
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

本
稿
の
主
な
目
的
は
、
今
日
の
流
動
的
な
沖
縄
社
会
に
 お
い
て
シ
ャ
 
マ
 

ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
に
深
く
根
ざ
し
な
 が
ら
も
普
遍
化
、
教
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 沖
縄
で
は
最
近
、
シ
ヤ
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
 宗
教
伝
統
を
踏
え
た
独
自
の
新
宗
教
運
動
が
展
開
さ
れ
て
き
て
 い
る
。
 

本
稿
で
は
、
そ
の
 ょ
う
 な
沖
縄
的
新
宗
教
運
動
の
一
ケ
ー
ス
ス
 タ
デ
ィ
と
し
て
「
生
天
光
神
明
 宮
 」
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
 教
 担
 が
書
い
た
手
記
 

を
 主
に
分
析
材
料
と
し
な
が
ら
、
彼
女
が
い
か
に
自
ら
の
宗
教
 的
 世
界
を
構
築
し
て
い
く
の
か
を
探
り
た
い
。
 

ま
ず
、
沖
縄
の
今
日
的
社
会
状
況
と
彼
女
の
宗
教
的
志
向
性
を
 比
較
し
な
が
ら
、
彼
女
の
宗
教
が
社
会
の
動
ぎ
を
敏
感
に
反
映
 し
て
い
る
こ
と
を
 

確
認
す
る
。
 

次
に
、
彼
女
の
宗
教
的
志
向
性
が
そ
の
宗
教
行
為
や
神
観
念
仁
 ど
の
よ
う
な
姿
で
具
体
的
に
投
映
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
。
 

そ
し
て
最
後
に
、
彼
女
の
宗
教
的
世
界
の
根
底
に
あ
っ
て
 、
そ
 れ
に
全
体
的
統
合
性
と
性
格
上
げ
を
与
え
て
い
る
「
ム
ス
 ビ
 」
 の
 原
理
に
言
及
す
 

る
 。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 沖
縄
、
新
宗
教
運
動
、
生
天
光
神
明
 宮
 、
 光
生
、
ム
ス
 ビ
 

安
達
義
弘
 

沖
縄
の
新
宗
教
運
動
 

生
天
光
神
明
宮
を
材
料
領
域
と
し
 

て 



分
析
を
通
し
て
析
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
 油
 縄
の
 シ
ャ
 マ
 ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
の
特
徴
の
ひ
と
つ
 は
そ
の
内
容
的
複
合
性
 

に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
能
者
が
沖
縄
土
着
の
 シ
ャ
 マ
 ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
を
基
礎
と
し
て
持
ち
な
 が
ら
も
、
独
自
の
そ
り
 

方
で
神
社
神
道
的
要
素
、
仏
教
的
要
素
あ
る
い
は
道
教
 的
 要
素
な
ど
を
自
ら
の
宗
教
的
世
界
に
取
り
込
ん
だ
か
た
 ち
で
宗
教
活
動
を
行
な
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
、
本
稿
 で
は
特
に
分
析
対
象
と
す
る
女
性
宗
教
者
の
宗
教
儀
礼
 と
神
 観
念
に
焦
点
づ
け
 

な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
諸
要
素
が
彼
女
の
宗
教
的
世
界
に
 取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
を
先
ず
み
た
後
で
、
そ
れ
ら
 の
 諸
要
素
の
背
後
か
ら
 

そ
れ
ら
に
一
元
的
統
一
性
を
与
え
て
い
る
原
理
を
探
っ
て
 み
た
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
言
及
す
る
前
に
、
沖
縄
 社
 会
の
今
日
的
状
況
と
宗
 

教
 界
の
 動
 ぎ
を
捉
え
な
が
ら
、
こ
の
宗
教
者
の
社
会
的
 位
置
と
宗
教
的
志
向
性
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 な
ぜ
な
ら
宗
教
運
動
は
 

