
、
悔
い
で
あ
り
 不
 安
 で
あ
り
懐
疑
で
あ
る
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
生
成
の
不
確
実
性
に
関
し
て
、
可
能
性
 の
 悪
化
と
の
関
連
に
お
い
て
次
の
よ
 う
 

牲
は
二
重
性
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
非
存
在
 者
の
非
存
在
性
と
、
無
に
帰
す
る
可
能
性
と
 

「
非
存
在
者
の
非
存
在
性
，
 
一
 と
は
、
現
実
性
に
お
け
る
 
"
 
存
在
者
の
存
在
性
 "
 に
対
立
す
る
も
の
 

た
め
に
は
、
そ
の
存
在
者
は
、
存
在
し
て
い
な
り
吋
に
は
 非
存
在
者
で
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
 

化
に
よ
っ
て
成
立
す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
 な
 ぜ
な
ら
、
先
述
し
た
よ
ら
に
、
家
が
現
実
的
 

が
 非
存
在
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
存
在
性
か
ら
変
化
 し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
存
在
に
お
 

あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

必
然
性
は
全
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
 

不
変
化
性
の
も
つ
こ
の
側
面
を
 、
 生
 

ひ
 変
化
性
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
 

に
述
べ
て
い
る
。
「
生
成
の
不
確
実
 

（
 
7
 ）
 

の
二
重
性
で
あ
る
」
。
 

で
あ
る
。
存
在
者
が
存
在
者
と
成
る
 

な
い
。
こ
れ
は
、
現
実
性
が
生
成
 変
 

に
 存
在
す
る
と
い
う
存
在
性
は
 、
家
 

け
る
変
化
と
し
て
の
生
成
変
化
で
は
 

現
実
で
あ
り
、
も
は
や
変
更
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
 ナ
 」
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
現
実
が
永
遠
の
昔
か
ら
そ
 う
 な
る
 ょ
 り
に
決
め
ら
 

 
 

れ
て
い
た
と
い
う
意
味
の
確
実
性
お
よ
び
不
変
化
性
、
 

つ
 ま
り
必
然
性
に
お
け
る
確
実
性
お
よ
び
不
変
化
性
と
は
 異
な
る
も
の
で
あ
る
。
 

あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
可
能
性
が
現
実
性
に
お
い
て
 採
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
意
味
に
お
け
る
可
能
性
、
 

す
 な
む
ち
現
実
性
を
目
的
 

と
し
て
あ
ら
か
じ
め
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
 可
能
性
は
 、
 全
く
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
キ
ル
ケ
 ゴ
 ｜
か
め
 生
成
に
お
い
て
 

は
 、
た
だ
現
実
性
に
お
い
て
無
化
す
る
非
存
在
と
い
う
 立
 
思
味
 に
お
け
る
可
能
性
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
の
可
能
性
を
、
現
実
性
に
お
け
る
 可
 能
 性
の
不
確
実
性
お
よ
び
変
化
性
と
し
て
説
明
す
る
。
 現
実
性
は
本
来
、
現
 

 
 実

性
と
し
て
の
確
実
性
お
よ
び
不
変
化
性
を
持
っ
て
 い
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
現
実
性
で
あ
る
 以
 上
は
 、
そ
れ
は
確
実
な
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ま
た
「
無
に
帰
す
る
可
能
性
」
と
は
、
生
成
変
化
に
お
い
 て
 生
成
す
る
も
の
が
、
現
実
性
に
お
い
て
、
可
能
性
で
 あ
る
こ
と
を
や
め
る
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
非
存
在
か
ら
存
在
へ
の
 移
行
と
し
て
の
生
成
は
、
可
能
的
存
在
性
す
な
わ
ち
 非
 存
在
性
が
無
に
帰
し
、
 

現
実
的
存
在
 栓
 す
な
わ
ち
存
在
性
が
獲
得
さ
れ
る
と
 ぃ
 う
、
 二
つ
の
 道
 方
向
の
変
化
が
、
同
時
に
起
こ
る
こ
と
で
 あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
生
成
概
念
、
お
 よ
び
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
の
意
味
す
る
と
こ
 ろ
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
 

レ
ス
と
の
関
連
で
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
生
成
の
変
 化
と
は
本
質
あ
る
い
は
 

形
相
に
お
け
る
変
化
で
は
な
く
、
存
在
に
お
け
る
変
化
 で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
 0
 第
二
は
、
こ
こ
で
の
存
在
と
 は
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

に
お
け
る
実
在
性
の
よ
う
な
量
的
規
定
で
は
な
く
、
存
在
 か
 非
存
在
か
と
い
う
質
的
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
 る
 。
第
三
は
、
非
存
在
 

性
は
全
く
の
 無
 、
あ
る
い
は
端
的
な
無
を
意
味
し
な
い
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
存
在
性
は
確
か
に
存
在
性
に
矛
 盾
 対
立
す
る
概
念
で
あ
 

る
が
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
存
在
性
に
 対
立
す
る
別
種
の
存
在
性
と
し
て
、
そ
の
実
在
性
を
認
 め
ら
れ
て
い
る
。
端
的
 

な
無
 と
は
、
む
し
ろ
実
在
性
に
対
置
さ
れ
る
概
念
で
あ
 っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
成
概
念
に
お
い
て
は
、
こ
の
 両
者
は
と
も
に
問
題
と
 

な
っ
て
は
い
な
い
。
第
四
は
、
非
存
在
性
と
は
、
単
に
そ
 こ
に
存
在
し
な
い
と
い
う
客
観
的
状
態
を
説
明
す
る
 概
 念
 で
は
な
く
、
む
し
ろ
 

あ
る
特
定
の
客
観
的
存
在
状
態
に
対
す
る
主
体
の
後
ろ
 向
き
の
意
識
、
あ
る
い
は
否
定
的
な
意
識
を
表
わ
し
た
 概
 念
 、
す
な
わ
ち
非
存
在
 

意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 0
 よ
っ
て
「
非
存
在
 が
 存
在
す
る
」
と
は
、
非
存
在
を
意
識
す
る
主
体
が
存
在
 し
て
い
る
と
い
ら
こ
と
 

を
 意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
 
"
 
「
非
存
在
と
し
て
 の
 存
在
」
で
あ
る
可
能
性
か
ら
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
 で
あ
る
現
実
性
へ
の
 

移
行
 "
 と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
概
念
規
定
と
、
事
物
の
 客
観
的
実
在
性
に
関
し
て
言
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 の
 「
可
能
性
か
ら
現
実
 

性
へ
の
移
行
」
と
い
う
概
念
規
定
を
同
一
視
す
る
こ
と
 は
で
き
な
い
の
で
あ
る
 0
 第
五
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
 け
る
可
能
性
と
現
実
性
 

の
間
に
は
、
論
理
的
、
時
間
的
、
お
よ
び
目
的
論
的
連
続
 性
 が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
 0
 可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
 の
 移
行
と
は
、
む
し
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「
哲
学
的
断
片
口
「
間
奏
曲
」
 

論
理
学
に
登
場
す
る
諸
概
念
が
数
 

れ
た
も
の
で
忙
な
い
 0
 ト
 。
ル
ス
 

学
 史
を
通
じ
て
学
ん
だ
ア
リ
ス
ト
 

ハ
 
0
0
 

ク
 
U
 
）
 

多
く
、
本
書
で
も
 へ
｜
 ゲ
ル
よ
り
 0

 章
に
は
、
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
、
生
成
な
ど
、
 へ
｜
 ゲ
ル
と
共
通
す
る
諸
概
念
、
特
に
彼
の
 

々
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
多
く
は
 へ
｜
ゲ
 ル
 か
ら
直
接
取
り
入
れ
ら
れ
て
概
念
規
定
さ
 

ト
ル
プ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
本
書
執
筆
前
後
の
遺
稿
（
 一
 八
四
二
ー
三
年
）
に
は
、
テ
ン
不
マ
ン
の
 哲
 

テ
レ
ス
、
エ
レ
ア
学
派
ら
の
古
典
論
理
学
、
ス
ト
ア
哲
学
 、
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
関
す
る
記
述
が
 

は
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
諸
哲
学
者
の
方
が
 よ
 り
頻
繁
に
取
り
 

 
 

一 一 一 

ろ
 、
弄
花
 存
 性
を
無
に
帰
せ
し
め
る
変
化
と
存
在
性
を
獲
 得
す
る
変
化
と
の
非
論
理
的
、
非
時
間
的
、
非
連
続
的
 統
合
で
あ
る
。
 

以
上
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
「
哲
学
的
断
片
」
の
「
間
 夷
曲
」
の
章
に
お
け
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
成
の
概
念
は
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

と
の
対
話
を
通
じ
て
、
し
か
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
用
 伍
 
柏
と
 
命
題
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
に
も
か
 か
わ
ら
ず
、
決
し
て
 ァ
 

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
概
念
と
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
 ナ
 
」
と
で
あ
る
 0
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 を
 批
判
す
る
と
い
う
 積
 

極
 的
な
意
図
は
な
か
っ
た
が
、
ま
た
完
全
に
ア
リ
ス
ト
 -
 
ア
レ
ス
に
依
拠
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
 。
む
し
ろ
そ
の
意
味
す
 

る
と
こ
ろ
は
、
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
生
成
を
あ
え
て
 「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
」
と
定
義
し
た
の
は
、
 へ
一
 ゲ
ル
論
理
学
に
 

お
 げ
る
 
苛
能
 性
と
現
実
性
の
統
一
と
し
て
の
必
然
性
 "
 と
い
う
考
え
方
が
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
 見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

で
あ
ろ
う
。
次
の
節
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
キ
ル
ケ
 ゴ
 ｜
ル
と
へ
｜
 ゲ
ル
の
関
係
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ
て
論
 じ
て
ゆ
 ぎ
た
い
と
 思
 

ふ
ノ
 
。
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に
留
ま
っ
て
い
る
。
（
巴
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
関
心
は
 

、
へ
｜
ゲ
 ル
論
理
学
を
 
よ
 り
深
く
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に
で
は
 

な
く
、
彼
自
身
の
生
成
 

概
念
を
主
張
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
 

あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 

へ
｜
ゲ
 
ル
 哲
学
の
細
か
な
点
に
 

対
し
て
で
は
な
く
、
全
般
的
な
原
理
そ
の
も
の
に
対
し
 

て
 、
す
で
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
の
関
係
 

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
 

0
 
 
「
可
能
性
と
現
実
性
 
は
 本
質
に
お
い
て
で
 

は
な
く
、
存
在
に
お
い
て
相
違
し
て
Ⅰ
 

る
 0
 …
…
必
然
性
 
は
 存
在
規
定
で
は
な
く
、
木
質
規
定
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 

ら
 、
必
然
性
の
本
質
が
 

存
在
す
る
こ
と
だ
 

ら
で
あ
る
」
。
 

力
 
ノ
 
。
 
（
 
5
 
4
 
 

）
 
0
 ま
た
、
必
然
性
と
生
 
成
 に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
 

0
 「
必
然
的
な
も
の
 
は
、
 全
く
そ
れ
自
身
で
 

あ
り
続
け
る
。
…
：
 
去
 れ
が
必
然
的
で
あ
る
が
た
め
に
 

そ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
う
で
は
 

な
く
て
、
 

の
は
必
然
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
必
然
的
な
も
 

の
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
必
然
的
な
も
の
は
そ
こ
に
 

存
在
す
る
の
で
あ
る
」
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
可
能
性
と
現
実
性
、
お
よ
び
 

可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
移
行
と
し
て
の
生
成
を
 

、
必
 熱
性
か
ら
明
確
に
区
め
 

 
 
 
 

別
 す
べ
き
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 

前
 者
は
存
在
規
定
、
後
者
は
本
質
規
定
で
あ
っ
て
、
両
者
は
 

全
く
異
な
っ
た
 
範
 時
に
 

1
5
 

属
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
後
者
が
前
者
の
統
一
で
 

あ
る
と
 へ
｜
 ゲ
ル
が
主
張
す
る
の
は
 
@
 五
 胆
道
断
な
こ
と
 
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
 

「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
古
典
哲
学
史
 

デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
読
ん
だ
後
に
な
っ
て
 

、
 は
じ
め
て
 へ
 l
 ゲ
ル
 

（
 
何
 ）
 

の
 論
理
学
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

一
 と
も
述
べ
 て
い
る
。
 

し
か
し
そ
の
中
で
も
明
ら
か
に
 
へ
｜
 ゲ
ル
を
意
識
し
て
 
圭
 
白
 
か
れ
た
と
言
え
る
の
は
、
「
必
然
性
は
可
能
性
と
現
実
 

性
の
統
一
で
は
な
い
 

の
か
 

・
」
（
 

l
 
4
 
 

）
 
ヮ
 
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
 

よ
う
に
、
 へ
｜
 ゲ
ル
論
理
学
の
本
質
論
の
最
後
の
草
で
 

あ
る
「
現
実
性
」
の
中
 

 
 

｜
 ゲ
ル
の
こ
の
説
を
反
駁
す
る
に
あ
た
っ
て
 

、
へ
｜
ゲ
 ル
 に
よ
る
概
念
の
展
開
 

に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
 
0
 へ
｜
 ゲ
ル
の
こ
の
説
に
関
 
す
る
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
理
解
は
、
「
我
々
は
こ
こ
に
、
 

可
能
性
は
現
実
性
で
あ
 

り
 、
現
実
性
は
可
能
性
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
を
手
に
入
 

れ
る
・
 

（
 
3
@
@
 
 

一
 と
い
う
遺
稿
の
記
述
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
通
り
 

、
非
常
に
単
純
な
理
解
 



で
あ
る
。
 

可
能
性
と
現
実
性
、
お
よ
び
生
成
に
関
し
て
は
、
キ
ル
 ケ
 ゴ
ー
ル
の
記
述
か
ら
、
本
論
文
の
前
節
に
お
い
て
述
べ
 た
よ
う
な
一
応
の
内
 

容
 説
明
を
行
な
 う
 こ
と
が
で
き
る
が
、
必
然
性
の
概
念
 に
 関
し
て
は
、
こ
の
時
期
の
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
い
て
は
 、
存
在
す
る
こ
と
を
 本
 

質
 と
し
、
存
在
に
お
い
て
変
化
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
 で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
、
ま
だ
明
確
な
意
味
内
容
 が
 与
え
ら
れ
て
い
な
い
 

よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
必
然
性
と
い
う
概
念
は
こ
の
時
期
以
 降
 に
も
引
き
続
き
登
場
す
る
が
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
 は
っ
き
り
し
た
位
置
づ
 

げ
を
与
え
ら
れ
る
の
は
、
後
期
の
日
死
に
至
る
病
  
に
お
 げ
る
 
苛
能
 性
と
必
然
性
の
統
一
と
し
て
の
現
実
性
 "
 と
レ
ス
，
老
 
よ
ん
方
が
出
て
 

（
 
仰
 @
 
）
 

く
る
時
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
哲
学
 的
 断
片
 L
 の
時
点
で
す
で
に
言
え
る
こ
と
は
、
キ
ル
ケ
 ゴ
 ｜
ル
 に
お
い
て
考
え
 
ろ
 

れ
て
い
る
必
然
性
が
 、
へ
｜
 
ゲ
ル
に
お
け
る
そ
れ
と
は
 全
 く
 異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
 こ
と
は
、
キ
ル
ケ
 
ゴ
｜
 

ル
 に
お
け
る
生
成
概
念
が
 へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
そ
れ
と
 金
 く
 異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
表
裏
一
体
 を
な
し
て
い
る
 0
 な
ぜ
 

な
ら
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
生
成
と
必
然
性
は
 、
 同
じ
一
 
つ
の
絶
対
精
神
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
 で
あ
る
。
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
の
時
期
ま
で
に
接
し
た
 へ
｜
 ゲ
ル
の
 著
作
の
中
で
、
生
成
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
 

ロ
エ
ン
チ
ク
ロ
 ペ
 

テ
 ィ
 ヒ
 の
有
識
に
お
け
る
有
と
無
の
統
一
と
し
て
の
生
成
 を
 扱
っ
た
 章
 、
お
よ
び
絶
対
精
神
の
存
在
様
式
と
し
て
 の
 生
成
が
語
ら
れ
る
 

「
精
神
現
象
学
 L
 の
序
文
お
よ
び
緒
論
で
あ
る
。
し
か
し
 先
の
遺
稿
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
キ
ル
ケ
 ゴ
｜
 ル
が
コ
ェ
ン
チ
ク
 
p
 ぺ
 

デ
 イ
 L
 に
お
い
て
関
心
を
示
し
た
の
は
、
 

有
論
 よ
り
も
 む
し
ろ
本
質
論
に
お
け
る
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
の
 関
係
で
あ
り
、
「
哲
学
 

的
 断
片
 ヒ
 に
お
け
る
生
成
論
も
こ
れ
と
の
関
連
で
展
開
 さ
れ
て
い
る
 0
 従
っ
て
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
こ
こ
で
問
題
 に
し
て
い
る
 
へ
 l
 ゲ
ル
 

の
 生
成
概
念
は
、
論
理
展
開
の
原
理
と
し
て
の
生
成
、
 す
 な
わ
ち
日
精
神
現
象
学
 し
 に
お
け
る
生
成
概
念
で
あ
る
 と
 見
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

 
 

「
精
神
現
象
学
口
の
緒
論
に
お
け
る
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
生
成
 概
 念
を
 、
本
論
文
前
節
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S . キルケ ゴールにおけ   る 生成の概念 

を 受 対 自 て も る ラ テ て つ に 

（
 
訂
 ）
 

「
あ
る
も
の
が
意
識
に
伺
っ
て
存
在
す
る
」
。
す
な
わ
 

ち
 あ
る
も
の
の
存
在
は
、
意
識
に
と
っ
て
の
存
在
で
あ
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 

ま
り
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
 て
 存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
客
体
に
対
す
る
主
体
の
 意
識
の
介
入
に
よ
っ
 

は
じ
め
て
存
在
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
 、
あ
 く
ま
で
も
客
観
的
な
対
象
と
し
て
事
物
の
存
在
を
語
ろ
 う
と
す
る
ア
リ
ス
ト
 

レ
ス
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
 

キ
ル
ケ
 ゴ
一
ル
 に
お
け
る
 
"
 存
在
に
対
す
る
意
識
と
し
 て
の
存
在
性
 "
 と
い
 

考
え
方
は
、
む
し
ろ
 へ
｜
 ゲ
ル
的
で
あ
る
と
さ
，
三
日
 う
ナ
 し
 と
が
で
き
る
。
 

し
か
し
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
意
識
は
 、
 自
ら
が
い
ま
だ
 不
 完
全
で
一
面
的
な
形
態
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
、
す
で
に
 自
ら
見
い
出
し
て
い
 

。
す
な
わ
ち
意
識
は
 、
 
"
 意
識
に
対
し
て
存
在
す
る
も
 の
 "
 だ
け
で
は
な
く
、
 

"
 そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
 "
 、
す
な
わ
ち
真
理
を
 

、
あ
ら
か
じ
め
自
己
の
内
に
定
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
 仮
 り
に
意
識
が
自
己
に
対
す
る
存
在
を
非
存
 在
 と
意
識
し
た
と
し
 

（
 
乾
 ）
 

も
 、
そ
れ
は
あ
る
も
の
か
ら
由
来
し
た
「
一
つ
の
内
容
 を
も
っ
」
非
存
在
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
 最
終
的
に
は
、
そ
れ
 

体
 と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
真
理
の
内
容
で
あ
 る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ま
り
 へ
｜
 ゲ
ル
は
究
極
 的
に
は
、
全
体
的
 絶
 

的
 存
在
の
み
を
認
識
さ
る
べ
き
真
理
の
内
容
と
し
て
 前
 挺
 し
て
お
り
、
そ
の
際
、
非
存
在
を
非
存
在
と
い
う
内
容
 を
も
つ
も
の
と
し
て
 

げ
 と
め
る
と
い
う
こ
と
を
全
く
し
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
 真
 理
の
内
容
を
我
が
も
の
と
し
て
意
識
し
 ぅ
 る
も
の
、
 す
 な
ね
 ち
、
そ
の
内
容
 

自
己
意
識
と
し
て
認
識
し
 ぅ
 る
も
の
は
、
と
り
も
直
さ
 ず
 絶
対
精
神
で
あ
る
。
 

さ
て
、
意
識
は
自
己
自
身
を
完
全
に
認
識
し
 ぅ
る
 絶
対
 精
 神
に
背
後
か
ら
突
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
 高
次
の
段
階
へ
と
 進
 

そ
こ
で
は
ま
ず
、
 

れ
る
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
に
」
 

つ
い
て
述
べ
 

あ
る
い
は
 逆 ら 

に
 お
い
て
述
べ
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
生
成
概
念
に
関
連
 づ
 げ
な
が
ら
、
概
観
し
た
い
と
思
 う
 。
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と
に
よ
っ
て
 
"
 出
現
し
来
た
っ
た
存
在
 "
 と
し
て
把
握
 し
て
 

現
し
 釆
 た
っ
た
存
在
 "
 と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
運
動
 お
ょ
 

こ
こ
で
絶
対
精
神
が
、
生
成
お
よ
び
運
動
と
し
て
存
在
 を
 

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
絶
対
精
神
と
は
、
存
在
の
全
体
 そ
 の
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
絶
対
精
神
は
最
終
的
に
自
己
 自
 身
を
 

ゆ
え
に
、
意
識
は
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
よ
り
高
次
 の
 上
目
小
 

化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
 、
 
「
こ
の
必
然
性
 そ
の
 

（
 
ミ
 
4
 
づ
 
リ
 
）
 

の
で
あ
る
。
 一
 と
述
べ
て
い
る
。
 

意
識
は
、
こ
の
絶
対
精
神
の
必
然
性
に
突
き
動
か
さ
れ
 て
 

そ
の
全
体
を
「
口
目
一
把
 

」
（
 

味
 
5
 
5
 
 

）
 と
し
て
、
自
己
遣
帰
運
動
と
し
 て
、
 

お
い
て
、
意
識
の
規
定
の
仕
方
の
展
開
と
、
存
在
の
規
定
 の
 

動
 と
し
て
、
完
全
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
へ
 ｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
生
成
あ
る
  
 

い
 う
 規
定
、
す
な
わ
ち
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
  
 

は
 、
唯
一
絶
対
の
真
理
で
あ
る
絶
対
精
神
が
、
認
識
可
能
 な
 い

ろ
。
す
な
わ
ち
存
在
は
、
絶
対
精
神
に
お
い
て
は
、
 以
 上
 の
よ
う
な
 "
 
出
 

ハ
ク
 

5
 
。
）
 

び
 生
成
と
し
て
」
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

捉
え
得
る
の
は
、
絶
対
精
神
が
存
在
全
体
を
自
己
自
身
 と
し
て
意
識
し
得
る
 

も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
存
在
様
式
が
生
成
 で
あ
り
運
動
で
あ
る
 

完
全
に
把
握
し
ょ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
 常
 に
 把
握
し
て
い
る
が
 

識
 へ
と
高
め
ら
れ
、
そ
の
意
識
に
よ
る
存
在
の
規
定
は
 必
然
的
に
次
々
と
 変
 

も
の
だ
け
が
、
我
々
に
と
っ
て
言
わ
ば
意
識
の
背
後
で
 起
こ
っ
て
い
る
事
な
 

、
生
成
、
運
動
を
く
り
返
す
。
そ
し
て
こ
の
運
動
は
絶
 射
精
神
に
お
い
て
、
 

つ
ま
り
内
在
的
運
動
と
し
て
最
終
的
に
完
結
す
る
。
す
な
 わ
ち
絶
対
精
神
に
 

さ
れ
方
の
展
開
と
が
、
唯
一
絶
対
の
主
体
Ⅱ
客
体
の
内
 部
 に
お
け
る
自
己
運
 

は
 運
動
は
・
 
"
 そ
れ
究
極
的
に
は
絶
対
精
神
１
１
 が
 何
で
あ
る
か
 "
 と
 

本
質
に
お
け
る
規
定
の
変
化
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
 つ
 ま
り
そ
の
根
底
に
 

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
絶
対
的
 隻
 刑
擬
 さ
れ
て
い
る
。
 

律
 す
る
が
、
こ
れ
と
同
時
に
意
識
の
対
象
と
し
て
の
 

存
 在
 １
１
い
ま
だ
真
理
と
言
え
な
い
存
在
の
方
も
ま
た
 、
 新
し
い
段
階
の
意
識
 

の
 前
に
新
し
い
対
象
と
し
て
出
現
し
て
く
る
。
意
識
は
 

、
 そ
の
 っ
ど
 出
現
す
る
存
在
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
し
た
 

結
果
だ
け
し
か
理
解
し
 

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
絶
対
精
神
は
か
の
意
識
の
背
後
で
 
"
 
意
識
に
対
す
る
存
在
 
"
 を
、
意
識
が
よ
り
高
次
の
 
意
識
へ
と
移
行
す
る
こ
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キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
存
在
理
解
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
 

へ
｜
 
ゲ
ル
の
こ
の
存
在
理
解
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
実
在
 

性
の
概
念
と
原
理
的
に
 

は
 
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
@
 
的
）
 

こ
の
よ
う
な
へ
 

｜
 
ゲ
ル
の
生
成
概
念
に
対
し
て
、
 

U
.
 
ョ
 
ハ
ン
セ
ン
は
彼
の
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
 

と
へ
｜
 

ゲ
ル
」
と
 

い
う
論
文
に
お
い
 

  

け
 合
の
よ
う
に
、
次
元
を
異
に
し
な
が
ら
も
究
極
的
 

花
を
、
す
べ
て
存
在
者
の
統
一
的
根
拠
と
し
て
の
絶
対
 

キ
ル
ケ
ゴ
 
ル
の
場
合
の
よ
う
な
存
在
に
お
け
る
相
違
で
の
自
己
表
出
の
方
法
的
原
理
。
 

l
 

一
を
 
「
生
成
」
と
考
え
た
 

（
 
7
 
5
 

0
 
）
 

て
、
 
次
の
よ
う
な
説
明
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
 

0
 へ
｜
 
ゲ
ル
 

の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
絶
対
精
神
の
必
然
性
に
よ
っ
て
突
き
動
 

  

に
は
一
つ
の
主
体
で
あ
る
と
い
っ
た
観
念
的
な
主
体
で
は
 

的
 
主
観
性
，
 

一
 
す
な
わ
ち
「
絶
対
者
の
理
念
」
に
よ
っ
て
 

理
 

  

は
 
、
「
絶
対
的
認
識
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
 

か
さ
れ
る
 

へ
｜
 
ゲ
ル
の
生
成
概
念
に
対
し
て
、
キ
ル
ケ
 

ゴ
 

 
 な

い
。
主
体
は
、
た
と
え
ば
 

解
し
、
こ
の
「
絶
対
者
 

」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
 

と
 
現
実
性
の
違
い
は
、
 

よ
っ
て
、
存
在
者
の
存
 

｜
ル
が
 

主
張
す
る
 

生
 

キ
 "
 
家
 
"
 
と
い
う
あ
る
特
定
の
現
実
を
目
前
に
据
え
 

て
い
る
あ
る
特
定
の
一
個
の
具
体
的
な
主
体
で
あ
る
。
 

こ
 
の
 
主
体
は
、
自
分
が
そ
の
 

 
 "
 
家
 "
 
と
い
う
現
実
を
自
分
自
身
の
現
実
と
し
て
真
に
受
 

げ
 
と
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
現
実
は
彼
に
と
っ
て
現
実
的
 

に
 
存
在
す
る
も
の
と
は
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な
ら
な
い
、
と
い
ら
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 逆
ニ
 言
え
ば
、
主
体
が
そ
の
現
実
を
真
に
自
分
の
も
の
 と
し
て
 受
 げ
と
め
な
い
 

う
 ち
は
、
そ
の
現
実
は
そ
の
主
体
に
と
っ
て
は
非
存
在
で
 し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 0
 現
実
を
真
に
受
 け
 と
め
な
い
と
い
う
こ
と
 

は
 、
不
安
、
悔
い
、
懐
疑
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
先
に
、
非
存
在
意
識
と
呼
 ん
だ
の
で
あ
る
。
 

非
存
在
意
識
は
、
存
在
意
識
と
同
等
の
次
元
に
お
け
る
、
 し
か
も
存
在
意
識
と
完
全
に
矛
盾
対
立
す
る
方
向
へ
の
 意
識
で
あ
る
 0
 こ
の
 

意
識
の
主
体
は
 、
へ
｜
 ゲ
ル
の
場
合
の
よ
う
に
、
対
象
 に
 対
す
る
規
定
の
変
化
に
応
じ
て
そ
の
次
元
を
自
動
的
に
 変
更
す
る
と
い
う
機
能
 

を
具
え
て
は
い
な
い
 0
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
 ば
 、
こ
の
 意
識
は
「
土
忌
 
士
心
 

」
（
 

6
 
0
 ）
 と
い
う
次
元
に
お
い
て
存
在
者
の
非
 存
在
 畦
と
 存
在
性
と
の
 

両
方
に
関
わ
る
。
つ
ま
り
非
存
在
意
識
か
ら
存
在
意
識
 へ
の
移
行
の
た
め
に
は
、
主
体
自
身
が
自
ら
の
音
生
心
の
方
 

向
を
意
識
的
に
決
断
し
 

て
 逆
向
き
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
そ
し
て
こ
の
決
断
は
、
ま
さ
に
主
体
自
身
の
動
機
と
 自
由
と
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
生
成
と
い
う
変
化
に
お
い
て
何
が
ど
の
よ
う
に
 変
 化
す
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
 う
 に
言
 う
 こ
と
が
で
き
 

る
 。
 へ
｜
 ゲ
ル
に
お
け
る
生
成
と
は
、
意
識
の
主
体
が
 客
 体
の
本
質
を
規
定
す
る
ご
と
に
、
そ
の
主
体
自
身
の
本
 質
 規
定
を
く
り
返
し
変
 

更
 さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
本
質
 に
 関
わ
る
主
体
と
客
体
の
相
互
の
形
式
的
変
化
で
あ
る
と
 言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
生
成
と
は
、
 あ
 る
 特
定
の
時
間
と
場
所
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
其
体
的
 現
 実
に
直
面
し
て
い
る
 一
 

個
の
主
体
が
、
そ
の
現
実
を
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
 
"
 
非
 存
在
者
 "
 か
ら
 
祥
 往
者
 "
 へ
と
受
け
取
り
直
す
と
 ぃ
 ぅ
 こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
 

は
 、
主
体
に
 よ
 る
存
在
に
関
す
る
質
的
な
変
更
で
あ
る
と
 言
 う
 こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

さ
て
我
々
は
以
上
か
ら
、
生
成
概
念
に
関
す
る
キ
ル
ケ
 ゴ
 ｜
ル
と
へ
 l
 ゲ
ル
の
相
違
を
決
定
づ
け
て
い
る
も
の
が
 、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

と
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
相
違
の
場
ム
ロ
 
と
 同
様
に
、
存
在
お
よ
 び
 実
在
性
に
対
す
る
考
え
方
の
根
本
的
な
違
 い
 で
あ
る
 と
い
う
こ
と
が
で
き
 

る
で
あ
ろ
う
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
 も
の
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
何
も
問
題
に
し
て
い
な
い
 。
そ
の
よ
う
な
実
在
性
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 ル

に
 区
別
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
 言
 5
 こ
と
が
で
き
 る
 0
 
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
 は
 端
的
な
無
と
し
て
拒
否
さ
は
 

 
 
 
 

 
 

機
 と
し
て
扱
わ
れ
た
非
存
在
性
を
、
具
体
的
現
実
に
お
 げ
る
人
間
の
意
識
と
の
関
係
 

 
 

 
 

に
お
い
て
、
存
在
性
に
質
的
に
矛
盾
対
立
す
る
ひ
と
つ
の
 独
立
し
た
存
在
 牲
 と
し
て
捉
え
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
 に
よ
っ
て
彼
は
、
実
在
 
2
 

ゆ
 
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
キ
ル
ケ
 

ゴ
｜
 ル
は
 、
あ
く
ま
で
も
主
体
の
意
識
の
内
面
に
関
わ
り
 

続
 げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
 

か
 
ま
で
の
水
平
的
な
存
在
理
解
で
は
最
終
的
に
本
質
 

規
 定
 と
の
混
同
あ
る
い
は
統
一
を
ま
め
が
れ
え
な
か
っ
た
 

存
在
規
定
を
、
前
者
と
明
確
 

接
手
で
あ
っ
た
 0
 キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
存
在
理
解
は
 、
ア
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
 や
へ
｜
 ゲ
ル
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
や
は
 り
 極
め
て
内
面
的
な
も
の
で
 

お
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み で に 把 は 一 体 な   あ 属 握 ァ 部 、 否 
。 上 そ   

の ア 問 う ト て が よ 

際り " ス 四 うと 題でテレこと 主体 その 

ど ト は な ス を 議 い 
の テ な 、 0 審 論 う 

次 レ く 議 立 体 の 意 
一 刀 ス 、 論 場 の 付 図 
で， お 客 の で 中 家 す 
存 よ 体 究 あ に で も 
在 び に 極 り 解 あ 全 
な へ 射 的 、 消 る く 

捉 l す な 後 さ 客 な 
， え ゲ   

る ル る 人的はて的。 日者 せ観い 
か の 間 と へ し 梓 生 
と 生 生 し l ま 柱 体 
い 成 体 て ゲ っ か が 

ぅ 概 の い か て ら 客   自 る の い 白 額 
由 。 立 6 分 的 

が め 

、 比   
キ 陵 志 に あ ど を 在 
か な に 村 る ち 分 す 
ケ 通 
コ 。 し 

よ し と ら 離 る 
る て 言 か さ も 

l て 関 キ ぅ で せ の 
/ レ   わ ル こ あ て に 

を キ り ケ と る し 関 
他 ル に ゴ が 、 ま し 

の ケ よ l で と っ て 

ゴー 二人 

つ め き い て 議 

て は る う い 論 
の ル る す 
居 、 の 沃 完存 、 両 。 こ とか る 

想 生 さ 在 者 を と 

寒 威 れ と は 表 あ い 
か 概 る い と 明 る う 

ら 倉 概 う も し い こ 
区 に 含 も に て は と 

別 関 て、 の " い " は 

す す 
る る 

重 一 

要 考   
な 察 え 的 在 は 在 こ 

決 を る 次 性 い 者 と 

め 試 の 元 の わ の 自 
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な る 史 び る ょ l の 性 
放 神 こ 理 未 だ り か し 存 の 
き の の 解 来 げ 真 白 か 在 自 

に 超 歴 の に の 体 易 し 理 明 
し 越 史 擬 生 へ 的 の キ 解 性 
て 性 理 唱 体 l に 主 ル を を 
は に 解 で 的 ゲ 展 張 ケ 獲 存 
語 よ な あ に ル 開 も ゴ 得 花   
な 根 づ 
ぃ 拠 げ 
も づ て 
め げ ぃ   
で ら る に 興 て 対 こ き を 
あ れ 非 よ 解 ょ 立 の た 否 
る て 存   し o  いる 在土 思 、 し す 役 な え   
か 。 識 現 て な の 存 よ こ 

し 従 @T 在 、 わ 論 在 ぅ こ 

こ っ " に そ ち 点 理   ネア し 

め て キ お れ 、 も 解 
問 そ め   存 
題 れ   ケ 
Ⅴ こ は ゴ   

在 
現 現 精 の 立 を 

関 、 l 実 在 神 よ す も 

す 歴 め 性 か の う る ま 

る 史 に 
考 的 お 
票 田 い 質的 存 た を " 絶対 ら 自己展 な存在 ことを 

は 来 て 在 的 開 運 積 アプ し 

、 事 は " に と 解 極 変 
凍 と   と 掃 い に 的 化 
の し 人 し 絶 5 基 に す 
機 て 間 て し 形 礎 意 る 

会 解 の 獲 て 而 づ 図 も 

に 釈 内 得 ぃ 上 げ し の 

議 さ 面 し る 学 ら て と 

り れ 性 て " 約 れ ぃ し 
た る を ゆ 井 原 た た て 

い ィ そ く 存 理 被 わ 
と ヱ の と 在 に の げ 

捉 
，え 

居、 ス 内 い " よ 歴 で る 

う と っ 史 は キ 奥に ぅ 。 生 し て 理 な   
リ お 体 て 学 解 い   
ス い 的 の に に     
ト て 実 過 税 お キ   
の 突 践 表 明 い ル   
問 ぎ 的 お さ て ケ 

歴 よ ね 、 ゴ 
独 

題 破 自 

  
3@ 2   T 註   

    

  ぶ 曲ぬめ @ 句 ～ e. び研究 ミ な点と れぞれ 

    

  

    
鎚 年ゴ 分 目 

    
ゴ 類の る ゥ 
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ぬ
 

 
 

（
 
恭
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同
上
書
「
 訳
 道
 
+
 %
 調
」
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四
一
一
ま
 
貝
 。
 

（
 
笏
 ）
 つ
 い
の
き
・
テ
ン
不
マ
ン
は
こ
こ
で
、
 
薫
ま
 q
 あ
 
の
 訳
 語
 の
目
敏
 コ
汁
 目
コ
的
に
関
し
て
こ
の
説
明
を
行
な
っ
て
 い
 る
の
に
対
し
て
、
キ
ル
 

ケ
 ゴ
ー
ル
は
、
 
h
 送
 8
q
 
あ
 
の
中
の
 
"
 質
に
お
け
る
運
動
 "
 に
あ
た
 る
き
ざ
 ぎ
ミ
 の
と
い
う
言
葉
を
こ
の
説
明
に
当
て
て
い
る
。
 キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
 

は
そ
の
前
の
行
（
 n
H
 
：
 つ
 め
・
の
②
・
）
で
、
生
成
を
含
め
た
す
 

べ
て
の
変
化
に
対
し
て
（
手
ミ
 
q
 あ
の
語
を
当
て
た
た
め
、
生
成
 と
区
別
す
べ
き
 

一
般
の
変
化
に
対
し
て
は
、
そ
れ
と
は
別
の
言
葉
と
し
て
ふ
）
）
。
 

ぎ
 q
 あ
な
 用
い
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

惹
ぷ
 q
 ぁ
と
 い
，
 
（
 善
ロ
 葉
に
 

関
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
に
お
い
て
も
、
生
成
消
滅
 を
 含
め
た
転
化
全
般
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
 で
あ
る
の
で
、
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
用
法
は
全
く
の
 誤
 ま
り
で
あ
る
と
は
言
え
た
 い
 。
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
ロ
自
然
学
口
上
掲
 
書
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訳
者
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四
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に
お
け
る
変
化
の
違
い
を
、
前
者
を
「
で
あ
る
」
、
後
者
を
「
 が
あ
る
」
と
特
徴
づ
け
 

て
 説
明
し
た
。
の
め
・
、
 
木
 ・
 ロ
ウ
ミ
 
レ
ロ
。
 
ヌ
 0
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心
 
ぬ
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要
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で
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可
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へ
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リ
ン
ト
・
の
・
 

ド
 0
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ダ
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ハ
 
@
@
 
）
 

新
満
月
 祭
 （
し
 け
よ
ひ
つ
臣
 
Ⅱ
 
づ
 ㏄
 ヨ
ゆ
あ
 ）
は
、
そ
の
名
の
通
 り
 新
月
満
月
の
日
を
中
心
に
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
祭
式
 で
あ
る
。
こ
の
祭
式
 

は
 
組
目
村
祭
の
申
で
、
牛
乳
や
バ
 
タ
 Ⅰ
あ
る
い
は
 米
麦
な
ど
穀
物
の
調
理
し
た
も
の
を
供
物
と
し
て
用
い
る
 
ヱ
浅
き
斗
 
Ⅱ
 
せ
 如
去
り
ひ
に
 目
周
 

  

@
 
り
乙
 

）
 

し
 、
し
か
も
執
行
形
式
の
上
で
は
そ
の
基
本
形
式
（
 官
 ル
蚕
 （
 
レ
 
）
と
さ
れ
る
重
要
な
祭
式
で
あ
る
。
新
月
満
月
の
 日
 に
行
な
わ
れ
る
こ
の
 

祭
式
は
、
し
か
し
な
が
ら
 月
 
（
 
0
 舵
 コ
年
 

r
a
.
 
n
 

が
目
ロ
（
が
日
の
 

の
 ）
を
 献
 供
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
い
 0
 
ヴ
ェ
ー
ダ
 祭
 式
 に
は
月
に
供
物
を
捧
 

（
 
3
 ）
 

げ
る
独
立
し
た
祭
式
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
ま
た
 ヴ
ヱ
｜
 ダ
 文
献
が
月
性
言
及
す
る
こ
と
は
、
後
に
扱
 
う
 よ
 う
 に
 ソ
ー
マ
（
の
 0
 日
神
）
 と
の
 

（
 
4
 叶
 
）
 

関
連
を
除
い
て
殆
ど
な
か
っ
た
。
新
満
月
 祭
と
 月
と
の
 関
係
に
つ
い
て
、
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
、
こ
の
祭
式
に
お
 い
て
最
も
重
要
な
神
格
 

で
あ
る
イ
ン
ド
ラ
（
～
 コ
 &
 ～
 
ゅ
 ）
が
そ
の
性
格
上
月
相
と
の
 関
わ
り
を
有
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
月
は
イ
ン
ド
ラ
 
へ
 供
物
を
捧
げ
る
た
め
の
 

ヘ
巳
 
U
 
）
 

時
期
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
暦
法
上
の
意
 義
 以
上
を
認
め
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
 グ
エ
 
ー
 ダ
 文
献
の
 中
で
祭
祀
解
釈
を
主
要
 

な
 任
務
と
す
る
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
（
 口
 q
w
 
す
日
 お
と
文
献
の
 う
 ち
 、
の
 p
 荻
審
 （
す
 
い
 ㏄
Ⅱ
 ゅ
甘
日
 P
 憾
 （
以
下
の
 p
 （
・
 
し
 ㍉
 
し
 
は
 、
そ
の
新
満
月
余
 セ
 

ク
シ
，
 
ン
 の
中
で
儀
軌
 と
 月
と
の
関
り
を
意
識
し
て
釈
義
 を
 施
す
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
で
は
 満
 月
祭
 に
よ
っ
て
月
を
欠
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で だ と ド " 

あ す 、 ラ 新 
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れ り 象 を っ 

る グ と 離 て 

    な れ 月 
ヴ る た の 

ヱ 儀 刑 再 
l 礼 の 生 
ダ が 局 を 

成就 （化的 す づ 新満月 面がこ 

監 察 こ る 

さ 全 に と 

  
  

  
な 関 関 主 



ち
 イ
ン
ド
ラ
は
仝
の
イ
ン
ド
ラ
と
な
っ
た
 0
 
こ
の
こ
と
 が
 満
月
祭
の
意
義
（
 ヴ
欝
 
コ
色
 
デ
 5
 
 で
あ
る
 0
 さ
て
こ
の
よ
 
う
に
知
っ
て
満
月
余
 

（
Ⅰ
 

u
 
）
 

な
 行
な
 う
 者
は
、
こ
の
繁
栄
に
赴
き
、
こ
う
し
て
栄
誉
を
 有
し
、
食
者
（
 曲
コ
コ
ゆ
 

Ⅰ
の
）
と
な
る
。
」
（
Ⅰ
の
）
 

（
二
）
新
月
祭
の
意
義
 1
@
 イ
ン
ド
ラ
の
ソ
ー
マ
に
よ
る
 回
復
 

イ
ン
ド
ラ
は
自
身
を
 ブ
 リ
 ト
ラ
 よ
り
も
弱
い
と
考
え
て
 い
た
か
ら
 ダ
リ
ト
ラ
 
に
さ
げ
て
 ヴ
ア
 ジ
 ラ
 
（
 
づ
 ど
母
電
撃
 ）
を
投
げ
て
の
 ち
 

恐
怖
し
て
隠
れ
去
っ
た
。
神
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
 ヴ
り
ト
 う
が
倒
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
ア
グ
ニ
が
イ
ン
 ド
ラ
 を
探
し
出
し
 

ネ
に
 
0
 
 
そ
こ
で
神
々
は
イ
ン
ド
ラ
・
 

ア
が
ノ
ニ
 （
 
ぎ
隼
 Ⅱ
 
ゅ
抽
乱
 
）
 へ
 一
二
 カ
 パ
ー
 ぅ
 の
 祭
 餅
を
捧
げ
た
が
イ
ン
ド
ラ
は
 衰
 弱
し
て
い
て
そ
れ
に
 

満
足
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
神
々
は
雌
牛
の
乳
で
あ
る
 ソ
ー
マ
を
イ
ン
ド
ラ
に
 与
処
 た
が
な
お
も
満
足
し
な
か
っ
 た
の
で
そ
れ
を
沸
か
 

し
て
与
え
た
（
 p
.
 