社
会
的
脈
絡
の
中
で
の
み
理
解
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

筆
者
の
最
終
的
目
的
は
沖
縄
的
宗
教
運
動
の
分
析
を
通
 し
て
沖
縄
文
化
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
あ
 る
が
、
本
稿
は
そ
の
 

た
め
の
ひ
と
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
言
わ
ば
沖
縄
的
 新
 宗
教
運
動
の
一
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
で
あ
る
。
 

 
 

つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
 0
 こ
れ
は
、
現
在
沖
縄
本
 島
 の
 与
 邦
域
村
屋
 慶
 

宅
 で
「
生
天
光
神
明
 宮
 」
を
拠
点
と
し
て
宗
教
活
動
を
続
 げ
て
い
る
 波
嘉
敷
 シ
ズ
子
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
 あ
る
。
「
生
天
光
」
と
 

は
 彼
女
が
昭
和
二
十
九
年
に
見
出
し
た
 神
 
「
生
天
光
神
」
 
に
 拠
っ
て
い
る
。
筆
者
が
入
手
で
き
た
手
記
の
中
で
今
 ま
で
に
確
認
し
た
最
も
 

古
い
日
付
げ
は
昭
和
二
一
十
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
手
記
 
は
 彼
女
が
「
生
天
光
神
」
を
見
出
し
た
頃
か
ら
書
き
綴
ら
 れ
 て
 き
 た
も
の
の
よ
 う
 

で
あ
る
 0
 彼
女
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
こ
の
手
記
を
書
い
 て
 ぎ
た
の
か
に
つ
い
て
の
観
察
は
な
い
が
、
彼
女
自
身
 は
 「
神
の
こ
と
ば
」
で
 

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
 

な
お
、
彼
女
は
自
分
を
「
元
宝
」
と
呼
ぶ
の
で
、
こ
こ
で
 も
 彼
女
を
指
す
場
合
は
「
先
主
」
と
 呼
 ふ
こ
と
に
し
た
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固
化
へ
と
向
か
お
 
う
 と
す
る
一
女
性
宗
教
者
が
い
か
に
 

自
 ら
の
宗
教
的
世
界
を
構
築
す
る
の
か
を
、
彼
女
の
手
記
 

（
「
生
天
光
手
記
」
）
の
 

 
 



取
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
を
常
に
占
め
て
い
た
基
地
関
 連
 収
入
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
に
は
八
二
八
パ
ー
セ
ン
 ト
 に
ま
で
落
ち
込
む
。
 

つ
ま
り
、
本
土
復
帰
を
契
機
に
、
米
軍
基
地
に
依
存
し
そ
 れ
を
中
心
に
動
い
て
い
た
沖
縄
経
済
は
転
換
を
迫
ら
れ
 る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
 

あ
る
。
復
帰
当
時
、
本
土
で
は
高
度
経
済
成
長
期
は
ほ
 ば
 終
わ
り
を
つ
げ
、
 翌
 四
十
八
年
に
は
第
一
次
オ
イ
ル
シ
 ，
ッ
ク
 が
起
き
よ
う
と
 

す
る
時
期
で
あ
る
。
本
土
へ
の
政
治
的
復
帰
は
必
然
的
に
 経
済
的
復
帰
で
も
あ
っ
た
の
だ
が
、
沖
縄
は
高
度
経
済
 成
長
を
経
験
し
な
い
ま
 

ま
 高
度
経
済
成
長
を
終
え
た
本
土
社
会
に
組
み
込
ま
れ
た
 の
で
あ
る
。
政
府
は
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
に
基
 つ
く
沖
縄
振
興
開
発
計
 

画
な
ど
に
よ
っ
て
沖
縄
へ
の
全
般
的
援
助
を
計
り
、
本
土
 と
の
格
差
是
正
に
取
り
組
む
。
し
か
し
、
格
差
是
正
は
 十
分
に
達
成
さ
れ
ぬ
 ま
 

ま
 、
経
済
体
制
は
急
速
に
本
土
的
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
 れ
て
い
 き
 、
そ
れ
は
地
元
企
業
の
本
土
系
列
化
と
し
て
 表
面
化
し
て
く
る
。
 こ
 

 
 

 
 

を
 超
え
よ
う
と
い
う
勢
い
で
 

教
 

鵜
 
あ
る
。
観
光
地
で
有
名
な
竹
富
島
な
ど
は
シ
ー
ズ
 ン
 中
に
は
人
口
が
二
倍
に
な
る
と
さ
，
三
目
わ
れ
て
い
る
。
 
観
光
客
 は
 多
量
の
本
土
文
化
 

駒
を
沖
縄
に
も
た
ら
し
、
観
光
地
は
彼
ら
の
沖
縄
 
イ
 メ
ー
ジ
ど
 う
 り
に
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
 多
 数
の
沖
縄
 人
 が
本
土
へ
就
職
 

 
 
 
 

し
て
い
き
、
最
近
は
彼
ら
の
 U
 タ
ー
ン
現
象
も
増
え
て
い
 る
 。
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後
し
て
、
地
元
従
業
員
の
大
量
解
雇
処
分
や
基
地
関
連
 業
者
の
解
約
が
行
な
わ
れ
出
す
。
そ
の
結
果
、
復
帰
前
は
 沖
縄
県
の
対
外
収
支
 受
 

@
 
つ
 Ⅰ
 
し
 

沖
縄
社
会
は
昭
和
四
十
七
年
の
本
土
復
帰
に
よ
り
「
 ァ
 メ
リ
カ
 世
 」
か
ら
「
大
和
世
」
へ
と
転
換
す
る
。
米
軍
基
 地
 で
は
、
こ
れ
と
 
前
 

    
    
て、 

は   
  

  

  ム 
ムフ 苫 " 

と 

品 宗 
  
  

教 
の 

と 

動き 沖縄 

宗教 

の 

特 
殊 
事 
情 

こ去 れ僧 

れ 
な 
が 

ら、 

最 
近 
の 

  
縄   

示非似 

界 
の 

動 
向 
を 
探 
  
て 

み 
よ 

ハ ツ @ 



表
出
し
て
ぎ
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
そ
れ
 

高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
。
那
覇
で
は
系
図
作
成
を
 

ぎ
て
い
る
。
那
覇
の
木
屋
に
行
け
ば
系
図
作
成
の
 

る
。
 旧
 士
族
の
系
図
を
体
系
的
に
編
集
出
版
し
て
 

 
 

9
 社
会
的
矛
盾
の
表
出
と
平
行
し
て
そ
れ
に
呼
応
す
る
 ょ
 う
に
系
図
作
成
熱
が
全
島
的
 

専
門
と
す
る
職
業
が
成
り
立
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
専
門
 の
ユ
 タ
 的
 職
能
者
も
現
わ
れ
て
 

手
引
き
書
が
並
ん
で
い
る
し
、
自
分
た
ち
の
系
図
を
出
 板
 販
売
し
て
い
る
門
中
も
あ
 

い
る
那
覇
市
 史
 編
集
室
（
現
在
は
那
覇
市
文
化
振
興
課
）
 な
ど
は
、
系
図
作
成
相
談
所
 

-
7
-
 

と
し
た
言
失
業
率
、
第
三
次
産
業
就
労
人
口
の
相
対
的
 過
剰
、
地
元
資
本
の
欠
如
、
農
業
不
振
な
ど
、
実
に
さ
ま
 ざ
ま
な
社
会
的
矛
盾
が
 

と
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
っ
の
現
わ
れ
が
系
図
作
成
 ブ
｜
 ム
 で
あ
る
。
最
近
の
沖
縄
は
、
過
剰
都
市
化
、
 