黛
 ハ
ト
ム
）
 0
 こ
う
し
て
「
 彼
 
（
イ
ン
 ド
ラ
 ）
は
ソ
ー
マ
の
茎
が
膨
脹
す
る
如
く
に
強
力
と
な
 っ
た
 
（
 
囲
づ
せ
 
村
田
 
ゅ
ヰ
革
 

）
。
 

（
Ⅰ
 

7
 ）
 

彼
は
悪
（
 口
ゅ
つ
ヨ
目
 
）
・
黄
疸
（
す
 い
へ
い
ヨ
き
 
）
を
打
ち
倒
 し
た
。
こ
の
こ
と
が
新
月
祭
の
意
義
（
汗
さ
年
年
年
）
で
あ
 

る
 。
さ
て
こ
の
よ
 う
 

に
知
っ
て
（
牛
乳
 と
酸
乳
を
 ）
混
ぜ
る
（
 お
き
コ
ド
 
せ
が
 
ヰ
 
p
.
 
即
ち
サ
ー
ン
ナ
ー
 ャ
 
（
 
あ
 き
 再
は
ぢ
 ）
を
 献
 供
す
る
こ
 と
 ）
者
は
子
孫
 と
家
 

畜
に
 満
ち
て
悪
を
打
ち
倒
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
混
ぜ
る
 べ
 ぎ
で
あ
る
 ピ
 
（
 ゅ
 ）
 

は
 上
の
釈
義
か
ら
知
ら
れ
る
 よ
う
 に
、
満
月
新
月
商
 祭
 式
の
意
義
は
そ
れ
ぞ
れ
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
へ
の
 祭
餅
献
供
 と
 イ
ン
ド
ラ
へ
の
 
サ
 

月
 

 
 

 
 

に
 @
@
@
 

わ
れ
る
。
 

満
 

「
満
月
 祭
は
ダ
 リ
ト
ラ
殺
し
に
関
わ
る
（
 せ
ゆ
 
Ⅱ
（
（
 

が
的
プ
ロ
が
）
。
（
 

9
 ）
な
ぜ
な
ら
イ
ン
ド
ラ
が
そ
れ
（
満
月
余
）
に
 
よ
っ
て
 プ
リ
ト
ラ
 を
殺
し
た
 

月
 

新
 

の
で
あ
る
か
ら
。
次
に
新
月
余
 は
ダ
リ
ト
ラ
 
を
殺
す
こ
 と
 
（
 
づ
サ
 
（
（
の
 

ゴ
 曲
ミ
 が
 ）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
（
神
々
）
 は
 
（
 
イ
 ソ
 ド
ラ
 が
）
 

29  (289) 

食
物
（
が
 コ
コ
ゅ
 
申
せ
が
）
が
、
一
切
の
繁
栄
（
 

ぬ
ユ
 
）
が
（
 来
 た
 ）
 
0
 そ
れ
（
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
へ
の
一
一
力
バ
ー
 う
 の
 祭
餅
 ）
を
捧
げ
て
の
 

げ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
味
方
に
つ
げ
 ろ
 
（
 
ト
丁
 三
）
。
 ，
 
」
う
し
て
「
 両
 神
格
（
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
）
は
 彼
 
（
イ
ン
 ド
ラ
 ）
の
も
と
に
や
 

っ
て
来
た
。
市
神
格
の
あ
と
に
続
い
て
一
切
の
神
々
が
 来
 た
 。
一
切
の
知
識
（
丘
山
 
悶
 ）
が
、
一
切
の
栄
誉
（
Ⅱ
 曲
 絆
巴
が
 、
一
切
の
 



紳
 
で
は
儀
軌
と
月
の
満
ち
欠
け
と
の
関
係
に
言
及
し
て
 い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
く
。
 

の
 曲
 （
・
 め
ぺ
 ・
よ
り
も
釈
義
と
儀
軌
と
の
間
に
密
接
な
関
係
 は
な
く
、
釈
義
の
内
容
に
も
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
が
 知
 ら
れ
る
 0
 
ま
た
 
づ
き
 （
 

  

ダ
 リ
 ト
ラ
 を
殺
し
た
と
き
に
、
 彼
 
（
イ
ン
ド
ラ
）
の
た
 め
に
強
化
す
る
も
の
（
ぢ
悶
悶
 壷
 ）
と
し
て
そ
れ
（
 新
 万
集
）
を
準
備
し
た
 

か
ら
 ピ
 
（
 
蕊
 ）
 

  

こ
う
し
て
満
月
新
月
面
祭
式
の
意
義
は
イ
ン
ド
ラ
・
 ヴ
リ
 ト
ラ
神
話
の
枠
組
で
一
 

新
満
月
祭
の
意
義
（
㌢
 き
ぎ
 ）
と
称
し
て
釈
義
を
伝
え
 る
の
は
の
 緊
 ・
ロ
 ブ
 
の
み
で
あ
る
が
こ
れ
ら
の
儀
軌
は
 他
の
 ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 

で
も
釈
義
が
施
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
最
も
詳
細
 な
 釈
義
を
伝
え
る
 
づ
注
 （
 
か
 
～
 
ぺ
モ
 
が
 組
ぎ
目
村
 
（
以
下
 円
 p
p
 

（
・
 

四
 ）
の
散
文
部
分
 

を
 概
観
し
、
儀
軌
と
釈
義
の
関
係
に
つ
い
て
の
曲
ヴ
し
Ⅱ
 と
 比
較
す
る
。
 

満
月
 祭
の
 ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
へ
の
 祭
餅
献
供
 に
関
す
る
 釈
義
で
は
、
イ
ン
ド
ラ
が
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
倒
そ
 5
 と
す
る
と
 き
 ア
グ
ニ
・
 ソ
｜
 

マ
が
 「
（
 
ヴ
ア
 ジ
 ラ
 を
）
我
々
に
投
げ
て
は
な
ら
な
い
 0
 我
々
は
（
 ダ
 リ
 ト
ラ
 の
）
内
に
あ
り
。
」
と
言
っ
て
分
立
 叩
 （
 
す
甘
囲
洩
が
宙
ゴ
の
せ
簿
 

）
 

を
 要
求
し
た
 0
 そ
こ
で
イ
ン
ド
ラ
は
満
月
の
日
に
両
袖
 格
 に
一
一
力
パ
ー
 ぅ
 の
 祭
 餅
を
捧
げ
た
が
「
我
々
は
（
 ヴ
 り
ト
ラ
 に
）
束
縛
さ
 

れ
て
 
（
 
き
ま
 中
の
曲
名
 

汁
 あ
め
 
a
 。
）
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
 ピ
 と
い
う
。
そ
こ
で
イ
ン
ド
ラ
は
寒
暑
の
気
（
 含
鯨
 （
 
由
 Ⅰ
 
の
 ）
を
生
じ
て
、
 ダ
 リ
 

ト
ラ
 の
欠
伸
を
誘
い
、
そ
れ
よ
リ
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
が
 解
 放
さ
れ
る
（
 づ
 a
 円
 
（
・
の
が
阿
の
 
め
｜
 

七
）
。
（
 

l
 
l
 ）
 
次
に
新
月
 祭
の
 サ
ー
ン
ナ
 l
 ヤ
 

ほ
 つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
ラ
が
 ブ
 リ
 ト
ラ
 を
殺
し
た
の
ち
 神
々
 と
力
 
（
 
ぎ
印
 ～
 
せ
が
 
）
を
失
っ
た
が
新
月
の
日
に
イ
ン
 
ド
ラ
へ
 捧
げ
る
 酸
乳
 

（
 
宙
簿
隼
旺
 

）
に
よ
っ
て
回
復
す
る
（
 ド
田
ダ
ト
 @
 ）
 0
 
 
ま
 た
 他
方
で
は
イ
ン
ド
ラ
が
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
殺
し
て
の
 ち
そ
 の
力
 （
 
レ
コ
 
&
 「
～
 
せ
 
p
 。
 

ゑ
 （
 ぜ
 p
.
 

）
が
大
地
は
入
り
、
そ
こ
よ
り
植
物
（
 

0
 ゅ
肛
日
 ・
 丘
 局
ま
 ォ
 ・
）
が
生
じ
た
 
0
 そ
れ
を
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
 
（
 
勺
 （
が
樹
で
 

簿
ヱ
 
）
が
 雌
 

牛
 に
集
め
さ
せ
て
、
そ
の
乳
を
イ
ン
ド
ラ
 へ
 与
え
た
（
の
 
白
 ・
の
・
 
め
｜
 
㏄
）
。
 

以
上
 円
巴
ヴ
 甲
は
紹
（
・
 串
 ・
と
同
様
に
イ
ン
ド
ラ
・
 ダ
 リ
ト
ラ
神
話
が
儀
礼
解
釈
の
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
る
こ
 と
 、
し
か
し
な
が
ら
 

(290)  30 



新満月 祭と月 

あ 他 サ １ 祭式かる。 ）Ⅱ申す ソナー % 

  
れ 台 下 

  祭式全体 る む主献供 （㏄姉の丘ゅ曲 

  
も で わ   
叉 。 儀 

  
し 保 ニ 

・ソー て祭式 はこれ 

  あ 重 供 る らみ 

要 る る 

な音と し 
  
つ と う 

の し へ 
で て の 
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こ
こ
で
 い
 の
（
・
ロ
 

ブ
 
に
お
い
て
南
祭
式
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
 を
 担
 う
 と
さ
れ
た
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
へ
の
 祭
餅
献
供
 、
 及
び
イ
ン
ド
ラ
へ
の
 

サ
ー
ン
ナ
ー
ヤ
 献
 供
の
両
儀
礼
が
、
満
月
新
月
岡
祭
式
の
 中
で
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
 検
討
し
て
お
き
た
い
。
 

ゆ
 、
 
a
u
 
ヰ
沖
 
祭
式
の
綱
要
害
（
の
 q
p
 

斥
の
の
 

鰍
 q
p
 

）
の
通
則
（
 

で
か
ハ
ぎ
サ
ゅ
冬
 

）
に
 ょ
 れ
ば
、
祭
式
を
構
成
す
る
諸
儀
礼
の
 分
類
方
法
と
し
て
 

侍
の
 
コ
ヰ
～
 

斡
 
1
 。
い
 
せ
 り
弓
簿
と
づ
 
Ⅱ
 
笘
 年
下
村
 

臣
が
 
１
 %
 臣
 幅
が
の
一
一
つ
が
 

あ
る
。
 

-
2
 

l
 
 

）
 こ
の
う
ち
円
の
 
コ
 （
 
r
a
 
 

レ
 Ⅰ
は
叫
が
 
つ
ヰ
 
出
の
古
 
簿
 や
の
 0
 日
の
せ
 
簿
 古
ド
 の
各
 ク
ラ
 

応
じ
て
挿
入
さ
れ
る
儀
礼
で
あ
る
。
従
っ
て
（
の
 
コ
 寄
が
は
 

を
 他
か
ら
区
別
し
て
際
立
た
せ
る
個
別
要
素
と
考
え
る
 ナ
 

る
の
に
対
し
て
月
桂
甘
 ゆ
臣
帥
｜
き
 
隅
は
祭
祀
の
も
た
ら
 

は
 祭
式
の
果
報
に
直
接
結
び
つ
く
（
内
ゅ
 
ミ
倒
 下
日
 
紹
 

ス
に
 属
す
る
諸
祭
式
を
通
じ
て
共
有
さ
れ
る
儀
礼
の
 セ
ッ
 

」
と
が
で
き
る
。
以
上
荻
 コ
 （
 
r
a
 
｜
い
つ
鍔
巌
が
 
祭
式
の
形
 

縛
ゲ
ゴ
け
 0
 ）
 主
 行
為
で
あ
る
の
に
対
し
て
き
拳
は
 

す
 果
報
（
 ゃ
オ
ハ
厨
 

）
と
の
関
係
に
も
と
づ
く
分
類
方
法
 

各
祭
式
の
間
の
共
通
要
素
で
あ
る
の
に
対
し
て
 
卸
へ
い
 

で
 

ト
 で
、
祭
式
の
枠
組
を
構
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ゆ
 か

 は
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
式
 

式
 に
関
す
る
分
類
で
あ
 

で
あ
る
 0
 
 
づ
 ～
 
笘
 Ⅰ
け
竹
二
 

P
 

づ
 a
p
a
 
 

と
は
各
祭
式
に
 

づ
 「
が
山
下
ゅ
 

コ
 簿
を
補
助
 

す
る
 副
 行
為
で
自
ら
直
接
に
果
報
を
も
た
ら
す
こ
と
は
 な
い
（
）
，
や
か
）
。
従
っ
て
き
零
を
欠
い
て
 
づ
 r
a
 
宙
甘
 
ゅ
コ
 
9
 の
み
で
果
報
を
得
 

る
 （
 ケ
リ
拐
 ）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
分
類
法
を
 用
い
て
新
満
月
祭
の
構
成
を
述
べ
る
通
則
は
次
の
 ス
｜
 ト
ラ
 で
あ
る
。
 

「
 
卸
ぢ
 の
す
す
 

卸
幅
 
P
 
 
（
 
両
 つ
の
 巴
 出
い
 献
供
 ）
と
下
㏄
三
の
 づ
 孝
め
 

p
F
 

サ
 
（
（
「
よ
き
 
献
僕
 を
行
な
 う
 者
で
あ
る
ア
グ
ニ
」
に
 対
す
る
種
々
の
 供
 

物
 
（
 
す
抽
 
づ
 い
 
の
）
の
 
献
供
 ）
の
間
に
行
な
わ
れ
る
儀
礼
は
卸
 鼠
亙
と
 称
さ
れ
る
。
そ
れ
は
目
柱
 
ゴ
ぎ
 の
で
あ
り
、
 他
 は
が
 ひ
 g
a
 
 

で
あ
 

る
 。
の
 
ひ
 ㎏
曲
が
中
断
な
き
と
き
目
的
成
就
を
補
助
す
る
。
 そ
れ
は
寸
口
耳
び
で
あ
る
。
」
（
の
 

ひ
ォ
ガ
ォ
ゅ
ぜ
曲
日
の
 

q
.
 
の
 ト
 ・
 ト
の
 
・
の
 
1
 の
）
。
 

  

  



（
一
）
 

満
月
祭
の
意
義
（
 す
か
コ
 
ら
け
 
仁
 ）
を
述
べ
る
釈
義
に
続
い
て
 

同
じ
イ
ン
ド
ラ
・
 
ダ
 リ
ト
ラ
神
話
の
モ
チ
ー
フ
を
 ふ
 ま
え
 イ
し
 
月
江
 壬
 
一
口
 
及
す
 

る
 。
 イ

ン
ド
ラ
に
倒
さ
れ
て
横
た
わ
っ
て
い
た
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
 イ
 ン
ド
ラ
が
殺
そ
う
と
す
る
と
 ぎ
 
（
の
 
p
 （
・
 甲
 ・
 ゲ
更
ひ
 
ト
の
 
）
 、
ダ
 リ
 ト
ラ
 

は
 イ
ン
ド
ラ
に
対
し
て
 ヴ
ア
 ジ
 ラ
 を
投
げ
な
い
よ
う
請
い
 、
そ
の
条
件
と
し
て
 ダ
 リ
ト
ラ
自
身
が
イ
ン
ド
ラ
の
 会
 物
 と
な
る
こ
と
を
 約
 

し
た
。
そ
こ
で
イ
ン
ド
ラ
は
、
月
収
 
c
 プ
 リ
 ト
ラ
 ）
を
二
つ
 に
 断
っ
た
 0
 そ
の
な
か
で
ソ
ー
マ
の
性
質
を
も
っ
て
い
た
  
 

コ
 せ
 い
ガ
 
す
目
 ゆ
 き
）
も
の
を
 月
 と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
（
 
ヴ
 リ
ト
ラ
 ）
の
 ア
ス
ラ
 の
（
腰
の
仁
Ⅰ
Ⅱ
 

じ
 性
質
を
も
っ
て
い
た
 も
の
を
 指
授
宮
宙
 
a
r
a
 
）
 

と
し
て
こ
れ
ら
生
類
を
結
び
つ
げ
 た
 
（
が
 
つ
 w
&
 
呂
 ミ
 （
）
。
 
そ
 れ
ゆ
え
 %
 高
 う
 
「
こ
の
時
に
食
者
た
る
 
ダ
 リ
 ト
ラ
 で
あ
 
っ
た
 。
い
ま
や
 
ダ
 リ
 

  

一 
一 

満
月
 祭
と
月
 １
１
 ダ
 リ
 ト
ラ
と
月
 

と
こ
ろ
で
こ
の
生
歌
供
の
内
容
は
三
つ
の
大
き
な
儀
礼
 p
 
こ
 よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
（
 

3
 
l
 
 

）
 こ
の
う
ち
ア
グ
ニ
へ
の
 祭
餅
献
 供

と
由
つ
り
ぎ
 
不
仁
 
悶
ぢ
 

の
 二
つ
は
満
月
新
月
面
祭
式
の
主
 献
供
 に
共
有
さ
れ
る
か
 ら
 、
 両
 祭
式
の
主
 献
 供
を
相
互
に
区
別
す
る
の
は
満
月
 余
 で
は
ア
グ
ニ
・
 ソ
｜
 

マ
 へ
の
 祭
餅
献
供
 、
そ
し
て
新
月
 祭
 で
は
イ
ン
ド
ラ
 へ
捧
 げ
 ろ
 サ
ー
ン
 ナ
 ー
ヤ
 献
供
 で
あ
る
。
（
 

4
 
@
 
 

）
 両
儀
礼
が
満
月
 新
 万

両
祭
式
を
代
表
す
る
 

こ
と
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
で
も
自
覚
さ
れ
て
い
た
。
「
 そ
 れ
 
（
 
主
献
 供
の
中
の
ア
グ
ニ
 ヘ
 捧
げ
る
 祭
餅
 ）
は
満
月
余
 の
 供
物
で
も
な
け
れ
ば
 

新
月
 集
め
 
（
供
物
）
で
も
な
い
。
満
月
祭
の
供
物
は
 ァ
 グ
ニ
 ・
ソ
ー
マ
の
も
の
で
あ
り
、
新
月
祭
の
供
物
は
 サ
 ｜
 ン
ナ
ー
 ヤ
 で
あ
る
。
」
 

 
 

（
 
汀
邑
江
 ）
が
こ
れ
ら
両
儀
礼
の
釈
義
と
し
て
述
べ
る
 れ
る
背
景
に
は
以
上
の
 

よ
う
な
両
儀
礼
の
儀
軌
的
位
置
に
つ
い
て
の
自
覚
が
あ
っ
 た
で
あ
ろ
う
。
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簾
 

チ
ー
フ
で
分
類
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
ラ
は
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
 二
分
し
て
月
と
腹
と
に
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
 
う
ち
腹
は
生
類
の
腹
と
な
っ
 

 
 

 
 
 
 

湖
て
 食
者
と
さ
れ
、
一
方
 月
は
 
ソ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
 後
に
述
べ
る
よ
 う
 に
神
々
の
会
者
と
な
る
の
で
あ
る
 0
 要
 す
る
に
こ
の
釈
義
に
お
け
る
 

 
  

 

新
 

イ
ン
ド
ラ
に
よ
る
 ダ
 リ
ト
ラ
退
治
の
内
容
は
 、
ヴ
 リ

ト
ラ
 か
ら
の
 月
 と
腹
の
展
開
と
し
て
満
月
祭
の
舞
台
 設
 定
 を
行
ほ
う
と
い
う
印
象
を
 

に
よ
っ
て
祭
主
が
食
者
と
な
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
 ま
 た
 イ
ン
ド
ラ
が
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
食
物
と
し
て
享
受
す
る
 内
 容
 も
食
者
と
食
物
の
 モ
 

月
 

は
じ
め
に
イ
ン
ド
ラ
 と
ブ
 リ
 ト
ラ
 の
関
係
を
み
る
と
、
 
満
 月
 祭
の
意
義
を
述
べ
る
釈
義
の
中
 

ら
が
彼
に
食
物
を
提
供
し
て
い
た
（
の
の
こ
ロ
 

ブ
ゲ
 
の
 
ド
コ
ー
 馬
 ）
と
い
わ
れ
る
か
ら
 ダ
 リ
 

っ
 た
の
で
あ
る
 
0
 そ
れ
が
イ
ン
ド
ラ
に
よ
る
ア
グ
ニ
・
 

ソ
 １
％
へ
の
 祭
餅
献
供
 に
よ
っ
て
 、
イ
 

マ
 を
は
じ
め
と
し
て
一
切
の
神
々
、
知
識
、
栄
誉
、
食
物
 、
繁
栄
を
獲
得
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
 

ほ
会
 者
と
な
る
（
 由
 ）
と
い
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
 う
と
ヴ
リ
ト
ラ
 
の
間
に
食
者
 
去
物
 

逆
転
し
た
の
で
あ
る
。
本
節
で
紹
介
し
た
釈
義
の
中
で
、
 ヴ
ア
 ジ
 ラ
 を
恐
怖
し
た
 ダ
 リ
 ト
ラ
 が
 

た
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
に
対
応
す
る
。
 

会
 者
と
食
物
の
 関
係
を
逆
転
す
る
こ
と
が
イ
ン
ド
ラ
 で

 当
初
 ダ
 リ
 ト
ラ
 は
食
者
と
さ
れ
て
神
々
 

ト
ラ
と
 神
々
は
食
者
１
食
物
の
関
係
に
あ
 

ン
ド
ラ
は
 ダ
 リ
 ト
ラ
 よ
り
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
 

こ
の
意
義
を
知
っ
て
満
月
余
を
行
な
う
者
 

の
関
係
が
結
ば
れ
て
 ダ
リ
ト
ラ
 の
立
場
が
 

イ
ン
ド
ラ
の
食
物
と
な
る
こ
と
を
申
し
出
 

の
 ダ
 リ
ト
ラ
退
治
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
 

ト
ラ
 で
あ
る
。
」
と
。
な
ぜ
な
ら
仝
も
そ
れ
（
月
）
が
 満
 ち
る
 

（
 
辞
ミ
ゅ
ぜ
 
a
 （
の
）
。
そ
し
て
こ
れ
ら
生
類
が
食
物
を
望
む
と
 
き
 、
 

に
 貢
納
 物
 
（
す
 
い
 ）
Ⅰ
）
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
 
よ
う
 

こ
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
で
は
食
者
と
食
物
の
モ
チ
ー
フ
が
 大
 ぎ
な
 

ゅ
 Ⅰ
 せ
ダ
い
 口
コ
 
ゅ
 Ⅰ
 せ
韓
 
）
は
フ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
祭
祀
解
釈
で
定
 聖
化
さ
 

（
 
蛇
 
@
 ）
 

釈
 に
適
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
社
会
や
世
界
の
二
元
論
 的
 解
釈
に
 

 
 

力
か
 な
 

（
 
ゅ
づ
ロ
 
Ⅱ
 へ
い
 
（
の
）
と
き
、
そ
れ
は
こ
の
（
地
上
）
世
界
 よ
 り
 増
大
す
る
 

（
彼
ら
は
）
こ
の
 ダ
 リ
 ト
ラ
 の
た
め
に
、
（
す
な
わ
ち
）
 
@
 
」
の
腹
の
た
め
 

に
こ
の
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
食
者
と
知
る
者
は
食
者
と
な
る
。
」
 

（
Ⅰ
㍉
）
。
 

役
割
を
果
た
し
て
い
る
 0
 会
者
（
 帥
コ
コ
卸
隼
ダ
が
叶
 

（
 
サ
 ）
 と
 食
物
（
が
 ロ
コ
 
a
,
 

れ
た
分
類
法
の
ひ
と
つ
で
、
儀
礼
行
為
、
マ
ン
ト
ラ
、
 祭
 具
な
ど
の
 解
 

（
 
り
 
ヱ
 
7
 
）
 

も
 使
用
さ
れ
 ウ
パ
 
ニ
シ
ャ
 "
 ド
に
 至
っ
て
思
想
的
な
 洗
 練
を
加
え
ら
れ
 

分
類
軸
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。
 



の
 満
ち
欠
け
せ
説
明
す
る
。
 

「
か
の
 
燃
，
え
る
 （
㎏
の
の
 

ゅ
曲
ヰ
の
つ
曲
ま
 

）
も
の
（
太
陽
）
は
 イ
ン
ド
ラ
で
あ
る
。
そ
し
て
月
は
 ブ
リ
ト
ラ
 で
あ
る
。
 そ
 れ
ゆ
，
ゑ
刑
 
者
は
後
 

 
 

エ
 ー
 ダ
 以
来
コ
ス
モ
 ゴ
 ニ
カ
ル
 な
 性
格
を
認
め
る
こ
と
が
 で

き
る
が
、
以
上
の
釈
 
4
3
 

 
 

義
 も
か
か
る
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

 
 

 
 

次
に
 ダ
 リ
 ト
ラ
と
 月
と
腹
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
、
 ダ
 リ
 ト
ラ
 の
 ア
ス
ラ
 の
部
分
が
腹
と
さ
れ
る
の
は
、
 そ
 れ
が
人
間
に
飢
え
を
（
 

も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
「
 ダ
 リ
 ト
ラ
 は
腹
で
あ
る
。
 飢
 え
 
（
 
窩
 年
年
 
目
 ）
は
人
間
に
と
っ
て
 悪
 
（
 
つ
り
づ
 

日
の
口
）
 

、
敵
 
（
 
ヴ
す
ヘ
ゅ
 

（
 
ハ
づ
せ
 

が
）
で
あ
 

る
 
@
0
@
 

2
 
 

。
」
 

と
い
わ
れ
る
。
他
方
 

ダ
 リ
 ト
ラ
 が
ソ
ー
マ
の
性
質
 を
 有
す
る
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
満
月
祭
の
意
義
を
述
 べ
る
神
話
の
中
で
、
 イ
 

ン
ド
ラ
の
飲
ん
だ
ソ
ー
マ
の
残
り
か
ら
 ダ
 リ
 ト
ラ
 が
生
じ
 た
 
（
 
P
.
g
 
 
ド
 
き
と
い
う
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
 
ま
 た
 地
祭
式
の
釈
義
に
お
 

い
て
は
ソ
ー
マ
 と
ダ
 リ
 ト
ラ
 が
端
的
に
一
致
さ
れ
る
。
 例
 ，
え
 
。
は
ソ
ー
マ
祭
の
釈
義
の
中
で
ソ
ー
マ
圧
搾
と
そ
の
 
圧
 擁
 さ
れ
た
ソ
ー
マ
汁
を
 

神
々
に
 献
 供
す
る
儀
軌
を
解
釈
し
て
、
イ
ン
ド
ラ
を
は
 じ
め
と
す
る
神
々
に
よ
る
 ダ
リ
 ト
ラ
殺
し
（
即
ち
ソ
ー
マ
 圧
搾
）
と
神
々
に
よ
る
 

（
：
 

0
 
名
 
，
 
）
 

殺
さ
れ
た
 ブ
 リ
 ト
ラ
 の
享
受
（
即
ち
ソ
ー
マ
 献
供
 ）
を
 述
 べ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
と
き
に
ソ
ー
マ
 と
ダ
 リ
 ト
ラ
 の
 一
致
が
明
言
さ
れ
る
。
 

い
ま
問
題
と
し
て
い
る
釈
義
で
は
か
か
る
 ダ
リ
ト
ラ
と
ソ
 １
％
 の
 連
関
が
満
月
祭
の
文
脈
の
中
で
月
に
結
び
つ
げ
 ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 こ
 

の
と
ぎ
 フ
ラ
ー
フ
マ
ナ
一
般
で
定
型
化
さ
れ
る
 月
 Ⅱ
 ソ
｜
 マ
の
 観
念
も
背
景
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
 ヴ
 リ
ト
ラ
 は
月
と
一
致
さ
 

れ
る
。
「
満
月
 祭
は
ダ
 リ
ト
ラ
殺
し
に
関
わ
る
。
そ
し
て
 

 
 

臼
お
）
す
で
に
 検
 

記
 し
た
よ
う
に
、
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
へ
の
 祭
餅
献
供
を
 イ
ン
ド
ラ
・
 ダ
リ
 ト
ラ
神
話
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
解
釈
 す
る
こ
と
は
他
の
ブ
ラ
 

１
フ
マ
ナ
と
共
通
し
、
し
か
も
そ
こ
で
は
 ダ
リ
ト
ラ
と
月
 の
 関
係
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
こ
こ
 で
ヴ
リ
ト
ラ
と
 月
と
の
 

（
 
り
り
 

@
 

一
致
を
打
ち
出
す
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
 ダ
リ
ト
ラ
 か
ら
 月
 と
腹
の
展
開
を
述
べ
る
コ
ス
モ
 ゴ
 ニ
カ
ル
 な
 釈
義
が
 あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

の
の
 
片
 
・
 マ
 ・
で
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
太
陽
と
月
を
そ
れ
ぞ
 れ
 イ
ン
ド
ラ
 と
ダ
 リ
 ト
ラ
 と
し
て
、
食
者
と
食
物
の
 モ
 チ
ー
フ
に
よ
っ
て
 月
 



新満月 祭と月 

食 
で （ ヴ 

諸 
の き 今 れに 

。 食 す 儀 ぅ が 日 常 戸 と 

ま 事 べ 礼 の 満 の - 
た に し （ 腹 月       

  
る 

  
時 生   退 

治 
人望 決 

い 

用 ） 
ヘノ @ 

い に 

6 人 る 
Ⅴ @ し 

の 

先 
立 ）目今や私 （（ 守はギ （ 紹巨 し 
  （   モ ア 
て   

肉 臣 Ⅰ 

食 
を 
，慎 をま 

む 殺 。 な   
と す そ い を 内 い な 
い べ し   

満 
月 

節 5 
し て そ どに 与え 容的 古力 ，Ⅰ。、 （ 2 5 祭 
。 こ れ る に 授あ の 
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（
 
舛
 ）
 

（
太
陽
 ｜
 イ
ン
ド
ラ
）
の
食
物
と
な
る
た
め
に
再
び
増
大
 す
る
。
」
（
 き
 ）
 

者
に
と
っ
て
生
来
の
敵
（
 目
 3
 ほ
 づ
 せ
曲
す
口
目
㏄
 

コ
 ）
で
あ
 る
 。
」
（
 

P
.
P
 

や
 
し
 ）
新
月
の
日
に
 ダ
 リ
 ト
 

り
 、
イ
ン
ド
ラ
は
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
食
し
て
昇
る
（
 お
 ）
。
 太 陽
 で
あ
る
イ
ン
ド
ラ
は
「
そ
れ
（
 月
｜
ダ
 リ
 

（
 
ロ
 P
 
（
 
ら
ォ
ぜ
甫
 

）
投
げ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
吸
い
と
ら
 
れ
て
西
に
み
え
る
。
・
そ
れ
は
再
び
増
大
す
る
 

う
は
 イ
ン
ド
ラ
の
口
の
中
へ
 
入
 

ト
ラ
 ）
を
吸
い
と
っ
て
の
 ち
 

ぶ
づ
せ
ゆ
 
さ
 汀
 ）
。
そ
れ
は
そ
れ
 



「
（
第
一
日
目
の
）
午
後
に
（
祭
主
夫
妻
は
）
の
 

a
r
 

宮
の
（
 

液
 状
の
牛
酪
）
を
伴
う
精
進
料
理
Ⅱ
（
 

づ
 
r
a
 
（
 
o
 
っ
目
 
せ
 
リ
コ
モ
じ
 

を
満
ち
足
り
る
こ
 

 
 

 
 

よ
っ
て
正
さ
れ
る
「
 

神
 

こ
こ
に
引
用
し
た
釈
義
に
 

ょ
 れ
ば
、
食
事
の
節
制
が
 

ア
ス
 
ぅ
の
 
腹
を
圧
す
る
こ
と
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
が
「
 

ァ
ス
 
う
の
 
右
條
 

」
（
年
年
 

曲
 
Ⅱ
 
a
.
 

曲
 
の
 
仁
 
（
 
せ
 
p
,
 

）
と
は
前
項
（
一
）
で
引
用
し
た
ブ
ラ
ー
フ
マ
 

ナ
 （
 
ぎ
ロ
ペ
 ・
 
ゲ
更
ダ
憶
 ）
に
述
べ
ら
れ
た
 

ダ
 リ
 ト
 ぅ
 の
中
の
 
ア
ス
ラ
 
の
 部
 

 
 

に
 結
び
つ
い
た
腹
が
こ
こ
で
は
祭
主
の
腹
と
さ
れ
て
、
 

節
 食
の
儀
軌
が
 

ア
ス
ラ
 
の
 

聖
な
る
も
の
」
と
は
 

ダ
 リ
 ト
ラ
 
の
ソ
ー
マ
の
部
分
で
あ
 

る
 月
を
指
す
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
 

う
 。
満
月
 
祭
 開
始
日
を
 

主
題
と
す
る
釈
義
は
他
 

の
 ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
も
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
月
は
「
 

神
 聖
な
る
ソ
ー
マ
」
（
Ⅰ
注
 

4
a
.
 

の
 
0
 
ヨ
甲
 
@
 
ま
寸
 
Ⅰ
の
Ⅱ
の
 

し
 
q
,
 
づ
 ト
ご
 
「
神
々
の
真
実
」
 

（
③
き
の
 

笘
ヰ
せ
ギ
 

@
 
内
 p
E
 
廿
守
乙
 
㏄
（
・
 

P
P
 

）
と
称
さ
れ
る
 

0
 ま
た
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
一
般
に
月
は
「
神
々
の
食
物
」
 

（
 
ロ
の
 
セ
曲
 
コ
ひ
 
（
（
）
が
 

コ
コ
ド
 

・
）
 

と
い
わ
れ
る
 

0
 要
す
る
に
こ
の
釈
義
で
は
前
項
（
一
）
で
 

検
討
し
た
釈
義
に
み
え
る
月
と
腹
を
 

ダ
 リ
 ト
う
 
に
由
来
 
せ
し
め
る
観
念
を
ふ
ま
 

え
て
、
満
月
 

祭
 第
一
日
目
の
節
食
と
翌
日
の
諸
 

献
供
 
を
結
 
び
 つ
げ
、
と
も
に
 

ダ
 リ
ト
ラ
殺
し
の
意
義
を
与
え
た
の
 

で
あ
る
 
0
 こ
う
し
て
 

満
 

月
祭
 
に
お
け
る
イ
ン
ド
ラ
の
 

ダ
 リ
ト
ラ
退
治
と
い
う
 

意
 義
 （
 
ぎ
臣
ぎ
 
）
が
月
に
結
び
っ
げ
ら
れ
て
満
月
余
 

に
ょ
 
っ
て
月
を
欠
げ
し
め
る
 

こ
と
と
し
て
 

再
 解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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新満月余と月 

る そ こ （ ノ ケ 

と と れ の 月 げ を づ 世 （ 
い こ が 時 で た 飲 た 界 
ぅ ⑧ ろ サ 搾 あ ピ 祭   の （ の 
こ こ ン し ソ 

の の ナ た l （一） 土忌 義 @ 
（ 

  す 
    

た づ の も ド を 
述 @, 
べ 
る 

義 

の中 

て，   消 
耗 

  
イ 

ン 待     に ホ ｜ 

  

根 ド   ト な @ ま を ぅ     回 

  
  

の 
ナ 

    
つ 

て 

次 

よ 

ケ @ し ト @@ る @ ノ 

サ ブ し に こ 入 の Ⅴ @ し     捧 水 入 の る 夜 
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三
 
新
月
 祭
と
月
 

ソ
ー
マ
 と
月
 



造
の
祭
式
（
 卜
幅
日
 
8
%
 
日
 ）
で
行
な
わ
れ
る
 献
 散
禁
 め
 執
行
日
に
関
す
る
異
説
を
紹
介
し
て
、
月
は
 ブ
 ラ
ジ
ャ
 ｜
 バ
テ
ィ
で
月
が
東
に
 

も
 西
に
も
見
え
な
い
新
月
の
夜
に
は
、
こ
の
ブ
ラ
ジ
ャ
ー
 ハ
テ
ィ
が
地
上
に
来
て
い
る
か
ら
こ
の
日
に
 献
 歌
集
 る
 行
 な
 う
べ
 ぎ
で
あ
る
と
 

（
㏄
）
 

い
う
（
 9
 
が
 
呼
ト
や
ト
 Ⅱ
）
。
ま
た
新
月
余
の
貴
人
 
式
 
（
 
下
 ㏄
 コ
せ
囲
住
ザ
の
せ
簿
 

）
に
お
い
て
、
禁
火
を
祭
場
に
定
置
す
 る
こ
と
を
解
釈
し
て
、
 

新
月
の
日
に
地
上
に
来
た
月
の
形
象
（
 さ
寒
 ）
が
禁
火
 

 
 

月
の
日
に
月
が
地
上
に
 

来
る
と
い
う
観
念
は
他
の
釈
義
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
 そ
 の
 儀
礼
の
主
題
に
応
じ
て
変
容
さ
れ
て
と
り
込
ま
れ
る
  
 

（
二
）
 

次
に
引
用
す
る
釈
義
で
は
、
新
月
の
日
に
月
が
地
上
に
 来
る
と
い
う
観
念
を
ふ
ま
え
て
月
の
再
生
を
導
き
出
す
。
 

「
さ
て
（
新
月
の
日
に
）
先
立
っ
て
 、
 （
雌
牛
が
）
 
単
な
 る
 
（
下
屋
団
し
値
物
を
食
み
、
単
な
る
水
を
飲
ん
で
 単
 な
る
 乳
 
（
即
ち
 
月
 Ⅱ
 

ソ
ー
マ
な
ら
ざ
る
 乳
 ）
を
出
す
こ
と
は
こ
の
場
合
も
同
様
 で
あ
る
（
の
 
づ
簿
ぎ
 
寸
口
）
。
月
は
ソ
ー
マ
王
で
あ
り
、
 
神
 々

の
食
物
で
あ
る
。
 

月
 が
こ
の
夜
、
東
に
も
西
に
も
み
え
な
い
と
き
、
月
は
 ケ
 
」
の
世
界
に
来
る
。
そ
れ
は
こ
の
世
界
で
水
、
植
物
に
入
 る
 。
そ
こ
で
そ
れ
を
 

水
 、
植
物
ょ
 り
 集
め
て
（
そ
れ
を
）
 諸
献
供
 よ
り
 生
ず
 る
 
（
 
す
コ
 
申
せ
 
倖
 （
 
ヰ
 
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
 諸
献
供
よ
 り
 生
 じ
て
西
に
み
え
る
。
」
 

（
 
ト
 ・
の
・
 
丼
 ・
 ト
旬
 
）
。
 

こ
の
釈
義
を
含
む
前
後
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
は
新
月
 祭
 開
始
 日
の
決
定
を
主
題
と
す
る
。
先
行
す
る
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 
（
 
p
&
 
）
で
は
異
説
と
 

し
て
、
新
月
の
日
に
先
立
っ
て
 、
 月
の
未
だ
消
滅
し
な
い
 日
に
新
月
祭
を
開
始
す
る
と
い
う
主
張
を
紹
介
す
 猿
 
。
（
 

5
 ）
 こ

の
異
説
の
論
拠
と
な
 

る
の
は
「
な
ん
と
な
れ
ば
前
の
食
物
（
月
）
が
滅
し
な
 い
 間
に
 、
 つ
づ
く
食
物
の
来
る
こ
と
が
成
就
す
る
か
ら
。
 

 
 

で
は
こ
の
説
を
批
判
し
て
右
に
引
用
し
た
釈
義
を
述
べ
る
 の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
夕
方
の
搾
乳
に
よ
っ
て
月
で
あ
 る
 ソ
ー
マ
を
集
め
て
、
 

そ
れ
を
翌
日
の
サ
ー
ン
ナ
ー
ヤ
 献
供
 

ナ
ト
 

力
 
マ
 も
 再
生
さ
せ
る
 
へ
 
7
 
3
 

）
 

」
と
に
意
義
を
も
と
め
て
、
そ
の
た
め
に
は
月
が
地
上
に
 来
る
新
月
の
夜
に
搾
乳
 

な
 行
な
 う
 べ
 き
 こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
日
を
新
月
 祭
 第
一
 口
 目
と
す
べ
 き
 こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
釈
義
で
ほ
 月
 の
 再
生
は
「
 諸
献
供
か
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新満月 祭 と月 

ら
 」
（
 
ゅ
甘
屈
ヱ
ヴ
ゴ
吋
 

p
 目
 ）
と
言
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
 サ
｜
 ン
ナ
ー
 ヤ
 を
指
す
こ
と
は
次
の
釈
義
か
ら
明
ら
か
で
あ
 る
 。
 

「
こ
の
夜
に
は
食
物
（
ソ
ー
マ
・
 
月
 ）
が
神
々
か
ら
離
れ
 去
る
。
そ
こ
で
（
食
物
は
）
こ
の
世
界
に
来
る
。
彼
ら
 神
々
は
、
い
っ
た
い
 

ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
再
び
我
々
の
も
と
に
来
る
か
、
 い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
が
我
々
か
ら
離
れ
て
 滅
す
る
こ
と
が
な
い
 

か
と
い
う
こ
と
を
望
ん
だ
。
そ
こ
で
彼
ら
は
サ
ー
ソ
ナ
 ｜
 ヤ
 を
行
 う
 者
達
に
期
待
し
た
。
 
司
 
彼
ら
は
我
々
の
た
め
 に
 （
食
物
を
）
集
め
 

て
 捧
げ
る
で
あ
ろ
う
。
 ロ
と
ピ
 
（
 
ま
 ）
 

こ
こ
に
み
え
る
食
物
の
往
還
は
次
の
よ
う
に
も
表
現
さ
れ
 る
 。
 

「
神
々
の
食
物
は
尽
き
る
こ
と
な
く
回
帰
す
る
（
 づ
 a
r
 
い
つ
巨
 

が
せ
注
の
）
 

0
 こ
の
よ
う
に
知
る
者
に
と
っ
て
（
食
物
即
ち
 月
｜
 ソ
ー
マ
は
）
 

こ
の
世
界
で
は
尽
き
る
こ
と
な
き
食
物
で
あ
り
、
彼
方
の
 世
界
で
は
不
滅
の
善
業
（
 紐
雷
絃
 ）
で
あ
る
。
」
（
 