U
 タ
ー
ン
 問
題
、
若
年
層
を
中
心
 

 
 

れ
て
、
そ
れ
と
呼
応
す
る
 よ
う
 に
沖
縄
本
島
を
中
心
と
 し
て
 
臣
注
 宇
田
の
（
 

ざ
日
 。
お
日
の
ま
と
で
も
呼
び
得
る
よ
 

う
 な
 動
ぎ
が
み
ら
れ
る
こ
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
動
向
に
お
い
て
特
に
こ
こ
で
 
重
要
な
こ
と
は
、
沖
縄
社
会
全
体
が
本
土
的
価
値
体
系
の
 中
に
巻
き
込
ま
れ
て
 

い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
価
値
体
系
の
本
土
化
が
沖
縄
 人
 の
 精
神
世
界
と
文
化
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
明
治
 初
期
に
始
ま
る
価
値
 体
 

糸
の
急
速
な
欧
米
化
が
日
本
の
伝
統
文
化
の
軽
視
に
結
 び
つ
い
た
よ
 
う
 に
、
ま
さ
に
沖
縄
で
は
価
値
体
系
の
急
速
 な
 本
土
化
が
沖
縄
的
伝
 

統
 文
化
の
否
定
に
繋
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
と
り
 わ
 け
 本
土
と
の
格
差
是
正
に
と
っ
て
障
害
に
な
る
と
考
え
 ら
れ
る
も
の
は
否
定
さ
 

れ
て
い
 く
。
そ
し
て
、
そ
の
 
ょ
う
 な
本
土
化
志
向
者
に
 ょ
 る
 白
文
化
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
の
が
 ユ
 タ
 的
職
 能
者
た
ち
な
の
で
あ
る
。
 

本
土
志
向
者
た
ち
に
と
っ
て
 、
ユ
 タ
 的
 職
能
者
は
沖
縄
 発
展
の
最
大
の
阻
害
要
因
で
あ
り
、
社
会
の
悪
幣
の
象
徴
 と
 考
え
ら
れ
て
い
 

る
 。
沖
縄
の
婦
人
団
体
や
弁
護
士
会
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
 よ
っ
て
自
分
の
影
に
挑
み
か
か
る
よ
う
な
 ユ
 タ
撲
滅
運
動
 が
し
ば
し
ば
展
開
さ
れ
 

 
 

の
 状
況
は
ど
 う
 だ
ろ
う
か
。
沖
縄
社
会
は
依
然
と
し
て
 ュ
 タ
的
 職
能
者
を
必
要
と
 

す
る
精
神
風
土
を
持
ち
続
け
て
い
る
し
、
現
に
仝
で
も
 彼
女
ら
は
社
会
に
再
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
の
 ょ
ぅ
 な
 根
強
さ
か
ら
考
え
て
 

ユ
 タ
 的
 職
能
者
 は
 沖
縄
社
会
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
い
る
と
 言
え
る
だ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
沖
縄
の
最
近
の
動
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
 興
 味
 深
い
点
は
、
社
会
的
矛
盾
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
 表
 面
 化
し
て
く
る
に
つ
   



次
に
、
以
上
の
よ
う
な
沖
縄
社
会
の
今
日
的
状
況
の
中
 で
の
宗
教
界
の
 動
 ぎ
を
み
て
み
よ
う
。
最
初
に
確
認
し
て
 お
く
べ
 き
 こ
と
は
、
 

沖
縄
で
は
仏
教
も
神
社
神
道
も
本
土
に
み
ら
れ
る
 よ
う
 な
 姿
で
の
民
衆
社
会
へ
の
 侵
誘
 は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
 と
で
あ
る
。
仏
教
の
場
 

ハ
 
Ⅱ
 
ソ
 
-
 

合
は
島
津
 氏
 の
一
連
の
反
仏
教
的
政
策
と
檀
家
制
度
の
 不
成
立
が
、
そ
し
て
、
神
社
神
道
の
場
合
は
氏
子
組
織
の
 結
成
に
ま
で
至
ら
な
か
 