お
 ）
 

月
が
 善
業
と
い
わ
れ
る
の
は
、
月
の
再
生
が
サ
ー
ン
 ナ
 l
 ヤ
 に
も
と
づ
く
こ
と
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
・
 
り
ユ
 ー
ダ
ー
ス
に
よ
れ
ば
 り
グ
 ・
ヴ
ェ
ー
ダ
 の
 コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
 な
 観
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
可
視
的
 な
 天
の
彼
方
に
環
流
 

す
る
大
水
が
存
在
し
、
そ
れ
が
降
雨
を
通
じ
て
地
上
に
到
 来
し
て
生
命
を
養
い
育
む
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
 こ
 の
 大
水
は
ソ
ー
マ
と
も
 

称
さ
れ
て
、
ソ
ー
マ
讃
歌
の
中
に
は
地
上
に
到
来
し
た
 ソ
ー
マ
の
天
上
へ
の
上
昇
が
訪
わ
れ
 

、
 
、
 

あ
 
（
 
@
 ）
こ
の
ソ
ー
マ
 

O
 

と
 月
 と
の
一
致
が
明
言
さ
 

れ
る
の
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
 そ
 こ
で
は
す
で
に
定
型
化
さ
れ
た
観
念
と
し
て
広
く
見
出
 さ
れ
る
。
こ
こ
で
検
討
 

し
た
釈
義
で
は
 リ
グ
 ，
ヴ
ェ
ー
ダ
に
遡
る
ソ
ー
マ
循
環
の
 観
念
を
可
視
的
な
月
の
満
ち
欠
け
と
い
う
周
期
性
の
申
 に
 表
象
す
る
の
で
あ
 

 
 

天
空
に
再
生
さ
せ
る
と
い
う
行
為
は
天
則
（
 温
 せ
の
 実
 現
 と
い
う
 リ
グ
 ・
ヴ
ェ
 

I
 ダ
 以
来
の
意
義
を
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。
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以
上
を
要
約
す
る
と
、
㏄
 笘
 ・
 マ
 ・
で
は
満
月
新
月
市
祭
 式
 の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
儀
軌
的
に
重
要
な
位
置
を
 占
め
る
ア
グ
ニ
・
 
ソ
 

１
％
へ
の
 祭
餅
献
供
と
 、
イ
ン
ド
ラ
へ
の
サ
ー
ン
ナ
ー
 ヤ
 献
供
 に
関
連
し
て
、
イ
ン
ド
ラ
に
よ
る
 ダ
リ
 ト
ラ
殺
し
 
と
 、
消
耗
し
た
イ
ン
ド
 

ヲ
の
 回
復
を
内
容
と
す
る
市
祭
式
の
意
義
（
 絃
已
甘
臣
 ）
 を
 伝
え
て
い
た
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
他
の
ブ
ラ
ー
フ
マ
 
ナ
に
 共
通
す
る
も
の
で
 

あ
る
 0
 と
こ
ろ
が
⑦
 温
 ・
 ロ
 Ⅰ
で
は
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
 再
 解
釈
し
、
と
も
に
祭
式
開
始
日
を
め
ぐ
る
論
議
の
中
で
 、
満
月
余
の
 
諸
献
僕
 に
 

は
 月
を
欠
げ
し
め
る
意
義
を
、
ま
た
新
月
 祭
の
 サ
ー
ン
 ナ
 ｜
ャ
 に
は
月
の
再
生
の
意
義
を
そ
れ
ぞ
れ
与
え
た
の
で
 あ
る
。
す
な
わ
ち
満
月
 

聚
め
 イ
ン
ド
ラ
に
よ
る
ヴ
ン
ト
ラ
殺
し
の
釈
義
に
関
連
 し
て
、
イ
ン
ド
ラ
の
 ダ
 リ
ト
ラ
享
受
を
 ダ
 リ
 ト
ラ
 か
ら
の
 月
 と
腹
の
展
開
と
し
て
 

敷
 桁
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
ラ
が
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
 倒
す
こ
と
を
月
を
欠
げ
し
め
る
こ
と
と
解
釈
し
た
。
他
方
 新
月
祭
の
場
合
は
 サ
｜
 

ン
ナ
ー
 ヤ
 に
よ
る
イ
ン
ド
ラ
回
復
と
い
う
従
来
か
ら
の
神
 詩
的
意
義
に
加
え
て
、
サ
ー
ン
ナ
ー
 ヤ
 に
よ
る
月
の
再
 生
を
導
き
出
し
た
。
 
こ
 

の
よ
う
に
他
の
フ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
比
べ
て
 窯
ロ
コ
 
で
 は
 当
該
祭
式
と
月
と
の
連
関
を
明
確
に
 う
 ち
出
し
た
と
 
こ
ろ
に
特
徴
を
見
出
す
 

こ
と
が
で
き
よ
う
。
の
曲
（
・
 マ
 ・
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
文
献
 の
 新
膚
に
属
し
、
 
浩
翰
 な
 量
と
 内
容
の
体
系
性
に
よ
っ
 て
 ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
 
代
 

表
 と
さ
れ
る
が
、
そ
の
面
目
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
て
 い
る
と
三
口
え
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
 

て
 、
そ
れ
が
可
能
で
あ
 

っ
 た
の
は
 リ
グ
 
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
遡
る
古
層
の
観
念
を
継
承
 し
 、
そ
れ
を
新
満
月
 祭
と
 月
と
の
関
わ
り
の
中
に
再
構
 成
し
え
た
か
ら
に
 他
な
 

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
月
と
の
関
わ
り
を
意
識
し
な
が
ら
、
 イ
ン
ド
ラ
・
 
ダ
 リ
ト
ラ
神
話
の
コ
ス
モ
 
ゴ
 ニ
カ
ル
 な
側
 
面
と
 、
ソ
ー
マ
循
環
の
 

  

  

  

  

観
念
を
、
そ
れ
ぞ
れ
満
月
 祭
 新
月
祭
の
釈
義
の
中
で
再
 解
釈
し
え
た
点
に
組
（
・
 
い
 q
.
 の
独
創
が
あ
っ
た
の
で
あ
 るあ
 
）
 
o
 

 
 

 
 

四
 

結
語
 

 
 ㏄

 
3
 

 
 



（
 7
 ）
 

（
 8
 ）
 

月
 

と
 

祭
 

月
 

満
 

新
 

ヰ
庄
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 

（
 
2
 ）
 

（
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

ハ
 
5
 ）
 

（
 
6
 ）
 

新
満
月
祭
の
概
要
に
つ
い
て
は
 下
 ・
Ⅱ
 ト
巨
 Ⅰ
（
 
ゅ
 口
ロ
 
叶
 
・
し
ゅ
の
 
の
 Ⅱ
 
由
 口
 d
 ～
お
す
の
 

N
e
u
.
 

ヒ
コ
 
Ⅰ
 づ
 0
 二
日
。
口
ロ
 

s
0
 

で
③
（
 

ぎ
 の
の
（
口
の
（
の
 

i
n
 

寸
 0
 
下
 の
 
俺
 
0
 コ
 ロ
 0
 （
（
 

べ
こ
 

Ⅰ
 
e
 目
の
・
 
ト
 
㏄
Ⅱ
の
・
の
Ⅱ
が
 

珪
片
 
リ
ガ
 
0
 ぬ
 
か
 -
 べ
 0
 リ
ト
ロ
口
内
宮
㏄
二
の
 

e
c
 
ヱ
 o
 臣
 で
 目
 Ⅱ
㌧
 

0
o
 

コ
 p
 。
 く
の
ぎ
 
@
 
ガ
 の
の
の
 
日
か
 
0
 Ⅰ
 ゴ
の
 
コ
 ド
 ン
ミ
 
欝
 甲
田
が
（
 

a
 。
 ト
 
の
町
㏄
 
も
 や
 2
1
1
 

品
 串
 

古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
祭
祀
の
分
類
の
詳
細
に
つ
い
て
は
 
下
 
セ
へ
 
e
b
 
う
 「
，
 
夫
 
Z
u
 
（
 民
ハ
 
0
 ロ
コ
ド
 

コ
 ）
の
の
宙
の
の
 

せ
 の
 d
i
s
@
c
 

ゴ
の
 
n
0
 つ
 目
の
～
「
 

ド
 
（
 
仁
 ㏄
 
）
の
 
=
 Ⅱ
 
コ
宙
 
-
 
の
の
目
の
 

の
日
 
け
隼
 
@
0
 
戸
・
 
ト
 
0
.
 ト
 
㏄
の
の
・
Ⅱ
㌧
占
ト
の
田
の
の
・
㏄
㏄
 

リ
ー
 
㏄
㏄
の
 

祭
式
を
構
成
す
る
 諸
献
 供
の
中
に
は
月
に
捧
げ
ら
れ
る
も
の
が
 あ
る
。
本
稿
 で
 扱
う
新
満
月
 祭
 で
も
、
 黒
ヤ
ジ
ュ
 ル
ヴ
ェ
 一
ダ
 で
は
主
献
供
の
 

直
後
に
新
月
あ
る
い
は
満
月
に
対
し
て
 献
 供
を
行
う
（
㌧
 酊
 べ
 し
 
せ
曲
ず
 

。
 ヨ
曲
 
）
が
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
な
い
。
 レ
 ・
 宙
 p
P
P
o
F
 

（
 
笘
 
口
ロ
 
叶
 
・
 0
 Ⅰ
・
 
0
 片
 

の
 ・
メ
ト
Ⅱ
Ⅱ
 

｜
メ
ト
 

Ⅰ
Ⅱ
 
H
-
 
ト
ト
隈
 

1
 Ⅰ
Ⅱ
の
の
Ⅱ
 

P
 二
 %
p
 
寸
 O
 ぬ
の
 0
 づ
 ・
 り
 @
 
（
・
 
づ
で
 
・
㏄
の
り
 

｜
 ㏄
の
Ⅱ
 

ヴ
ェ
一
ダ
 恒
言
及
さ
れ
る
月
の
概
略
に
つ
い
て
例
え
ば
、
 レ
 ・
 め
 
本
 の
 @
 
円
ゴ
 
。
 円
 ぽ
の
 刃
 e
 目
ゆ
 
@
0
 
コ
曲
コ
由
 ㌧
 す
ゃ
 
）
 
0
 の
 
0
 で
 目
ぺ
 0
 ヰ
ヰ
 プ
 
0
 ヰ
 0
 件
 沖
 の
 口
年
 

目
口
 
じ
コ
げ
ゴ
曲
由
 

凹
く
 0
 ゲ
ト
 の
の
 
ヨ
ヴ
 
ユ
 %
 幅
 0
 （
 
ソ
 ロ
の
の
の
・
）
 

ト
つ
 
い
 笘
 Ⅱ
で
 
円
 Ⅰ
の
Ⅱ
 

0
 ン
目
 
0
 ヱ
団
ト
 
い
り
 
コ
 a
r
 

出
山
 

a
s
 

の
。
 

し
匹
オ
モ
づ
 

が
片
ロ
 

ぃ
 Ⅰ
 へ
い
 
（
の
二
曲
 

ゑ
 づ
で
 
・
 ト
 
い
い
 
l
 ト
い
 
㏄
 

甘
 ・
 O
P
 
ロ
め
臣
ヴ
の
 

「
 
9
 、
 し
 石
オ
 の
 （
 
@
g
@
O
 

コ
 Ⅰ
の
の
せ
の
 

幸
 a
.
 
ド
レ
 珪
巨
 
P
g
 
の
 
，
 の
片
偉
才
 

叶
 
㏄
 P
 Ⅱ
 
ヰ
 
Ⅰ
田
の
～
二
ロ
 

ト
 
の
 ト
ペ
 
Ⅱ
で
 
こ
円
し
 
の
Ⅰ
日
の
 

ま
曲
由
け
ト
 

の
Ⅱ
 
0
 の
 
ト
 の
の
・
同
様
に
 

ン
 ・
 ロ
 ・
 パ
の
 
@
 
（
 
オ
、
 
0
 や
住
 H
.
 
せ
 o
-
.
 

ド
ワ
 
㌍
 の
 

ヒ
ル
 レ
 ブ
ラ
ン
ト
は
本
論
で
扱
 う
 の
曲
（
・
 

ロ
ぺ
 
・
 サ
 ・
 o
.
P
P
 。
 P
 Ⅱ
を
中
心
に
お
い
て
ブ
ラ
 一
 フ
マ
ナ
の
イ
ン
ド
ラ
・
 ダ
 リ
 ト
ラ
 神
話
の
内
容
を
 

分
析
し
た
。
 下
 ・
 コ
 p
-
P
 

の
 
ヴ
ぶ
臣
ダ
ぺ
 の
 &
 や
め
 
0
 ゴ
 の
ま
ぜ
 け
ゴ
 
0
 
）
 
o
m
 
鰍
 ・
 し
 の
 S
l
a
 

仁
 -
 口
巨
ド
ト
 の
 い
 の
の
 

0
0
 

の
 
も
 P
O
.
 
そ
の
他
㌢
の
 0
p
 
守
 ・
 円
ヴ
 
0
 年
 仁
主
 

卸
の
 
@
 
（
）
 

e
 の
ト
ロ
こ
す
 
e
 Ⅰ
 
e
 年
内
 
-
o
 
臣
 0
 
Ⅰ
Ⅰ
 
ゴ
 0
 メ
ト
 
の
 年
 p
 。
下
ヨ
 の
ヰ
 
e
 片
ロ
 
碑
 
ヨ
 Ⅰ
Ⅰ
 
0
 臣
宙
 
0
 臣
 ・
 ア
 0
 ハ
ロ
ゴ
・
 

目
 0
 二
の
目
Ⅰ
㌧
 

偉
ヴ
 
P
p
 

の
 
ゴ
 山
口
内
の
 

0
 日
 づ
い
目
 

せ
 ・
Ⅰ
 
の
 Ⅱ
 
ト
 ㌧
 づ
 ・
㏄
㏄
 
ト
｜
 

㏄
㏄
 
肚
 

別
の
 ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
で
は
 一
 0 日
に
わ
た
る
ソ
ー
マ
 祭
 
（
 
り
朕
肢
 
r
a
t
 

「
申
せ
の
 

日
 じ
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
ラ
が
 
悪
｜
 黄
疸
よ
り
の
が
 
れ
た
と
い
う
 

（
 
甘
 ～
 
日
ぎ
屯
 P
 巾
 n
.
 
り
 
㏄
 
鑓
 ）
。
 目
 @
 
，
 O
p
 団
 コ
チ
 し
 曲
の
甘
 @
 
日
ぎ
 
@
 
せ
甲
叩
 
3
 目
玉
 
リ
コ
 
が
 ぎ
臣
 目
の
毛
の
 

ゴ
 P
.
 
ド
の
 
Ⅹ
（
・
こ
 

す
 浅
の
痒
 

z
u
n
c
,
 

（
 コ
年
 
@
n
 
の
の
ト
占
 

降
簗
 4
 曲
 ョ
 ，
お
こ
 r
p
@
 

圧
 
・
 毛
ざ
ぎ
 p
 汁
ヰ
 お
田
 

0
.
 

の
㍉
 

き
ト
 （
 ゅ
屋
 ）
 

こ
こ
に
意
義
と
訳
し
た
 審
 注
す
仁
の
語
は
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
 の
 祭
祀
解
釈
学
に
お
い
て
象
徴
的
回
覧
を
あ
ら
ぬ
 す
 術
語
の
ひ
 と
つ
で
あ
る
。
 

の
 ・
の
 
ハ
 
@
 
目
 @
 
Ⅰ
 
ぜ
 @
 
い
 
。
 徐
し
 
-
 
円
 
@
 
い
の
（
。
 

E
 ガ
 （
 
口
 。
 q
@
 
い
、
 
コ
，
 
。
 9
@
 

：
：
～
：
 

n
,
 
セ
仁
 
「
 
@
W
 

ト
 
a
 
（
 コ
の
 
0
 ゴ
笘
 
仁
田
 
コ
 ㎏
 コ
の
 
0
 宙
由
 
の
 日
 戸
叶
 
オ
が
 
Ⅱ
 
へ
 り
・
 
づ
 0
 Ⅰ
 び
屈
 
コ
ロ
 ロ
 の
 コ
し
 Ⅱ
 
り
オ
日
ぃ
 

コ
が
 
。
 
Ⅱ
の
 

、
 メ
 占
の
臣
Ⅰ
 

"
 

  

 
 

い
 0%
 お
ゴ
 「
 
@
 
ヰ
田
ヰ
白
Ⅱ
 

巾
 ヒ
年
年
 
す
い
の
 

Ⅰ
耳
目
ダ
 
の
 ・
 ト
 
ゆ
め
年
１
）
 

ゆ
 ㏄
切
の
・
の
Ⅱ
の
 

ム
ホ
ン
ダ
は
こ
の
箇
所
の
匡
ロ
ゴ
仁
に
言
及
し
て
、
そ
れ
は
 
儀
礼
と
神
話
的
③
 

原
型
と
の
関
係
を
あ
ら
わ
し
、
イ
ン
ド
ラ
の
 ヴ
り
 ト
ラ
退
治
と
 い
 う
 功
業
に
内
在
す
る
力
を
祭
主
の
た
め
に
発
動
し
活
性
化
す
 る
こ
と
を
示
唆
 

1
4
 

す
る
と
い
う
。
 ナ
の
 0
 
づ
守
 ・
。
 し
 
a
@
 

コ
 ら
す
 

E
.
 

ぎ
臼
 0
 口
（
 
ゅ
す
目
 
口
中
 
曲
 。
の
・
 

，
 中
ロ
Ⅱ
 
曲
 「
Ⅰ
 い
す
 
Ⅰ
 
曲
 Ⅱ
 
せ
接
 亡
臣
 
の
 （
 
@
 
コ
，
 
㏄
 Q
.
 ト
 
の
 
の
 の
・
Ⅰ
 
つ
 ・
 ド
 
㏄
 
l
 ト
 
も
 （
Ⅱ
の
 
0
 
ト
 
の
り
 
円
 
0
 住
 



  の
 （
 
佳
 d@
e
m
.
 

ド
 
で
や
 
痒
 10
 Ⅱ
 お
 ）
黒
ヤ
 ジ
ュ
 
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
で
は
こ
 
れ
ら
の
 献
供
 の
の
ち
に
祭
主
が
「
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
を
祀
る
 ，
 」
と
に
よ
っ
て
 

私
が
 ダ
 リ
ト
ラ
 殺
 者
（
 ぷ
 （
「
 
ゅ
 目の
口
）
と
な
ら
ん
こ
と
を
。
」
「
 

イ
 
ン
ド
ラ
を
祀
る
こ
と
に
よ
・
 
っ
 て
私
が
力
を
有
し
（
 ぎ
宙
 r
@
 
せ
卸
 
せ
 -
 
コ
 ）
会
者
と
な
ら
 

4
 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  
 

ん
こ
と
を
。
」
と
唱
え
る
 

Q
 消
日
の
 口
ま
 
「
の
 
ボ
 ）
。
 オ ・
出
目
 こ
 す
 べ
 が
 口
 巨
 （
。
し
ゅ
の
 
の
 方
ぃ
 
コ
宙
あ
 0
 け
の
 z
 の
 臣
 ・
ニ
コ
 宙
ぺ
 0
 二
日
 0
 巨
隼
 
m
o
 
で
 敵
 1
 、
 の
 
ト
 ト
収
 

 
 
 
 

（
 9 ）
く
 %
 「
（
 
r
a
 
㏄
甘
口
が
 
な
ェ
ゲ
 
リ
ン
ク
は
 
ヴ
往
 0
 臣
雙
コ
 ㏄
（
 

o
d
 

ゴ
 の
ぷ
 下
品
巨
石
 ぺ
と
 訳
す
 

ナ
蛭
 内
の
 
-
@
 
烏
 ・
ビ
 コ
 の
 
絵
 寸
口
 p
 圧
 が
 ・
㏄
Ⅰ
 

ゆ
ゴ
ヨ
 が
 コ
 3 
曲
 
0
 り
 

0
 Ⅱ
 由
 @
 
コ
ゆ
円
 0
 升
け
 
0
 目
の
 
パ
田
 0
 Ⅱ
片
オ
 
の
ミ
卸
年
 二
㎏
 
ぃ
コ
巨
 
@
 
臣
が
の
り
 ア
 00
 
デ
せ
 こ
 P
.
 

円
目
の
の
 

曲
 
c
 Ⅱ
の
 
由
 ㏄
 0
0
 
オ
 の
 0
 片
片
す
の
田
の
の
Ⅰ
・
の
 
缶
 ・
 ヴ
ヤ
 Ⅱ
 

呈
 ・
 ミ
む
 -
-
 
の
 「
 

ト
 
0
.
0
 Ⅹ
 め
 
o
r
 

年
ト
㏄
㏄
 

い
 Ⅱ
 づ
 h.
 し
匹
オ
く
 せ
 a
r
a
 
コ
 as
 
モ
 ㌧
 曲
 （
 
コ
 ダ
ン
 ミ 
0
 ヱ
 Ⅰ
江
ロ
 ド
コ
 
㏄
（
の
乙
の
の
の
 

ト
ぎ
 の
 ワ
ト
き
 ・
一
方
註
釈
者
サ
ー
ヤ
ナ
 は
 、
こ
の
語
を
 

同
じ
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
に
み
え
る
 セ
サ
ヰ
り
 
オ
リ
目
の
と
同
様
に
 
ぺ
笘
 r
a
 
二
の
 
コ
 が
 ロ
 び
と
理
解
す
る
。
即
ち
満
月
の
日
に
捧
げ
る
供
物
が
 ダ
リ
 ト
ラ
殺
し
 

に
 結
び
つ
く
（
 づ
ハ
 
（
 
r
a
 ぎ
コ
 P
 母
き
妻
き
日
 ）
と
註
釈
し
て
、
 
そ
の
供
物
の
内
容
を
本
論
で
扱
っ
た
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
 

ヘ
 の
祭
餅
 、
及
び
 

仁
 岳
田
ぎ
 尽
ざ
の
ゅ
ぎ
 が
を
指
摘
す
る
（
た
だ
し
 
ぎ
 （
・
 串
 
本
文
で
は
後
者
に
つ
い
て
 ダ
 リ
ト
ラ
殺
し
に
結
び
つ
け
な
い
）
。
 

こ
こ
で
は
 
文
 

脈
 上
口
③
日
付
お
の
 目
 ）
 
曲
 
幅
り
口
ロ
 

e
m
 
 

ぺ
笘
 S
 
%
 く
笘
 r
p
 の
 ぽ
コ
簿
 
）
 曲
 @0
 
ぢ
 0 コ
年
（
）
・
 ミ
 の
り
 
オ
 の
 パ
コ
 
が
 ぬ
 の
 ゲ
レ
 ー
 
t
i
 
コ
ネ
 
ト
 
の
の
 
ゴ
 のの
Ⅱ
曲
 目
ヨ
ゆ
ヱ
ヰ
 。
 コ
 ・
 ド
し
げ
 

之
 0
 ヨ
ぎ
 p
P
 
の
 
/
 ヨ
パ
 の
 セ
 0
 コ
レ
 ・
 む
き
き
口
 コ
ミ
・
の
 ウ
 （
 
づ
 
～
 
コ
 ㎎の
Ⅰ
せ
曲
 コ
 ③
 目
 0
 の
の
 
村
漆
 
力
毛
 お
 り
 す
こ
 ）
 婁
ト
の
ト
き
 ）
と
理
解
し
て
お
 @
 。
 

（
㏄
）
の
 簿
 （
・
 卑
 ・
 コ
 ・
 ゲ
ド
 
臼
で
は
新
月
余
が
付
加
的
な
 
儀
礼
（
当
年
コ
 T
 弓
ぎ
ぢ
 ）
で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
 

「
満
月
 祭
 に
よ
っ
て
 

イ
ン
ド
ラ
が
 ダ
 リ
 ト
ラ
 を
殺
し
た
。
そ
こ
で
彼
を
殺
し
た
 彼
 
（
 イ
ソ
 ド
ラ
 ）
の
た
め
に
神
々
が
新
月
祭
の
供
物
を
付
加
的
 に
献
 供
し
た
 

（
 ミ
巨
 p
@
n
p
 

せ
 pb
 ギ
 ）
。
」
ま
た
新
満
月
祭
の
派
生
形
で
あ
る
 

宮
 ガ
の
叫
 
べ
 い
 中
の
の
満
月
第
一
日
目
に
は
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
へ
の
 祭
餅
 献
僕
 、
第
二
 

口
目
に
は
イ
ン
ド
ラ
へ
の
 サ
一
 ソ
ナ
ー
ヤ
 献
供
 が
行
な
わ
れ
る
 が
 、
新
満
月
祭
の
場
合
と
同
じ
く
両
儀
礼
を
イ
ン
ド
ラ
の
 ダ
 リ
 
ト
ラ
殺
し
と
 
べ
 

ン
ド
ラ
の
回
復
と
し
て
解
釈
す
る
（
の
 

a
t
.
 卑
 ・
 ド
や
丹
こ
   

（
Ⅱ
）
 
木
 P
 仁
め
 
@
t
a
 
江
ロ
 ブ
 
で
は
イ
ン
ド
ラ
は
 ダ
 リ
 ト
ラ
 の
内
に
 
あ
る
ア
グ
ニ
・
ソ
ー
マ
に
分
け
前
を
与
え
た
と
い
う
（
の
・
の
）
。
 

O
 片
 @
 
す
 ～
 
&
.
 ト
 
0
.
 い
 

（
は
）
こ
れ
ら
の
術
語
に
つ
い
て
は
、
Ⅰ
・
 

力
 0
 目
。
 
戸
ぺ
 oc
p
 
ヴ
日
 の
ギ
 e
 ロ
口
「
～
（
 

由
 p Ⅰ
せ
心
ロ
 @
 
由
仁
 
P
 
㌧
が
 
ユ
 の
・
Ⅰ
 @
 
ヴ
 Ⅱ
 ゅ
 ～
 
ぺ
 
e
c
,
 

本
コ
 

コ
 c ガ
 の
ゃ
 
の
 
c
 村
 ・
 ト
ぎ
ト
 
の
当
該
 

項
目
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
特
に
寸
口
（
 
r
a
 １
 %
 せ
ゅ
口
燵
 
に
つ
 い
て
は
 
サ
 
の
 0
 臣
由
ダ
づ
プ
 の
 目
曲
つ
い
 

「
 せ
ひ
 
古
村
 は
 の
の
 
日
ゆ
ア
ド
 す
の
 ぎ
 ヰ
 
ひ
Ⅰ
Ⅱ
 

0
 ト
 
簿
計
ト
 

0
 臣
 ㏄
 

0
 片
片
 オ
 0 せ
の
 
宙
 ）
 
0
 の
 
o
P
o
 
Ⅰ
目
ロ
 
ひ
い
り
ト
田
 

め
 り
 
の
Ⅰ
の
 ゆ
 コ
 カ
 目
ゆ
ぜ
り
臣
の
の
Ⅱ
 

p
 偉
 ③
の
 目
ヰ
ぺ
 

p
P
 か
 ・
 P
l
 
）
 ひ
 ・
 円
 「
曲
コ
 

の
団
曲
 0
 コ
 が
口
宙
コ
 0
 巨
ダ
 
下
呂
の
汀
「
 由
 リ
ヨ
Ⅰ
 0
 メ
ト
 
0
 「
 宰
 Ⅰ
 

N
e
 毛
ぺ
 0
 Ⅱ
 
オ
 。
 之
 0
 Ⅱ
 侍
ゴ
，
 

～
（
の
 

コ
い
目
宙
 
㌧
 仁
ヴ
 
-
 
げ
甘
 @
 
コ
ぬ
 の
 0
 ヨ
づ
 が
 コ
 Ⅱ
 ト
 の
 ㏄
 い
 ロ
口
・
 
む
 
0
@
 
Ⅱ
。
 

（
円
）
 

主
献
 供
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
 

か
 ・
 目
 -
 
す
串
 p
 コ
ミ
・
 0
 で
 
c
 ド
の
 ・
 ト
 
0
 づ
 １
ト
 
ト
 
の
・
の
Ⅱ
の
 
コ
 田
が
 
オ
 0 か
 
い
つ
で
・
の
の
い
 
@
 Ⅱ
 い
 

（
Ⅱ
）
綱
要
害
で
は
イ
ソ
 ド
ラ
 に
か
わ
っ
て
「
偉
大
な
る
 イ
 ン
 ド
ラ
」
（
 
ま
 a
 ゴ
 0 口
ロ
 
r
a
 ）
を
主
神
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
 木
ゆ
 片
ゼ
 
・
の
 

q
.
 

の
・
 
A
.
 ㏄
 

六
 こ
が
 
組
ヴ
い
 q
.
 は
そ
れ
を
み
と
め
な
い
（
 P
.
g
 
片
 
ぎ
 ）
  
 



新満月 祭と月 

（ （ （ ハ （ （   
23  22  21  20 
） ） ） ） 

19 18   7 ） ll 

  
鰻 Ⅰ   

い が 持 脂 L 

ド （ 。 

    

  べ 
ヴら   

  

  
ぎの   
ヨ出・部分と ヨ   
解する。 匡 木 。 "       

コト 。 

コ O 臣 
第 ド つ一   

- 目り 

  
ニラ て 刀 工 o レ わ Ⅰ ナ 。 

43@ (303) 

（ （ ） l 1 6 ） 5 

ひト """   
  
    
が 、 ノ ヘ 

遷ジ 
円参 

おマ 

  

丹 っ ふ 
ぃ Ⅰたれ 

    

㏄ コ 印 （ 

  
o し サ   



      
31@ 30 
） ） 

29@ 28@ 27   26   522 （ （ 4   

  

蛋 Ⅱ 葵せ 篇目 

容     

  

マ l 

て l   
ぢれ 

  

て え ％ ・ の し と 千 日   
が 三目 し   軋 れ     

(304)  44 

    



新満月 祭 と月 

（ （ （   （ v33 只 （ 5   34 7 コり ） ） 39 ） 3 8   33 ） ヘ 3 ） （ 2 

l 房ヱ ヴ l % 儂 Ⅰ 

    

  
ナ ッ プ 

コ ） お継     肚注 C r 
つ - 

  

Ⅰの マ 

にノ @ ャ   
の       

の々 食 ぎ れの 秋 おお） 
円 がすに る夜                         （ ト ト月 ケ " @ から。 パ 社 、昭 口 @ ふド ちて 

45  (350) 



  
） 4 0 

  
ぎ宙 げを れ 礼に 巨め （のる ト 軍 レ 鷲 力 

    
(306)  46 



ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
形
而
上
学
体
系
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
 提
示
さ
れ
て
い
る
大
著
「
過
程
と
実
在
口
に
は
、
「
 
神
 」
 （
 
0
 。
Ⅰ
）
が
宇
宙
の
 

重
要
な
一
構
成
要
素
と
し
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（
 l
 ）
 
し
か
し
、
こ
こ
で
「
 神
 」
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
現
実
的
 実
質
（
 a
c
 
（
 
/
 注
の
 コ
由
 
（
 
せ
 ）
 

は
 、
従
来
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
に
お
け
る
 超
 越
 的
で
人
格
的
な
「
 父
 な
る
 神
 」
の
 

異
ィ
 

：
。
。
 

像
 と
は
か
な
り
 
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
自
身
が
舌
口
 
及
 し
て
い
る
 よ
う
 に
 、
プ
ラ
ト
ン
の
 ヨ
 テ
ィ
マ
イ
オ
ス
 
ニ
 に
お
け
る
 デ
、
、
、
 

ウ
 ル
ゴ
ス
 神
 的
な
性
格
 

を
強
く
持
っ
て
い
る
。
 
-
2
 
）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
神
の
特
殊
な
 性
格
に
つ
い
て
は
、
既
に
詳
細
な
研
究
が
い
く
つ
も
な
 さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
 

よ
り
つ
つ
「
プ
ロ
セ
ス
神
学
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
キ
リ
 ス
ト
 教
 神
学
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
ま
や
周
知
 の
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
 

 
 
 
 

に
は
、
専
制
君
主
的
威
圧
的
な
「
 父
 な
る
 神
 」
を
超
え
て
 、
説
得
的
な
神
へ
回
帰
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
的
プ
 ロ
 セ
ス
神
学
の
影
響
は
 、
 

 
 
 
 
 
 

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
神
学
へ
も
及
ん
で
い
る
。
 

 
 
 
 

本
論
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
論
ず
る
た
め
の
前
提
と
な
る
 、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
宇
宙
論
に
お
け
る
神
の
位
置
を
 、
 
「
観
念
の
冒
険
」
に
 

は
じ
め
に
 

ホ 

  
ヮ ト 

ィ ヘ 
  
ヘ ツ 

  
就宇 

  
塗に 

  
  
解 釈神 「 

  
Ⅱ の 位 % ） 

l 置 に 

菱 つ 

@ レ 

木 て 

政 

甘 Ⅱ 主日 



(308) 48 

張 る 

を こ (4)  義 (3)  (2)  (1)  と ホ   
で 類 的 と さ さ す て ト 

い に な 略 れ れ る い へ   
る お 解 託 た る も る すッ 
が い 釈 じ 継 も の 。 ） ド   

" て と   サま 

(3) し の と し 
(4)  (1)  て 検 し て 
で ， (2)  の 序 て の 

観 「 
念 

は は 法 と の 法 の 

そ 法 則 し 法 則 
れ 則   て 則   

冒 
険 
fc= 

で   自 内 「 然 言 の し 、 在説 「賦課 法 

則 や 」   
Ⅰ㏄ 

圭の 

ギ な 立言。 - ） 己 又ワ   る 
o ヰ 

は ね 
る 記述 之注 

意味 宇宙 

と 

し 
け Ⅱ 0 ） 

に で て ヰ "" "@ 

外 の の つ 
か 形 法 い 

5 面 Ⅱ 貝 て 
法 上 の 

  （ 以 考 
T え @ 

賦 実 
課 在 

方 
  もま 

さ 性 
れ に 
た つ 

思味 

を 
次 

と 
の 

の い 四   か て つ 
  の て Ⅴ ァ ヒ 

手 判 
宙 断 実 「 

分 

に や - 証 
類 
さ 

も 主 主 れ 

足 へ る 調 学 お 

整 と げ 的ソこ に ドとさ目る 
解 め が れ 的 自 

釈 神 で ょ 諭 然 
す に き ぅ 的 法 
る 接 る と 世 則 
作 近 と し 界 の 
美 し 忠 た 観 者 
に ょ わ か と 察 
な ら れ を い か 
る と る う う ら 
で か 。 か 、 見 

あ ラ ブ が 遊 走 
ろ こ ロ い ナ時 め 

がこ よ 
うとセ 。 で ス 耕人 " 5 

あ 神 学 っ と 

る 学 と て い 
。 が 宗 か ぅ 

同 " 教 ら " 
時 ど 及 相 新 
に ち び 容 し 

そ ら 哲 ね い 
れ か 学 な 一 
は と の い 視 

、 言 協 と 点 

『 観 え力 ばとれ さを 提 
食 直 い て 供 
の 接 う き し 
冒 に ホ た ょ 

険 神 ヮ も 5 
口 を ィ の と 

の 扱 ト が い 

第 う へ ノ ハ ツ 

Ⅱ の ッ ホ も 

部 に ド ヮ の 

を 対 の ィ で ある （ 神 して 望み トヘ を か ッ 

抜 群 ら ド こ 

5 字   に れ 
間 の そ よ に 
題 方 の っ よ 

領 か 神 て っ 

域 ら 概 ど て 
ヘ ホ 念 の   

と ヮ を よ 白 
ぅ 然 

） 補ト イ論 ずに 科 



ホワイトヘ ツ ドの 宇宙論におけ   「 神 」の位置二ついて 

こ
の
た
め
、
形
而
上
学
的
，
目
的
論
的
問
題
に
徐
々
に
 踏
 み
 込
も
 う
 と
い
う
意
図
か
ら
、
本
論
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
 ヘ
ッ
ド
の
順
序
を
逆
 

乾
 し
て
、
㈲
の
規
約
主
義
か
ら
検
討
を
は
じ
め
る
こ
と
 に
す
る
。
 

規
約
主
義
 説
 に
か
ぎ
ら
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 "
 ド
が
 提
出
 し
た
四
つ
の
分
類
は
、
特
定
の
思
想
家
を
そ
れ
ぞ
れ
に
 分
 類
し
た
の
で
は
な
 

く
 、
自
然
の
法
則
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
四
つ
の
類
型
 を
 示
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
の
思
 想
 家
が
、
こ
れ
ら
四
つ
 

の
類
型
の
ど
れ
か
一
つ
に
属
す
る
と
い
う
必
然
性
は
な
く
 、
 二
つ
あ
る
い
 は
 三
つ
の
折
衷
で
あ
っ
た
り
、
高
次
に
 総
合
し
た
立
場
を
も
っ
 

て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
と
、
一
切
の
目
的
論
的
な
る
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
 

と
は
ち
が
 ぅ
 。
一
切
の
目
的
論
そ
れ
自
体
が
不
合
理
な
の
 

で
は
な
い
。
（
 

5
 ）
 

（
 
4
 ）
 

論
 に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
排
除
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
 る
の
で
あ
る
 
0
 し
か
し
、
中
世
的
な
社
会
を
反
映
し
た
 目
 約
論
を
排
除
す
る
こ
 

と
も
と
そ
な
わ
っ
て
い
た
の
か
を
問
 う
 こ
と
は
、
わ
れ
 わ
れ
自
身
を
含
め
た
宇
宙
が
何
に
由
来
し
何
処
へ
行
く
の
 か
と
い
う
、
宇
宙
の
目
 

約
論
的
価
値
的
問
題
と
切
り
は
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
 し
か
し
、
近
代
の
自
然
 親
 は
、
自
然
の
目
的
、
価
値
に
 つ
い
て
（
外
か
ら
賦
課
 

さ
れ
た
の
か
内
在
し
て
い
る
の
か
を
含
め
て
）
論
じ
な
い
 。
自
然
に
つ
い
て
の
目
的
論
的
見
方
の
排
除
の
進
行
が
 、
近
代
の
自
然
科
学
の
 

進
行
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
 は
 近
代
以
前
の
自
然
 観
 が
そ
の
時
代
の
社
会
体
制
を
反
映
 し
た
倫
理
感
，
価
値
観
 

つ
ま
り
は
目
的
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
の
 歪
 み
に
対
す
る
反
感
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
て
ぎ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
中
世
人
の
自
然
 

親
 は
（
た
と
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
神
学
に
導
入
 し
た
 ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
 ）
神
を
中
心
と
し
た
 秩
 

序
 と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
社
会
 観
 
（
身
分
 
観
 ）
 と
 一
体
 の
も
の
で
あ
っ
た
。
簡
単
性
言
え
ば
、
蛙
の
子
は
蛙
で
あ
 る
と
い
う
こ
と
（
自
然
 

秩
序
）
と
貴
族
の
子
が
貴
族
・
平
民
の
子
が
平
民
で
あ
 る
こ
と
（
身
分
秩
序
）
が
同
じ
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
 た
わ
け
で
あ
る
 0
 し
か
 

し
 、
近
代
的
な
生
産
関
係
の
発
展
に
伴
い
身
分
間
の
競
争
 が
生
じ
、
身
分
秩
序
が
崩
壊
し
て
く
る
に
つ
れ
て
、
 ま
 ず
 、
身
分
秩
序
と
自
然
 

 
 

秩
序
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
る
 0
 こ
の
 認
 識
か
ら
、
社
会
（
身
分
）
秩
序
と
区
別
さ
れ
た
自
然
を
 、
身
分
に
基
づ
く
目
的
 



と
も
あ
れ
、
規
約
主
義
（
の
 0
 口
お
耳
 ～
 
O
 コ
 p
p
p
 

の
 
日
 ）
と
 か
 ぅ
 一
つ
の
思
想
傾
向
は
、
具
体
的
に
は
、
ポ
ア
ン
カ
レ
 
（
ま
の
 

臣
 r
i
 
 

㌧
 o
p
 

臣
の
曲
Ⅱ
 

ひ
 

目
 
の
の
 
か
 
l
1
9
2
1
 

）
等
を
代
表
と
見
な
せ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
傾
向
は
、
十
九
世
紀
の
初
頭
に
興
っ
た
 非
 コ
ー
ク
 リ
 "
 ド
 幾
何
学
に
端
を
 

発
し
て
い
る
 0
 ニ
 ー
ク
リ
ッ
ド
の
 日
 幾
何
学
原
本
 ヒ
の
 第
五
公
準
「
平
面
上
で
、
一
直
線
 外
 の
一
点
を
通
っ
て
 、
 そ
の
直
線
に
平
行
な
 直
 

線
 
（
同
一
平
面
上
で
交
わ
ら
な
い
直
線
）
は
、
た
だ
一
本
 

 
 

で
 無
数
に
引
け
る
」
と
 

し
て
も
、
「
一
木
も
引
げ
な
い
」
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
 の
 直
感
に
対
し
て
 
"
 い
び
 っ
 "
 に
な
る
こ
と
を
除
 け
 。
 
は
 、
ど
ち
ら
も
整
合
な
体
 

系
・
と
な
る
。
（
 

7
 ）
こ
の
事
実
を
一
般
的
に
拡
張
理
解
し
て
、
 
「
自
然
は
 
、
 互
い
に
異
な
る
け
れ
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
 で
 首
尾
一
貫
し
た
体
系
 

に
よ
 る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
許
す
」
と
み
な
し
、
さ
ら
 に
 「
自
然
法
則
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
を
解
釈
す
る
に
 
際
し
て
用
い
る
便
宜
的
 

な
 規
約
 
宋
 0
 冥
 三の
ま
 

n
o
 

コ
ヰ
 
の
 コ
田
 
w
o
 
こ
で
あ
る
」
と
 考
 え
る
の
が
、
規
約
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 ポ
 ア
ン
カ
レ
は
、
そ
の
著
 

昨
日
科
学
と
仮
説
 ヒ
の
 申
で
、
。
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
Ⅰ
 
リ
 ｜
 マ
ン
の
幾
何
学
の
紹
介
解
釈
を
通
し
て
自
然
法
則
は
 自
然
の
う
ち
に
実
在
的
 

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
自
然
に
対
し
 て
 賦
課
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
 い
る
。
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
か
ら
 言
え
る
こ
と
は
「
任
意
に
選
択
さ
れ
た
一
群
の
事
実
に
 注
意
を
向
け
る
こ
と
 

力
 て
き
る
、
と
い
う
明
白
な
事
実
」
（
 

8
 ）
だ
け
で
あ
り
、
わ
れ
 わ
れ
が
、
自
然
に
対
し
て
、
懇
意
的
に
規
約
を
あ
て
は
 め
る
こ
と
が
で
き
る
と
 

 
 

い
う
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 ッ
ド
 は
、
「
数
学
者
た
ち
に
さ
え
そ
う
い
う
考
え
を
 抱
 く
も
の
も
あ
る
が
、
 ま
 

っ
 た
く
の
誤
っ
た
考
え
で
あ
る
」
（
 

9
 ）
と
言
っ
て
い
る
 0
 こ
の
 「
数
学
者
た
ち
」
が
誰
を
指
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
 
ポ
ア
ン
カ
レ
自
身
は
 、
 

規
約
の
「
懇
意
 性
 」
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
こ
れ
を
 否
定
し
て
い
る
が
、
規
約
の
選
択
の
基
準
は
「
便
宜
性
」
 に
あ
る
の
だ
と
言
っ
て
 

い
る
。
し
か
し
、
規
約
主
義
が
問
題
に
さ
れ
る
時
は
 、
い
 っ
 も
こ
の
「
懇
意
 性
 」
が
云
々
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
 た
 と
え
選
択
の
基
準
が
便
 

官
仕
に
あ
る
の
だ
と
し
て
も
そ
の
便
宜
性
の
実
在
的
な
基
 給
 、
つ
ま
り
、
そ
の
諸
規
約
が
そ
の
時
点
で
便
宜
性
を
 持
っ
て
 積
極
的
な
Ⅰ
 

、
る
 、
、
 、
、
 

理
由
に
つ
い
て
、
規
約
主
義
が
何
ご
と
も
明
ら
か
に
し
な
 い
な
ら
ば
、
そ
 う
 い
っ
た
便
宜
性
が
懇
意
性
と
混
同
 さ
 れ
て
も
や
む
を
得
な
い
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ホワイトヘ ッ ドの 宇宙論における 「 神 」の位置について 

 
 

憶
 当
然
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
か
ら
、
 そ
れ
だ
け
（
そ
の
単
な
る
記
述
だ
 け
 ）
で
は
、
未
来
に
 つ
い
て
の
推
測
と
い
う
 
51 

さ 

実 れ 
証 な 
主 い 
議 親 
諒 察 
Ⅴこ % ま 

対 な 
す い 
る と 
ホ い 

ワ ラ 

べ トと こ 

へ で 
ッ あ 

ド 6% 
の 。 ） 

批 
｜ 半 

の 

第一   
点 
@ ま 

法 
U ハ 宙 @@ 

の 

定 
立 
Ⅴ @ し 

直 
接 
関 
わ 
  
て 
い 

る 

観 
察 
さ 

れ 
ナ， し 

事 
実 
の 

記 口 ---   

述 
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6
 時
に
は
、
幾
何
学
へ
の
訴
え
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
 る
 」
と
言
う
の
は
、
こ
う
い
 う
 意
味
で
あ
ろ
う
。
 

な
ま
 

次
に
、
実
証
主
義
 説
 に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
法
則
 ほ
 つ
い
て
の
実
証
主
義
 説
 と
は
、
個
々
ば
ら
ば
ら
な
事
象
 を
 生
の
事
実
（
 す
 a
r
 
の
 

H
p
n
 

（
ま
た
は
 

ヴ
 n
E
 

（
の
 

や
ゑ
 ）
と
し
て
観
察
し
、
さ
ら
に
 、
そ
れ
ら
個
々
の
事
象
の
相
関
関
係
を
も
観
察
し
、
 最
 後
に
、
そ
こ
に
因
果
的
 

（
 
0
 
l
 ）
 

連
鎖
の
規
則
正
し
さ
を
発
見
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
 る
 。
し
た
が
っ
て
、
法
則
と
は
、
観
察
さ
れ
た
事
実
の
単
 な
る
記
述
に
す
ぎ
な
い
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
法
則
は
発
見
さ
れ
 る
の
で
あ
り
、
そ
の
法
則
に
従
っ
て
技
術
が
進
歩
し
て
い
 き
、
そ
れ
で
十
分
だ
と
 

い
 う
わ
 げ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
十
七
世
紀
か
ら
仝
日
に
い
 た
る
ま
で
、
最
も
有
力
仕
法
則
に
関
す
る
説
か
も
し
れ
 な
い
 0
 自
然
の
目
的
論
 

的
 見
方
の
排
除
に
と
も
な
っ
て
、
形
而
上
学
的
問
題
を
無
 祝
 す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
く
が
、
実
証
主
義
 説
 は
そ
 の
 
（
無
視
の
）
根
拠
を
 

提
供
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
す
る
 
木
ワ
 イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
批
判
は
、
ま
ず
第
一
 

に
 
「
生
の
事
実
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
と
い
う
 明
確
な
否
定
で
あ
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

る
 。
意
識
に
与
え
ら
れ
る
観
察
さ
れ
た
事
実
は
、
当
該
の
 意
識
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
的
時
間
的
状
況
が
 強
い
る
一
定
の
構
図
の
 

中
で
、
構
図
に
よ
っ
て
位
置
づ
げ
ら
れ
意
味
 づ
 げ
ら
れ
 な
が
ら
登
場
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
、
時
空
的
 世
界
の
如
何
に
か
か
わ
 

9
 ず
（
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
に
で
も
）
通
用
 す
る
「
生
の
事
実
」
で
は
な
い
。
平
た
く
言
え
ば
、
そ
の
 時
代
の
世
界
観
に
影
響
 

か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
事
実
上
同
じ
法
則
 体
系
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
時
点
で
 0
 便
宜
性
が
事
実
上
夫
 

通
 で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
 共
通
で
あ
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
が
も
と
め
ら
れ
 ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
 

っ
て
、
そ
の
理
由
が
「
規
約
的
」
で
あ
る
の
で
は
ま
っ
た
 く
な
い
 0
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
「
 八
 自
然
の
法
則
 V
 の
 規
約
性
の
間
題
を
論
じ
 



題
 な
ら
 ぱ
 、
お
 

指
す
。
し
た
が
 

る
）
世
界
観
を
 

そ
の
時
代
に
お
 

（
Ⅰ
（
曲
目
 

o
o
h
 

ト
 ヘ
ッ
ド
が
 、
 ょ

そ
 法
則
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
根
本
的
理
由
に
っ
 い
 て
 、
目
的
論
的
に
も
作
用
的
に
も
考
察
す
る
す
べ
て
の
 試
み
を
 

っ
て
、
実
証
主
義
 説
 に
お
け
る
「
観
察
」
に
つ
い
て
も
そ
 の
 観
察
に
影
響
を
与
え
る
背
景
（
通
常
は
無
意
識
に
も
 っ
て
 い
 

（
 
M
 ）
 

意
識
の
領
域
に
も
ち
出
し
て
説
明
し
ょ
う
と
い
う
試
み
 が
 
「
形
而
上
学
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
無
意
識
の
世
界
観
 と
は
、
 

い
て
は
そ
れ
以
外
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
予
想
も
で
き
 な
い
ほ
ど
当
然
の
こ
と
な
の
で
、
誰
も
そ
の
 
ょ
う
 な
 枠
組
 

お
襯
お
コ
お
 ）
の
も
と
で
も
の
を
考
え
て
い
る
の
だ
と
ほ
 気
付
か
な
い
よ
う
な
暗
黙
の
枠
組
や
構
図
を
指
す
が
、
 
ホ
ワ
 イ
 

「
形
而
上
学
的
構
図
」
と
呼
ぶ
も
の
も
、
こ
う
し
た
暗
黙
 の
 構
図
と
そ
れ
を
明
る
み
に
出
す
「
思
弁
（
 遭
は
仁
 （
の
（
 

ト
 
0
 コ
 ）
」
 

（
 
㎏
）
 

@
 

の
 
一
つ
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ
て
（
ま
た
、
 

こ
の
論
文
に
お
い
て
）
「
形
而
上
学
」
と
は
、
た
と
え
 ば
 、
自
然
の
法
則
の
問
 

こ
と
は
成
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
実
証
主
義
説
の
法
則
は
 事
実
上
こ
れ
を
や
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
 は
、
 
（
学
生
記
述
さ
れ
 

た
だ
け
で
あ
る
は
ず
の
）
過
去
の
事
実
の
秩
序
が
 、
末
 来
 に
対
し
て
も
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
 、
未
来
に
も
通
用
す
る
 

と
い
 5
 暗
黙
の
仮
定
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
 

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
 
ロ
 プ
リ
ン
キ
。
ヒ
ア
 ロ
 の
一
般
的
 注
 に
お
 い
て
、
万
有
引
力
の
法
 

（
 
3
 
l
 ）
 

則
な
ど
が
成
立
す
る
こ
と
を
理
神
論
的
観
点
か
ら
述
べ
 て
い
る
。
法
則
の
原
因
を
考
え
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
 

ァ
 リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
類
 

に
よ
 る
「
目
的
因
」
「
形
相
因
」
の
考
察
が
当
然
含
ま
れ
 
る
 。
し
た
が
っ
て
、
実
証
主
義
を
根
拠
と
し
て
形
而
上
 
学
的
領
域
の
問
題
を
無
 

規
 す
る
人
び
と
も
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
に
明
白
に
で
 は
な
く
と
も
、
な
ん
ら
か
の
形
而
上
学
的
仮
定
を
暗
黙
の
 う
ち
に
行
っ
て
い
る
こ
 

と
に
な
る
。
 

（
 
4
 
i
 ）
 

こ
こ
で
、
「
形
而
上
学
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
確
認
し
 て
お
こ
う
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
後
期
著
作
 ヨ
 科
学
と
 

近
代
世
界
 

ヒ
 
「
過
程
 

と
 実
在
 L
 
「
観
念
の
冒
険
 ヒ
を
 彼
の
「
形
而
上
学
三
部
 作
 」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
 、
み
ず
か
ら
、
し
ば
し
 

ぱ
 形
而
上
学
的
思
弁
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
 ら
の
こ
と
か
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
、
最
終
的
究
極
的
 真
理
を
潜
称
す
る
独
断
 

的
 観
念
論
者
だ
と
考
え
る
な
ら
 ぱ
 、
た
い
へ
ん
な
誤
解
 で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
独
断
的
終
極
主
義
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 ッ
ド
 が
最
も
嫌
う
も
の
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ホワイトヘッドの 宇宙論における「 

もま 而 雪 形 レ る こ   
観 の 溝 そ づ 面 的 る 
察 靖 国 0 げ 上 棟 程 
で 黙 の 他 ら 字 封 皮 
ぎ の 栓 、 の れ は を 当 
る 形 討 、 考 ね 、 行 然 
と 而 の 、 え ば そ う で 

い 上 拒 、 方 な 5 と あ 
ぅ 学 否 、 の ら い い る 

（ を に 枠 な う う   
晴 朗 地 細 い 恵 本 し   
走 せ   
を ば 0 ト るので 。 黙 一、 の の も 
つ 事 
て 実   
い 上   
る ア ⑧ で で そ そ 
と @   
ラ ズ 
こ ム 

と K こ 

も ら   
い け 極 っも 

で、 そ   
あ れ 
6  @T で、 空 個 
つ 々 

ま 6 ま     
そ ら   

0 人 上 " で 

相 を   
五 個 （ て 断 ト て 
内 々 彩 は に テ い 

53@ (313) 

  神 」の位置 

い 

し ら 
た れ 
が る 

つ 狭 
て 義 
  の 

  
に 祠 
基 上 
づ 学 

く 」 
中 で 
世 あ 
的 る 

  
親 は 
0 周 

（ 遊め 知 

  
平 く 

等 で 
観 あ 
沖 こ る 

よ 。 

る   

否   
レカ ぃ * ミ 

    
の 

狭 
義 
の 

形 
而 
上 
学 
の 

否 
  レい 

と 

結 
び 
つ 
@ 

に
 関
連
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
中
世
ま
で
の
身
分
 制
 社
会
に
お
い
て
は
、
 
主
 人
も
家
来
も
い
な
い
世
界
を
予
想
す
る
の
は
き
わ
め
て
 困
難
で
あ
る
。
し
た
 

が
っ
て
、
主
従
関
係
は
社
会
的
な
関
係
と
し
て
抽
出
さ
 れ
な
い
「
自
然
な
」
関
係
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
逆
に
 、
 そ
の
見
方
が
自
然
の
見
 

方
 に
反
映
し
て
、
自
然
界
の
秩
序
を
そ
の
時
代
の
身
分
 社
会
に
基
づ
い
た
倫
理
・
道
徳
，
宗
教
感
情
と
結
び
っ
 い
 た
 
「
目
的
論
」
的
観
点
 

か
ら
「
観
察
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
大
木
と
 下
草
の
関
係
を
主
従
関
係
と
み
な
し
、
大
木
は
下
草
を
 保
護
し
、
下
草
は
大
木
 

の
 保
護
に
よ
っ
て
生
を
完
う
し
死
し
て
肥
料
と
な
っ
て
 大
 木
に
 忠
義
を
か
え
す
と
い
う
よ
 う
 に
み
な
す
が
如
く
で
 あ
る
 0
 こ
う
し
た
、
 自
 

て
然
 界
の
 ヒ
ヱ
 ラ
ル
キ
ー
の
中
で
、
目
的
の
目
的
と
 し
て
神
が
お
か
れ
、
手
段
・
材
料
の
最
下
部
に
無
機
物
が
 お
か
れ
る
。
こ
の
目
的
と
 材
 

 
 

Ⅰ
料
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
「
形
相
」
と
「
質
料
 
」
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
、
「
実
体
」
と
「
属
性
」
が
 対
 広
 し
て
い
る
の
が
、
普
通
用
 

 
 



ま ろ り V こ 

りの " でた （ 法 " 

わ も し 則 

れ な か や 
内 わ い に 珠 美 
在 れ 。 、 序 証 

「 と 主 

    

あ 否   
め と 
6 駅 

あ 検   
「 通 法 し 

イトヘ ） 0 
  」 わ 

  
て、は 私の V こ 、 則は 、 
で れ 挙 っ 

ま一 ひ   は わ な き 
  な れ る り 

ハ ツ ノ く の 記 う 

て 精 逓 か 
内 
在 
説 

「神でび わがあ あ 
れ 目 る が 

Ⅴ㌻ ヒ わ 由 と っ 

対し れにいて の 法ぅく 
て 」 別 と る 
賦 
課 

説 
  
な し で れ 

ちま の た 満 9 
か と 足 は 
" 考 し と 

つ え た も 

（
 
り
り
 

-
 

察
さ
れ
た
事
実
の
単
純
な
記
述
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
 て
 、
実
証
主
義
は
「
遵
守
さ
れ
た
こ
と
は
け
っ
し
て
な
か
 っ
た
 」
の
で
あ
る
。
 

在
や
内
的
関
係
を
も
た
ず
、
そ
れ
だ
け
で
自
己
充
足
的
 に
 存
在
す
る
個
々
ば
ら
ば
ら
な
多
数
の
実
体
的
事
物
（
の
 屈
 す
 い
田
麓
 

コ
立
 
曲
ト
田
ゴ
ぎ
 

の
の
）
 

を
 仮
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
概
念
は
、
ア
リ
ス
 ト
テ
レ
ス
以
来
の
（
狭
義
）
の
形
而
上
学
と
深
い
か
か
 わ
り
を
持
っ
 て
 Ⅰ
 
る
、
 

（
 
7
 
l
 

O
 
）
 

実
証
主
義
説
の
暗
黙
の
仮
定
は
、
事
実
上
「
実
体
・
属
性
 」
の
形
而
上
学
的
構
図
に
依
拠
し
な
が
ら
、
こ
の
構
図
 の
 当
否
に
関
す
る
 問
 

す
な
ね
 ち
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
う
、
形
而
上
 学
的
思
弁
の
営
み
１
１
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 そ
 れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

法
則
の
未
来
で
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
実
際
に
形
而
 工
学
的
領
域
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

す
べ
て
の
科
学
の
進
歩
は
、
ま
ず
、
観
察
さ
れ
た
事
実
 の
 一
般
的
記
述
を
与
え
る
公
式
を
作
る
こ
と
に
か
か
っ
て
 い
る
 0
 し
か
し
、
 そ
 

の
 公
式
の
未
来
へ
の
妥
当
性
と
か
、
さ
ら
に
一
般
的
な
分
 野
 に
つ
い
て
の
記
述
へ
と
思
弁
を
拡
張
し
、
現
実
の
個
 々
の
観
察
例
を
超
え
て
 

「
法
則
」
と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
そ
ろ
い
っ
 た
 拡
張
を
正
当
化
し
 ぅ
る
 説
明
的
な
記
述
に
か
か
っ
て
 い
る
 0
 け
っ
し
て
、
 観
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ホワイトヘ ，ド 0 字宙論における「 神 」 の 

ヮ を 味 て 仏 で で   ら へッ の せらてい カ 。 ，ヰ 、ホ お け とし と、 がとたれ ド るれこ ヮるてホ、 ィ " " ワ こと 

難 ィ か   
つ、 い、 は " う 考 こと は的 " な して @ ドま 課 説 
て、 フ え で こ 法 い 考 に 

6% え お   
在 ス づ う う ル こ い て 

い か に て れ る は 
） 」 に ヒ     

と 

  
意 味えス 孝モ・ 反の っ ; ） 掻 ㊥ 

複 相 る   ぃ 専 そ 
は 制 の 

つ で。 る 則ど ・ 、 抗 す も 岩 梅 
あ に 法 つ る つ 主 端 

考え方 ろうか な形 もかか 律 ）に まり、 と極 奴 と 端 隷 が 
。 わ っ 何 と に の イ 

な ィ ス 

ら ずてかて か らし れ ノ ラ 

木か 、 何の並 意べ ま、 p ジ数 @ ム 
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 こついて 

㈹
「
内
的
関
係
」
に
対
し
て
「
外
的
関
係
」
 

㈲
「
自
然
の
秩
序
は
、
リ
ア
ル
 な
 事
物
の
性
格
を
表
現
 し
て
い
る
」
に
対
し
て
「
関
係
の
法
則
は
関
係
項
の
本
性
 と
は
無
縁
で
あ
る
し
 

㈹
「
絶
対
的
存
在
の
否
定
」
に
対
し
て
「
理
神
論
を
導
 く
か
、
理
神
論
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
か
で
あ
る
」
 

㈲
「
事
物
の
進
化
に
と
も
な
っ
て
法
則
も
進
化
す
る
」
に
 対
し
て
「
法
則
は
厳
密
に
守
ら
れ
る
」
 

㈲
「
事
物
の
性
格
は
事
物
の
相
互
連
結
の
結
果
で
あ
り
、
 連
結
は
性
格
の
結
果
で
あ
る
」
に
対
し
て
「
事
物
の
性
 格
 は
そ
の
事
物
の
私
 

的
な
資
格
に
す
ぎ
な
い
」
 

と
い
う
よ
う
に
、
二
者
択
一
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
 内
 往
訪
で
は
法
則
を
宇
宙
の
内
に
あ
る
事
物
に
内
在
的
に
 備
わ
っ
て
い
る
規
則
 

性
 と
と
ら
え
、
賦
課
税
で
は
、
宇
宙
の
内
に
あ
る
事
物
 に
 対
し
て
、
宇
宙
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
か
ら
法
則
が
賦
課
 さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
 



物
 に
自
発
的
な
発
展
の
主
体
性
を
認
め
な
く
な
る
こ
と
 で
あ
る
。
宇
宙
の
事
物
が
、
宇
宙
の
目
的
を
自
発
的
に
感
 敬
 し
自
己
産
出
的
に
価
 

値
を
作
り
出
し
て
い
く
契
機
を
認
め
な
く
な
る
こ
と
で
あ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
自
然
を
課
せ
ら
れ
た
法
則
に
従
っ
て
 動
く
自
動
機
械
と
み
な
 

す
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 
（
自
然
の
内
の
生
命
現
象
も
 
、
ひ
 い
て
は
人
間
存
在
も
含
め
て
）
自
然
か
ら
目
的
の
要
素
を
 取
り
除
く
こ
と
、
す
な
 

ね
 ち
、
目
的
論
的
世
界
観
の
排
除
と
密
接
に
連
な
っ
て
 い
 く
 。
す
で
に
述
べ
た
 よ
う
 に
、
封
建
的
世
界
に
お
け
る
 目
的
論
を
排
除
す
る
こ
 

と
と
目
的
論
的
課
題
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
 げ
 つ
 し
て
同
じ
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
は
 こ
れ
を
混
同
し
て
し
ま
 

う
 誤
り
を
い
ろ
い
ろ
な
場
で
起
こ
し
て
ぎ
た
。
今
の
場
合
 、
封
建
的
上
下
関
係
（
と
い
う
目
的
論
）
の
排
除
と
し
 て
の
個
々
ば
ら
ば
ら
な
 

 
 

個
々
ば
ら
ば
ら
な
諸
事
物
と
い
う
原
子
論
的
観
念
と
、
 
こ
の
自
然
法
則
の
賦
課
 

説
の
結
合
の
結
果
を
考
え
れ
ば
 よ
 く
わ
か
る
。
こ
の
事
 情
を
最
も
象
徴
的
 嘩
 が
す
社
会
 ダ
一
 ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
「
 劣
 尊
者
の
人
道
的
排
除
」
 

と
い
う
恐
る
べ
き
結
果
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
 あ
 る
 一
つ
の
目
的
論
の
排
除
と
す
べ
て
の
目
的
論
の
無
視
と
 の
 混
同
は
、
排
除
さ
れ
 

た
 目
的
論
よ
り
は
け
っ
し
て
優
れ
て
い
る
と
は
舌
口
え
な
い
 
目
的
論
を
無
意
識
の
う
ち
に
容
認
す
る
と
い
う
結
果
を
 生
む
こ
と
が
あ
る
 0
 し
 

か
も
無
意
識
の
ゆ
え
に
。
一
種
の
道
徳
的
情
熱
に
お
い
て
 

 
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
、
内
在
説
を
法
則
に
関
す
る
議
論
の
 場
 へ
引
き
出
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
賦
課
 説
 と
実
証
 主
 義
の
奇
妙
な
結
合
を
 

明
る
み
に
出
し
、
あ
る
べ
き
科
学
の
未
来
及
び
哲
学
・
 ゐ
 示
教
の
未
来
を
展
望
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
 0
 ま
た
最
も
新
し
い
傾
向
 

い
と
ぐ
ち
 

で
あ
る
規
約
主
義
も
、
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
緒
を
持
 っ
て
い
な
い
 0
 こ
れ
が
、
彼
の
四
つ
の
分
類
の
動
機
な
 の
で
あ
ろ
 5
 。
 巧
 観
念
 

の
 冒
険
 L
 の
 第
 1
 部
で
、
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 る
 。
 

科 て 
学   

的 そ 
探 れ 
究 は 
は ホ、 

止 ヮ 

む ィ 

で ト 

あ へ 
ろ ッ 

ラ ド   
  の 

し 分 
か 類 
し がこ 

な ょ 

が れ 
ら ば   
斌 斌 
課 課 
説 説 

の と 

欠 い 
点、 ぅ 

t は こ と 
専 に 
億 Ⅰ ソな @ 
君 る 
主 だ 
と ろ 
奴 ぅ 

隷   

のこ べう 
メ Ⅰ 、 

@ つ 
ジ た 

に 賦 
明 課 
瞭 説 
な の 
よ 信 
ぅ 念 
に が な 
宇 げ 
宙 れ 
の ば 事 
(316)  5 

ノ
モ
ス
 

ノ
イ
ツ
ス
 

歴
史
的
に
み
れ
ば
、
自
然
の
性
質
に
対
し
て
法
則
（
 す
圭
 ）
と
い
う
考
え
を
あ
て
は
め
た
の
は
、
十
七
世
紀
の
天
 方
達
が
最
初
で
あ
っ
 

 
 



 
 

の
か
か
わ
り
合
い
に
よ
っ
て
、
全
体
が
秩
序
へ
と
向
か
 ぅ
 傾
向
を
保
障
し
て
い
な
げ
 

ゎ
 

 
 

パ
 
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

@
4
-
2
 
 

こ
の
 親
 実
態
が
（
 司
 
観
念
の
冒
険
 ヒ
 で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
り
 「
過
程
と
実
在
口
の
体
系
で
  

 
 
 

 
 

示
さ
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 "
 ド
の
 「
 神
 」
で
あ
る
こ
と
は
 容
易
に
推
察
さ
れ
る
。
 

，ドの 宇宙論における「 神 」の仕置について 

と 解 い セスを しか 両立不 た価値 にみず の相互 全体と の出来 出来事 う理 、   ヘッド できる 可能で 実現で 際 るに 応 以上 受け う みずか する埋 提供 く 

0 色嘉七倍 臼捷忠馨皆 

内 

    
成 と し 外 れ な の だ て で 
と も か に ね る 出 げ い は 

こ も 事 を ら て ・   ょ 、ホ ｜ 後に 進化 ら。は しいこと した 理 だ 柱・ 兵力 

  
安、       が   ら一ち継な " 」 " 起い 

主体的 建 かと した ， 、， プ く p 当初は 成就 し 事物 つの 後付 する 

「
法
則
は
行
動
す
る
諸
事
物
の
性
格
の
結
果
で
あ
る
。
（
 

中
略
）
こ
の
考
え
方
が
 
、
 与
え
ら
れ
た
諸
事
物
が
課
せ
 
ら
れ
た
法
則
に
よ
っ
 

て
 条
件
 づ
 げ
ら
れ
て
相
互
に
行
動
す
る
と
い
う
古
い
観
念
 

に
 取
っ
て
 替
 る
べ
き
で
あ
る
し
（
訳
書
五
五
ぺ
 

ー
 ジ
）
 

自
然
の
内
に
自
発
性
・
自
由
と
い
 
@
n
 

目
的
論
が
認
め
ら
 

れ
な
け
れ
ば
、
（
自
然
の
一
部
で
も
あ
る
）
人
間
の
自
発
 

性
 ・
自
由
の
存
在
論
 

的
 ・
形
而
上
学
的
根
拠
は
な
く
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
 

，
 
」
の
 
木
ワ
 イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
文
章
を
内
在
説
の
復
興
が
望
ま
 

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
 



(318) 

り れ 「 の 場 点 

      

と   
） い で 

    

つ と 

い 
る 価 

    こと い とへ ト     

  に い   
る 死の は な と 在 

づ Ⅴ = つ     ま こ を と 登 夫 

は 

ど 
の 

よ 

トラ・ @@ 

な 
位 
置 

にあ 

る 
か 

を 
考 
察 
し 
て 

み 
力， Ⅰ 

  
と 

居 、 
仏 33 3 

そ
こ
で
、
「
過
程
と
実
在
 b
 に
描
か
れ
る
「
 
神
 」
を
 念
 頭
に
お
い
て
、
自
然
法
則
に
お
い
て
、
ま
た
、
科
学
の
世
 界
 に
お
い
て
、
「
 神
 」
 
8
 

 
 



ハ
 
D
 
Ⅰ
 
Ⅱ
）
 

リ
 

け
 

お
 

も
の
も
、
す
べ
て
或
る
現
実
的
実
質
に
対
応
さ
せ
 る
こ
と
が
で
き
る
。
」
 

 
 
 
 

 
 

や
っ
て
く
る
め
げ
に
は
い
か
な
い
、
そ
の
出
所
を
押
え
 て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
 

碍
 
う
こ
と
な
の
で
あ
る
 0
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
こ
の
 原
理
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
す
べ
て
の
観
念
は
単
純
な
感
覚
 印
象
に
由
来
す
る
」
と
い
う
 

パ
 
説
に
な
ぞ
ら
え
て
日
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
理
 ヒ
 と
も
呼
ん
 で

い
る
。
現
実
的
実
質
は
内
在
 説
的
 法
則
論
を
反
映
し
 て
 、
相
互
内
在
的
・
順
応
的
 

ト
な
 出
来
事
，
作
用
で
あ
る
が
、
こ
の
「
作
用
」
は
 認
 識

論
的
 領
域
で
は
「
経
験
」
に
相
当
す
る
 0
 ホ
ワ
イ
ト
 ヘ
ッ
ド
は
、
こ
の
作
用
を
経
 

ヮ
 
験
に
お
け
る
把
握
・
理
解
（
 簿
 ㌧
 つ
 （
の
 
ゴ
 0
 コ
の
 
w
o
 
コ
 o
 （
 n
0
 

日
月
の
 
ゴ
 の
コ
 
ム
 。
こ
か
ら
、
そ
の
意
識
性
を
除
去
し
た
「
 抱
 握
 」
（
 
づ
 Ⅰ
の
甘
の
臣
も
。
 

コ
 ）
 レ
 し
い
 

ホ
、
 ぅ

 新
語
で
呼
ん
で
い
る
 0
 こ
の
語
を
用
い
れ
ば
、
電
子
 や
 原
子
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
無
機
物
に
至
る
ま
で
、
す
べ
 て
 現
実
的
な
も
の
は
 抱
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「
存
在
論
的
原
理
に
よ
れ
ば
、
ど
こ
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
 
9
 

世
界
に
浮
遊
し
て
く
る
も
の
は
、
何
も
な
い
。
現
実
 界
 に
お
け
る
ど
ん
な
 

 
 

  神 」の位置について 

実
在
は
、
す
べ
て
時
間
的
世
界
に
生
起
し
て
滅
す
る
 
6
 の
 q
p
 
の
 
す
 ）
出
来
事
で
あ
る
が
、
 神
 だ
け
は
時
間
的
世
界
に
 あ
り
な
が
ら
滅
し
な
い
 

安
定
し
た
存
在
と
い
う
特
異
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
こ
れ
は
、
永
遠
の
世
界
（
イ
デ
ア
 界
 ）
と
現
実
界
 を
 媒
介
す
る
と
こ
ろ
 

の
 、
現
実
界
に
あ
り
な
が
ら
不
死
な
る
神
々
と
い
う
 ギ
り
 シ
ア
 的
 プ
ラ
ト
ン
的
伝
統
を
ふ
ま
え
た
「
 神
 」
概
念
で
 あ
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
・
 キ
 

リ
ス
ト
 教
 的
な
超
越
神
と
は
 趣
 ぎ
を
異
に
し
て
い
る
と
 舌
 
ロ
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

と
も
か
く
、
永
遠
的
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
の
媒
介
 と
い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
を
、
媒
介
者
が
あ
る
と
い
う
こ
 と
で
押
え
た
 ホ
ワ
イ
 

ト
 ヘ
ッ
ド
の
「
 神
 」
論
を
も
 う
 少
し
く
わ
し
く
考
え
よ
う
 。
彼
が
、
媒
介
者
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
 そ
 の
 「
存
在
論
的
原
理
」
 

（
㏄
）
 

（
 
0
 コ
 （
 
0
 ）
 
0
 住
の
田
㌧
Ⅱ
ぎ
ざ
 

ぢ
こ
 ）
に
よ
る
。
 

現
実
的
契
機
と
は
呼
べ
な
い
、
と
言
わ
れ
て
し
 

税
、
 

（
 
8
 
O
 
）
 
0
 間
頭
に
関
し
て
は
後
で
も
 
う
 一
度
ふ
れ
る
が
、
こ
の
世
 

界
を
構
成
す
る
究
極
的
 

 
 

と
っ
て
は
、
従
来
、
基
体
的
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
 持
 続
 す
る
も
の
」
は
 、
む
 

し
ろ
、
出
来
事
の
顕
著
な
反
復
・
結
集
と
し
て
説
明
さ
れ
 て
い
る
。
 

@
7
 

2
 
 

）
 と
こ
ろ
が
、
当
該
の
「
 押
 し
と
い
う
現
実
的
 実

質
に
関
す
る
限
り
、
 



損
 す
る
も
の
、
す
な
 ね
 ち
、
経
験
す
る
も
の
と
な
る
。
 
ま
た
、
現
実
的
実
質
が
現
実
的
実
質
を
抱
 損
 す
る
こ
と
 を
 
「
物
理
的
（
 づ
す
ぜ
簗
 
・
  

 
 
 

n
p
p
 

）
把
握
」
、
現
実
的
実
質
が
永
遠
的
対
象
を
抱
 
握
 す
る
 こ
と
を
「
概
念
的
（
 n
o
 
コ
 c
 の
 又
 u
a
 
し
 
把
握
」
と
呼
ぶ
の
 で
あ
る
が
、
こ
れ
を
用
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
理
は
「
す
べ
て
の
概
念
的
把
握
 は
 物
理
的
把
握
 に
 由
来
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
 で
あ
る
。
 

概
念
的
把
握
の
対
象
た
る
永
遠
的
対
象
は
、
プ
ラ
ト
ン
 に

お
け
る
イ
デ
ア
に
相
当
す
る
が
、
そ
こ
に
は
色
や
形
 な
 ど
の
 い
 わ
ゆ
る
感
覚
 

対
象
も
含
ま
れ
る
 0
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
に
お
い
て
 は
 究
極
的
実
在
で
あ
る
現
実
的
契
機
は
、
生
滅
す
る
一
度
 限
り
の
も
の
で
あ
り
、
 

わ
れ
わ
れ
が
通
常
持
続
す
る
事
物
と
み
な
し
て
い
る
も
の
 

石
 
・
 ホ
 ・
机
や
細
胞
・
電
子
，
陽
子
な
ど
一
切
の
 「
も
の
」
は
 、
そ
 

れ
ら
が
く
り
返
し
て
起
る
、
複
数
の
現
実
的
契
機
の
集
 合
 で
あ
る
。
そ
の
集
合
の
各
メ
ン
バ
ー
が
一
定
の
形
式
を
 有
し
て
全
体
で
一
定
の
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

性
格
を
表
現
す
る
時
、
（
そ
 う
 い
っ
た
集
合
を
「
社
会
」
 
と
 呼
ぶ
が
）
反
復
す
る
性
格
を
す
べ
て
「
永
遠
的
対
象
 」
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
 

る
 。
 色
や
 香
な
ど
の
感
覚
対
象
が
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
 は
こ
う
い
 う
わ
 げ
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
現
実
的
契
機
が
 先
行
の
現
実
的
契
機
を
 

抱
損
 す
る
際
ど
れ
を
身
近
に
抱
 握
し
 、
ど
れ
を
遠
ざ
け
 る
か
と
い
っ
た
一
切
の
抱
握
の
仕
方
、
ま
た
は
把
握
の
 仕
 方
を
決
め
る
主
体
の
目
 

ぬ
論
 的
要
素
が
「
永
遠
的
対
象
」
に
由
来
す
る
の
で
あ
 る
 。
法
則
性
や
目
的
・
理
想
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
 言
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

す
べ
て
の
現
実
的
契
機
は
先
行
の
現
実
的
契
機
を
（
 物
 理
 的
に
）
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
行
の
契
機
に
実
 現
さ
れ
て
い
た
、
永
遠
 

的
 対
象
を
間
接
的
に
抱
 損
 す
る
こ
と
に
な
る
。
（
「
ヒ
ュ
ー
 
ふ
め
 原
理
 し
 ）
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
後
行
の
現
実
 
的
 契
機
は
、
先
行
の
契
 

機
 が
実
現
し
て
い
た
以
上
の
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
外
 の
 ）
永
遠
的
対
象
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
 う
 い
っ
た
新
し
い
価
値
の
 

実
現
を
保
障
す
る
の
が
、
「
 神
 」
と
い
う
特
別
の
現
実
的
 実
質
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 神
 」
は
、
す
べ
て
の
 永
 遠
的
対
象
を
原
初
的
 

（
 
づ
ユ
ヨ
 0
q
 
日
色
）
に
把
握
し
て
お
り
、
そ
う
い
う
神
と
い
 ぅ
 現
実
的
実
質
を
（
物
理
的
に
）
把
握
す
る
現
実
的
 契
 機
は
 、
ま
だ
実
現
さ
れ
 

て
い
な
い
理
想
と
し
て
の
永
遠
的
対
象
を
も
、
こ
の
神
を
 媒
介
と
し
て
間
接
的
に
（
概
念
的
）
把
握
が
で
き
る
わ
 

 
 

神
は
理
想
を
あ
ら
か
じ
め
理
念
的
に
実
現
し
て
い
る
わ
 げ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
神
の
原
初
的
本
性
（
 
づ
 Ⅰ
 ぃ
日
 
o
q
 
年
正
）
 
コ
が
侍
仁
 

Ⅰ
 
0
0
 

円
ハ
 

り
 0
%
 
）
 



 
 
 
 

咀
 

的
に
感
じ
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
が
、
そ
れ
 ぞ
れ
の
絶
対
性
を
主
張
す
る
諸
個
性
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
 
げ
て
、
そ
れ
ら
諸
個
性
の
到
 

 
  

 

（
 ㏄
）
 

@
 

 
 

達
 点
を
越
え
た
高
次
の
統
一
へ
と
い
た
ら
し
め
る
の
で
 あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
自
然
（
当
然
）
で
あ
る
と
見
え
 

て
い
た
身
分
的
上
下
関
係
が
、
不
当
な
不
平
等
だ
と
 

抱
 
え
 
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
 

は
 
、
平
等
に
つ
い
て
の
理
念
が
具
体
化
す
る
こ
と
と
切
り
 

離
せ
な
い
が
、
一
人
の
人
間
が
自
ら
を
差
別
者
だ
と
 

認
 
隷
 
し
た
と
し
て
も
、
 

そ
 

れ
だ
け
で
そ
の
人
が
差
別
者
で
な
く
な
る
と
か
、
当
人
 

の
と
こ
ろ
で
差
別
を
徹
廃
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
と
 

同
 
様
 
、
平
等
の
理
念
は
こ
 

 
 ヰ

 理
念
と
し
て
（
た
と
え
ば
、
宗
教
的
天
上
的
な
 

他
 

一
で
は
な
い
。
不
平
等
し
か
な
 

 
 界

 
に
お
け
る
）
平
等
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
大
き
な
 

カ
 

い
 
現
実
の
中
で
、
そ
れ
が
不
平
等
と
認
識
さ
れ
る
た
め
 

 
 と

な
る
。
し
か
し
、
歴
史
上
 

に
は
、
現
実
を
超
え
た
 

ト
立
可
能
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
す
べ
て
概
念
 

的
に
把
握
し
、
他
の
現
実
的
契
機
の
世
界
が
、
そ
れ
を
（
 

神
を
通
し
て
）
混
成
的
物
理
 

21) 

プ
ヰ
セ
ス
 

と
 呼
ぶ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
つ
の
現
実
的
実
質
の
生
 成
の
始
ま
り
の
局
面
（
 づ Ⅱ
 ま
銭
せ
 
づ
け
由
お
）
、
 
抱
握
 過
程
 の
 
始
ま
り
に
関
わ
る
こ
 

 
 

と
だ
け
で
あ
る
。
理
念
的
な
実
現
は
、
あ
く
ま
で
理
念
 で
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
実
在
的
な
の
で
は
な
い
。
 



こ
の
こ
と
を
、
 

現
実
的
契
機
は
 

成
し
て
く
る
も
の
 

経
験
を
行
い
、
ま
 

な
実
体
と
し
て
の
 

（
 
，
 ）
 

る
 主
体
で
あ
る
。
 

ジ
ー
と
な
ら
ざ
る
 

て
 、
先
行
の
現
実
 

遠
的
対
象
を
 、
そ
 

（
Ⅱ
概
念
的
把
握
 

こ
 う
 書
い
て
も
 

現
に
終
始
す
る
の
 

を
そ
の
ま
ま
 無
批
 

る
こ
と
な
ど
か
ら
 

間
や
生
物
だ
け
で
 神

を
抱
 
損
 す
る
一
個
の
現
実
的
契
機
の
生
成
過
程
に
 

則
 し
て
、
も
う
一
度
ま
と
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
 

把
握
と
い
う
諸
出
来
事
の
総
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
 

把
握
 な
 行
 う
 以
前
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。
 

抱
握
 と
同
時
 に
生
 

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
、
経
験
す
る
主
体
を
経
験
 

と
い
う
出
来
事
に
先
立
っ
て
ま
ず
前
提
し
て
お
り
、
 

そ
 れ
が
 

た
 経
験
の
結
果
を
 
ぅ
 げ
て
自
己
同
一
を
保
ち
な
が
ら
 

経
 験
 の
あ
と
も
存
続
す
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
 

よ
う
 

主
体
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
 

認
め
な
い
 

-
 

0
 ホ
ワ
イ
ト
ヘ
 
ッ
 ド
の
 現
実
的
契
機
は
、
む
し
ろ
客
体
の
総
体
と
し
て
 

生
 成
す
 

し
た
が
っ
て
、
現
実
的
契
機
の
生
成
の
始
ま
り
の
局
面
 

で
は
、
そ
れ
を
主
体
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
一
種
の
 

ァ
 テ
 ロ
 

を
 得
な
い
。
（
と
も
か
く
、
そ
れ
ら
を
念
頭
に
お
い
た
 

ぅ
え
 で
）
現
実
的
契
機
は
、
生
成
の
始
ま
り
の
局
面
に
 

お
い
 

的
 実
質
に
実
現
さ
れ
て
い
た
永
遠
的
対
象
 

や
、
 神
の
原
 
切
的
本
性
に
基
づ
く
（
神
の
）
概
念
的
 

抱
 握
の
内
に
あ
っ
 
た
、
水
 

れ
ら
 神
 お
よ
び
先
行
の
諸
現
実
的
実
質
を
混
成
的
に
抱
 

握
 （
Ⅱ
物
理
的
把
握
）
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
間
接
的
に
 

把
握
 

）
し
て
、
先
行
の
諸
秩
序
，
諸
目
的
に
順
応
す
る
。
 

 
 

 
 

な
表
 

て
い
 

だ
が
、
た
と
え
ば
、
一
人
の
人
間
が
あ
る
社
会
に
生
ま
れ
 

て
 、
す
で
に
そ
の
 
社
ム
 
本
で
実
現
さ
れ
て
い
た
規
範
と
か
 

価
値
 

類
推
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
を
言
っ
て
 

い
 る
わ
け
で
は
な
い
 

0
 た
だ
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
そ
れ
 

を
人
 

な
く
電
子
・
陽
子
な
ど
の
無
機
物
を
包
ん
で
通
用
す
る
 

体
 糸
 と
し
て
提
出
し
ょ
う
と
苦
心
し
て
表
現
し
て
い
る
の
 

で
あ
 

四 
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ホワイトヘッドの 宇宙論における「 神 」の位置について 

で   巾 ホ 、 る い ど を 鉢 木 待 で 的 た 念 う る 

あ 的 ヴ 。 の の 無 も で 性 つ は 美 神 駒 し こ 。   
間 、 。 ヰ 8 機 面 

ほ で 

@  で、 ョ里 

の 石 持 の 

れ と 

体 法 

の 

肖 然、 るの 」 力す換そ テる のの 
で 転 は ゴ こ 力 ま 
あ 換 " り と テ ま 

る の す l が ゴ 再 
。 力 べ が ほ り 演   

そ テ て 大 と l す   
れ ゴ 、 き ん が る さ の と と 賦 操 ま 先 で・ 

に り ほ く ど ほ 。 れ 大 な な 課 供 り 行 あ 
も l ぼ 働 な と た て 還 る っ し し の の る 
か の 同 く い ん と い 的 神 て た た 局 も   

な 対 は 理 り 諸 面 の と か大 わき出 じ こと とも 橿サ と。 ， @ え ま か 象 、 想 念 理 で と こ 

ら い 来 に 表 い   づ の 場 の 令 想 感 ち ろ 
ず 有 事 な 現 て 君 た 抱 棄 実 す を 取 が が 

、 機 の る で い 石 理 握 体 現 る 現 さ う   
昨 体 臭 。 き な な 無 主 的 を の 実 れ 概 こ 
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目
今
日
を
通
じ
て
同
様
に
「
私
」
と
呼
べ
る
何
も
の
か
が
 あ
る
の
は
、
時
間
を
通
じ
て
直
線
的
に
ほ
 ば
 同
一
の
形
 式
の
実
現
を
再
演
し
て
 