っ
た
 点
が
主
要
な
原
因
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
 琉
 珠
玉
 府
 が
独
自
の
神
女
体
制
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
 と
や
、
 ユ
 タ
 的
 職
能
者
 

 
 

が
 民
衆
の
要
求
に
応
じ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
も
 大
 ぎ
い
 。
と
も
か
く
、
仏
教
も
神
社
神
道
も
沖
縄
の
民
衆
 社
会
に
定
着
し
な
か
っ
 

動
 
た
こ
と
が
沖
縄
の
宗
教
を
特
色
あ
る
も
の
に
し
て
 い
る
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
 

 
 

神
女
体
制
に
よ
っ
て
沖
縄
全
域
を
宗
教
的
に
組
織
す
る
こ
 と
に
成
功
し
た
が
、
島
津
 氏
 

結
は
そ
の
神
女
体
制
を
弱
体
化
さ
せ
る
一
連
の
政
策
 

 
 

も
に
神
女
た
ち
の
公
的
地
位
 

榊
も
奪
わ
れ
、
神
女
組
織
は
衰
退
し
て
い
く
。
そ
の
 

他
 、
儒
教
や
道
教
が
沖
縄
の
精
神
風
土
に
断
片
的
に
し
か
 融
 け
 込
み
き
れ
ぬ
ま
ま
に
 終
 

 
 

わ
っ
て
し
ま
う
中
に
あ
っ
て
、
史
料
に
出
て
く
る
限
り
、
 
琉
球
王
 府
 時
代
以
来
、
常
に
当
局
の
排
撃
政
策
に
遇
い
な
 が
ら
も
民
衆
の
生
活
に
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の
 感
を
与
え
る
ほ
ど
民
間
の
系
図
作
成
希
望
者
に
利
用
さ
 れ
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
筆
者
自
身
、
那
覇
で
調
査
中
 に
知
人
か
ら
系
図
作
成
 

ほ
 つ
い
て
の
相
談
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
沖
縄
 人
 に
と
 っ
て
系
図
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
 旧
 士
族
文
化
の
獲
得
 を
 意
味
す
る
。
琉
球
王
 

府
は
琉
球
文
化
の
源
流
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
 が
 、
そ
の
同
士
族
へ
と
自
ら
の
出
自
を
辿
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
沖
縄
 人
 と
し
て
の
 

ア
イ
テ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
認
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 つ
ま
り
、
現
代
沖
縄
の
系
図
作
成
ブ
ー
ム
の
背
後
に
潜
 ん
で
い
る
も
の
は
琉
球
 

三
府
 的
 価
値
体
系
へ
の
回
帰
志
向
で
あ
り
、
精
神
的
な
立
 
思
味
 で
の
地
域
伝
統
主
義
の
復
活
で
あ
る
。
 

な
お
、
こ
の
よ
う
な
沖
縄
社
会
の
動
向
に
対
し
て
 ユ
 タ
 的
 職
能
者
が
果
し
て
い
る
役
割
も
見
逃
が
し
て
は
な
ら
な
 い
 。
彼
女
た
ち
は
 依
 

頼
 者
と
の
関
わ
り
の
中
で
そ
の
よ
う
な
 
コ
注
才
ア
 
（
げ
な
 動
 ぎ
を
背
後
か
ら
支
え
、
強
化
し
、
さ
ら
に
方
向
づ
 け
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 





琉
球
古
神
道
の
宮
 

生
天
光
神
明
 宮
 拝
所
 

と
い
う
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
光
生
」
 の
 宗
教
的
志
向
性
を
探
る
上
で
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
 

「
琉
球
古
神
道
」
と
 

「
生
天
光
神
明
 
宮
 」
が
強
記
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
た
 い
 。
ま
ず
、
「
琉
球
古
神
道
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
「
 