い
 る
複
数
の
現
実
的
契
機
の
一
群
（
社
会
）
が
あ
る
か
ら
 で
あ
る
。
こ
の
時
間
的
な
反
復
が
人
格
的
連
続
性
の
正
 体
で
あ
り
、
ホ
ワ
イ
ト
 

 
 

）
」
と
呼
ん
で
い
る
 0
 容
易
に
気
付
か
れ
る
こ
と
だ
が
、
 持
続
の
長
さ
と
い
う
 

点
 に
関
し
て
は
、
無
機
物
の
人
格
的
社
会
の
方
が
優
れ
 て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
不
生
不
滅
と
い
っ
 た
 （
神
秘
的
な
）
永
遠
 

性
 を
そ
な
え
た
霊
魂
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
 0
 ホ
ワ
イ
 ト
 ヘ
ッ
ド
は
人
格
的
迫
 続
 性
に
対
す
る
平
明
妥
当
な
説
 を
 提
供
し
て
い
る
と
 思
 

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
お
い
て
は
、
人
と
出
 合
っ
て
も
出
会
う
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
石
の
よ
う
な
頑
固
さ
 を
 備
え
て
い
る
こ
と
 よ
 

り
 、
経
験
に
よ
っ
て
特
に
 、
 神
の
揚
棄
的
本
性
と
の
 出
会
い
に
よ
っ
て
以
前
に
は
実
現
さ
れ
て
い
な
か
 っ
た
 理
想
の
実
現
に
向
 

ぅ
 よ
う
な
冒
険
的
情
熱
の
方
が
意
義
を
持
つ
。
揚
棄
的
 本
 桂
 と
し
て
の
神
は
、
超
越
的
主
体
の
神
で
は
な
く
客
体
 に
 身
を
沈
め
た
説
得
的
 

存
在
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
 人
 び
と
の
出
会
 い
の
中
に
、
社
会
的
実
践
の
中
に
 、
 古
い
イ
メ
ー
ジ
の
神
 と
は
全
然
別
の
姿
で
現
 

わ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
 

た
と
え
ば
、
こ
こ
に
、
静
寂
な
悟
り
の
境
地
を
捨
て
て
 衆
 生
 済
度
に
娑
婆
世
界
へ
還
帰
し
て
く
る
大
乗
仏
教
の
菩
 薩
の
 イ
メ
ー
ジ
を
 見
 

出
す
こ
と
は
正
し
い
理
解
だ
と
思
わ
れ
る
。
（
も
ち
 ろ
 ん
ホ
 ヴ
 イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
 わ
 げ
で
は
な
い
が
そ
 う
 

読
み
と
る
べ
 き
だ
 ）
さ
ら
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
運
 動
 

そ
れ
は
旧
来
の
「
宗
教
」
を
否
定
し
て
い
る
か
も
 し
れ
な
い
が
の
 中
 

で
、
回
心
体
験
と
も
言
い
う
る
転
換
の
 ヵ
 テ
ゴ
リ
ー
を
 表
 わ
し
て
い
る
人
び
と
に
、
こ
の
「
神
の
揚
棄
的
本
性
」
 を
読
み
と
る
べ
ぎ
で
あ
 

る
 。
 

こ
う
し
て
、
世
界
の
諸
現
実
的
契
機
は
、
先
行
の
諸
契
機
 に
 実
現
さ
れ
て
い
た
諸
永
遠
的
対
象
を
み
ず
か
ら
の
 直
 接
 的
過
去
と
し
て
 受
 

げ
つ
ぎ
 、
そ
れ
に
順
応
し
、
そ
れ
を
再
演
す
る
だ
け
で
な
 く
 、
み
ず
か
ら
の
主
体
性
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
統
一
す
 る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
新
 

し
い
（
高
次
の
）
統
一
を
増
し
加
え
て
満
足
し
て
後
行
の
 契
機
の
デ
ー
タ
と
な
っ
て
滅
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
、
（
 

0
4
 

ぴ
 も
ち
ろ
ん
、
先
述
 し
 

(3% 64 



ホワイトヘ ッ ドの 宇宙論における 
「 神 」 0 位置について 

最
後
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
、
「
 神
 」
と
い
う
さ
ま
 ざ
ま
な
宗
教
的
伝
統
を
無
視
し
て
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
 な
 い
 概
念
を
 、
 敢
え
 

て
 自
ら
の
体
系
に
導
入
し
た
意
義
に
つ
い
て
、
一
言
口
述
べ
 

て
 お
ぎ
た
い
。
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
体
系
の
中
で
、
「
 神
 」
と
い
う
 概
念
が
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
自
過
程
と
実
在
口
 だ
け
で
あ
る
 0
 し
か
 

し
 、
そ
れ
は
以
上
の
考
察
の
ご
と
く
伝
統
的
な
神
概
念
 
（
た
と
え
ば
、
「
絶
対
者
」
「
全
能
」
「
 父
 な
る
 神
 」
「
 王
 0
 玉
」
な
ど
）
と
は
 著
 

し
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

ホ
ワ
 イ
 ト
 ヘ
ッ
ド
が
 、
 彼
の
舌
口
 
ぅ
 宇
宙
の
内
に
あ
る
「
安
定
し
 た
 現
実
態
」
や
理
念
の
 

ア
イ
 
@
 
ア
ア
 

提
供
者
に
し
て
体
験
の
貯
蔵
前
た
る
も
の
を
、
敢
え
て
 「
 神
 」
と
呼
ん
だ
の
は
、
宗
教
が
（
ま
た
は
「
 神
 」
の
 観
 念
が
 ）
歴
史
の
申
で
 担
 

っ
て
ぎ
た
 働
 ぎ
に
対
し
て
の
、
彼
自
身
の
正
当
な
評
価
を
 込
め
て
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

宗
教
は
現
実
に
対
し
て
理
想
を
提
供
し
て
ぎ
た
 0
 こ
 う
 し
た
理
想
に
過
度
の
現
実
性
が
付
与
さ
れ
、
か
え
っ
て
 現
 実
の
不
幸
・
悲
惨
が
 
65  (325) 

お
わ
り
に
 

た
よ
ら
に
、
こ
の
満
足
は
静
止
的
な
完
成
で
は
な
い
。
 な
 お
、
 積
み
残
さ
れ
て
実
現
で
き
な
い
と
な
し
い
理
想
が
 あ
る
だ
ろ
う
 0
 ま
た
、
 

転
換
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
強
さ
の
た
め
、
か
え
っ
て
統
一
を
 

 
 

 
 

こ
の
世
界
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
一
個
の
現
実
的
実
質
 で
あ
る
神
は
、
こ
の
 ょ
 う
な
さ
ま
ざ
ま
な
諸
契
機
を
（
 物
理
的
に
）
把
握
 す
 

る
 。
つ
ま
り
、
「
世
界
」
の
一
切
を
見
そ
な
わ
す
。
そ
れ
 に
よ
っ
て
 、
 神
は
世
界
の
諸
契
機
と
満
足
を
分
か
ち
 合
 ぅ
 だ
け
で
な
く
、
世
界
 

と
と
も
に
悩
む
。
こ
れ
が
、
神
の
結
果
的
本
性
（
 n
o
 
コ
 の
の
 
q
u
 
の
 コ
仔
 定
圧
 お
 ）
で
あ
る
。
原
初
的
本
性
が
神
の
概
念
 的
 把
握
で
あ
る
の
に
 対
 

し
て
、
結
果
的
本
性
は
物
理
的
把
握
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 他
の
契
機
の
抱
握
の
対
象
と
し
て
身
を
投
げ
出
す
の
が
 揚
棄
的
本
性
で
あ
る
か
 

ら
 、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
神
は
 、
 三
つ
の
相
に
よ
っ
て
 成
 立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
 0
 



注
 

（
Ⅰ
）
㌧
Ⅰ
 
っ
 
も
 
も
匂
匂
 

も
さ
も
わ
も
 

さ
 
～
 
@
 
ミ
 -
 Ⅰ
㎏
い
り
 

-
 ぃ
 
0
 Ⅰ
Ⅰ
 
も
り
 
㌔
 
馬
 
Ⅰ
 雨
隠
 
@
 
～
 
@
 
っ
 
ぉ
 P
g
 

～
の
（
以
下
 

P
R
 

と
略
記
）
 

や
 ぎ
な
ど
。
引
用
ぺ
ー
ジ
数
は
 
い
 
0
 Ⅰ
Ⅱ
 

0
0
 
拝
 
0
 色
ひ
Ⅰ
戸
叶
 

-
o
 
コ
一
 

円
ぎ
甲
お
巾
 Ⅰ
の
の
の
 

づ
曲
憶
 
「
 
ヴ
が
 
注
お
 べ
 
の
に
よ
る
。
 

（
 
2
 ）
 卜
 さ
 襄
ミ
ニ
 め
母
～
も
め
 
れ
の
 
～
 ト
 
の
の
の
・
山
本
試
作
・
菱
木
 

共
訳
 
ョ
 
観
念
の
冒
険
 ヒ
松
籍
社
 。
一
九
八
二
年
。
第
八
章
第
二
 
三
節
。
六
節
。
第
十
 

章
 第
四
節
な
ど
。
（
以
下
引
用
は
こ
の
訳
書
に
よ
る
）
 

（
 
3
 ）
 
円
 
観
念
の
冒
険
仁
一
五
 0
 。
 
へ
｜
ジ
 。
 

（
 
4
 ）
神
の
慈
悲
に
な
ぞ
ら
え
た
領
主
の
慈
悲
と
キ
リ
ス
卜
者
 の
 奉
仕
な
ぞ
ら
え
た
臣
民
の
忠
義
と
い
っ
た
議
論
が
、
よ
っ
て
 立
っ
身
分
秩
序
が
自
然
 

な
 秩
序
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
 論
的
 根
拠
を
失
 う
 と
い
う
状
況
の
中
で
、
た
と
え
ば
ト
マ
ス
が
 導
入
し
た
 ア
リ
 

ス
ト
テ
レ
ス
の
形
相
・
質
料
論
も
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
の
な
か
 で
 自
然
観
の
基
礎
と
し
て
の
信
頼
を
失
 う
 。
 

糊
塗
さ
れ
、
現
実
の
現
実
的
改
良
が
阻
害
さ
れ
る
と
 ぃ
 ぅ
 こ
と
は
、
歴
史
上
、
た
し
か
に
度
々
起
き
て
き
た
こ
と
 
  

 
 
 
 

実
を
改
め
る
方
向
に
、
す
な
 ね
 ち
、
現
実
を
批
判
す
る
 方
 内
 に
歩
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
想
が
働
い
て
い
る
こ
 と
に
他
な
ら
な
い
。
 し
 

 
 

た
が
っ
て
、
理
想
的
な
る
も
の
の
現
わ
れ
に
対
す
る
評
価
 及
び
批
判
を
含
ま
な
い
現
実
に
対
す
る
評
価
及
び
批
判
 は
あ
り
え
な
い
。
宗
教
㏄
 

は
そ
う
し
た
理
想
的
な
る
も
の
の
現
わ
れ
と
し
て
、
人
び
 と
に
さ
ま
ざ
ま
な
功
罪
を
も
た
ら
し
て
き
た
。
 ホ
ワ
 イ
 ト
 ヘ
ッ
ド
の
体
系
に
 

「
 神
 」
と
い
う
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
 た
 功
罪
の
評
価
と
批
判
の
伝
統
に
連
な
り
、
そ
れ
を
 再
 構
成
し
て
い
く
営
み
に
 

と
っ
て
、
や
は
り
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
 思
 わ
れ
る
。
 

わ
れ
わ
れ
が
現
実
を
批
判
的
に
担
 う
 こ
と
が
で
き
る
の
は
 、
理
想
を
批
判
の
根
拠
地
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
 現
 実
に
あ
り
な
が
ら
 理
 

想
 に
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
現
実
に
 則
し
て
い
く
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
と
ア
メ
リ
カ
・
フ
ラ
グ
 マ
 テ
ィ
ズ
 ム
 を
継
承
し
つ
 

つ
 、
し
か
も
、
現
実
を
未
来
し
向
か
っ
て
超
越
す
る
理
想
 を
 説
き
明
か
そ
う
と
す
る
観
念
の
冒
険
こ
そ
、
 ホ
ワ
イ
 ト
 ヘ
ッ
ド
か
ら
わ
れ
わ
 

れ
が
 ぅ
げ
 っ
ぐ
べ
き
最
良
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 



ホワイトヘッドの 宇宙論における「 神 」の位置について 
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つ
い
て
の
批
判
は
、
こ
の
 他
刊
 科
学
と
近
代
世
界
 ロ
 の
い
た
る
 と
こ
ろ
に
見
出
さ
る
。
ま
た
、
こ
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
指
摘
 を
 検
討
し
た
も
 

 
 

 
 

の
と
し
て
、
藤
沢
 令
夫
向
 ギ
リ
ジ
ア
哲
学
と
現
代
目
（
岩
波
新
 書
 ）
が
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

（
㎎
）
同
訳
書
、
一
七
 0
 ぺ
ー
ジ
。
 

 
 
 
 

（
㎎
）
同
訳
書
、
三
四
ぺ
ー
ジ
、
一
山
八
四
 

｜
一
 Ⅰ
八
五
ぺ
 
ー
 ジ
な
 ど
 参
照
。
 

（
 初
 ）
同
訳
書
、
一
山
八
五
へ
一
 
ジ
 。
 

（
 ね
 ）
同
訳
書
、
一
八
四
ぺ
ー
ジ
。
 

（
 銘
 ）
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
及
び
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
 
て
は
、
前
掲
拙
論
（
 五
 0
1
 五
二
ぺ
 ー
 ジ
）
及
び
、
拙
論
 司
ダ
 ｜
 ウ
ィ
ン
 型
 進
化
論
と
 

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
 レ
 
（
「
西
山
学
報
」
 第
 ㌍
 号
 所
収
）
を
参
照
 さ
れ
た
い
。
後
者
で
は
目
的
論
の
排
除
と
い
う
近
代
科
学
の
間
 題
を
 ダ
ー
ウ
ィ
 

ソ
型
 進
化
論
に
そ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
一
つ
の
目
的
 

、
、
、
、
、
 

論
 で
あ
る
封
建
道
徳
の
排
除
と
す
べ
て
の
目
的
論
の
排
除
が
 混
 回
 
さ
れ
た
 結
 

果
 、
専
制
君
主
と
奴
隷
の
イ
メ
ー
ジ
を
備
え
た
、
ま
た
別
の
あ
 る
 
一
つ
の
目
的
論
が
無
意
識
の
う
ち
 肛
 容
認
さ
れ
た
の
が
社
会
 ダ
ー
ウ
ィ
ニ
 
ズ
 

ム
 だ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

（
 然
 ）
こ
れ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
創
造
性
」
の
カ
テ
ゴ
 
リ
ー
を
想
起
さ
れ
た
い
。
最
近
は
、
熱
力
学
に
お
け
る
 ェ
ン
ト
 ロ
ピ
ー
の
法
則
の
拡
張
 

に
よ
り
、
宇
宙
は
全
体
と
し
て
無
秩
序
、
 

ヵ
 オ
ス
の
方
向
に
向
 ぅ
 の
だ
と
い
う
結
論
を
導
 き
 出
そ
う
と
す
る
人
び
と
が
あ
る
。
 

，
 
」
れ
は
、
 ホ
ヮ
 

イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
「
創
造
性
」
と
い
う
、
「
究
極
的
な
も
の
の
力
 -
 
ァ
 。
コ
リ
ー
」
に
対
す
る
重
大
な
挑
戦
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
 

し
れ
な
い
が
、
 

そ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
。
詳
述
は
別
稿
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
 が
 、
「
生
命
」
存
在
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
 よ
う
 に
、
宇
宙
は
 
ェ
 ン
ト
ロ
ピ
ー
 
増
 

大
の
方
向
に
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
に
そ
れ
を
上
回
る
 不
ゲ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
も
あ
る
の
で
あ
る
。
 

（
 射
 ）
 

日
 観
念
の
冒
険
に
一
五
六
。
 
へ
一
ジ
 。
 

（
 お
 ）
 
づ
オ
 @
 づ
 ・
 卜
申
 

（
 お
 ）
㌧
 オ
 @
 づ
 ・
 ト
 0
.
 

「
こ
の
二
組
の
事
物
は
、
時
間
的
な
も
の
 

の
 現
実
態
と
、
可
能
的
で
あ
る
も
の
の
短
時
間
性
を
結
び
つ
け
 る
 一
つ
の
事
物
に
よ
っ
 

て
 媒
介
さ
れ
て
い
る
 ピ
 

（
 打
 ）
た
と
え
ば
、
 
日
 観
念
の
冒
険
 ヒ
 第
九
章
・
第
七
節
で
は
 、
現
代
物
理
学
・
量
子
力
学
の
方
向
か
ら
の
説
明
が
な
さ
れ
て
 い
る
。
こ
の
新
し
い
 
存
 

在
 論
は
現
代
の
哲
学
の
一
般
的
傾
向
で
あ
る
「
実
体
概
念
か
ら
 関
数
（
機
能
）
概
念
へ
」
と
い
う
方
向
と
も
ム
ロ
致
し
て
い
る
。
 

拙
 訳
の
訳
注
 

（
第
九
章
㎝
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 0
0
 
）
㌧
 勾
 一
つ
・
㏄
 
8
 



ホ 、 ワイトヘ ，ド 0 字宙論における 
「 神 」 0 位置につ し 、 て 

（
 
杓
 
）
 
づ
勾
 

@
 
で
 
・
 
ぃ
丹
 

「
説
明
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
の
第
十
八
。
 

（
㏄
）
 

弓
勾
 

一
口
・
 

り
丹
卜
 

（
 
臣
 
）
「
過
程
と
実
在
」
で
述
べ
ら
れ
、
「
観
念
の
冒
険
」
で
 

再
説
さ
れ
た
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
自
身
に
よ
る
「
社
会
」
の
 

定
 
義
 
を
あ
げ
て
お
く
。
 

「
結
合
体
が
「
社
会
的
秩
序
」
を
享
受
す
る
の
は
Ⅲ
結
合
体
に
含
 

ま
れ
た
現
実
的
諸
実
質
の
そ
れ
ぞ
れ
の
限
定
性
に
例
示
さ
れ
た
 

形
式
の
共
 

通
 
要
素
が
あ
り
、
Ⅲ
 

結
 
ム
ロ
体
の
各
メ
ン
バ
ー
が
結
合
体
の
他
の
 

諸
メ
ン
バ
ー
を
 

抱
損
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
結
合
体
に
課
せ
 

ら
れ
た
条
件
の
 

た
め
に
、
こ
の
形
式
の
共
通
要
素
が
結
合
体
の
各
メ
ン
バ
ー
に
 

生
じ
、
そ
し
て
、
㈲
こ
れ
ら
の
把
握
 

が
 
、
そ
れ
ら
が
そ
の
共
通
 

の
形
式
を
含
む
 

 
 

 
 

 
 

（
㍗
）
こ
の
よ
う
な
ホ
 

ブ
 
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
独
特
の
認
識
論
 

と
存
 

在
 
論
の
総
合
は
、
現
代
物
理
学
の
成
果
と
大
き
く
関
係
し
て
お
 

り
 
、
「
観
念
の
冒
険
 

ヒ
  
 

第
 
Ⅱ
部
で
は
（
特
に
第
九
章
及
び
第
八
章
で
）
そ
の
こ
と
が
 

示
 
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
主
体
・
客
体
論
そ
の
も
の
は
 

第
 
Ⅲ
部
の
主
 

 
 

め
 
、
そ
の
こ
と
を
含
め
て
詳
細
は
第
 

m
 
部
解
釈
に
委
ね
た
い
。
 

 
 

（
 
麓
 
）
把
握
に
は
、
積
極
的
 

把
 
握
 
と
 
消
極
的
把
握
の
二
種
類
が
 

あ
り
、
前
者
は
そ
の
把
握
主
体
の
現
実
的
構
成
要
素
と
な
る
 

抱
 
握
 
、
後
者
は
抱
 

握
 
主
体
 
6
 



か
ら
現
実
態
の
上
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
要
素
で
あ
る
。
前
者
は
 「
感
じ
・
感
取
」
（
牙
山
 
ぎ
 ㎎
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
後
者
も
含
め
 れ
ば
、
お
 ょ
そ
 

7
0
 

す
べ
て
の
現
実
的
実
質
は
他
の
す
べ
て
の
現
実
的
実
質
を
抱
 握
 す
る
。
 

（
㏄
）
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
み
ず
か
ら
の
哲
学
体
系
を
「
有
機
 体
の
哲
学
」
と
称
し
て
い
る
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
界
 の
 一
切
の
も
の
が
有
機
③
 

体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
に
無
機
物
と
考
え
ら
れ
て
い
 る
も
の
が
「
 低
 次
の
有
機
体
」
で
あ
り
、
「
高
次
の
有
機
体
」
 ほ
 一
般
的
に
 @
 

え
ば
単
な
る
有
機
物
ぐ
ら
い
の
意
味
に
な
る
。
 

（
 即
 ）
こ
の
よ
う
に
自
ら
死
し
て
他
の
後
続
す
る
主
体
の
 
デ
｜
 タ
 と
な
る
こ
と
を
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
 は
 「
客
体
化
（
 
0
 瓦
の
の
（
～
 

力
 n
p
 
ゑ
 o
 コ
 ）
」
と
呼
び
、
 

こ
れ
ら
の
現
実
的
実
質
は
、
「
客
体
的
に
不
死
（
 
0
 文
の
り
（
 

@
 
せ
 
0
@
 ヨ
 ョ
 0
 ぺ
 
（
 
麓
 （
 
岸
ぜ
 
）
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
（
 
円
 
観
念
の
冒
険
し
一
二
 ハ
ム
 
ハ
 。
 
へ
｜
ジ
、
 

三
 二
七
ぺ
 ー
 ジ
な
ど
参
照
）
。
 

（
 姐
 ）
 
日
 
観
念
の
冒
険
し
三
九
五
１
回
 0
 九
ぺ
ー
ジ
参
照
。
「
 高
度
な
意
識
が
達
成
さ
れ
る
や
 い
 な
や
、
現
存
在
の
享
受
は
 、
 苦
痛
、
挫
折
、
喪
失
、
 

悲
劇
と
絡
み
ム
ロ
 
ぅ
 。
」
 



寛
和
元
年
（
九
八
五
）
四
月
、
源
信
は
横
川
の
首
 拐
嚴
 院
 に
お
い
て
「
往
生
要
集
 
（
 
I
 ヒ
 
）
 を
 完
成
し
た
。
彼
は
同
往
生
 要
集
 し
の
序
文
に
書
 

き
 つ
げ
て
い
る
 よ
う
 に
濁
世
末
代
の
道
俗
 貴
賎
に
 念
仏
 往
 生
 を
説
 き
、
 彼
の
「
念
仏
」
の
普
及
を
願
っ
た
。
 し
 か
し
、
彼
の
「
念
仏
」
 

は
 、
ご
く
限
ら
れ
た
念
仏
者
の
中
で
実
践
せ
ら
れ
た
の
み
 で
、
源
信
自
身
も
比
叡
山
の
横
川
に
ひ
き
こ
も
り
、
 山
 の
 念
仏
者
と
し
て
そ
の
 

生
涯
を
お
く
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
「
念
仏
」
の
布
教
の
場
 を
 世
俗
社
会
に
求
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
 

従
来
彼
の
「
念
仏
」
が
普
及
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
 は
、
 彼
が
山
を
お
り
て
念
仏
の
指
導
を
し
な
か
っ
た
こ
と
 、
 或
い
は
法
然
や
親
 

驚
 の
よ
う
に
念
仏
を
専
修
と
す
る
一
宗
一
派
を
形
成
し
 な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
 0
 し
か
し
な
 が
ら
、
何
故
、
彼
が
山
 

な
 お
り
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
問
題
と
さ
 れ
て
い
な
か
っ
た
よ
 う
 に
思
 う
 。
 又
 、
た
と
え
小
数
で
 あ
っ
た
に
せ
よ
、
彼
の
 

「
念
仏
」
を
 
受
 げ
つ
い
だ
も
の
が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
 ら
ず
、
彼
ら
に
よ
っ
て
も
源
信
の
「
念
仏
」
は
山
の
外
 へ
と
 ひ
ろ
さ
っ
て
い
く
 

こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
も
従
来
あ
ま
り
問
題
と
は
 さ
れ
て
い
な
い
。
 

71 (311) 

問
題
提
起
 

二
つ
の
二
十
五
一
二
球
ム
 
ム
 

１
１
「
 結
衆
 」
と
「
 我
寅
 」
 1
1
 

宮
 

敏
子
 



確
か
に
、
「
往
生
要
集
目
に
説
か
れ
る
「
念
仏
」
は
 易
 行
 で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
田
夫
野
人
を
そ
の
実
践
者
の
集
 回
 に
含
み
入
れ
る
も
 

の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
源
信
の
「
 念
 仏
 」
自
体
の
中
に
僧
俗
の
交
わ
り
を
敬
遠
す
る
傾
向
が
 あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
 ょ
 

う
 に
恩
 ぅ
 。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
以
上
に
 、
 彼
の
「
 念
 仏
 」
を
里
の
中
に
普
及
さ
せ
な
か
っ
た
第
二
の
理
由
を
あ
 げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

そ
れ
は
、
彼
を
と
り
ま
く
社
会
的
要
因
で
あ
る
。
本
論
 に
お
い
て
は
、
こ
の
第
二
の
理
由
を
中
心
と
し
て
、
源
信
 の
 「
念
仏
」
の
背
景
を
 

辿
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
源
信
の
如
き
山
の
中
 の
 求
道
者
が
も
っ
て
い
る
世
俗
へ
の
拒
否
性
を
問
題
と
 す
る
こ
と
に
な
る
。
 そ
 

し
て
こ
れ
は
、
源
信
の
「
念
仏
」
が
何
故
に
 里
 へ
と
ひ
ろ
 ま
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
社
会
的
な
 理
由
を
明
確
に
す
る
こ
 

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
 、
 特
に
首
 拐
厳
院
 二
十
 て
止
 
三
味
ム
 
ホ
 
%
 
2
 ）
（
以
下
二
十
五
三
昧
 
会
 と
略
す
。
）
と
、
 慶
 滋

保
 胤
の
関
係
に
注
 

目
し
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
二
十
五
三
昧
会
は
、
直
接
 源
 信
 に
よ
っ
て
彼
の
「
念
仏
」
を
指
導
さ
れ
た
集
団
で
あ
 り
 、
こ
の
二
十
五
三
昧
 

会
 と
保
 胤
 と
は
微
妙
な
関
係
を
展
開
し
て
い
る
。
即
ち
 、
 慶
滋
保
胤
は
、
著
名
な
世
俗
的
念
仏
者
で
あ
り
、
い
わ
 ば
 里
の
念
仏
者
の
代
表
 

酌
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
初
め
彼
は
源
信
を
慕
い
、
 や
 が
て
は
叡
山
の
源
信
の
も
と
で
出
家
し
た
。
そ
し
て
、
 こ
の
年
に
結
成
さ
れ
た
 

二
十
五
三
昧
合
の
最
初
の
起
請
で
あ
る
「
起
請
人
箇
条
」
 （
以
下
「
 
八
ケ
条
ヒ
 と
略
す
。
）
を
寛
和
二
年
（
九
八
六
 ）
九
月
に
制
定
し
た
。
 

し
か
し
、
結
局
彼
は
、
二
十
五
三
昧
 会
 に
結
縁
す
る
こ
と
 な
く
、
比
叡
山
を
離
れ
、
里
の
念
仏
者
と
し
て
諸
国
を
 行
脚
し
て
い
く
こ
と
に
 

な
る
。
そ
し
て
 保
胤
の
 
「
 八
ケ
条
 し
の
制
定
の
二
年
後
、
 永
延
二
年
（
九
八
八
）
六
月
に
は
、
新
た
に
源
信
に
 ょ
 っ
て
十
二
 ケ
 条
に
わ
た
 

6
 
コ
 
定
 起
請
ロ
 が
 定
め
ら
れ
て
い
る
 0
 何
故
に
こ
の
よ
 う
 な
こ
と
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
に
注
目
 す
べ
き
二
つ
の
念
仏
の
 

相
違
が
あ
る
と
思
 う
 。
即
ち
そ
れ
は
、
源
信
 と
保
胤
 の
 念
 私
論
の
相
違
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
比
叡
山
の
外
か
ら
 
「
念
仏
」
を
求
め
て
 
山
 

内
に
入
っ
て
い
こ
う
と
し
た
里
の
念
仏
者
の
抱
い
た
 理
 金
的
二
十
五
二
一
味
 
会
と
 、
比
叡
山
の
内
か
ら
求
め
ら
れ
た
 源
信
の
二
十
五
三
昧
 会
 

と
の
間
に
生
じ
た
相
違
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
 相
 違
の
原
因
を
私
は
、
世
俗
に
生
き
て
き
た
者
と
、
比
叡
山
 の
中
に
の
み
 生
 甲
斐
を
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ゴ
恕
 し
、
百
八
 通
 念
仏
を
行
な
 う
 と
い
う
作
法
の
概
 略
が
 示
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 

 
 

後
 聞
 も
な
く
結
成
さ
れ
、
源
信
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
 い
 

 
 

 
 

一
 
"
 一
 

の
 実
践
の
為
に
結
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
 ，
 
」
こ
で
は
ま
ず
 
ヨ
 一
十
五
三
昧
 
式
 L
 
の
内
容
か
ら
、
「
 往
 生
栗
 集
 L
 的
な
要
素
を
 

婬
 
往
生
せ
ん
こ
と
を
祈
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
 

は
、
 病
を
得
た
結
 
衆
 の
も
と
に
赴
 
き
、
 励
ま
し
て
臨
終
の
 

十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
で
 

正
 
あ
っ
た
。
三
十
五
三
昧
 
廿
 
ど
に
は
、
こ
の
よ
 
5
 な
 二
十
五
三
昧
会
の
結
成
理
由
と
活
動
が
述
べ
ら
れ
た
 

後
 に
、
 経
を
諦
 し
 、
六
道
を
観
 

求
め
た
人
間
と
の
世
俗
観
、
人
間
観
の
違
い
で
あ
る
と
 

考
え
た
 0
 そ
し
て
こ
こ
で
は
、
こ
の
相
違
を
、
同
八
 

ケ
条
 」
に
あ
ら
わ
れ
る
二
十
 

五
三
昧
 会
と
 、
「
 定
 起
請
口
に
あ
ら
わ
れ
る
二
十
五
三
昧
 

会
か
ら
尋
ね
て
い
こ
 
う
と
 思
 う
 。
 

こ
の
問
題
を
克
明
に
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 山
の
念
仏
者
 
と
 里
の
念
仏
者
、
更
に
は
、
源
信
の
比
叡
山
内
的
念
仏
 

と
保
 胤
の
世
俗
的
 
念
 

仏
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
更
に
は
日
本
浄
土
教
思
想
 

に
お
け
る
源
信
の
念
仏
論
の
探
究
の
一
助
と
し
た
い
。
 

二
 

二
十
五
三
昧
 会
 に
お
け
る
「
往
生
要
集
 ヒ
的
 要
素
 

寛
和
二
年
五
月
二
三
日
に
横
川
の
首
 

拐
厳
 院
の
二
十
五
 
名
 の
 僧
達
 が
連
署
し
て
、
二
十
五
三
昧
 
会
 が
発
足
し
た
。
 
そ
し
て
、
こ
の
発
願
 

立
 で
あ
る
 ヨ
 一
十
五
三
昧
式
ヒ
 
は
 、
源
信
に
よ
っ
て
 
書
 か
れ
て
い
る
が
、
源
信
自
身
は
、
こ
の
二
十
五
名
の
中
に
 

含
ま
れ
て
い
な
い
 
0
 こ
 

れ
に
よ
 る
と
、
二
十
五
二
一
味
会
は
、
「
観
無
量
寿
経
」
（
 

以
 下
 「
観
経
 
ヒ
と
 略
す
。
）
の
下
品
下
生
の
往
生
を
来
世
の
 

託
 と
し
て
、
往
生
極
楽
 

を
 目
ざ
す
者
達
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
講
会
で
あ
る
こ
と
 

が
わ
か
る
。
彼
ら
は
互
い
を
「
 

結
衆
 」
、
或
い
は
、
「
 

結
 縁
 立
人
」
と
呼
び
、
 
結
 

縁
の
具
体
的
な
目
的
は
、
最
後
の
臨
終
の
時
ま
で
互
い
に
 

坊
げ
あ
っ
て
念
仏
を
修
し
、
共
に
往
生
を
成
就
し
ょ
う
 

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
講
会
の
主
な
活
動
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
毎
月
一
五
 

日
の
タ
 に
集
ま
っ
て
念
仏
三
昧
を
修
し
、
臨
終
の
十
念
 

を
 成
就
し
て
極
楽
に
 



簡
単
に
あ
と
 づ
 げ
て
み
た
い
。
 

「
往
生
要
集
 
ヒ
に
 於
て
「
念
仏
」
の
修
し
方
が
述
べ
ら
れ
 

る
の
ほ
 、
「
大
門
第
四
・
正
修
 
念
佛
 」
以
降
で
あ
る
。
 
，
 
」
の
「
正
修
 
念
佛
 」
 

で
は
、
世
親
の
日
往
生
論
ヒ
に
従
っ
て
、
「
念
仏
」
の
 

修
 し
 方
が
、
 祀
拝
 、
讃
嘆
、
作
 
願
 、
観
察
、
廻
向
の
五
門
 
に
 分
け
て
説
か
れ
て
 
ぃ
 

る
 0
 こ
こ
に
於
て
 
、
 彼
の
「
念
仏
」
の
体
系
が
初
め
て
 
一
 
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
以
後
、
様
々
な
場
合
に
応
 

じ
た
念
仏
、
念
仏
の
助
 

げ
と
な
る
物
や
方
法
、
念
仏
の
証
拠
や
利
益
等
具
体
的
、
 

実
践
的
に
「
念
仏
」
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
特
徴
の
 

一
 つ
 と
し
て
、
こ
れ
ら
の
 

「
念
仏
」
は
 
、
 主
と
し
て
個
人
的
な
念
仏
で
あ
る
と
い
う
 

こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
、
念
仏
者
は
、
個
人
的
に
 

、
 直
接
に
弥
陀
に
 
対
時
 

し
 、
そ
れ
に
全
身
全
霊
を
傾
 
め
 げ
て
関
わ
っ
て
い
く
と
い
 
ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
唯
一
つ
、
臨
終
に
 

関
 わ
る
念
仏
の
み
が
、
 

複
数
の
者
で
行
な
わ
れ
る
念
仏
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
 

即
 ち
 、
 道
縛
め
 「
安
楽
集
口
を
引
用
し
て
、
 

も
し
、
刀
風
、
一
た
び
至
ら
ば
、
念
ぜ
ん
と
 

懐
 ふ
こ
と
、
 な
ん
ぞ
 弁
 ず
べ
 け
 ん
。
お
の
お
の
宜
し
く
同
志
 
三
 、
五
 と
、
預
め
 言
要
を
結
 

び
 、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
送
に
開
き
 

暁
 し
て
、
為
に
 
禰
陀
 の
 名
 號
を
唱
へ
、
極
楽
に
生
れ
ん
と
 
願
ひ
、
聲
 々
 相
 次
い
で
、
十
念
を
成
 

（
 
3
 ）
 

せ
 し
む
べ
し
。
 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
臨
終
の
時
の
十
念
成
就
 

の
 備
え
と
し
て
、
念
仏
者
は
生
前
仲
間
と
結
縁
し
て
、
 

臨
 終
の
時
に
は
、
互
い
に
 

励
ま
し
あ
っ
て
念
仏
を
修
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

更
 に
 、
こ
の
舌
ロ
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
大
門
第
六
 

・
別
時
合
併
」
の
「
 
臨
 

終
の
行
儀
」
で
あ
る
が
、
こ
の
後
半
の
「
臨
終
の
勧
 

念
 」
 は
 、
「
往
生
要
集
ヒ
 
に
 於
て
は
、
特
異
な
部
分
で
あ
る
 
。
即
ち
、
第
一
の
特
徴
 

憶
 
「
往
生
要
集
目
は
極
め
て
引
用
文
の
多
い
著
作
で
あ
 

る
が
、
こ
の
部
分
に
は
引
用
文
が
少
な
く
、
源
信
自
身
 

の
 言
葉
が
直
接
に
あ
ら
 

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
特
徴
は
 

、
 自
ら
が
 極
 楽
 往
生
を
願
い
、
弥
陀
 
と
 関
わ
る
者
が
主
体
と
し
て
 
述
 べ
ら
れ
て
い
た
の
に
 
対
 

し
 、
こ
こ
で
は
、
他
人
の
極
楽
往
生
を
助
け
る
者
が
主
体
 

と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 

こ
 の
 第
二
の
特
徴
は
 、
 

ヨ
 一
十
五
二
束
式
ヒ
 
の
 内
容
と
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
 
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
十
五
三
昧
会
の
結
成
の
目
 

的
を
述
べ
る
部
分
を
見
 (334)  74 



と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
 

（
Ⅰ
 

り
 
）
 

毎
月
十
五
日
の
 タ
 、
 念
佛
 三
昧
を
修
し
、
臨
終
の
十
念
 を
 祈
ら
ん
。
 

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
十
五
三
味
 会
が
 、
臨
終
の
備
え
と
し
て
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
 と
を
示
し
、
 又
 

（
 
く
 
u
 
）
 

此
の
申
に
一
の
病
者
有
ら
ば
、
結
縁
の
願
力
に
依
り
て
、
 日
の
吉
凶
を
撰
ば
ず
、
其
所
に
柱
割
し
て
問
訊
 し
、
勧
 誘
 せ
ん
。
 

と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
十
五
三
昧
 会
 の
 結
衆
 達
は
 、
 仲
間
の
臨
終
を
助
け
、
こ
れ
を
弥
陀
の
浄
土
 仁
 往
生
さ
 

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
 

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
 一
 一
十
五
三
昧
会
は
「
往
生
要
集
目
に
あ
ら
わ
れ
る
「
大
門
 
第
六
，
別
時
余
 佛
 」
 の
 

「
臨
終
の
行
儀
」
に
基
づ
い
て
結
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
 か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
 、
ヨ
 一
十
五
三
昧
式
ヒ
 
、
 「
 八
ケ
 桑
山
に
見
ら
れ
る
 

臨
終
の
場
面
は
、
「
往
生
要
集
 ヒ
に
 表
わ
れ
る
「
観
経
」
 の
 下
品
下
生
の
往
生
の
解
釈
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
 、
こ
こ
に
は
経
典
的
・
 

（
 
7
 ）
 

経
験
的
な
日
本
の
念
仏
 結
 衆
の
特
徴
が
指
摘
出
来
る
。
 ，
 
」
れ
に
関
し
て
は
、
既
に
別
 
稿
で
 論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
 詳
論
を
さ
げ
る
。
し
か
 

し
 、
自
走
起
請
口
で
は
、
こ
の
臨
終
の
場
面
に
若
干
の
変
 化
が
見
ら
れ
、
こ
の
部
分
は
、
二
十
五
三
昧
合
の
活
動
 を
 通
し
て
の
源
信
自
身
 

の
 思
索
の
深
ま
り
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
 別
稿
で
 論
じ
た
い
。
 

ほ
 

三
十
五
三
昧
式
ヒ
に
お
け
る
六
道
の
観
想
は
 

「
往
生
要
集
目
 の
 「
大
門
第
一
・
厭
離
滅
 
土
 」
の
 妙
 文
 で
あ
る
こ
と
は
従
来
の
指
摘
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

麓
ケ
条
 L
 も
ま
た
こ
の
基
本
的
方
針
の
も
と
に
制
定
さ
 れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
「
結
縁
」
 と
い
う
こ
と
の
内
容
と
、
 そ
 

 
 
 
 

一
 一
 

の
 範
囲
に
お
い
て
、
尿
瓶
 と
 現
実
の
二
十
五
三
昧
 会
 の
 結
 衆
 と
の
間
に
は
隔
た
り
が
生
じ
て
ぎ
た
。
そ
れ
は
主
と
 し
て
両
者
の
世
俗
 勧
め
 

（
 
4
 
丼
 
）
 

今
相
 議
し
て
云
は
く
、
我
等
契
を
合
し
て
、
互
い
に
 善
 友
と
為
 り
て
、
最
後
臨
終
ま
で
相
助
 け
 教
え
て
 念
佛
 せ
し
 め
ん
 。
 

る
と
、
 



と
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
、
結
 
衆
は
拐
厳
 院
の
僧
の
み
で
あ
 

る
と
い
う
 
結
 衆
の
限
定
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
ぎ
た
が
 

、
 私
は
こ
の
点
に
疑
問
 

「
 
続
 本
朝
往
生
伝
 
峰
に
よ
 
る
な
ら
ば
、
慶
滋
保
胤
は
 

、
寛
 和
 二
年
（
九
八
六
）
に
嫡
嗣
の
成
人
を
機
と
し
て
比
叡
山
 

に
於
て
出
家
し
た
。
（
 

9
 ）
 

彼
は
、
「
往
生
要
集
」
に
於
て
も
知
ら
れ
る
通
妨
、
 

（
 
0
@
 
在
 家

の
頃
に
「
日
本
往
生
極
楽
記
ヒ
を
執
筆
し
た
著
名
な
 

念
 仏
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
 

て
、
 彼
の
出
家
と
相
前
後
し
て
二
十
五
三
昧
 

会
 が
結
成
さ
 
ね
 、
彼
は
、
そ
の
最
初
の
起
請
で
あ
る
「
 

八
ケ
 条
ヒ
 を
 制
定
し
た
。
こ
の
門
人
 

ケ
条
 し
に
は
、
 
結
 衆
の
具
体
的
な
行
動
が
規
定
さ
れ
て
 

ぃ
 る

が
、
そ
れ
以
上
に
こ
の
起
請
の
特
徴
は
、
 

結
衆
と
 
在
家
 者
の
関
わ
り
が
示
さ
れ
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
後
の
「
 

定
 起
請
 」
で
は
、
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
点
に
 

つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
 

G
 

「
 
八
ケ
 条
ヒ
 の
 第
一
条
の
末
尾
で
、
毎
月
一
五
日
の
不
断
 

念
仏
の
最
後
で
、
 

油
を
加
え
、
温
室
を
螢
の
 

結
 窟
實
號
を
唱
ぅ
べ
 

衆
の
外
、
名
香
を
備
え
、
 

Ⅱ
。
（
 

，
 
）
 
燈
 

み
、
朝
粥
を
儲
く
る
有
ら
ば
、
 

領
 ら
く
五
更
の
結
願
に
 

至
 り
て
、
 
必
 ら
ず
二
世
 

と
あ
る
。
こ
の
「
 

結
衆
 の
 外
 」
な
る
者
と
は
、
二
十
五
 

二
床
 
会
 に
援
助
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
所
 

謂
 、
外
議
 
者
 で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
 保
 胤
の
場
合
、
十
五
日
の
不
断
念
仏
を
修
す
る
者
の
 

中
に
結
泉
井
の
も
の
は
含
ま
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
 

二
 

十
五
三
昧
 
合
 の
 結
衆
 に
対
し
て
結
縁
す
る
者
は
、
か
な
り
 

広
範
囲
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
 

う
 。
コ
ハ
 ケ
条
 ヒ
の
 末
文
で
は
、
 

 
 

縁
す
 。
 尼
女
 在
俗
は
こ
の
限
り
に
あ
ら
ず
。
宣
し
き
に
 

随
 ひ
て
競
望
す
る
は
 

、
 

ま
さ
に
も
っ
て
浦
人
す
べ
し
。
 

相
違
で
あ
り
、
 
保
 胤
の
理
想
と
二
十
五
二
衆
会
の
現
実
 

と
の
 艶
齢
 で
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
次
に
こ
の
点
に
関
 

し
て
論
じ
た
い
。
 

三
傑
 胤と
 二
十
五
三
昧
 会
 

(336)  7  6 



と
い
わ
れ
て
い
る
 

よ
う
 
に
、
根
木
 

結
 衆
の
二
十
五
名
は
 

既
に
決
定
し
て
い
た
 

よ
う
 
に
思
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
 

ら
ず
、
 
結
衆
 
ど
う
し
が
 

「
十
ロ
 

之
 禅
侶
」
と
結
縁
す
る
と
い
う
の
は
矛
盾
が
あ
る
 

ょ
 り
に
思
わ
れ
る
。
 

又
 、
二
十
五
三
昧
 

会
が
 
、
 首
概
厳
 
院
 の
み
に
留
ま
る
も
の
 

で
あ
る
な
ら
ば
、
初
め
か
ら
「
 

尼
女
 
在
俗
」
は
意
識
さ
れ
 

な
く
て
 
よ
 い
は
ず
で
あ
る
。
更
に
、
 

保
胤
は
 
、
「
日
本
 

往
生
極
楽
 
記
 口
の
序
文
 

で
，
 

-
@
 

り
 
）
 

道
俗
男
女
の
、
極
楽
仁
志
あ
り
、
往
生
を
願
ふ
こ
と
あ
 

6
 者
に
は
、
結
縁
せ
き
る
こ
と
な
し
。
 

或
い
は
、
 

保
胤
が
 
在
家
の
頃
に
そ
の
中
心
人
物
で
あ
っ
 

た
 勧
学
会
は
 
、
 

（
 
騰
 
@
 

僧
と
 
契
を
結
び
て
、
寺
に
詣
で
会
を
行
な
は
 

ん
 。
 

と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
往
生
の
志
を
同
じ
く
 

す
る
者
は
、
特
に
借
と
結
縁
す
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
は
 

重
要
な
行
為
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

 
 

昧
 

"
"
"
"
-
 

一
 
"
 

の
に
結
縁
 
し
 、
結
末
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
 

，
 
」
れ
と
比
較
し
て
、
末
尾
の
「
競
望
す
る
は
、
 

補
入
す
 
べ
し
 
0
 
」
と
は
異
な
っ
て
Ⅱ
Ⅵ
 

る
 

こ
よ
う
に
思
う
。
即
ち
、
 

刊
八
ケ
条
 

し
の
第
三
条
は
 

一
 一
十
五
三
昧
 

合
 の
 結
衆
 
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
 

、
後
者
は
、
こ
の
 

結
衆
 
に
結
 77 (337) 

或
い
は
、
 

（
 
4
-
 

二
十
五
人
を
点
じ
て
、
以
て
結
 

-
 
0
 

衆
 の
 数
 と
な
す
 

を
感
ず
る
。
 

「
 
八
ケ
条
 
」
よ
り
も
先
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
 

ヨ
一
 
十
五
三
昧
 
式
 し
で
は
、
 

拐
厳
院
 
二
十
五
三
昧
 
式
 根
本
結
 
衆
 二
十
五
人
連
署
 
護
願
 
 
 



保 を 容 て 申 

、 貞 一 集 字 

等 

よ 

  

        

四 

「
 八
ケ
条
 」
の
二
十
五
三
昧
 会
 に
お
け
る
勧
学
会
的
 要
素
 

縁
 す
る
者
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
言
葉
で
は
な
い
だ
 

る
 う
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
足
丈
在
俗
で
あ
っ
た
 

か
ら
こ
そ
「
十
ロ
 
之
禅
 

侶
 」
と
の
結
縁
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
 

か
 。
そ
し
て
彼
ら
は
、
香
を
供
え
、
室
を
温
め
、
朝
粥
を
 

備
え
る
こ
と
で
二
十
五
 

三
一
味
 

会
 に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
 

か
ら
、
 保
胤
は
、
ョ
ハ
ケ
 
条
目
に
お
い
て
二
十
五
三
昧
 
会
を
僧
と
俗
 と
の
結
縁
 

の
場
、
即
ち
、
僧
俗
の
出
会
い
の
世
界
を
構
想
し
て
い
た
 

よ
う
に
思
う
。
 

本
論
で
は
、
次
に
何
故
に
保
 
胤
が
、
 か
よ
う
な
僧
俗
 
ま
 じ
わ
り
の
世
界
を
つ
く
ら
ん
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
 

考
察
し
、
 又
 こ
の
点
 

が
 、
比
叡
山
内
で
結
成
さ
れ
た
現
実
の
二
十
五
三
昧
 

会
 と
は
最
も
異
な
っ
た
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
 

Ⅱ
。
 

Ⅰ
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学
会
中
絶
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
仏
堂
建
立
の
失
敗
と
、
 

そ
れ
に
関
わ
る
 
外
護
 者
の
不
在
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
 
て
い
た
の
で
は
な
い
か
 

と
 思
 う
 。
そ
し
て
、
そ
れ
は
 
保
胤
が
 二
十
五
三
昧
 
会
 の
 結
 成
 に
関
わ
る
際
に
あ
た
っ
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
 

で
は
な
い
か
と
考
え
 

会
る
 。
 

 
 

上
計
画
は
、
天
延
二
年
（
九
七
四
）
か
ら
三
年
に
か
け
 

て
 表
面
化
し
た
。
そ
れ
は
、
 

ゴ
 
「
本
朝
文
粋
」
番
一
二
に
記
さ
れ
る
 

よ
う
 に
 保
胤
 が
 勧
学
会
の
参
加
者
で
、
当
時
、
日
向
守
の
任
に
あ
っ
た
 

橘
綺
 平
に
あ
て
た
二
通
の
牒
 

の
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
 
の
 勧
学
会
は
 、
 

一
 

抑
止
 会
 草
創
せ
し
以
降
十
一
年
な
り
。
 
期
常
 の
 期
 あ
り
。
 三
月
九
日
の
一
五
日
。
 
虔
 定
ま
れ
る
 虎
 な
し
。
親
 株
月
 林
 の
一
両
 寺
 、
件
の
 
79  (339) 

桃
 裕
行
 氏
は
 、
第
一
期
勧
学
会
の
中
絶
の
理
由
と
し
て
、
 

保
 胤
の
出
家
と
、
勧
学
会
専
用
の
仏
堂
建
立
計
画
の
失
 敗
 、
そ
し
て
そ
れ
に
 

（
 
l
 
2
 ）
 

付
随
す
る
理
由
と
し
て
、
勧
学
会
参
加
者
の
経
済
的
無
 力
と
、
有
力
な
外
 護
 者
の
不
在
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

私
 は
 、
 保
胤
 に
と
っ
て
 勧
 

制
の
研
究
 ヒ
 

の
に
お
 
け
 る
 綿
密
な
実
証
を
参
考
に
し
た
い
と
思
 う
 。
 

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
 0
 私
は
か
か
る
考
え
方
に
は
、
 い
さ
さ
か
疑
問
を
い
だ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
 保
 胤
 以
外
の
他
の
勧
学
会
 

の
 参
加
者
が
、
二
十
五
三
昧
 会
 に
関
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
 5
 証
拠
が
み
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
 、
む
し
ろ
、
「
本
朝
 文
 

（
 
ハ
 
り
乙
 

U
 
）
 

%
 」
 巻
 十
の
高
階
積
善
の
「
七
言
。
暮
秋
勧
学
会
。
 於
二
 
法
興
 院
 。
 聴
 。
譲
二
法
華
経
 
刊
 同
 職
 -
@
 尊
大
恩
」
に
見
ら
 れ
る
よ
 う
 に
 、
 彼
ら
は
 

勧
学
会
の
衰
退
と
、
中
断
を
嘆
き
、
そ
の
旧
に
復
す
る
，
 
」
と
を
願
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
や
が
て
 は
 、
藤
原
道
長
の
外
 護
 

に
よ
っ
て
、
勧
学
会
（
第
二
期
）
が
復
興
し
た
と
い
う
 事
 案
 が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
十
五
三
昧
 会
と
 勧
学
 会
の
関
連
は
、
一
応
 断
 

絶
し
て
お
り
、
も
し
両
者
に
っ
な
が
り
を
み
る
と
す
れ
ば
 、
 保
胤
 と
い
う
人
間
が
個
人
的
に
両
者
に
関
わ
っ
て
 い
 た
と
考
え
る
方
が
適
切
 

で
あ
ろ
う
。
 



と
あ
る
よ
 
う
 に
、
勧
学
会
の
衰
退
は
、
参
加
者
の
主
体
が
 中
 下
級
の
官
人
で
あ
っ
た
為
に
 、
 彼
ら
は
国
司
等
に
な
  
 

加
 者
の
数
は
減
少
し
、
そ
れ
以
上
に
 、
 彼
ら
が
経
済
的
 に
は
無
力
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
 よ
 

ら
く
勧
学
会
の
参
加
者
が
、
大
学
寮
を
出
て
、
官
人
の
 途
 に
つ
い
て
ま
も
な
い
頃
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
 ハ
 
ノ
 ツ
 

至
る
ま
で
の
期
間
に
、
勧
学
会
が
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
 て
い
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
 0
 専
用
の
仏
堂
が
な
い
こ
と
 l
i
t
 

拍
車
を
か
け
 ろ
 こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
 

か
 よ
う
な
状
況
の
も
と
で
勧
学
会
は
、
次
第
に
衰
退
し
て
 い
 

妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 

保
胤
が
 出
家
し
た
か
ら
、
 
勧
 学
会
が
衰
退
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
衰
退
 し
 

は
 ね
げ
 出
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

先
述
し
た
高
階
積
善
ら
は
、
勧
学
会
の
復
興
に
際
し
て
 藤
原
道
長
に
外
護
を
求
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
彼
ら
の
 第
 て

 遠
国
に
赴
 き
、
参
 

う
な
状
況
は
、
お
そ
 

し
 、
 保
 胤
の
出
家
に
 

こ
の
状
況
に
更
に
 

っ
た
と
考
え
る
方
が
 

た
勧
学
会
か
ら
 保
胤
 

一
期
勧
学
会
に
対
す
 

官
は
卑
小
な
り
と
難
も
 、
 境
は
凋
残
す
と
難
も
、
 
微
俸
 薄
禄
、
分
に
随
っ
て
こ
れ
を
受
く
。
而
る
に
政
務
一
に
あ
 ら
ず
、
土
地
ま
た
は
 

（
 
舛
 ）
 

る
か
な
り
。
 

手
 に
触
 絨
 故
障
有
れ
ば
、
曾
の
日
に
及
ん
で
以
て
他
 虔
 

 
 

と
い
う
よ
う
に
、
定
ま
っ
た
場
所
を
も
た
ず
、
集
会
に
不
 便
 で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
結
縁
者
以
外
の
者
 
（
「
員
外
 
2
 審
」
）
で
あ
 

っ
た
 甲
州
の
前
の
司
馬
刑
部
長
 秀
 に
よ
っ
て
土
地
が
施
入
 さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
仏
堂
建
立
の
動
 き
 が
 具
体
化
し
た
 ょ
 り
に
 

思
え
る
。
こ
の
計
画
に
 ょ
 れ
ば
、
「
 裳
 結
文
古
人
」
 達
 が
 、
月
俸
の
鈴
を
出
し
あ
っ
て
、
土
木
の
資
に
あ
て
 よ
 5
 と
す
る
も
の
で
あ
っ
 

た
 0
 し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
計
画
は
、
約
一
五
年
後
の
保
 胤
の
出
家
に
至
る
ま
で
実
現
し
て
は
い
な
い
 0
 そ
の
 理
 由
は
、
 

堂
舎
を
構
結
せ
ん
と
欲
せ
ん
と
し
、
英
恵
 は
錬
 り
あ
れ
ど
 も
 、
兵
力
足
ら
ず
、
方
今
 会
 の
 故
 奮
の
人
数
 幾
 な
ら
ず
 、
 或
は
是
 れ
 散
位
、
 

或
は
こ
れ
無
官
な
り
。
何
ぞ
 況
 火
や
 薫
結
 の
 徒
 、
貧
し
 

 
 

或
い
は
、
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二つの二十五三昧 会 

際 と ろ 仏 て と 『 生 必 る   
は る せ 条 制 堂 佛 別 が 五 友 土 耳 ば い 四 た の 

    
居 、 同 

ぃ 起 建 建 一 

佳 日 し し   し 

に 於 禰 住 人 あ   新 
草 て 陀 生 爪 る 直 身 こ 按 問 こ て 土 柱 泊， Ⅰ 

奄 も 虹 院 ） が を が そ に 目 と 宴 坐 Ⅴ @ ヒ 

を 仏 乗 と に   四 仏 が あ に 莫宛 集 院 結 
結 窒 を 號 な 心 万 望 必 ら よ れ） し と び の 安 し ら に の 要 わ る   

成 
の 號 さ 

" 産 直 " て ず 同 心 下 れ も れ 
年 立 し 病 も し げ 要 可 て の ナ、 し 

衣 の 、 者 未 も し 性 欠 い で 
  

風 疹 ま を だ 必 め に で る あ 

を 要 さ 移 専 要 、 関 あ 所 ろ 
香 し る は ぅ           を て と な 。 

、 説 結 べ 仏 欠 焼 言 い い し 
味 
ム ム 

鼠 か の ぎ 堂 と 

ぎ葉う 、 を彼換し 。 か 
Ⅲ @ し 

陰 れ 終 事 は ま 
日 て 焉 」 建 で 垂 加 の 言   

関   
な い 之 の 立 は     
送 る 虔 さ さ 入 を散， 「 え、 思い する ナ， Ⅰ 

る が と れ れ ら 
  、 篇 て て し 示 を なら ケ条 

時、 

平 そ す い い し ば ヒ 
生 の べ な な 種 て 、 の   堂 
定 理 し 父 い い   い 同 地 の 
の 由 ァ o よ Ⅴ ァ し る 往 の 
攻口 むま 

行事」 とし 
， し う て 

建 
勧 の 生 条 立 し の に 進 で 要 文 ケ ア ヒ   と 

こ居 とう 、 
せ は 集 を ひ 仏 

寝 よ な ヒ 比 か 堂 
外 

疾 い の 較 
護 

も主 。   者 
誰 、 実 或 だ 余 し の 
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か
憐
 み
て
…
…
中
略
・
・
・
・
・
・
何
人
暫
く
 

相
憐
 み
て
 盤
勲
に
養
 を
 待
ん
。
寡
に
往
生
の
契
有
り
と
雄
も
、
 尚
 必
死
の
人
 を
 疎
む
べ
し
 0
 よ
っ
 

て
結
 衆
力
を
合
わ
せ
て
、
一
宇
の
草
巷
を
建
立
し
 、
 

Ⅱ
以
て
「
 

略
 -
.
.
 

（
 
9
 
z
 

）
 

と
あ
る
よ
さ
に
、
お
そ
ら
く
は
、
現
実
に
二
十
五
三
昧
 会
を
開
始
し
て
み
て
、
 結
衆
 が
山
間
に
粗
末
な
暮
し
を
し
 て
お
り
、
個
々
の
住
居
 

に
 於
て
は
、
看
病
に
行
く
に
も
、
念
仏
を
励
ま
す
に
も
 不
 便
 で
あ
る
、
と
い
う
実
際
的
な
理
由
に
 よ
 る
も
の
で
あ
 っ
た
 0
 こ
れ
ほ
 保
胤
の
 

よ
う
 に
、
ま
ず
仏
堂
建
立
か
ら
は
じ
め
 よ
う
 と
す
る
も
の
 と
は
異
な
っ
て
い
る
。
更
に
は
、
こ
の
仏
堂
建
立
に
関
 す
る
 条
 頃
は
、
「
 八
ケ
 

条
 」
で
は
第
四
条
で
臨
終
の
行
儀
に
関
す
る
条
項
が
述
べ
 ら
れ
る
以
前
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
「
 定
 起
請
」
で
は
 第
九
条
で
、
臨
終
の
行
 

儀
 に
関
す
る
条
項
の
あ
と
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
こ
 と
か
ら
も
、
 保
胤
と
 源
信
の
仏
堂
に
対
す
る
思
い
の
違
い
 は
 明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 

そ
し
て
、
こ
の
仏
堂
の
建
立
の
為
に
保
 胤
が
 必
要
と
し
た
 の
は
 外
護
 者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
 は
 、
 保
 胤
の
考
え
た
 こ
 

十
五
三
昧
会
か
ら
の
、
即
ち
「
 八
ケ
条
 」
の
二
十
五
三
 昧
 会
の
内
な
る
介
護
者
の
要
請
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
 ら
 同
時
に
、
「
 八
ケ
条
ヒ
 

の
 二
十
五
三
昧
 会
 で
は
、
二
十
五
三
昧
 会
 の
 結
衆
 で
あ
る
 僧
達
 が
在
俗
者
達
と
結
縁
 し
 、
十
五
日
の
不
断
念
仏
の
 最
後
に
は
、
彼
ら
の
 往
 

生
の
為
に
弥
陀
の
名
を
唱
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 僧
と
 結
縁
 し
 、
往
生
を
願
 う
 勧
学
会
の
者
達
の
要
請
に
同
時
 に
 応
え
る
こ
と
に
も
な
 

る
 。
従
っ
て
、
 保
胤
 個
人
に
お
い
て
は
、
廃
絶
し
た
勧
学
 会
の
機
能
を
二
十
五
三
昧
 会
 に
含
み
い
れ
、
勧
学
会
の
 者
達
に
も
二
十
五
三
昧
 

会
 を
ひ
ら
い
て
い
こ
 う
 と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
 な
い
だ
ろ
う
か
。
 

以
上
が
、
「
 八
ケ
条
口
 に
み
ら
れ
る
勧
学
会
と
の
連
続
 面
 で
あ
り
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
 八
ケ
条
 」
の
二
十
五
 三
昧
 会
 の
 俗
 的
要
素
 

と
も
い
え
よ
 う
 。
そ
し
て
、
こ
の
連
続
は
、
コ
ハ
 ケ
条
口
 の
 二
十
五
三
昧
 会
と
 勧
学
会
の
保
胤
の
個
人
的
要
請
に
 お
い
て
の
連
続
で
あ
っ
 

た
 。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
彼
の
現
実
的
要
請
に
は
留
ま
ら
 な
い
二
十
五
三
昧
 会
 に
託
し
た
 保
 胤
の
理
念
と
も
い
 う
 べ
 き
 も
の
が
同
時
に
含
 

ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
理
念
的
二
十
五
三
昧
 会
 と
 現
実
の
二
十
五
三
昧
 会
 に
は
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
 よ
 う
 に
思
 う
 。
即
ち
 保
 

胤
は
 、
念
仏
専
修
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
す
る
僧
俗
の
出
 会
い
の
場
を
考
え
、
 保
胤
 は
そ
の
理
念
を
彼
の
二
十
五
 三
昧
 会
 に
お
い
て
実
現
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勧
学
 ム
 苫
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
 僧
二
 0
 名
 、
裕
ニ
 0
 名
 が
 坂
本
に
会
し
て
、
講
経
、
竪
義
、
念
仏
、
作
詩
を
中
心
 と
す
る
行
事
で
あ
っ
 

た
 。
そ
し
て
こ
れ
は
「
朝
題
目
、
 タ
 念
仏
」
と
い
う
天
台
 の
 伝
統
を
も
尊
重
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
 

借
と
俗
は
相
会
し
な
が
ら
も
、
そ
の
役
割
は
異
な
っ
て
 い
た
 よ
う
 で
あ
る
。
即
ち
、
詩
文
を
作
し
 、
仏
や
 「
法
華
 経
口
を
讃
ず
る
こ
と
は
 

俗
人
が
行
な
っ
て
お
り
、
僧
侶
が
こ
れ
を
行
な
っ
た
 と
 い
 う
 記
録
は
な
い
。
 又
 、
コ
法
華
経
ヒ
 の
 講
経
や
堅
 義
の
 講
師
は
僧
が
行
な
っ
て
 

い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
 タ
の
 念
仏
に
お
い
て
の
み
両
者
 は
 実
際
に
共
に
修
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
コ
ハ
 ケ
 巣
口
に
お
け
る
二
十
五
 

三
昧
会
の
行
事
は
、
そ
れ
は
僧
が
行
な
 う
 も
の
で
あ
っ
た
 に
 せ
 よ
 、
勧
学
会
で
は
僧
俗
が
共
修
し
た
「
念
仏
」
 
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
 念
 

蛭
仏
 」
は
「
往
生
要
集
 ヒ
の
 
「
念
仏
」
で
あ
り
、
 
更
 に
 、
「
往
生
要
集
 口
は
 、
源
信
の
他
の
著
作
と
較
べ
て
み
 て
も
、
「
法
華
経
」
の
要
素
 

だ
が
極
め
て
 ぅ
 す
く
、
天
台
の
伝
統
と
い
う
意
味
で
 は
 異
色
の
も
の
で
あ
っ
た
 0
 こ
れ
に
対
し
て
、
同
定
起
請
 ヒ
の
 二
十
五
三
昧
 余
 で
は
、
 

ゴ
 
第
二
条
に
「
 一
 、
毎
月
一
五
日
の
正
中
以
後
念
仏
、
 は
 前
法
華
経
を
講
ず
べ
と
さ
れ
、
こ
の
講
経
は
 
 
 

 
 

っ
 

も
し
 念
佛
 講
経
に
三
度
 之
を
蕨
 き
、
看
病
間
 義
 一
 般
之
 に
運
 ぅ
 0
 人
は
 、
 永
く
 四
 鳥
の
離
を
告
げ
る
べ
か
 ら
ず
。
（
 

3
 
@
 ）
 

3
4
3
 

の
 

 
 

 
  
 

二
 
と
い
う
よ
 う
 に
 、
タ
の
 念
仏
と
同
等
に
重
視
さ
れ
て
 い

る
。
こ
れ
は
、
朝
の
法
華
、
 タ
の
 念
仏
と
い
う
天
台
 の
 伝
統
的
形
式
に
そ
っ
た
も
 

五
二
つ
の
二
十
五
三
昧
 会
 

「
 
結
衆
 」
 か
 -
 
ら
 「
 
我
裳
 」
 へ
 

し
ょ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
念
は
 結
局
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 

彼
は
何
故
に
念
仏
専
修
に
よ
っ
て
僧
俗
協
同
の
場
を
構
 恕
 し
た
の
だ
ろ
う
か
 0
 そ
し
て
、
こ
の
理
念
は
何
故
に
実
 現
せ
ず
、
 保
胤
は
比
 

叡
山
を
去
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
 0
 次
に
こ
の
理
由
 を
 考
察
し
て
み
た
い
。
 



と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
父
母
は
、
現
実
の
父
母
 

で
あ
る
 0
 同
定
起
請
口
で
は
、
 
か
よ
う
 に
現
実
の
父
母
が
 
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
 

い
 0
 こ
の
こ
と
は
、
ョ
定
起
請
三
の
二
十
五
三
昧
 

会
 に
あ
 ら
わ
れ
る
者
達
は
 
、
 初
め
か
ら
世
俗
に
は
縁
の
な
い
も
 
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
 

と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
た
と
え
出
家
し
 

俗
 縁
 を
す
て
た
と
い
っ
て
も
、
父
母
兄
弟
の
事
は
気
に
か
 

か
る
と
い
っ
た
 
保
胤
の
 

（
 
4
 
q
3
 

）
 

父
母
師
長
の
大
故
に
遭
う
の
者
、
但
し
こ
の
限
り
に
あ
 ら
ず
。
 

（
㏄
）
 

ま
ず
、
「
 定
 起
請
口
の
第
五
条
は
、
「
 一
 、
結
縁
 相
 共
に
 永
 く
父
母
兄
弟
の
思
い
を
成
す
べ
き
 事
 」
と
い
う
も
の
 で
あ
る
が
、
 

頃
 は
、
「
 八
ケ
条
口
 に
は
見
ら
れ
ず
、
源
信
が
「
 定
起
 請
口
の
執
筆
に
際
し
て
新
た
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
 た
 0
 し
か
し
こ
 

は
 、
横
川
の
首
 拐
厳
 院
の
開
祖
国
位
 が
 、
承
和
三
年
（
 八
 三
六
）
四
月
二
日
に
定
め
た
 日
首
拐
厳
院
式
 
台
北
條
 し
 の
 第
四
条
、
 

一
 、
院
内
 一
 衆
は
上
下
の
類
に
於
て
 、
 互
い
に
父
母
の
想
 を
生
じ
、
師
長
の
想
を
生
じ
、
兄
弟
の
想
を
生
じ
、
 各
 夫
な
顕
 わ
す
 

（
㏄
）
 

ね
 。
 

に
 通
ず
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
源
信
が
二
十
五
 三
昧
会
の
起
請
に
 圓
仁
の
 「
 首
楊
厳
院
 式
日
を
取
り
い
 れ
た
こ
と
に
は
 

が
 二
十
五
三
昧
会
を
横
川
の
伝
統
に
そ
っ
た
も
の
に
し
 た
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
 Ⅹ
 
カ
 O
 

更
に
、
こ
の
条
項
に
関
連
し
て
、
「
院
内
の
上
下
の
類
」
、
 
或
い
は
、
「
 結
衆
 」
が
互
い
に
父
母
兄
弟
の
思
い
を
 成
 す
べ
 き
 こ
と
 

ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
敬
い
順
 う
 べ
き
 父
 、
 慈
 変
 に
満
ち
た
母
と
い
う
理
念
的
な
父
母
で
あ
り
、
現
実
的
 な
 父
母
兄
弟
の
 

さ
す
も
の
で
は
な
い
 0
 こ
れ
に
対
し
て
、
門
人
 ケ
条
三
 で
 は
 、
 結
 衆
の
最
も
重
要
な
儀
礼
で
あ
る
葬
送
に
お
い
て
 す
ら
、
そ
れ
に
 

る
 正
当
な
理
由
と
し
て
、
 

こ
の
条
 

の
条
項
 

を
得
 ざ
 

、
源
信
 

が
述
べ
 

関
係
を
 

欠
席
す
 

 
 

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
勧
学
会
に
於
て
は
、
僧
が
行
な
っ
 た
も
の
を
取
り
あ
げ
た
と
い
え
 よ
う
 0
 
こ
の
こ
と
か
ら
 
「
 定
 起
請
し
の
あ
ら
 

 
 

わ
す
現
実
の
二
十
五
三
昧
会
は
、
「
往
生
要
集
 ヒ
の
臨
 終
の
念
仏
の
精
神
に
依
り
つ
つ
も
、
現
実
に
は
極
め
て
 天
 合
駒
、
比
叡
山
内
的
 講
め
 

 
 
 
 

会
 で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
 0
 こ
こ
で
は
、
 

，
 
し
れ
に
対
す
る
二
つ
の
傍
証
を
あ
げ
た
い
。
 



ゴ
床
 会
 に
み
ら
れ
る
念
仏
者
の
世
界
は
、
比
叡
山
内
 の

み
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
同
定
起
請
ヒ
 

3
 
 

@
6
 
）
 

・
 
三
 。
 が
 制
定
 さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
、
 即
 

）
 

 
 

刊
ち
 、
「
結
縁
」
と
い
う
舌
口
業
 
が
 「
 
我
賞
 」
と
い
 皇
 口
業
に
お
 
き
 か
え
ら
れ
た
時
、
「
往
生
要
集
」
の
念
仏
の
 普
及
は
 、
 山
の
念
仏
者
、
即
（
 

 
  
 

一
 

ち
 現
実
の
二
十
五
三
昧
合
の
中
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
の
 で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 又
 、
意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
 も
 、
 保
 胤
の
世
俗
者
 と
 

婬
え
 、
現
実
の
二
十
五
三
昧
 

会
 の
 結
 衆
は
彼
ら
な
り
 
に
 「
念
仏
」
を
修
す
る
も
の
の
世
界
を
考
え
た
と
い
う
こ
 

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
即
 

正
ち
 、
 保
 胤
の
考
え
た
念
仏
者
の
世
界
は
、
今
ま
で
 

住
 し
て
き
た
世
俗
と
、
新
た
に
そ
こ
へ
と
入
っ
た
比
叡
山
 

で
あ
り
、
現
実
の
二
十
五
三
 

よ
う
な
人
物
と
は
始
め
か
ら
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
 だ
ろ
う
か
。
こ
れ
故
に
、
同
定
起
請
口
に
は
、
 外
護
者
 も
な
く
、
足
丈
在
俗
も
 

意
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
ま
た
、
現
実
 の
 二
十
五
三
昧
 会
 の
 結
衆
が
 、
比
叡
山
以
外
の
世
界
を
も
 っ
て
は
い
な
か
っ
た
 と
 

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
故
に
、
現
実
 の
 二
十
五
三
昧
会
は
、
意
識
的
に
も
、
無
意
識
的
に
も
 比
叡
山
内
の
 一
 講
会
 と
 

な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

ハ
 
@
 
り
）
 

二
十
五
三
昧
 会
 の
 結
衆
 達
の
生
涯
に
つ
い
て
は
多
く
を
 知
 る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
近
年
 堀
 大
慈
氏
の
研
究
に
 ょ
 っ
て
 、
 彼
ら
の
年
余
 

や
 僧
階
、
 繭
次
等
 が
し
だ
い
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
 を
 参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
二
十
五
三
昧
 会
 に
結
 縁
 し
た
 年
 令
は
様
々
で
 

あ
る
が
、
こ
の
時
の
午
 令
 と
藤
次
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
 の
で
あ
れ
ば
、
資
料
に
み
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
現
実
の
 結
衆
は
 、
十
五
才
か
ら
 

二
 0
 才
の
間
に
受
戒
し
た
者
で
あ
り
、
十
二
年
の
籠
山
の
 制
を
含
め
て
、
そ
の
ま
ま
比
叡
山
内
に
留
ま
っ
て
い
た
 者
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
 

保
胤
 の
よ
う
に
、
世
俗
者
と
し
て
世
俗
の
生
活
を
営
み
、
 自
ら
発
心
し
て
山
へ
入
っ
て
き
た
者
と
は
異
な
っ
て
 い
 る
 。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
 

ら
 、
「
 八
ケ
 条
ヒ
と
「
 定
 起
請
口
を
比
較
し
た
時
に
 、
ユ
 
朋
 者
か
ら
後
者
へ
と
変
わ
っ
た
時
に
、
欠
落
し
た
の
が
、
 世
俗
と
の
関
わ
り
で
あ
 

り
、
 取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
比
叡
山
横
川
の
伝
統
で
あ
っ
 た
こ
と
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

保
胤
は
 、
二
十
五
三
昧
会
を
比
叡
山
の
僧
を
中
心
と
し
 つ
つ
も
、
結
縁
に
よ
っ
て
世
俗
に
ま
で
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
 も
の
と
考
え
、
現
実
 

の
 二
十
五
三
昧
会
は
比
叡
山
の
僧
 達
 に
の
み
ひ
ら
か
れ
た
 も
の
で
あ
っ
た
 0
 し
か
し
こ
れ
は
、
 保
胤
は
保
胤
 的
に
 

、
念
仏
者
の
世
界
を
考
 



と
 の
べ
、
名
聞
利
養
へ
の
執
着
を
出
離
に
対
す
る
最
大
 の
 障
害
と
見
な
し
て
い
る
。
更
に
、
沙
門
が
名
聞
利
養
 へ
 と
 傾
く
原
因
と
 

「
追
目
摩
尼
経
ヒ
を
引
い
て
 

沙
門
の
、
牢
獄
に
堕
す
る
に
多
く
の
事
あ
り
。
或
い
は
 人
を
求
め
て
供
養
を
得
ん
と
欲
し
、
或
い
は
多
く
衣
鉢
を
 積
ま
ん
と
 欲
 

（
㏄
）
 

い
は
白
衣
と
善
を
厚
く
し
、
或
は
常
に
愛
欲
を
念
ひ
 、
或
 い
は
 善
 ん
で
知
友
と
交
わ
り
を
結
ぶ
。
 

と
あ
り
、
在
家
と
親
し
く
交
わ
り
、
そ
こ
か
ら
多
く
 供
 養
を
得
る
こ
と
が
沙
門
の
堕
落
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
 源
信
に
き
つ
 ね
 し

て
、
 

し
、
或
 

る
 最
も
 

（
 
8
 ）
 

出
離
の
最
後
の
怨
は
、
名
利
よ
り
大
な
る
も
の
は
な
 ぎ
ナ
 し
 と
を
。
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貧 、 月 源 内 俗 た さ 
末 利 蔵 信 げ 観 の れ 
す 養 分 が ら の で る 
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に て い て 時 現 う は 
道 堅 て 知 の 実 か     っ 道 に 。 現 

た 俗 世 
己 せ 

実 

ら ば     
ん   と と 中 
も 性 い は で 

十 
五 

ま ひ こ ぅ 、 生 
      

た 於 理 現 ぎ 

失 て 金 美 た 
昧 
会 

は 更 で に か L@ し 

は そ 、 受 ん o- % こ、 v カ な の 生 げ 
@ か 中 き 入 
の っ で な れ 
攻 た 往 か ら 

き 
亜 

の 生 っ れ 
  だ 極 た る 

な ろ 楽 の     
し う な か と 

か 求 と 

。 め い 
  

故 な 
Ⅴ ブ し ナ （ ノ 

解 絨 違 
く、 

脱 
の 

士 い 保 
  

道   
を であ に苦し ま 

ま @ みり つ 、 ナ - L 
得     



二つの二十五三昧 会 

あ う ら と 著 
（ 尋でこ ん る 果に譲あ と 時 貫名『 

者 朝 し も の に は 山 f:@   
に 往 か 捉 世 射 、 三 の 
詣 生 し え 俗 し 良 港 横 は 信の出 二十五 彼 利養を 僧都 少 際に彼 遁世 修 に赴き 、 ま るに Ⅱ 伝口 られ 化と 施 て 腹を の一 ｜ も 

日 に 干 て も 入 つ つ   が母 家 得 排し の地 は長 道、 て得 三昧 

く は 互 い 見 せ い と 藤 
。 源 二 た な ら で し 尿 の教 道は 山 位す きに 我が 所 る 結縁 

影 に半たす初夫 炉 摂関家 才学 己 信の言 昧会 、 に よ う された れた多 第十九 独立 て ヤ 人中られ願の の適年 つ る有限 過 従 え 

に 葉 或 居 、 。 致 仕 し と な 世 の て 所 9 ロ っ 
に て   よ 浄 十 。貴き い山中 した 永 後に返 公請を 也 却 。 れ   へ 道 譲 拒 ち を ば の 

職 0 者 し み " 撰 " 業 
な た彼 をか て 、 のも よっ とな 時代 遁 と て 続 母 び を 

ぎ 修 
Ⅴ ァ 目 よ二 う十で とて 裏 っ てあ での 師   す 
あ に 五 の づ い つ 良 あ ら 。 こ に に べ 
ら     { 
じ 源 源信けら捉え ） 。三昧 る ナ し - 。 4 （ 2 ケブ 目 ナ - Ⅰ 籠 

る 会 の れ 横 そ よ て   山 
世 の も 姿 た 川 し っ の又らコ、 で 彼の権 水母 し 

間 は ま は も の て て 古 - し 

飢 果 た 、 の 繁 、 大   と 

ゑ し 世 孤 で 栄 良 規 ぅ 涯 か に 縁 て   
ざ か も ら ょ を 報 ヘノ @ @ 
ら 模に て妥 高の俗化 あっ @ ま 、 源の   そ   っ 絶 え   
し 当 に 求 たあ こ も 開 そ れ 源 て ち て の 

め で 村 道 ァ の と 発 れ を 信 知 、 云 
ん あ す 者 あ ょ で せ 
と る る " ろ う は ら   であ 

  る 

ヱ瓦 横 し 向 て に 贈 が   別 て 往 い 隠 れ へ 
@ 。 の は で 原 師 遂 の い 生 る 居 る 彼 

運 、 は 氏 輔 に 時 る 要 。 し 所 の 

僧 代 よ 葉 又 、 の 最 
綱     
の 初言 的背 に う 」に 彼は 浄土 初 
望 景 居、 示 、 の ば 期 
み 東塔、 考え 十子が ろ 、善祥 のかょ 助と 、 を ぅ さ 常 業 ざ の 

な 
し 伝記 

と 必 い 厳 すあ あ 
しト   要 る 久 。 ） ら 
へ も る 況 良 彼 ら が ， ょ か ず 

であ 

る 
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に
よ
る
恵
心
 院
 建
立
の
目
的
は
、
 

一
家
一
門
。
帝
を
生
じ
、
后
を
 

と
い
っ
た
藤
原
氏
繁
栄
を
願
 5
 も
 

の
出
身
で
 尋
 禅
の
後
継
者
と
み
な
 

氏
 と
の
関
係
が
深
い
堂
舎
で
あ
っ
 

入
 ら
の
後
に
 概
厳
院
 検
校
に
任
じ
 

運
営
の
責
任
者
と
い
う
意
味
で
あ
 

禅
に
 関
わ
り
の
深
い
人
物
遠
で
あ
 生

じ
、
累
葉
椀
路
の
栄
を
開
き
、
 

 
 

の
で
、
恵
心
 院
は
兼
 家
の
御
願
寺
で
あ
っ
た
。
後
に
 、
恵
 心
院
 の
 阿
闇
梨
 と
な
っ
た
専
門
 は
 、
藤
原
氏
 

さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
即
ち
、
恵
心
 院
は
 、
 尋
 禅
の
住
し
 た
妙
香
院
 と
な
ら
ん
で
横
川
に
於
て
は
藤
原
 

（
 
仰
 ）
 

た
と
い
え
よ
 う
 。
 又
 、
コ
法
中
補
任
 口
 に
よ
る
な
ら
ば
、
 源
信
は
、
良
源
、
 尋
禅
 、
聖
教
、
明
家
、
厳
 

ら
れ
て
い
る
。
 拐
厳
院
 検
校
と
は
、
当
時
は
拐
 厳
院
 一
院
 の
 住
持
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
横
川
全
体
の
 

っ
 た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
人
物
遠
 は
、
 後
の
院
 源
 、
 ョ
弔
 
光
ら
と
共
に
良
源
、
 尋
 

っ
た
 。
更
に
、
大
祀
二
年
（
九
九
 0
 ）
二
月
一
二
一
日
に
記
 
さ
れ
た
 尋
樺
 の
油
萱
舌
状
で
あ
る
「
慈
忍
和
尚
 

源
信
は
、
恵
心
僧
都
と
い
わ
れ
る
 
よ
う
 に
、
横
川
の
恵
 
心
院
 に
住
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
恵
心
 

院
は
 、
、
 
水
 親
 元
年
（
九
八
三
）
 

十
月
に
藤
原
兼
家
に
よ
っ
て
建
立
せ
ら
れ
、
寛
和
元
年
 

（
九
八
五
）
に
は
官
寺
と
な
り
、
 

二
 茗
の
年
分
度
者
が
お
 

素
案
 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
 0
 こ
の
舌
口
 
業
 が
事
実
で
あ
る
か
ど
 ぅ
か
 

思
え
る
。
彼
に
と
っ
て
最
重
要
事
は
、
往
生
の
業
で
あ
 る
 。
 

す
る
供
養
は
、
自
分
が
求
め
た
の
も
の
で
な
い
か
ら
と
 、
 
し
 つ
 

柔
軟
な
姿
勢
と
も
、
或
い
は
、
温
厚
な
人
が
ら
と
も
い
 ，
 て
 よ
 

た
 同
時
代
の
遁
世
者
増
賀
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

は
 明
ら
か
で
は
な
い
が
、
あ
る
意
味
で
は
彼
の
特
徴
 室
 ホ
 し
て
い
る
よ
 う
 に
 

し
か
し
な
が
ら
世
俗
で
の
彼
の
名
声
や
、
そ
れ
に
随
 う
世
 俗
か
ら
の
彼
に
対
 

て
こ
れ
を
拒
否
す
る
も
の
で
は
な
い
と
 ぃ
 5
 も
の
で
あ
る
 0
 こ
れ
は
、
彼
の
 

ぅ
が
 、
狂
人
を
装
っ
て
ま
で
公
請
を
拒
否
し
 、
 厳
し
く
 世
俗
を
拒
ん
で
い
っ
 

向 て ど 
せ 、 も 

、朝 り 。 元夕 ） 僧 
邦 家 
に の 

佳 賞 
じ べ 

た る 
り と   
並ろ 
び に 

に 依 
我 り 

が て 求 
め 捷 
に し 

あ て 
ら 法 

橋 ず。 に 
深 叙 
く し 
往 た 
生 り 

を 。 

  
て 殿 
敢 の 
へ 千 
て ィ曽 

他 誌 
の 経 
業 の 
な 講 

く、 師 な 
一 @  り 

事   
巳 弟 
上 手 

、 厳 
た 人 
だ の 

横 議 
楽 に 

に 依 

廻 り 
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コ
や
そ
こ
か
ら
の
供
養
は
拒
ま
な
い
と
い
う
姿
勢
で
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
 
0
 更
に
い
 う
 な
ら
ば
、
こ
れ
は
先
述
 し
 て

き
た
よ
 う
 に
、
源
信
や
彼
）
 

 
 

刊
 

を
と
り
ま
い
て
い
た
者
達
が
世
俗
に
対
し
て
何
の
関
 心
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 彼
ら
に
と
っ
て
は
、
公
請
を
 

 
 

一
 

 
 

拒
む
こ
と
、
御
願
寺
の
住
職
た
る
こ
と
、
或
い
は
直
接
 に
せ
よ
、
間
接
に
せ
よ
多
大
な
寄
進
に
よ
っ
て
生
活
を
営
 む
こ
と
の
間
に
は
何
の
 

会
も
 、
二
十
五
三
昧
会
も
当
時
の
比
叡
山
の
あ
り
方
 に
 積
極
的
に
異
を
唱
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
 と
 い
え
よ
う
。
こ
れ
は
即
ち
 、
 

味
 

正
先
述
し
た
源
信
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
 
よ
う
 に
 、
世
 俗
の
名
聞
利
養
を
自
ら
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
結
果
 的
に
生
じ
た
世
俗
で
の
名
士
 
戸
 

（
 
村
 ）
 

御
 遺
 @
 色
で
は
、
師
の
良
源
の
始
め
た
定
心
房
四
季
 講
の
 運
営
を
源
信
に
委
嘱
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
 尋
禅
は
源
 信
 の
こ
と
を
「
源
信
 同
 

法
 」
と
呼
ん
で
い
る
。
 
尋
禅
は
 、
同
年
二
月
一
四
日
に
 「
慈
忍
和
尚
 御
 起
請
 帳
 」
を
書
き
、
そ
こ
で
は
白
房
で
あ
 っ
た
妙
香
 院
の
相
続
に
 

関
し
て
、
 

も
し
宗
門
立
 貴
賎
 、
不
善
之
君
臣
、
予
の
起
請
に
背
 き
、
 非
理
を
以
っ
て
定
め
置
く
事
、
非
 門
を
以
 っ
て
院
司
に
 補
す
る
は
、
 