九
玉
」
は
沖
縄
在
来
の
 

伝
統
宗
教
や
そ
れ
に
組
み
込
ま
れ
て
土
着
化
し
て
い
る
 外
 来
 宗
教
を
一
括
し
て
「
琉
球
古
神
道
」
と
呼
ん
で
い
る
 。
と
り
わ
け
「
先
主
」
 

は
 琉
球
王
 府
的
 宗
教
儀
礼
に
高
い
価
値
を
置
い
て
い
る
が
 、
彼
女
は
自
分
が
そ
の
「
琉
球
古
神
道
」
の
正
当
な
 継
 京
 者
で
あ
る
こ
と
を
 自
 

誌
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
生
天
光
神
明
 宮
 」
と
 は
 言
 う
 ま
で
も
な
く
「
生
天
光
神
」
を
祀
る
 宮
 と
い
う
 こ
と
で
あ
る
が
、
「
 光
 

主
 」
は
「
生
天
光
神
」
を
、
す
べ
て
の
神
々
の
最
上
位
に
 あ
っ
て
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
、
総
括
し
て
い
る
普
遍
 神
 で
あ
り
、
昭
和
二
十
九
 

年
の
神
降
臨
以
来
自
分
と
一
体
に
な
っ
た
神
と
考
え
て
 い
る
。
「
元
宝
」
の
宗
教
的
志
向
性
と
い
う
視
点
か
ら
こ
 れ
を
解
釈
す
る
と
次
の
 

週
 
よ
う
に
言
い
得
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
普
遍
神
と
 し

て
の
「
生
天
光
神
」
の
発
見
、
及
び
そ
れ
と
の
一
体
感
 は
 「
光
生
」
の
普
遍
主
義
的
 

教
 

鯨
志
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
沖
縄
在
来
 
の
 伝
統
宗
教
を
「
琉
球
古
神
道
」
と
呼
び
、
そ
の
正
統
的
 継
承
者
を
自
認
す
る
こ
と
は
 

簗
 
彼
女
の
地
域
伝
統
主
義
的
志
向
性
を
示
す
も
の
と
吾
一
 

口
 え
る
。
し
か
も
、
一
見
矛
盾
す
る
そ
の
二
つ
の
志
向
性
 

  

 
 

沖
 

て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
 従
 っ
て
、
彼
女
の
宗
教
的
志
向
性
を
端
的
 峰
 言
え
ば
「
 普
 遍
か
り
地
域
伝
統
」
 主
   

大
自
然
の
軸
 神
 」
で
あ
る
「
生
天
光
神
」
を
見
出
し
た
 @
 
」
と
に
よ
る
。
「
先
主
」
は
他
の
 ュ
 

@
 
硲
 -
 

在
の
宗
教
の
道
に
入
る
が
、
そ
の
間
の
詳
し
い
経
緯
は
 桜
井
の
論
文
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
 

体
的
 宗
教
儀
礼
の
あ
り
方
を
み
て
い
く
。
 

ま
ず
、
「
元
宝
」
の
宗
教
的
志
向
性
を
み
て
い
こ
 う
 。
 生
 天
光
神
明
 宮
 に
行
く
と
、
入
口
 タ

的
 職
能
者
と
同
様
の
成
立
過
程
を
経
て
現
 

こ
こ
で
は
「
元
宝
」
の
宗
教
的
志
向
性
と
具
 

 
 

 
 



次
に
、
「
先
生
」
の
宗
教
儀
礼
に
焦
点
づ
げ
な
が
ら
、
 

そ
 こ
に
彼
女
の
宗
教
的
志
向
性
が
ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
 て
い
る
か
を
み
て
い
 