梵
澤
四
 

（
㏄
）
 

主
能
 神
雷
 衆
三
聖
山
王
五
道
冥
衆
、
 

唄
 怒
を
作
し
 、
呵
 噴
を
施
す
。
 

と
あ
る
 よ
う
 に
、
横
川
に
お
け
る
自
己
の
門
流
の
勢
力
の
 維
持
に
つ
い
て
は
非
常
に
腐
心
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
 そ
し
て
自
己
の
門
流
と
 

は
 、
具
体
的
に
は
藤
原
氏
の
門
流
で
あ
り
、
こ
の
時
も
 、
 浅
腹
 の
 尋
 円
を
自
己
の
後
継
者
に
定
め
、
 

尋
 円
の
成
人
 ま
で
の
 仲
 つ
ぎ
と
し
て
 

春
光
を
定
め
て
い
る
。
春
光
、
専
門
と
も
に
藤
原
氏
の
 出
身
者
で
あ
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
横
川
に
お
け
る
源
信
は
、
良
源
、
 尋
 禅
に
 対
す
る
抵
抗
者
で
は
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
「
 源
 信
 同
法
」
と
さ
れ
る
 

よ
 う
 に
 、
 彼
ら
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
 存
 在
を
認
め
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
 う
 。
 又
 、
 二
十
五
三
昧
 会
 の
 結
衆
 

の
中
に
も
「
 
天
 ム
ロ
座
主
良
源
道
吉
」
で
良
源
の
遺
産
の
相
 
続
 人
の
一
人
、
或
い
は
、
良
源
の
葬
儀
の
際
の
役
僧
に
 
定
め
ら
れ
た
者
が
お
り
・
 
ヘ
，
 

5
 ）
 

こ
の
こ
と
か
ら
彼
ら
に
良
源
に
対
す
る
抵
抗
の
意
志
が
あ
 っ
 た
と
す
る
ほ
う
が
疑
わ
し
い
。
更
に
、
こ
の
日
天
台
 座
主
良
源
道
吉
」
に
 説
 

（
 
駝
 ）
 

か
れ
る
葬
儀
の
方
法
は
、
二
十
五
三
昧
合
の
葬
法
に
最
も
 影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
 の
こ
と
か
ら
、
源
信
 



矛
盾
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
 

逆
 に
い
 う
 の
で
あ
る
な
ら
 
ぱ
 、
世
俗
に
対
し
て
何
の
こ
だ
わ
 
り
も
な
い
、
或
い
は
、
 

世
俗
を
無
視
し
え
た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
 

な
い
だ
ろ
う
か
 
0
 

源
信
は
晩
年
、
華
 
蔓
院
 、
霊
山
院
の
二
院
を
建
立
し
 
、
華
 蔓
院
 に
は
二
十
五
三
昧
 
会
 が
置
か
れ
、
こ
こ
に
源
信
が
 
隠
棲
し
た
と
も
い
わ
 

小
 
つ
 
5
 
0
 
）
 

れ
て
い
る
 0
 こ
の
堂
舎
は
誰
の
援
助
に
よ
っ
て
建
立
さ
 

ね
 た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
 
華
豪
 院
の
仏
は
花
山
 
法
 皇
の
寄
進
と
い
わ
れ
る
 

中
で
生
き
た
人
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
念
仏
を
 

信
の
念
仏
論
と
比
叡
山
の
念
仏
者
集
団
と
の
間
に
は
 

大
 

ば
 、
源
信
の
二
十
五
三
昧
会
は
 
、
 山
の
中
の
念
仏
者
集
 

苦
し
み
な
が
ら
自
覚
的
に
比
叡
山
に
入
っ
て
ぎ
た
。
 

そ
 

助
 に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
 

対
 

自
ら
籠
山
 し
 、
自
分
達
だ
け
の
精
神
的
世
界
を
構
成
し
、
 

を
 遂
げ
た
。
し
か
し
、
源
信
を
と
り
ま
く
比
叡
山
の
伝
統
 

 
 

こ
と
等
か
ら
、
両
院
と
も
藤
原
氏
等
か
ら
の
後
立
て
よ
 

っ
 

団
 で
あ
り
、
「
 
我
薫
 」
と
 呼
は
 れ
る
如
 き
 非
世
俗
的
性
格
 

き
な
相
違
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
源
信
自
身
も
 

め
ぐ
る
借
と
 
非
僧
 、
世
俗
者
と
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
 

こ
 

し
て
道
俗
 
貴
 賎
を
往
生
に
導
く
べ
く
念
仏
を
提
唱
し
た
 

源
 

し
て
一
方
の
保
 
胤
 は
ど
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
 

的
 世
界
は
、
 保
胤
 を
黄
げ
い
れ
る
桓
寛
容
な
世
界
で
は
 

 
 

そ
の
中
で
念
仏
を
修
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
の
 

て
 造
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
「
今
昔
物
語
 

、
こ
の
念
仏
者
集
団
の
 

信
 の
も
と
で
出
家
の
志
 

世
俗
の
世
界
に
悩
み
、
 

な
か
っ
た
 0
 こ
こ
に
 源
 

の
 強
い
も
の
で
あ
っ
 

の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
 

生
活
は
世
俗
か
ら
の
 
援
 

 
 

L
 に
 よ
 れ
 ば
 、
比
叡
山
 

た
 。
こ
こ
に
は
里
の
人
間
で
あ
っ
た
 

保
 胤
の
入
る
余
地
は
 
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
彼
は
 

、
 再
び
 里
 へ
と
お
り
て
い
っ
た
 

の
で
あ
る
。
 

源
信
 と
保
胤
 、
こ
の
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
世
界
 

へ
と
再
出
家
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
 

山
 の
 念
仏
、
里
の
念
仏
 

は
 、
法
然
や
親
 
姑
 に
よ
っ
て
新
た
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
 

な
る
の
で
あ
る
。
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（
三
五
九
頁
）
と
あ
る
。
 

尚
 、
 保
胤
に
 関
し
て
は
、
寛
和
二
年
の
出
家
以
後
は
、
 

寂
 心
と
 
し
て
扱
 う
 べ
き
で
あ
る
が
、
同
八
 ケ
条
 」
の
署
名
が
、
日
恵
 全
 口
に
於
て
は
 

w
 

「
 慶
保
胤
 」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
又
、
 

コ
続
 本
朝
往
生
伝
 口
で
 も
 
「
 
慶
保
胤
 」
と
さ
れ
て
お
り
・
「
今
昔
物
語
」
の
、
「
内
記
 

慶
 滋
保
 脱
出
家
②
 

 
 
 
 

譜
第
三
」
（
 巻
 第
一
九
）
で
は
、
彼
は
、
「
内
記
聖
人
」
と
呼
ば
 
れ
た
と
さ
れ
、
更
に
は
、
「
内
記
 

聖
 」
「
内
記
入
道
」
等
、
彼
の
 

場
ム
ロ
 
は
 、
 彼
が
 

世
俗
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
呼
称
が
多
い
の
で
、
 本
 論
に
 於
て
も
「
 寂
心
 」
の
法
名
は
用
 い
ず
 慶
滋
保
胤
、
或
い
は
 保
胤
 と
す
る
。
 

（
Ⅱ
）
 
ョ
 恵
 全
 」
 巻
一
 、
三
五
 0
 頁
 。
 

（
は
）
同
前
。
三
五
 セ
頁
 。
 

（
 
穏
 ）
同
前
。
三
山
 ハ
 
0
 頁
 。
 

（
Ⅱ
）
同
 -
 
別
。
 二
 二八
一
一
具
。
 

（
㎏
）
井
上
、
大
官
板
編
目
往
生
伝
、
法
華
験
記
」
（
前
出
）
 

、
 一
一
頁
。
 

（
№
）
 
同
 三
賢
絵
詞
 L
 、
（
「
大
日
本
仏
教
全
書
」
、
第
九
 0
 巻
 、
 か
 
元
文
部
。
）
 

（
 ]
,
.
 

）
日
恵
 全
 b
 番
一
、
三
五
一
頁
。
 

（
は
）
勧
学
会
と
二
十
五
三
昧
会
を
連
続
さ
せ
て
考
え
る
説
と
 し
て
は
、
井
上
光
貞
 氏
 「
藤
原
時
代
の
浄
土
教
」
（
「
歴
史
学
研
 
究
 」
第
一
二
一
一
号
、
一
 

九
四
八
年
）
、
小
原
仁
風
「
勧
学
会
と
二
十
五
三
昧
 会
 」
（
「
日
本
 名
僧
論
集
」
第
四
巻
、
一
九
八
三
年
）
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
 
に
 反
対
す
る
も
 

の
と
し
て
は
、
 
ム
 
不
良
弥
九
民
「
勧
学
会
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
「
 

印
度
 学
 仏
教
学
研
究
」
一
二
、
一
九
七
四
年
）
、
 

堀
 大
慈
氏
「
 二
十
五
三
昧
 会
 

の
 成
立
に
関
す
る
諸
問
題
」
 

尖
 京
都
女
子
大
人
文
論
叢
」
 

九
 、
 一
九
六
四
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
但
し
、
堀
氏
論
文
に
関
し
て
 は
 、
筆
者
は
い
 

ま
だ
直
接
に
そ
の
論
文
を
読
ん
で
は
い
な
い
。
 

（
㎎
）
口
上
代
学
制
の
研
究
 ヒ
、
 
（
一
九
八
三
年
復
刊
、
吉
川
弘
 

文
館
 。
）
第
四
節
。
 

（
⑳
）
「
本
朝
文
粋
 ヒ
 （
「
校
注
日
本
文
学
大
系
」
一
九
一
二
年
 

、
誠
文
 堂
 ）
四
四
一
頁
。
 

（
四
）
 桃
氏
 、
 @
 掲
 書
 。
一
一
一
山
八
五
 

｜
 六
六
頁
。
 

（
 
牡
 ）
「
本
朝
文
粋
」
（
前
出
）
、
五
五
 

0
 頁
 。
 

（
 
為
 ）
同
前
、
五
五
一
頁
。
 

（
 
ぬ
 ）
同
前
、
五
五
二
頁
。
 

（
 
為
 ）
日
恵
全
ヒ
 巻
一
 、
三
五
一
頁
。
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本
論
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
 御
 指
導
を
賜
り
ま
し
た
東
北
大
学
 文
学
部
、
 楠
 
正
弘
教
授
の
御
校
閲
に
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
 

（
 
あ
 ）
井
上
、
大
嘗
 
楓
編
 、
目
往
生
伝
、
法
華
験
記
」
（
前
出
）
 
、
 一
 
三
一
四
頁
。
 

（
㏄
）
円
山
門
堂
舎
円
円
 叡
岳
 要
証
」
（
「
群
書
類
従
」
、
澤
家
部
 、
 巻
 第
四
三
八
、
四
三
九
）
。
 

（
 
仰
 ）
「
群
書
類
従
」
、
 

伝
部
 、
巻
六
九
。
 

（
 
毬
 ）
「
 続
 群
書
類
従
」
、
補
任
部
、
巻
第
九
四
。
 

（
 
棚
 ）
 
円
 門
葉
 記
ヒ
 七
三
、
四
季
講
堂
昌
大
日
本
史
料
」
、
 

第
 二
編
 之
一
 、
正
暦
元
年
二
月
一
四
日
）
。
 

（
㏄
）
 
ョ
 山
門
堂
舎
 白
 （
「
群
書
類
従
」
、
澤
家
部
、
巻
第
四
三
八
 
 
 

（
 
臼
 ）
「
盧
山
寺
文
書
」
、
天
禄
了
一
年
五
月
三
日
、
天
台
座
主
 

良
 糠
漬
 告
 、
（
 日
 平
安
遺
文
」
第
二
巻
、
三
 0
 五
号
）
。
 

二
十
五
三
昧
 
会
結
衆
 の
 内
 、
 仁
潮
 、
 良
運
 、
良
 陳
 、
適
期
 等
が
 役
僧
に
指
名
さ
れ
て
お
り
、
宮
内
庁
蔵
本
ロ
 蹉
厳
院
廿
 五
三
昧
 
過
去
帳
 b
 の
 

結
 衆
客
 ょ
 れ
ば
、
そ
の
数
は
更
に
ふ
え
る
。
 

（
 
駿
 ）
 
向
 
慈
恵
大
師
街
道
吉
ヒ
 

に
 見
ら
れ
る
生
前
に
墓
所
や
棺
 を
 用
意
し
て
お
く
と
い
う
考
え
が
、
二
十
五
三
昧
 会
 に
影
響
を
 
及
ば
し
、
こ
れ
は
 又
、
 

日
定
 起
請
 ヒ
 で
は
自
己
の
死
を
い
か
に
担
う
か
と
い
う
こ
と
に
 深
 化
し
て
い
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
 る
の
で
 別
稿
 

で
 詳
論
し
た
い
。
 

（
㏄
）
ョ
額
 岳
 要
証
 ヒ
 （
「
群
書
類
従
」
、
澤
家
部
、
巻
第
四
三
九
 
s
@
 

0
 

（
 
兜
 ）
「
内
記
慶
滋
保
胤
出
家
譜
第
三
」
、
 

弓
 
今
昔
物
語
」
 
巻
第
 一
九
（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
、
山
田
孝
雄
也
三
名
校
注
、
「
 

仝
上
日
棚
物
証
 

帥
 
葦
雀
 四
 、
一
 

九
八
一
年
、
岩
波
書
店
）
。
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水
藤
武
著
 

文
学
と
日
本
的
感
性
 

へ
り
か
ん
桂
一
九
八
三
年
三
月
刊
 

四
六
判
三
六
四
頁
三
三
 00
 円
 

茂
 

谷
口
 

ょ
 り
に
本
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
わ
ば
公
的
評
価
が
す
ん
 

ほ
 知
の
よ
う
に
、
本
書
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
の
学
会
賞
を
受
 

で
い
る
の
 

賞
し
た
 

も
の
で
あ
り
、
そ
の
審
査
報
告
が
二
五
六
号
回
収
め
ら
れ
て
い
 る
 。
こ
の
 

で
、
こ
の
書
評
で
は
、
個
人
的
な
感
想
の
吐
露
が
許
さ
れ
て
い
 
る
と
 思
 

西
ノ
 

@
 。
 

ま
ず
、
本
書
の
構
成
と
内
容
を
紹
介
す
る
。
本
書
は
書
き
下
ろ
 し
で
ほ
 

な
く
て
論
文
集
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
 う
 な
、
 数
が
 

溜
ま
っ
た
か
ら
適
当
に
 且
 つ
く
ら
っ
て
ま
と
め
、
そ
れ
に
も
っ
 と
も
ら
し
 

い
 題
を
つ
げ
て
売
り
に
出
す
と
い
っ
た
形
の
、
安
易
な
書
物
で
 は
な
い
。
 

研
究
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
一
つ
の
問
題
意
識
に
基
づ
 い
た
一
貫
 

性
が
 、
こ
の
論
文
集
に
有
機
的
な
連
関
を
与
え
て
お
り
、
著
者
 は
い
わ
ば
 

十
年
が
か
り
で
一
書
を
書
き
下
ろ
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
 そ
 0
 間
題
意
 

誠
な
 、
著
者
は
「
ま
え
が
き
」
で
、
 
"
 わ
が
国
に
お
い
て
、
 文
 学
 と
宗
教
 

と
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
真
の
意
味
で
の
 日
 本
の
古
木
 
教
 

書
評
と
紹
介
 

文
学
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
 "
 と
い
う
ふ
う
に
述
べ
、
 

そ
 こ
で
ま
ず
 

問
題
に
な
る
宗
教
に
つ
い
て
は
、
 

"
 こ
こ
で
宗
教
と
い
う
の
は
 、
 必
ず
し
 

も
 ・
・
・
…
歴
史
的
に
制
度
化
さ
れ
た
宗
派
・
教
団
を
指
し
て
い
る
 

わ
 げ
で
は
 

な
い
。
よ
り
根
源
的
と
も
い
 う
 べ
 き
 、
も
の
の
見
方
・
感
じ
方
 に
 一
定
の
 

方
向
性
を
与
え
、
秩
序
化
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
更
に
は
個
々
 人
の
生
の
 

意
味
付
け
に
働
く
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
、
い
わ
ば
宗
教
的
感
 性
 "
 と
規
 

定
 し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
教
と
文
学
と
の
関
係
 仁
 つ
い
て
は
 

"
 多
く
 

の
場
合
そ
れ
は
八
宗
教
…
…
引
用
者
 注
 U
 、
当
事
者
に
と
っ
て
 も
 、
明
瞭
 

に
 対
象
化
し
て
 抱
 え
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
り
、
た
だ
文
学
 創
旺
坦
 
の
 営
 

み
を
通
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
も
の
 "
 と
し
て
 担
 え
 ら
れ
て
い
 

る
 。
だ
か
ら
、
 

"
 あ
く
ま
で
も
、
作
品
に
密
着
し
な
が
ら
、
 

作
 家
 の
そ
 う
 

し
た
局
面
の
具
体
相
に
分
け
入
り
た
い
と
い
う
の
が
 "
 、
著
者
 の
 
"
 一
貫
 

し
た
念
願
で
あ
り
 "
 、
研
究
態
度
な
の
で
あ
る
。
 

本
書
は
序
説
と
、
十
二
篇
の
論
文
を
三
部
に
構
成
し
た
本
論
か
 ら
 成
っ
 

て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
簡
略
に
紹
介
す
る
。
 

序
説
「
近
代
文
学
に
生
き
る
日
本
的
感
性
」
は
、
本
書
の
最
も
 重
要
な
 

基
本
概
念
で
あ
る
「
日
本
的
感
性
」
の
説
明
の
試
み
で
あ
る
。
 著
者
は
ま
 

ず
そ
れ
を
理
念
的
に
 "
 何
よ
り
も
日
本
語
に
基
盤
を
お
き
、
 

日
 本
証
 胆
 
と
い
 

ラ
 ー
 
=
 
ロ
ま
 
旭
 共
同
体
の
基
礎
の
上
に
働
く
共
通
感
覚
に
よ
っ
て
 、
整
 え
ら
れ
 方
 

向
づ
 げ
ら
れ
る
全
体
的
感
覚
」
と
し
て
 抱
 え
、
次
に
そ
の
現
実
 
態
 な
、
 

"
 拓
生
別
 
提
 に
対
象
化
さ
れ
 ぅ
 る
よ
う
な
日
本
的
感
性
な
み
も
の
 
が
あ
っ
 

 
 

て
 、
そ
れ
が
ど
 う
 @
=
 

ロ
ま
町
表
現
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
 
な
の
で
は
 

徳
 

な
い
。
共
通
感
覚
を
 い
 き
い
き
と
働
か
せ
、
惰
性
で
な
 い
溌
刺
 と

し
た
 内
 

5
9
 

的
 秩
序
を
も
た
ら
す
感
性
を
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
が
、
全
的
な
 認
 誠
 に
到
る
 



た
め
に
も
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
 

@
=
 

Ⅰ
ま
中
活
動
に
よ
っ
て
 そ
れ
が
 促
 

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 "
 と
 規
定
し
て
、
日
本
的
感
性
と
 日
本
語
に
 

よ
る
表
現
活
動
と
の
不
可
分
の
関
係
を
強
調
し
て
い
る
。
従
っ
 て
 、
「
 近
 

代
 文
学
に
生
き
る
日
本
的
感
性
」
と
は
、
 

"
 近
代
文
学
に
よ
っ
 

て
い
き
い
 

き
と
覚
醒
し
た
感
性
の
あ
り
さ
ま
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
も
 の
に
 他
な
 

う
な
い
。
 "
 

著
者
は
こ
の
日
本
的
感
性
の
具
体
的
な
発
現
を
、
日
野
啓
三
、
 獅
子
女
 

六
 、
志
賀
直
哉
、
小
林
秀
雄
、
折
口
信
夫
、
高
村
光
太
郎
、
遠
 藤
岡
作
と
 

い
っ
た
た
が
い
に
資
質
を
異
に
す
る
文
学
者
た
ち
の
文
学
的
 営
 為
や
生
き
 

方
を
通
し
て
、
そ
れ
が
必
然
的
に
宗
教
的
な
も
の
に
か
か
わ
っ
 て
く
る
 事
 

情
を
 、
説
得
的
に
論
証
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 
"
 人
間
の
ぎ
 り
ぎ
り
の
 

生
き
ぬ
き
生
き
の
び
る
力
と
な
る
よ
う
な
文
学
に
お
い
て
は
、
 人
間
の
全
 

的
 存
在
に
食
い
入
れ
ば
食
い
入
る
ほ
ど
、
宗
教
的
な
も
の
と
は
 明
確
に
は
 

区
別
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
こ
そ
が
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
 く
る
と
 考
 

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
"
 

1
 
 
「
私
小
説
と
宗
教
的
感
性
」
は
、
三
人
の
代
表
的
な
私
小
 説 的
作
 

家
を
取
り
扱
う
。
私
小
説
は
、
日
本
の
近
代
文
学
を
問
題
に
す
 ろ
う
え
 で
 

不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
が
、
本
書
の
主
題
か
ら
言
っ
て
も
欠
か
 す
こ
と
が
 

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
 

"
 こ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
自
体
が
 、
作
 家
の
生
の
 

意
味
追
窮
お
よ
び
実
現
の
た
め
の
、
一
種
の
宗
教
的
と
も
言
え
 る
 実
践
 道
 

と
な
っ
て
い
る
れ
か
ら
で
あ
る
。
 

ま
ず
Ⅰ
 章
 
「
事
実
と
真
実
と
の
あ
わ
ぃ
田
山
花
袋
「
蒲
団
 
三
 」
 ネ
 Ⅰ
 

は
 、
私
小
説
の
濫
 膓
 と
さ
れ
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
日
本
の
近
代
 文
学
の
主
 

要
 傾
向
と
し
て
、
陰
に
陽
に
現
代
に
至
る
ま
で
影
響
を
及
ば
し
 
て
い
る
   

こっ説 とまいまはの 

  

で ・ の   
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書評と紹介 

妹
へ
の
哀
惜
か
ら
激
し
い
怒
り
と
な
り
、
彼
は
神
的
な
も
の
を
 
「
無
法
 き
 

ね
 ま
る
」
「
理
不
尽
な
 奴
 」
と
感
じ
る
 よ
う
 に
な
る
。
だ
が
 
彼
 は
 、
そ
の
 

怒
り
を
無
神
論
や
諦
念
へ
移
調
す
る
こ
と
な
く
、
物
事
を
凝
視
 し
 続
け
る
 

の
 顕
現
と
し
て
の
文
学
の
営
み
が
、
近
代
文
学
者
に
あ
っ
て
 い
 

ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
 "
 目
に
つ
 
な
が
る
も
 

か
に
発
揮
 

の
 "
 た
ち
の
行
方
を
見
届
け
る
こ
と
の
う
ち
に
、
 

"
 本
質
に
お
 い
て
古
木
 
払
秋
 

的
な
 "
 、
 "
 生
の
至
福
感
 "
 を
享
受
す
る
 よ
う
 に
な
っ
た
。
 

Ⅱ
「
創
造
の
原
点
に
あ
る
も
の
」
で
は
、
創
造
の
根
源
と
し
 

て
の
 

八
 い
の
ち
 V
 の
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
 

"
 そ
う
し
た
 
い
 の
 ち
 な
る
も
の
 

さ
れ
た
か
を
見
よ
う
と
し
た
。
 
"
 

1
 章
「
恨
の
締
緒
鎮
魂
１
１
森
鴎
外
円
舞
姫
 
ヒ
 

鴎
外
の
実
質
的
な
意
味
で
の
処
女
作
㍉
舞
姫
」
は
、
近
代
文
学
 研
究
の
 

好
個
の
対
象
で
あ
り
、
す
で
に
お
び
た
だ
し
い
論
考
が
な
さ
れ
 て
い
る
。
 

そ
の
大
方
は
 
、
 
"
 主
人
公
の
近
代
的
自
我
の
目
覚
め
と
挫
折
を
 扱
っ
た
 テ
 

１
％
小
説
、
と
み
る
よ
う
な
視
点
 "
 に
 立
つ
も
の
や
、
シ
ナ
 近
 世
 文
学
ま
 

た
は
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
影
響
を
云
々
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

著
者
は
、
 

"
 円
舞
姫
し
は
、
心
を
澄
ま
し
て
清
々
し
く
せ
ん
が
た
め
の
、
 

そ
 か
り
 
亡
息
 
味
 

で
の
鎮
魂
の
文
学
 "
 と
見
な
し
、
 

"
 円
舞
姫
」
を
通
し
て
鴎
外
 
の
 文
学
の
 

動
機
を
探
り
 "
 、
 "
 そ
し
て
そ
の
主
題
で
あ
る
「
 限
 」
の
内
実
 "
 を
 追
究
し
 

よ
う
と
す
る
。
主
人
公
豊
太
郎
を
し
て
「
舞
姫
」
な
る
手
記
を
 書
か
し
め
 

た
も
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
的
 絆
 に
ま
と
い
つ
か
れ
な
が
ら
 、
そ
れ
を
 

ど
 う
 処
置
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
 己
 れ
の
根
本
性
格
へ
の
名
状
 し
が
た
い
 

ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
 
ソ
ス
 、
つ
ま
り
恨
で
あ
っ
た
。
 

"
 豊
太
郎
に
と
 っ
て
 、
浪
 

は
あ
ま
り
に
も
生
き
る
営
為
に
直
接
し
て
い
る
。
生
き
る
こ
と
 が
 、
と
り
 

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
ま
だ
三
分
の
一
し
か
扱
っ
て
い
な
い
 の
に
、
 

も
う
残
り
の
枚
数
が
足
り
な
い
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
網
羅
的
 に
 言
及
す
 

る
と
す
れ
ば
、
表
面
を
掬
 う
 だ
け
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
 著
 者
 自
身
に
 

ま
叫
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
方
針
を
変
え
た
く
な
い
の
 
で
、
あ
と
 

は
 割
愛
す
る
こ
と
に
し
て
、
目
次
を
掲
げ
る
だ
け
に
留
め
た
い
 。
本
書
が
 

読
む
に
値
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
こ
れ
ま
で
の
紹
介
で
十
分
 ほ
 つ
く
と
 

思
う
。
 

i
 

2
 章
「
い
の
ち
の
詩
人
 ｜
 中原
中
也
」
 

3
 章
「
解
析
の
は
て
に
１
１
小
林
秀
雄
 

再
 
本
居
宣
長
ヒ
 

4
 章
司
 豊
 銑
の
海
 L
 か
ら
の
旅
立
ち
 ｜
 三島
由
紀
夫
」
 

Ⅲ
「
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
と
展
開
」
 

1
 章
「
 一
 ろ
の
八
宗
教
 V
 

｜
 讃美
歌
と
和
歌
」
 

2
 章
「
超
越
と
破
滅
 ｜
 北村
透
谷
」
 

3
 章
「
あ
る
マ
リ
ア
 像
 １
１
亀
井
勝
一
郎
と
遠
藤
周
作
の
接
 占
い
」
 

4
 章
「
神
の
死
と
人
の
聖
 桂
 １
１
太
宰
治
「
人
間
失
格
 ヒ
 

5
 章
「
危
機
美
の
文
学
 ｜
 太宰
治
同
桜
桃
 ヒ
 

も
 直
さ
ず
限
り
な
く
恨
を
紡
ぎ
出
す
営
み
に
異
な
ら
な
い
の
で
 あ
る
。
 "
 

そ
し
て
そ
れ
は
作
者
の
実
状
で
も
あ
っ
た
。
 

"
 鴎
外
の
生
の
基
 調
 を
な
す
 

，
 ，
ろ
 

の
は
、
悲
哀
に
似
る
一
種
の
気
分
で
あ
っ
た
。
 

家
 持
が
「
 情
悲
 し
も
」
の
 

成
句
に
定
着
さ
せ
た
 よ
う
 に
、
鴎
外
は
そ
れ
を
、
 

限
 な
る
言
葉
 で
 把
握
し
 

よ
う
 と
し
た
の
で
あ
る
。
先
ず
ひ
と
た
び
恨
の
語
に
凝
縮
さ
せ
 、
そ
の
 概
 

略
を
文
に
綴
る
と
い
う
言
語
活
動
に
よ
っ
て
、
締
緒
を
展
べ
よ
 う
と
し
た
 

の
で
あ
っ
た
。
 "
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最
後
に
要
望
を
一
言
。
確
か
に
、
審
査
報
告
も
指
摘
し
て
い
る
 
よ
う
 

に
 、
方
法
論
的
に
 未
 確
定
の
部
分
が
い
ろ
い
ろ
残
さ
れ
て
い
る
 。
そ
れ
は
 

一
つ
に
は
、
文
学
と
宗
教
と
の
原
理
的
相
剋
へ
の
問
題
関
心
が
 稀
薄
で
あ
 

る
 点
に
う
か
が
わ
れ
る
。
文
学
と
宗
教
と
の
親
和
的
な
相
補
 関
 係
は
、
そ
 

れ
と
対
立
す
る
関
係
と
の
緊
張
を
抜
き
に
し
て
は
成
り
た
た
な
 い
の
で
は
 

な
か
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
は
、
神
道
文
学
論
と
い
う
、
著
者
の
 究
極
的
な
 

研
究
目
的
が
、
作
品
に
即
す
る
と
い
う
現
在
の
研
究
態
度
と
矛
 肩
 す
る
 局
 

面
 が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
目
的
意
識
が
 あ
ま
り
に
 

も
 出
し
ゃ
ば
る
と
、
研
究
活
動
の
柔
軟
性
や
活
性
が
鈍
化
す
る
 だ
け
で
な
 

く
 、
文
学
研
究
上
最
も
大
事
な
「
感
性
」
が
濁
っ
て
く
る
恐
れ
 が
あ
る
。
 

こ
の
点
も
、
十
分
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 し
か
し
な
 

が
ら
、
そ
れ
ら
の
こ
と
は
と
も
あ
れ
、
今
は
、
学
問
め
か
す
た
 め
の
気
配
 

り
は
程
々
に
し
て
、
こ
れ
は
と
思
う
作
家
や
作
品
を
 "
 味
読
 "
 す
る
こ
と
 

に
 沈
潜
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
 う
 。
こ
れ
ま
で
辺
境
視
さ
れ
て
 き
 た
「
 宗
 

散
文
学
」
と
い
う
 豊
銃
 な
領
域
に
同
じ
問
題
関
心
を
も
つ
者
の
 一
人
と
し
 

て
 、
著
者
の
粘
り
強
い
努
力
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
 に
 、
今
後
 

た
お
一
層
の
精
進
を
期
待
し
た
 い
 。
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し
た
が
っ
て
何
を
書
い
て
も
大
丈
夫
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
 で
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
ず
ら
り
と
並
ん
だ
二
六
篇
の
論
文
は
、
内
容
的
に
各
 人
 各
様
、
 

意
味
で
の
解
脱
な
り
救
済
な
り
に
何
ら
か
の
形
で
必
ず
つ
な
が
 っ
て
い
る
 

と
 思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ー
マ
は
宗
教
研
 究
 の
全
館
 

域
 を
覆
い
 う
 る
も
の
で
あ
り
、
執
筆
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
 的
 関
心
に
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書評と紹介 

お
の
お
の
特
殊
な
問
題
を
専
門
的
に
深
く
追
究
し
た
綿
密
な
論
 考
 ぞ
ろ
い
 

で
あ
る
。
ち
な
み
に
単
純
な
算
術
計
算
を
し
て
み
る
と
、
 一
 
文
 あ
た
り
 

の
 平
均
枚
数
は
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
で
四
六
枚
 強
 、
日
宗
教
 研
究
」
 掲
 

載
 論
文
の
規
定
枚
数
を
優
に
越
え
る
分
量
で
あ
る
。
質
・
量
 と
 も
に
こ
れ
 

だ
 け
 レ
ベ
ル
の
高
い
論
文
を
集
め
た
本
書
が
、
到
底
一
人
の
書
 評
 子
の
拙
 肌
 

み
こ
な
し
 
ぅ
 る
も
の
で
な
 い
 こ
と
は
知
れ
た
道
理
で
あ
る
。
 

だ
 か
ら
「
 ，
 
」
 

れ
は
大
変
」
と
い
う
ほ
か
な
い
。
 

本
書
は
 、
 「
あ
と
が
き
」
に
 
ょ
 れ
ば
、
東
北
大
学
教
授
 
楠
 正
弘
 氏
 の
 還
暦
 

記
念
論
文
集
と
し
て
企
画
出
版
さ
れ
た
日
東
北
印
度
 学
 宗
教
学
 会
 論
集
第
 

九
号
ヒ
 
に
 、
 楠
氏
 自
身
の
序
論
や
索
引
な
ど
を
加
え
て
単
行
木
 と
し
た
も
 

の
だ
ど
 い
 う
 。
も
と
も
と
は
個
人
の
還
暦
記
念
の
た
め
に
編
集
 さ
れ
た
わ
 

げ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
記
念
論
文
集
の
類
に
よ
く
み
 ら
れ
る
 ょ
 

う
な
、
個
人
の
写
真
や
略
歴
や
業
績
一
覧
な
ど
と
い
っ
た
も
の
 は
 一
切
ふ
 

く
ま
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
一
般
の
読
者
に
は
関
心
の
も
て
 な
い
要
素
 

は
 皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
さ
し
く
「
解
脱
と
救
済
」
を
 、
洋
 の
東
西
に
 

わ
た
り
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
実
に
多
角
的
に
論
じ
 た
 一
大
論
 

文
集
で
あ
り
、
「
あ
と
が
き
」
に
い
 う
 と
お
り
、
ひ
ろ
く
「
 此
 学
の
研
究
 

に
 携
わ
る
方
々
の
参
考
に
供
し
得
る
内
容
に
充
ち
て
い
る
」
（
 五
五
八
頁
）
 

よ
 う
 で
あ
る
。
 

こ
れ
ら
の
多
角
的
論
文
は
、
 

三
篇
に
 分
類
・
配
列
さ
れ
て
い
る
 。
こ
の
 

整
理
は
し
か
し
、
論
文
原
稿
の
出
そ
ろ
っ
た
段
階
で
編
集
委
員
 会
 の
お
こ
 

な
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
講
座
も
の
の
よ
う
に
 

「
解
脱
 

と
 救
済
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
 、
 論
ず
べ
き
問
題
や
執
 筆
者
を
あ
 

ら
か
じ
め
体
系
的
に
設
定
し
た
上
で
の
編
集
で
は
あ
る
ま
い
。
 室
 目
許
子
宮
 

序
 農
道
徳
的
信
仰
の
萌
芽
１
カ
 
ソ
ト
 の
二
つ
の
書
簡
を
め
ぐ
っ
 ナ
 
、
｜
 （
 楠
正
 

引
地
）
 

第
一
篇
宗
教
学
の
問
題
と
方
法
 

ワ
ッ
ハ
 の
「
救
済
の
人
間
学
」
の
構
造
 ｜
 
ウ
ェ
ー
バ
ー
批
判
と
の
 関
連
に
 

お
い
て
ー
（
北
川
直
 
利
 ）
 

儀
礼
的
境
界
に
お
け
る
コ
ス
モ
ス
化
と
カ
オ
ス
化
 ｜
 
V
.
 タ
｜
 
 
 

コ
ム
 
ニ
 タ
ス
論
を
め
ぐ
っ
て
ー
（
池
上
泉
 
正
 ）
 

 
 

シ
ヱ
 
リ
ン
グ
に
お
け
る
悪
の
一
考
察
 ｜
 「
精
神
的
宗
教
」
を
め
ぐ
 
 
 

（
諸
岡
道
化
 古
 ）
 

 
 

 
 

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
道
徳
と
宗
教
（
村
野
宣
男
）
 

身
も
 、
か
つ
て
こ
う
し
た
記
念
論
文
集
の
編
集
委
員
会
に
加
わ
 っ
た
 経
験
 

が
あ
る
が
、
そ
の
と
ぎ
の
書
名
は
「
宗
教
と
歴
史
」
と
か
 
厘
不
 教
 と
社
 

会
ヒ
と
か
、
は
な
は
だ
広
く
包
括
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ね
ら
 い
は
、
 体
 

糸
 的
な
一
書
を
な
す
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
執
筆
者
各
位
に
 存
分
に
専
 

門
 的
な
論
文
を
書
い
て
い
た
だ
く
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
本
書
 0
 編
集
方
 

針
 も
ま
た
、
根
本
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 る
 。
そ
れ
 

だ
 げ
に
、
本
書
に
は
執
筆
者
各
自
が
「
最
近
の
研
究
の
成
果
」
（
 

五
五
八
頁
）
 

を
 披
露
し
た
力
作
が
そ
ろ
っ
て
い
る
と
 見
ぅ
 け
ら
れ
た
。
 

と
い
う
こ
と
は
、
本
書
の
全
体
を
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
 し
て
 書
 

評
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
 
。
そ
こ
 

で
、
文
字
ど
お
り
よ
し
の
ず
い
か
ら
天
井
を
の
ぞ
い
て
、
ご
く
 限
ら
れ
た
 

論
文
に
ふ
れ
る
だ
け
で
お
許
し
願
 う
 こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
 補
 
い
と
し
 

て
 、
以
下
に
収
録
論
文
一
覧
を
紹
介
し
て
お
く
。
 



セ
一
 レ
ン
・
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
一
ル
の
 生
涯
と
著
作
の
構
造
１
間
接
 的
伝
達
 

と
し
て
の
匿
名
の
問
題
を
中
心
に
 ｜
 
（
米
沢
 紀
 ）
 

「
義
に
し
て
 罪
 」
と
「
罪
に
し
て
 義
 」
 ｜
 コ
マ
 ま
こ
 第
七
章
第
十
 四
｜
二
 

十
四
節
を
中
心
に
 ｜
 
（
其
方
数
 道
 ）
 

祈
り
と
沈
黙
（
中
川
秀
 恭
 ）
 

第
二
篇
日
本
宗
教
に
お
け
る
救
済
の
構
造
 

覚
 鍍
の
宗
教
経
験
 ｜
 解
脱
Ⅱ
救
済
論
の
新
し
い
地
平
 ｜
 
（
山
折
哲
雄
  
 

「
往
生
伝
」
的
浄
土
信
仰
に
お
け
る
心
の
問
題
（
 華
園
聴
麿
 ）
 

一
遍
に
お
け
る
念
仏
と
救
済
（
早
坂
 博
 ）
 

時
衆
の
「
入
水
往
生
」
 

考
｜
 そ
の
救
い
の
論
理
と
構
造
 ｜
 
（
渡
辺
 壬
 
見
目
 
呼
睦
叫
 

）
 

稲
荷
信
仰
の
習
ム
ロ
構
造
（
高
橋
 
渉
 ）
 

「
も
の
」
と
「
い
 き
 も
の
」
の
供
養
（
山
本
春
樹
）
 

千
文
 裡
看
花
 
（
松
田
紹
興
）
 

わ
が
国
の
真
言
密
教
と
大
室
田
・
月
山
の
秘
所
に
つ
い
て
（
月
光
 
叢
 早
臥
）
 

第
三
篇
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
お
け
る
解
脱
と
救
済
 

沙
門
の
解
脱
遺
 ｜
墨
 仙
の
語
録
」
を
中
心
と
し
て
ー
（
高
木
 
諦
元
  
 

｜
 
（
沢
井
義
次
）
 

出
家
遊
行
 ｜
 シ
ヤ
ン
カ
ラ
の
不
二
一
元
論
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
哲
学
を
め
 

デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
の
善
玉
化
 ｜
 仏
教
に
お
け
る
悪
者
の
救
済
 ｜
 
（
 杉
本
卓
 

ぐ
 （
 
，
て
 

 
 「

解
脱
」
と
「
救
済
」
の
位
相
と
統
一
 

｜
 タ
ク
シ
 -
 
％
に
み
る
古
本
数
 
の
種
々
 

相
｜
 
（
塚
本
啓
 祥
 ）
 

龍
 樹
の
空
の
論
理
（
矢
島
手
首
）
 

自
在
神
に
か
か
わ
る
解
脱
と
救
済
の
問
題
１
 
%
 舶
ぺ
 
4
p
 
の
 
@
&
&
 

牙
い
 
コ
 便
 在
ヨ
 

楠
 氏
の
巻
頭
論
文
は
 、
 他
の
二
五
篇
の
論
集
の
成
っ
た
後
に
執
 筆
さ
れ
 

た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
二
節
に
分
か
た
れ
て
い
る
が
、
そ
の
 第
一
節
が
 

本
妻
 日
 全
体
へ
の
序
論
の
意
味
を
も
つ
も
の
の
よ
 う
 で
あ
る
。
「
 解
脱
 と
救
 

済
 、
悟
り
と
救
い
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
の
極
地
に
到
達
す
る
 方
法
と
か
 

道
筋
の
こ
と
を
い
 う
 の
で
あ
る
」
三
 %
 

と
書
き
出
し
て
、
 
そ
 の
 求
道
の
 

方
法
に
 い
 わ
ゆ
る
自
力
と
他
力
と
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
両
者
 の
間
に
自
 

力
的
 ，
他
力
的
と
い
わ
る
べ
き
第
三
の
道
が
あ
る
」
（
四
頁
）
 

と
 い
う
。
 こ
 

の
 
「
 間
 」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
両
者
の
「
関
わ
り
」
と
い
 ぅ
 こ
と
を
 

氏
は
重
視
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
こ
と
に
世
俗
者
の
信
仰
を
考
察
す
 

る
 場
合
、
 

こ
の
第
三
の
道
の
も
 ヱ
 忠
義
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

そ
 の
 世
俗
者
 

の
 信
仰
現
象
は
ま
た
、
世
俗
的
な
も
の
と
聖
な
る
も
の
と
の
 関
 わ
り
の
場
 

に
お
い
て
動
態
的
に
成
立
す
る
。
自
力
と
他
力
の
間
、
世
俗
と
め
 
不
鵬
 
㌍
 と
の
 

間
に
 、
こ
う
し
て
動
態
的
な
関
わ
り
と
し
て
展
開
す
る
信
仰
 現
 象
を
捉
え
 

る
た
め
に
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
静
態
的
な
現
象
学
か
ら
区
別
さ
 れ
た
信
仰
 

動
態
現
象
学
が
必
要
で
あ
る
。
こ
 う
 論
じ
て
、
氏
は
第
二
節
で
 カ
ソ
ト
 の
 

の
 。
 
p
 
牙
 p
L
 

を
中
心
と
し
て
 

｜
 
（
広
瀬
 替
こ
 

 
 

死
 ・
中
有
・
再
生
に
よ
る
 成
覚
論
 １
 %
 ヨ
コ
 
鉗
麓
ヨ
り
里
 
a
r
@
l
 

に
お
 

げ
 ろ
｜
 
㏄
 

 
  
 

 
 

 
 

宮
智
光
）
 

稲
の
ま
つ
り
ー
ア
ジ
ア
の
 
村
 々
を
訪
ね
て
 
｜
 杉
山
見
 こ
 

コ
プ
ト
教
に
お
け
る
救
済
と
解
脱
 
｜
ヮ
 デ
ィ
・
 ナ
 ト
ル
 ソ
 の
 修
 道
士
 の
 

生
活
史
か
ら
 
1
 
 （
山
形
孝
夫
）
 



道
徳
的
信
仰
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
が
自
力
的
・
他
力
的
、
医
 言
 す
れ
ば
 

解
脱
的
・
救
済
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
世
俗
的
な
道
 徳
と
非
世
 

俗
 的
な
宗
教
と
の
二
つ
の
領
域
の
関
わ
り
合
 う
 斜
行
線
上
に
形
 成
さ
れ
て
 

い
る
こ
と
を
論
証
し
て
み
せ
る
。
 

解
脱
と
救
済
と
の
間
に
着
眼
し
て
信
仰
動
態
現
象
学
を
提
唱
す
 る
 第
一
 

節
は
 、
宗
教
研
究
の
基
本
的
な
方
法
論
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
 で
、
広
く
 

一
般
の
関
心
を
ひ
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
二
節
は
頁
 数
で
 も
 第
一
節
 

の
 二
倍
を
越
え
て
か
な
り
特
殊
な
専
門
的
研
究
に
な
っ
て
い
る
 。
す
な
わ
 

ち
円
 単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
」
の
出
版
 ょ
 り
 的
 二
十
年
近
 

く
も
前
に
書
か
れ
た
カ
ン
ト
の
書
簡
二
つ
を
発
掘
し
て
、
そ
の
 な
か
に
 早
 

く
も
道
徳
的
信
仰
の
萌
芽
の
み
ら
れ
る
こ
と
を
つ
ぎ
と
め
て
 明
 ら
か
に
し
 

た
 論
考
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
序
論
と
い
え
ど
も
す
で
に
特
殊
 研
 究
 で
あ
る
 

と
い
う
点
に
、
本
書
全
体
の
一
つ
の
特
色
を
み
る
こ
と
が
で
き
 る
で
あ
ろ
 

ハ
 
@
 ツ
 
。
 

そ
う
し
た
特
殊
な
論
考
 群
 の
な
か
で
、
書
評
子
の
宗
教
学
説
 史
 に
 対
す
 

る
 平
素
の
関
心
に
直
接
つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
は
、
 楠
氏
 に
続
 い
て
二
番
 

目
 、
三
番
目
に
位
置
し
て
い
る
北
川
氏
な
ら
び
に
池
上
氏
の
 論
 文
 で
あ
 

る
 。
北
川
氏
は
、
ワ
ッ
 ハ
 の
処
女
作
 ヨ
 救
済
思
想
と
そ
の
解
釈
 し
 二
九
 

一
二
一
）
を
取
り
上
げ
て
綿
密
な
考
察
を
加
え
る
。
こ
れ
を
簡
潔
 
に
 要
約
し
 

た
 上
で
、
ワ
ッ
 ハ
 の
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
対
す
る
批
判
を
「
救
済
 欲
 求
 」
 や
 

介
 

「
宗
教
経
験
」
の
把
握
の
仕
方
に
即
し
て
掘
り
さ
げ
、
 そ
 し
て
い
う
。
 ヮ
 

珊
ッ
ハ
 の
「
視
角
か
ら
見
れ
ば
、
 ウ
 ヱ
上
 ｜
は
、
 明
ら
か
 
に
 、
八
宗
教
 経
 

 
 

 
 

い
な
い
。
少
な
く
と
も
 ヮ
ッ
ハ
 が
主
張
す
る
八
宗
教
経
験
 V
 の
 独
自
性
を
 

尊
重
す
る
仕
方
で
、
理
論
化
し
て
は
い
な
い
」
三
一
八
頁
）
。
 

ワ
ッ
 
ハ
と
ウ
 

ニ
 ー
バ
ー
の
両
者
の
対
立
は
、
「
方
法
論
的
操
作
に
よ
る
工
夫
で
 

は
調
停
 し
 

得
な
い
、
人
格
的
相
違
に
発
す
る
根
本
的
な
対
立
の
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
」
 

（
三
九
頁
）
。
こ
う
し
て
北
川
は
、
宗
教
研
究
の
根
底
に
あ
る
研
究
 

者
 自
身
 

0
 人
格
の
問
題
を
ひ
き
ず
り
だ
し
て
、
研
究
者
た
ち
に
自
省
を
 促
す
の
で
 

あ
る
。
 

池
上
氏
は
、
タ
ー
ナ
ー
の
 諸
 著
を
丹
念
に
探
り
な
が
ら
、
そ
の
 コ
ム
 二
 

タ
ス
論
の
成
立
と
展
開
の
過
程
を
あ
と
づ
け
る
。
そ
こ
に
み
ら
 れ
る
 タ
｜
 

ナ
｜
 自
身
の
観
点
や
姿
勢
の
変
換
を
析
出
す
る
と
と
も
に
、
 タ
 
ナ
 ー
に
 

対
す
る
疑
問
や
批
判
を
提
起
し
て
、
問
題
の
深
化
と
精
微
 化
を
 は
か
る
。
 

た
と
え
ば
、
「
見
落
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
コ
ム
 ニ
 タ
ス
発
現
 
の
 究
極
的
 

根
拠
を
め
ぐ
っ
て
確
固
た
る
ひ
と
つ
の
八
人
間
観
 V
 が
前
面
に
 
打
ち
出
さ
 

れ
て
く
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
証
的
調
査
を
基
盤
と
す
る
 儀
礼
的
 境
 

界
 時
の
理
論
的
分
析
は
、
こ
こ
に
到
っ
て
強
く
宗
教
的
人
問
 論
 へ
と
傾
斜
 

す
る
の
で
あ
る
」
（
四
九
頁
）
。
と
い
う
。
こ
こ
に
は
、
北
川
論
文
 

に
 出
た
 

研
究
者
の
人
格
の
問
題
と
共
通
す
る
も
の
の
指
摘
を
み
る
こ
と
 が
で
き
る
 

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
池
上
は
、
か
か
る
コ
ム
 ニ
 タ
ス
を
実
現
す
 る
 儀
礼
的
 

境
界
を
通
っ
て
 、
 再
び
構
造
に
復
帰
す
る
場
合
、
そ
の
儀
礼
の
 主
体
は
 
コ
 

ス
モ
ス
化
の
回
路
を
通
る
の
か
カ
オ
ス
化
の
回
路
を
通
る
の
か
 、
と
い
う
 

疑
問
を
提
起
す
る
。
こ
れ
に
対
す
る
タ
ー
ナ
ー
の
解
答
が
 、
大
 多
数
に
お
 

わ
 

 
 

い
て
コ
ス
モ
ス
化
の
回
路
だ
と
認
め
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
た
 上
 で
、
 さ
 

㏄
 

ら
に
 
コ
ム
 ニ
 タ
ス
の
質
の
間
 題
 こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
 ま
い
、
と
㎝
 

 
 

今
後
の
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。
 



北
川
氏
も
池
上
氏
も
、
と
も
に
昭
和
二
四
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
 。
執
筆
 

い
 わ
 ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
 

通
 誌
 し
て
み
て
、
自
分
な
 

 
 

者
の
な
か
に
は
、
さ
ら
に
半
年
ほ
ど
後
に
諸
岡
氏
、
二
年
ほ
ど
 後
に
沢
井
り
の
宗
教
研
究
に
と
っ
て
示
唆
さ
れ
る
点
は
多
 い
と
い
う
印
象
で
あ
っ
Ⅲ
 

氏
 が
い
る
。
三
年
ほ
ど
前
に
は
山
本
氏
が
い
る
（
「
あ
と
が
 

ぎ
 」
に
 氏
の
名
前
 

た
 。
書
評
と
い
う
よ
り
も
、
大
方
へ
の
紹
介
 と
 個
人
的
印
象
を
記
し
て
、
 

 
 

が
 脱
落
し
て
い
る
）
。
以
上
五
 氏
が
 昭
和
二
 0
 年
代
の
生
ま
れ
で
あ
 る
 。
 
こ
 

宗
教
研
究
編
集
委
員
会
か
ら
課
せ
ら
れ
た
責
に
 こ
た
え
る
 稿
 と
し
た
い
。
 

れ
ら
新
鋭
の
論
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
主
題
を
追
い
な
が
ら
 、
い
ず
れ
 

も
 意
欲
的
な
研
究
成
果
を
発
表
し
た
も
の
と
 見
ぅ
 げ
ら
れ
た
。
 

新
鋭
の
対
極
に
は
、
明
治
生
ま
れ
の
大
家
、
真
 刀
 氏
、
中
川
氏
 、
矢
島
 

氏
の
三
論
文
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
書
評
子
の
専
門
か
ら
は
遠
く
 、
論
評
の
 

か
ぎ
り
で
は
な
い
が
、
 

其
 方
氏
の
論
文
は
「
ロ
マ
 書
 b
 の
「
 人
 問
 わ
れ
の
 

み
じ
め
さ
 
ょ
 」
の
一
句
か
ら
出
発
し
て
、
義
と
 罪
 、
信
仰
 と
律
 法
な
ど
を
 

論
じ
て
精
細
で
あ
る
（
 一
 三
一
頁
六
行
日
の
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
」
は
 誤
 植
 で
は
な
 

い
か
と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
）
。
中
川
氏
の
論
文
は
 
、
信
 仰
と
学
 

問
 と
日
常
生
活
の
あ
り
方
を
切
実
に
「
私
」
に
お
い
て
省
み
 確
 か
め
て
、
 

そ
の
沈
黙
の
う
ち
の
祈
り
は
深
い
。
矢
島
民
の
論
文
は
、
口
中
 碩
ヒ
が
縁
 

起
 の
内
合
す
る
本
質
的
矛
盾
を
論
証
し
て
い
る
こ
と
に
着
眼
 し
 、
そ
こ
に
 

示
さ
れ
る
空
の
論
理
的
意
味
を
、
通
説
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
 角
度
か
ら
 

解
釈
す
る
。
そ
の
論
旨
は
明
快
に
し
て
新
鮮
で
あ
る
。
 

右
の
よ
う
な
新
鋭
と
大
家
と
の
中
間
に
あ
っ
て
、
い
わ
ば
学
界
 の
 第
一
 

線
を
形
成
す
る
中
堅
層
の
論
文
が
 、
 実
は
収
録
篇
数
に
お
い
て
 も
も
っ
と
 

も
 多
 い
わ
 げ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
は
や
ふ
れ
る
紙
幅
が
な
 い
 。
分
量
 

的
に
も
大
作
で
、
年
期
の
厚
み
を
感
じ
さ
せ
る
力
作
が
少
な
く
 な
い
よ
 う
 

に
 思
わ
れ
た
。
 

以
上
、
本
書
を
構
成
す
る
二
六
篇
の
特
殊
研
究
に
つ
い
て
、
 そ
 れ
ぞ
れ
 

に
的
確
な
評
価
を
下
す
こ
と
は
書
評
子
の
専
門
の
分
を
越
え
る
 と
こ
ろ
と
 



本
書
は
、
著
者
の
二
 0
 年
 以
上
に
わ
た
る
思
想
史
研
究
の
研
 鎮
 の
な
か
 

か
ら
生
ま
れ
た
論
文
を
収
録
し
て
い
る
。
一
つ
ひ
と
つ
の
論
文
 は
 独
立
性
 

が
 勝
ち
完
結
し
て
お
り
、
読
み
切
り
の
論
文
に
な
っ
て
い
る
。
 東
京
大
学
 

国
史
学
科
の
大
学
院
に
在
籍
の
頃
に
書
か
れ
た
「
日
本
の
歴
史
 単
 に
 放
け
 

る
 「
 学
ヒ
 
（
昭
和
三
四
年
）
が
一
番
古
く
、
「
国
文
学
と
日
本
 史
 研
究
」
 

（
昭
和
五
四
年
）
が
最
も
新
し
い
。
そ
の
間
に
約
二
 
0
 年
の
年
月
 の
 経
過
 

が
あ
る
わ
け
だ
が
、
読
者
は
年
月
の
隔
た
り
を
あ
ま
り
気
に
せ
 ず
に
読
む
 

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
 二
 0
 年
の
年
月
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 本
書
を
通
 

諒
 す
る
と
、
著
者
の
学
問
的
態
度
に
一
貫
と
し
た
も
の
が
あ
る
 こ
と
に
 気
 

づ
 か
さ
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
「
日
本
の
歴
史
学
に
於
け
る
づ
学
 し
 
」
は
 、
平
 

泉
 澄
の
学
問
を
対
象
と
し
、
日
本
の
歴
史
学
は
学
と
し
て
の
 弱
 さ
を
負
っ
 

名
著
刊
行
会
昭
和
五
九
年
一
 
0
 月
刊
 

四
六
判
二
五
 0
 真
一
八
 0
0
 円
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て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
問
っ
て
い
る
。
初
期
の
論
文
に
み
ら
 

れ
る
こ
の
 

問
題
意
識
は
、
そ
の
後
さ
ま
ざ
ま
に
変
容
し
な
が
ら
も
、
本
書
 

の
 各
論
文
 

の
な
か
に
浸
透
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
著
者
は
、
「
 

ま
 え
が
ぎ
 」
 

の
な
か
で
「
い
ま
さ
ら
二
十
何
年
も
背
の
拙
く
 

恥
 か
し
い
文
章
 
を
 持
ち
出
 

す
の
も
ど
う
か
と
思
 
う
し
、
 並
べ
て
読
み
返
し
て
み
る
と
同
じ
 

こ
と
の
 繰
 

り
 返
し
ば
か
り
が
目
に
つ
く
。
」
（
一
頁
）
と
控
え
め
に
語
っ
て
 

い
る
。
 確
 

か
に
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
は
み
ら
れ
る
が
、
ち
が
 

ぅ
 角
度
か
 ら
み
る
と
 

著
者
の
学
問
の
中
の
持
続
力
の
あ
ら
わ
れ
と
 

う
 け
と
る
こ
と
が
 
で
き
る
。
 

評
者
は
著
者
の
学
問
に
お
け
る
持
続
力
に
驚
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
 

ぃ
が
、
そ
 

れ
が
一
体
何
な
の
か
を
 
確
 め
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
つ
ぎ
に
 

本
 書
の
概
要
 

を
 解
説
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
紙
幅
の
関
係
で
四
つ
の
論
点
に
 

わ
け
て
 内
 

容
の
紹
介
を
す
る
。
（
 

I
 ）
で
は
歴
史
叙
述
の
問
題
、
（
Ⅱ
）
で
は
 

歴
史
的
 視
 

点
か
ら
の
個
人
研
究
に
つ
い
て
、
（
 

皿
 ）
は
宗
教
論
で
あ
り
、
（
Ⅳ
 

）
で
は
 
巨
 

視
 的
な
視
点
か
ら
の
日
本
思
想
史
の
理
解
、
と
い
う
順
序
立
て
 

で
あ
る
。
 

（
 
I
 ）
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
著
者
の
学
問
の
な
か
 

で
 中
核
 

0
 部
分
を
占
め
る
と
い
え
る
。
近
代
の
歴
史
学
の
再
検
討
と
 

中
 世
の
古
典
 

研
究
と
い
う
一
見
隔
た
っ
た
領
域
が
、
歴
史
叙
述
の
問
題
を
接
 

点
 に
し
て
 

結
び
つ
く
。
中
世
思
想
史
を
専
門
と
す
る
著
者
が
、
近
代
の
学
 

間
の
歴
史
 

に
 並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
す
の
に
は
、
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。
 

日
本
思
想
 

0
 具
体
的
な
例
と
し
て
歴
史
学
そ
の
も
の
を
考
え
て
み
よ
う
と
 

い
う
独
自
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 史
学
科
の
設
置
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
 行
 な
わ
れ
て
 

い
 た
講
義
を
そ
の
ま
ま
持
ち
こ
み
、
日
本
史
の
講
義
は
行
な
か
 っ
た
 。
 の
 

ち
に
日
本
史
は
史
学
科
で
は
な
く
、
和
文
学
科
で
は
じ
ま
っ
た
 。
明
治
時
 

代
 後
期
に
ド
イ
ツ
風
の
歴
史
学
が
確
立
し
、
そ
れ
を
支
え
る
 史
 科
学
が
整
 

え
ら
れ
た
が
、
史
学
科
か
ら
分
立
し
た
国
史
学
は
、
史
料
 学
の
 技
術
偏
重
 

の
 性
格
を
引
ぎ
っ
 ぃ
 だ
。
国
史
学
は
歴
史
の
理
論
を
考
え
る
こ
 
と
か
ら
 

も
 、
江
戸
時
代
の
古
典
研
究
の
伝
統
か
ら
も
断
絶
し
た
。
そ
の
 結
果
と
し
 

て
 、
国
史
学
は
極
端
な
史
料
主
義
、
古
文
書
主
義
に
傾
い
て
い
 っ
た
 。
 日
 

大
史
の
研
究
者
が
史
書
や
説
話
集
な
ど
を
読
ま
な
く
な
っ
た
 環
   

七
 の
よ
う
な
中
で
 
形
 づ
く
ら
れ
た
。
歴
史
学
研
究
者
が
古
典
を
 読
ま
な
く
 

な
っ
た
こ
と
が
、
ど
う
い
う
事
態
を
招
い
て
い
る
か
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
 

そ
の
影
響
は
深
刻
な
も
の
で
あ
る
。
は
か
ら
ず
も
戦
後
の
歴
 
史
 ブ
ー
ム
 

は
 、
歴
史
学
が
お
ち
い
っ
た
困
難
を
垣
間
見
せ
る
機
会
と
な
っ
 た
 。
 薯
 @
 
者
 

が
 歴
史
ブ
ー
ム
の
中
で
っ
ぎ
つ
ぎ
に
あ
ら
わ
れ
た
歴
史
の
木
を
 抽
机
 
ん
だ
 

時
 、
平
安
時
代
の
巻
は
 ヨ
 大
鏡
 ヒ
 ㍉
栄
花
物
語
 ヒ
 な
ど
の
古
典
 0
 名
場
面
 

が
 意
外
に
多
く
引
用
さ
れ
、
本
の
面
白
さ
は
古
典
の
叙
述
の
も
 つ
 面
白
さ
 

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
。
一
般
教
養
書
の
概
説
は
 、
 全
体
の
構
 

成
や
叙
述
の
形
式
の
点
で
も
古
典
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
 著
 者
は
こ
の
 

こ
と
に
気
づ
 
き
 驚
い
て
、
戦
後
の
歴
史
学
の
あ
り
か
た
に
思
い
 
を
は
せ
 

る
 。
戦
後
の
歴
史
学
は
皇
国
史
観
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
 め
ざ
ま
し
 

い
 前
進
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
後
 の
 歴
史
学
 

め
 

の
 成
果
に
も
と
づ
い
た
ほ
ず
の
一
般
教
養
 書
が
 、
日
本
の
歴
史
 を
 書
き
か
㏄
 

え
て
い
た
 い
 の
で
あ
る
。
な
ぜ
戦
後
の
歴
史
学
の
成
果
は
 、
概
 説
や
時
代
㏄
 

 
 

史
の
叙
述
の
屋
台
骨
に
な
っ
て
い
な
い
の
か
と
著
者
 は
 疑
う
。
 そ
し
て
 歴
 



史
学
研
究
が
専
ら
個
別
的
な
問
題
の
研
究
に
向
か
っ
て
い
て
、
 歴
史
叙
述
 

に
つ
い
て
論
議
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
原
因
 が
 求
め
ら
 

れ
て
い
く
。
歴
史
学
研
究
者
は
、
史
書
や
説
話
集
の
史
料
的
 価
 値
を
認
め
 

な
い
故
に
、
そ
の
 ょ
う
 な
古
典
を
読
む
習
慣
を
も
た
な
く
な
っ
 た
 。
そ
れ
 

は
 、
古
典
の
世
界
を
相
対
化
し
、
客
観
的
に
古
典
の
世
界
を
批
 制
 す
る
こ
 

と
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
古
典
を
読
ま
な
く
な
っ
 た
 歴
史
学
 

研
究
者
も
、
い
ざ
歴
史
を
叙
述
し
ょ
う
と
す
る
場
合
に
、
か
え
 っ
て
古
典
 

の
 歴
史
認
識
を
無
自
覚
の
ま
ま
に
 引
 ぎ
ず
っ
て
く
る
と
い
う
。
 歴
史
 ブ
｜
 

ム
 の
中
で
っ
 ぎ
つ
 ぎ
と
あ
ら
わ
れ
た
歴
史
の
木
が
、
日
本
の
歴
 史
を
書
き
 

か
え
て
な
い
こ
と
に
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
。
古
典
 の
 精
読
が
 

説
か
れ
る
由
縁
も
そ
こ
に
あ
る
。
 

（
Ⅱ
）
個
人
の
伝
記
を
歴
史
学
の
立
場
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
 叙
 適
 し
た
 

ら
よ
 い
か
と
い
う
問
い
か
け
が
ま
ず
さ
れ
る
。
歴
史
研
究
の
上
 で
 個
人
を
 

対
象
と
し
、
過
去
に
生
き
た
人
物
を
再
現
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
 は
 、
無
謀
 

な
く
 ゎ
 だ
て
な
の
か
と
問
 う
 。
し
か
し
明
治
時
代
の
す
ぐ
れ
た
 歴
史
家
内
 

出
銀
蔵
は
、
「
伝
記
の
研
究
」
と
い
う
小
文
で
、
伝
記
研
究
の
 基
礎
と
し
 

て
 人
物
史
の
比
較
研
究
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
著
者
は
今
日
 0
 字
間
 の
 

現
実
に
照
ら
し
て
、
内
田
の
提
言
を
あ
ら
た
に
蘇
生
さ
せ
よ
 5
 と
つ
と
め
 

る
 。
と
い
う
の
は
、
歴
史
学
で
の
個
人
研
究
は
個
人
を
歴
史
の
 中
に
埋
没
 

さ
せ
が
ち
だ
し
、
一
方
多
く
の
伝
記
作
者
は
そ
の
想
像
や
直
感
 の
た
め
に
 

歴
史
離
れ
に
お
ち
い
る
か
ら
で
あ
る
。
伝
記
作
者
の
人
物
研
究
 で
は
、
 皿
 @
 

媒
介
に
共
感
し
、
自
己
投
影
に
 よ
 る
誤
解
を
重
ね
る
こ
と
が
 避
 げ
ら
れ
な
 

い
 。
し
か
し
歴
史
的
視
点
か
ら
そ
う
し
た
誤
り
を
最
小
限
に
く
 い
と
め
な
 

く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
後
で
、
 著
者
は
中
 

世
の
人
物
研
究
を
進
め
る
た
め
の
条
件
を
検
討
す
る
。
古
代
 や
 近
世
と
の
 

 
 

対
比
の
中
で
、
歴
史
的
な
枠
を
設
定
し
て
 い
 く
作
業
が
続
け
 ろ
 れ
て
こ
 
叩
 

 
 

 
 

8
 人
々
の
固
有
の
型
で
あ
っ
た
。
著
者
は
「
遁
世
」
を
四
つ
の
 タ
イ
プ
に
 

分
 け
 、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
身
・
階
層
と
対
応
す
る
こ
と
を
明
ら
か
 に
し
て
い
 

る
 。
中
世
の
人
物
研
究
の
場
合
、
四
つ
の
タ
イ
プ
の
い
ず
れ
に
 近
い
考
 ，
え
 

を
も
つ
か
と
い
う
点
で
、
個
性
を
よ
り
鮮
明
に
み
る
こ
と
が
で
 き
 る
 。
 以
 

上
 が
個
人
研
究
に
つ
い
て
の
著
者
の
考
え
で
あ
る
が
、
古
典
の
 研
究
の
上
 

で
も
個
人
の
伝
記
は
重
じ
ら
れ
る
。
 

円
 沙
石
集
 j
 「
方
丈
記
」
㍉
 愚
管
抄
し
 

の
 研
究
で
も
、
作
者
の
伝
記
と
古
典
の
テ
キ
ス
ト
の
構
成
と
 テ
 キ
ス
ト
に
 

つ
い
て
の
解
釈
（
読
み
方
）
の
歴
史
が
三
つ
の
必
要
条
件
と
な
 っ
て
 、
そ
 

の
 三
つ
の
条
件
の
相
互
の
関
連
が
解
 き
 あ
か
さ
れ
て
い
く
。
 

（
Ⅲ
）
日
本
の
宗
教
史
を
研
究
す
る
場
合
、
見
の
が
さ
れ
や
す
 い
一
脚
 
提
 

と
な
る
こ
と
が
 い
く
っ
 か
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
宗
教
」
と
 い
 う
 言
葉
 

自
体
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
と
か
ら
日
本
語
に
あ
っ
た
言
葉
だ
 が
 、
今
日
 

使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
は
な
か
っ
た
。
今
日
あ
る
「
 宗
 教
 」
と
い
 

う
 言
葉
は
、
明
治
時
代
の
 ョ
 ー
 p
"
 パ
の
 言
葉
の
翻
訳
で
あ
り
 、
ど
う
し
 

て
も
原
語
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
準
が
入
り
こ
ん
で
く
る
。
 一
世
紀
を
 

経
た
今
も
な
お
、
農
村
な
ど
で
は
な
じ
み
の
薄
 い
 言
葉
で
あ
る
 
。
そ
の
た
 

め
に
、
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
に
も
、
 
「
め
本
数
」
 

と
い
う
言
葉
で
考
え
る
内
容
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 的
 、
キ
リ
ス
ト
 教
 的
な
と
 

ら
え
方
が
基
準
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に
自
覚
的
に
な
ら
 な
く
て
は
 

ぃ
 げ
な
い
。
ま
た
、
日
本
宗
教
史
を
概
説
し
た
本
を
み
る
と
、
 ほ
と
ん
ど
 



が
 神
道
 史
 、
仏
教
 史
 、
キ
リ
ス
ト
教
 史
 、
民
間
信
仰
な
ど
の
部
 間
別
の
 解
 

説
 が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
並
列
的
な
 寄
め
 集
め
で
し
か
な
い
。
 こ
 れ
で
は
、
 

日
本
人
の
宗
教
生
活
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
世
間
一
 般
の
読
者
 

の
 関
心
に
応
え
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
日
本
宗
教
史
を
構
想
し
 よ
う
と
し
 

て
も
、
四
つ
の
部
門
の
寄
せ
集
め
で
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
 そ
 れ
を
克
服
 

す
る
こ
と
の
困
難
さ
も
説
か
れ
て
い
る
。
中
世
の
宗
教
に
お
い
 て
は
、
 鎌
 

倉
 新
仏
教
が
光
彩
を
放
っ
て
い
る
が
、
 ョ
 ー
 p
 ：
 ハ
の
 宗
教
 改
 革
 と
重
ね
 

合
わ
せ
て
見
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
著
者
は
、
鎌
倉
新
仏
教
 を
 宗
教
 改
 

革
 と
み
る
通
説
を
批
判
的
に
点
検
す
る
。
そ
う
し
た
見
方
が
 、
 ど
の
よ
う
 

に
 形
成
さ
れ
た
か
を
探
っ
て
い
く
と
、
明
治
時
代
の
キ
リ
ス
ト
 教
宣
教
師
 

や
 ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
、
日
本
の
過
去
の
偉
大
な
宗
教
者
を
発
見
 し
 、
キ
リ
 

ス
ト
教
が
日
本
に
根
づ
く
土
壌
が
あ
る
こ
と
を
 確
 め
よ
 う
と
し
 た
 。
鎌
倉
 

新
仏
教
宗
教
改
革
 説
 は
そ
の
中
で
生
ま
れ
、
仏
教
教
団
や
知
識
 人
 に
影
響
 

を
 与
え
、
さ
ら
に
歴
史
家
に
よ
っ
て
通
説
と
し
て
整
え
ら
れ
 今
 日
 に
い
た
 

っ
た
 。
し
か
し
そ
の
見
方
は
、
中
世
の
宗
教
史
を
説
明
す
る
 上
 で
 限
界
を
 

も
っ
こ
と
を
知
ら
ぬ
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
 

（
Ⅳ
）
著
者
は
、
巨
視
的
な
視
点
か
ら
の
日
本
思
想
史
の
 把
あ
 く
を
 自
 

ら
の
課
題
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
時
間
軸
に
そ
っ
て
 、
日
 本
 思
想
史
 

0
 流
れ
を
捉
え
る
方
向
と
、
横
の
広
が
り
の
な
か
で
日
本
思
想
 の
 特
質
を
 

浮
き
彫
り
に
す
る
方
向
の
両
方
が
試
み
ら
れ
る
。
第
一
は
 、
律
 今
時
代
に
 

介
 

あ
っ
た
よ
う
な
統
一
的
な
政
治
思
想
や
価
値
観
が
解
体
し
 て
い
く
過
程
 

珊
に
 、
中
世
の
思
想
、
文
学
、
宗
教
の
発
生
基
盤
を
見
出
し
 
て
い
く
も
の
で
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る
 。
巨
視
的
な
視
点
か
ら
の
 眺
親
 は
、
著
者
の
思
想
史
研
究
 仁
 と
っ
て
の
 

大
枠
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

は
 上
本
書
の
概
要
を
四
つ
の
論
点
に
わ
け
て
紹
介
し
て
ぎ
た
が
 、
 
一
つ
 

ひ
と
つ
の
論
文
が
四
つ
の
い
ず
れ
か
に
分
類
で
き
る
と
い
う
わ
 げ
で
は
な
 

い
 。
本
当
の
と
こ
ろ
、
各
論
文
は
 、
 上
に
あ
げ
た
四
つ
の
論
点
 の
そ
れ
ぞ
 

れ
を
幾
分
か
ず
つ
含
ん
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
 

本
書
の
論
文
で
は
、
抽
象
度
の
高
い
概
念
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
 の
が
 目
 

ほ
 つ
く
。
た
と
え
ば
「
歴
史
叙
述
」
「
価
値
観
」
「
社
会
集
団
 」
「
現
世
 

拒
否
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
抽
象
的
な
概
念
が
、
自
在
に
使
い
こ
 な
さ
れ
、
 

歴
史
学
の
論
文
と
し
て
は
異
例
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
論
文
 の
 全
体
の
 

構
成
を
統
轄
す
る
論
理
は
、
長
年
の
思
索
の
な
か
で
練
り
上
げ
 ら
れ
た
も
 

の
で
あ
っ
て
、
叙
述
は
級
密
な
筆
の
運
び
と
な
っ
て
い
る
。
 著
 者
の
書
く
 

文
章
は
銑
舌
を
嫌
い
、
無
駄
を
削
り
落
し
、
論
旨
の
骨
格
の
み
 を
 読
者
に
 

提
示
し
ょ
う
と
す
る
。
 

著
者
の
学
問
に
と
っ
て
大
枠
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
（
 N ）
で
あ
 る
が
、
 

（
Ⅳ
）
に
つ
い
て
異
な
る
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ょ
う
 

。
律
令
制
 

度
の
価
値
観
が
ゆ
ら
ぎ
解
体
し
た
こ
と
に
、
著
者
は
中
世
思
想
 の
 発
生
 基
 

盤
を
見
出
し
て
い
る
。
中
世
思
想
が
古
代
の
価
値
観
と
の
関
連
 で
、
そ
れ
 

を
 座
標
軸
に
し
て
歴
史
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
 る
 う
 。
ま
た
 

中
世
的
自
我
の
性
格
づ
け
は
、
古
代
、
近
代
の
自
我
と
対
比
さ
 せ
て
行
な
 

わ
れ
た
。
さ
ら
に
中
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と
対
照
さ
れ
て
 、
日
本
志
 

想
の
特
質
が
、
宇
宙
論
や
世
界
論
の
欠
如
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
 。
こ
の
よ
 

う
 に
み
て
く
る
と
、
著
者
は
中
世
思
想
史
を
専
門
と
し
な
が
ら
 も
、
 他
の
 

時
代
や
他
の
地
域
に
も
視
野
を
広
げ
、
知
識
を
博
捜
し
、
勘
所
 を
 押
え
て
 

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
巾
 広
い
そ
う
し
た
知
識
は
論
文
の
表
 舞
 台
 に
あ
ら
 

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
舞
台
の
う
し
ろ
か
ら
論
文
の
質
を
支
  

 

る
 。
あ
る
意
味
で
は
、
著
者
の
場
合
、
専
門
以
外
の
古
代
、
近
 
代
 、
申
⑥
 

 
 
 
 

国
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
つ
い
て
、
ど
れ
だ
 け
 確
か
で
精
確
な
見
識
 を
も
っ
て
 

い
る
か
が
、
中
世
思
想
史
の
総
体
的
理
解
の
出
来
ぐ
あ
い
を
 決
 め
て
い
る
 

よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
著
者
の
学
問
が
指
標
と
す
る
日
本
古
典
学
 の
 イ
メ
ー
 

ジ
が
 今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
も
、
評
者
は
以
上
の
こ
と
 に
 関
連
す
 

る
と
思
 う
 。
日
本
古
典
学
も
ま
た
、
他
の
時
代
や
他
の
地
域
に
 つ
い
て
の
 

知
識
を
必
要
条
件
に
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
不
明
瞭
な
の
で
 は
あ
る
ま
 

い
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
欲
し
か
っ
た
。
 

も
う
一
つ
著
者
か
ら
の
説
明
が
欲
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
た
の
は
 、
中
国
 

と
 日
本
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
（
Ⅳ
）
で
み
た
よ
う
に
中
国
 

思
想
と
日
 

本
 思
想
と
が
対
照
さ
れ
て
い
た
し
、
中
国
の
隠
者
と
日
本
の
隠
 者
の
相
違
 

ほ
 つ
い
て
も
簡
潔
で
的
を
得
た
指
摘
は
あ
っ
た
。
た
だ
し
両
者
 を
 対
照
 さ
 

せ
 類
型
つ
げ
る
こ
と
以
上
に
は
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
 言
 及
 は
な
か
 

っ
た
 。
言
 う
 ま
で
も
な
 い
 こ
と
だ
が
、
古
代
に
は
中
国
の
政
治
 制
度
や
文
 

物
を
日
本
は
摂
取
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
明
ら
か
に
中
国
文
 化
と
日
本
 

文
化
の
間
に
「
落
差
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
人
の
中
国
に
対
 す
る
態
度
 

を
 複
雑
な
も
の
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
中
世
に
お
け
る
鎌
倉
武
家
 政
権
の
創
 

出
は
 、
日
本
史
上
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
り
、
読
書
人
官
僚
制
 に
 支
え
 ろ
 

れ
た
中
国
の
統
一
帝
国
と
は
異
な
る
道
を
、
日
本
が
歩
み
は
 じ
 め
た
時
に
 

あ
た
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
 事
 実
で
あ
っ
 

た
な
ら
、
日
本
人
の
中
国
に
対
す
る
態
度
は
観
念
化
し
て
、
 複
 難
 に
屈
折
 

し
た
も
の
に
な
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
含
め
 、
中
国
と
 



書評と紹介 

日
本
の
関
係
に
つ
い
て
著
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
 

た
 ど

う
や
ら
評
者
は
、
自
分
の
関
心
に
引
き
つ
 

っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
著
者
な
ら
び
に
読
者
 

第
 で
あ
る
。
 

  
ほ げ を 
御て 

  
  

請な う 行 か 
次 な っ 
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On the Ni jugo-Sammaie (=+=Re) 
-especially concerning of the two types 

of the religious communities- 

Toshiko Miya 

Genshin (@E) ,  a famous priest and scholar of the Tendai Sect (X 
&$?) in the Heian Period, wrote the "Ojoy&hti" (%&&g#Q) in which 
he recommended the practice of Nenbutsu (AIL). 

However, his followers were confined to monks of the Tendai Sect, 
living with Genshin on Mt. Hiei (.l&@~). 

Why did Genshin and his disciples not descend Mt. Hiei to propagate 
his Nenbutsu among the laity? 

This question has not yet been answered. This paper will pursue 
this question and analyse the structure of Genshin's Nenbutsu com- 
munity. 

In A.D. 986 a Nenbutsu community called Nijiigo-Sammaie 
was formed on Mt. Hiei. The purpose of this Community was 

to practice Nenbutsu-Ojci @&) by following the "OjByoshti". 
Usually they had an assembly once a month and practiced Nenbutsu 
together all night. When a member was dying, they were accustomed 
to support his OjB by Nenbutsu. 

This community had two types of religious precepts, which were 
very different, for example in the method of practice and the character 
of the members. One, named "KishBhachikajB"(U&~ /\@&a), was laid 
down by Yasutane Yoshishige (@ B fj? a), and the other, named 
"JOkishB" (UZBBJ) by Genshin himself. These two types of religious 
precepts meant two sorts of religious communities in the Nijtigo-Sam- 
maie. One was the ideal form of Nijiigo-Sammaie, the other the real 
form. In a narrow sense, members of the former were limited to 
monks, but in a broad sense its members consisted of two types of 
people, monks and laymen. The laity could contribute to this com- 
munity by spiritual and, more especially, material support, while the 
monks prayed for their salvation a t  the usual assembly. But on the 
other hand, members of the latter were monks only. They would 



read the "Saddharma-pundarika" in the morning and pray to Amiabha 
in the evening at this assembly. This form was in accordance with 
traditional Tendai practice (a@ El, &&a). Since this practice was 
too difficult for the laity, this real Nijiigo-Sammaie had an exclusive 
character. Its members would not descend to villages ; instead, they 
stayed on Mt. Hiei with Genshin, to pray and practice their religious 
acts. 

Yasutane was a famous lay devotee of Nenbuteu, who entered the 
priesthood under Genshin in 986. He wrote the first religious precepts 
for the Nijago-Sammaie, but since he could not join this exclusive 
community, he eventually descended Mt. Hiei and went to a village. 

In the final analysis, Genshin's Nenbutsu was Nenbutsn on the 
mountain, and Yasutane's was Nenbutsu in the village. These two 
types of Nenbutsu were not combined until the time HOnen (&B) 
and Shinran (%#). 



On the Position of the Concept of God 
in Whiteheadian Cosmology 

Masaharu Hishiki 

In his Adventures of Ideas (part 11). Whitehead classified laws of 
nature into four types. Investigation of two of these four types of 
laws of nature, 'Law as immanent' and 'Law as imposed', seems to 
lead us to the necessary claim of the existence of a divine entity 
in a cosmology. 

If the laws of nature were merly imposed transcendentally and 
despotically from outside of nature and outside of the universe, the 
world would be only an automaton which could not realize purposes 
and values for itself. But if the laws were merely characteristics 
immanent in things inside the universe, things arising in succession 
in the universe could not realize any higher order than that already 
realized in antecedent things, since succeeding occasions would not 
have any other data than antecedent ones. Thus, there must be a 
stable actuality whose mutual implication with the remainder of things 
secures an evolution of the universe into a higher order. This stable 
actuality is the Whiteheadian concept of God. 

God offers to this world ideals unrealized so far, not transcenden- 
tally nor despotically but persuasively. The world feels these ideals 
and struggles to realize them spontaneously. Then, God accepts the 
consequence of suffering together with the world. 

This concept of God gives us a meaningful suggestion for the 
problem of the value and purpose of modern sciences. Moreover, this 
explanation of the relation of ideals and the actual world by this 
concept of God enables us to have responsibility for this world, which 
is ,  to be taken on critically by founding our criticism on those ideals. 
In other words, it enables us to live in an ideal world while we resi- 
ding in this real world. 



Der Mond und das Neu- und Vollmondsopfer 

Yasuhiro Tsuchiyama 

In Sat. Br. wird die Bedeutung (bandhu) des Neu- und Vollmonds- 
opfers dargestellt; Indra schlug Vrtra durch Darbri'ngung des Ku- 
chens fur Agni-Soma, und mit Samnayyamilch fur Indra kam er 
wieder zu Kraften. Diese mythischen Auslegungen iiber beiden 
Spenden, die andern Brahmanas-ohne "bandhu" genannt zu werden- 
ahnlich sind, werden darin noch erweitert, um die Ab- und Zunahme 
des Mondes zu erklaren, wie unten. 

In Zusammenhang mit den Upavasatha des Vollmondsopfers sagt 
Sat. Br., durch das Fasten des Opferers druckt er den Bauch des 
Asuras und am nachsten Tag mit den Opferspenden das Gottliche 
(daiva-). Diese Exegese setzt die Folge der von Indra besiegte Vrtra 
voraus, d.h. Indra spaltete Vrtra in zwei Teile, Mond (saumya-) und 
Bauch (asurya-). Daraus ersehen wird, dass die Opferspenden des 
Vollmonds den Mond (daiva- soma-) drucken, namlich abnehmen 
lassen : darin spiegelt sich der kosmogonische Charakter des Vrtra in 
Rgveda wider. 

In der Neumondnacht-sagt Sat. Br. in der bandhu-Exegese-kommt 
der Mond (soma) auf die Erde und geht die Wasser und Pflanze 
hinein, das sammeln die Kuhe trinkend und essend an. Aufgrund 
dieser Vorstellungen kraftigt die Milch (soma) dieser Kuhe den 
erschopften Indra einerseits, anderseits durch diese Samnayyaspende 
ist der Neumond (soma) im Westen wiedergeboren : dahinter gibt es 
die Idee "Kreislauf des Wassers", hergekommen aus Rgveda. 

Also setzen die Sat. Br. -Theologen das Neu- und Vollmondsopfer 
zu Ab- und Zunahme des Mondes in Beziehung. Diese eigentumliche 
Gedanke des S a t . ~ r .  ist doch durch die Umdeutung der alteren Vor- 
stellungen in Rgveda zustande gebracht. 



Der Begriff des Werdens bei S. Kierkegaard 

Rimi Kurauchi 

Die vorliegende Untersuchung verfolgt das Ziel, die originelle 
Ansicht von Soren Kierkegaard uber den Begriff des Werdens in 
seinem Werk, "Philosophische Brocken" in Bezug auf Hegel und 
Aristoteles herauszuarbeiten. 

Kierkegaard definiert das Werden als "den ubergang von Moglichkeit 
zu Wirklichkeit". Dabei ist e r  sich Hegels bewuBt und griindet sich 
auf Aristoteles, wahrend dises Prinzip mit dem von Aristoteles nie 
gleich ist. Im Werden von Kierkegaard in bezug auf Aristoteles sind 
vorliegende funf Punkte wichtig; 1) die Veranderung des Werdens 
ist nicht die im "Wesen", sondern die im "Sein", 2) Sein ist keine 
quantitative, sondern eine qualitative Bestimmung, 3) Nicht-Sein 
bedutet nicht das Nichts im absoluten Sinne, 4) Nicht-Sein bedeutet 
das BewuBtsein des Subjekts von Nicht-Sein, 5) der ubergang von 
Moglichkeit zu Wirklichkeit ist nicht kontinuierlich, weil er durch den 
EntschluB des Subjekts geschieht. 

Kierkegaard liegt der Gedanke Hegels iiber die Notwendigkeit als 
Einheit der Moglichkeit und Wirklichkeit in Sinne. Das Werden bei 
Hegel ist die notwendige innere Bewegung, in der das BewuBtsein, 
das hinter seinem Rucken die Notwendigkeit des absoluten Geistes 
erhalt, sich schlieBlich zur Bewegung des absoluten Geistes in sich 
selbst erhoht. Dagegen ist das Werden bei Kierkegaard die Wendung 
von Nicht-Sein-BewuBtsein zu Sein-BewuBtsein durch den EntschluB 
des Willens. Deshalb geschieht dieses Werden nicht durch Notwendig- 
keit, sondern durch die Freiheit und Ursache des Subjekts selbst. 

Kierkegaard beschaftigt sich mit der Innernseite des Subjekts, 
damit der Unterschied zwischen der Bestimmung im Wesen und der 
im Sein gelingt. Und auBerdem negiert er grundlich den Gedanken, 
der die Selbstverstiindlichkeit der Realitat fur das endgii1tige'sein halt, 
wenn er das Nicht-Sein als ein bestimmtes Sein begreift, das quali- 
tativ gegenuber dem wirklichen Sein steht. 