-
m
@
 

く
 。
全
般
的
な
宗
教
活
動
に
つ
い
て
は
桜
井
徳
太
郎
が
既
 に
 紹
介
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
社
殿
配
置
と
そ
れ
 ぞ
れ
の
社
殿
で
の
儀
礼
 

に
 絞
っ
て
み
て
い
き
た
い
。
 

生
天
光
神
明
言
全
体
は
図
一
の
よ
う
な
社
殿
配
置
に
な
っ
 て
い
る
。
生
頭
 殿
 だ
 け
 敷
地
が
違
 う
が
 、
内
宮
や
外
宮
 が
あ
る
敷
地
の
方
は
 

 
 

特
に
神
の
領
域
と
し
て
「
生
天
光
神
明
大
宮
」
と
呼
ば
れ
 て
い
る
。
 

生天光神明大宮 
( 御犬 軸 祝女敗肉 ) 

    
趨 
  
図 ]  社殿配置 図 

義
 志
向
性
と
言
 

う
 こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
彼
女
の
宗
教
 

世
 界
 全
体
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

な
お
、
こ
こ
で
「
光
生
」
の
普
遍
主
義
に
つ
い
て
一
言
 

触
 れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
彼
女
が
沖
縄
と
い
う
地
域
 

性
を
超
え
て
「
生
天
 

 
 

 
 

 
 

的
 要
素
の
導
入
は
彼
女
に
と
っ
て
は
普
遍
主
義
的
志
向
 

性
 に
基
づ
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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義
礼
と
、
 

 
 

「
生
天
光
神
明
大
宮
」
で
の
 

コ
 普
遍
的
」
 

坤
 儀
礼
が
共
存
 し
た
姿
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
儀
礼
形
式
の
点
か
ら
 み
る
と
内
宮
 

 
 

 
 

「
光
生
」
は
こ
の
「
生
天
光
神
明
大
宮
」
を
沖
縄
的
に
「
 
御
犬
 軸
 祝
女
 殿
内
 」
と
言
い
換
え
る
が
、
こ
れ
も
彼
女
 の
 宗
教
的
志
向
性
を
示
 

す
一
つ
の
例
と
し
て
興
味
深
い
。
同
一
の
も
の
を
指
す
場
 ム
ロ
に
、
神
社
神
道
的
な
「
生
天
光
神
明
大
宮
」
と
琉
球
 

三
府
時
代
の
 
ソ
 ロ
組
織
 

に
 倣
っ
た
「
御
犬
 軸
 祝
女
殿
岡
」
と
い
う
名
称
を
同
時
平
 付
 し
て
使
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
て
、
社
殿
と
儀
礼
の
関
係
を
み
て
い
こ
 う
 。
士
朗
 殿
 で
は
、
一
般
信
徒
の
要
求
に
応
じ
た
、
「
元
宝
」
の
い
わ
 
ゆ
る
「
琉
球
古
神
道
」
 

の
 儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
れ
は
シ
ャ
 マ
 ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
 な
 特
徴
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
光
生
」
自
身
が
 媒
 体
 と
な
っ
て
神
々
を
 地
 

上
に
顕
現
さ
せ
た
り
、
祖
先
の
調
べ
事
を
し
た
り
す
る
。
 そ
れ
に
対
し
て
、
神
の
領
域
で
あ
る
「
生
天
光
神
明
大
 宮
 」
で
は
、
「
生
天
光
 

神
 」
を
対
象
と
し
た
、
「
普
遍
的
」
坤
儀
礼
が
行
な
わ
 れ
る
。
 

ま
た
さ
ら
に
、
神
の
領
域
と
さ
れ
る
「
生
天
光
神
明
大
宮
 」
内
部
の
社
殿
と
そ
こ
で
の
儀
礼
に
も
「
先
主
」
の
「
 普
遍
か
り
地
域
 伝
 

統
 」
主
義
的
志
向
性
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
論
点
を
明
 確
に
す
る
た
め
に
、
内
宮
と
外
宮
に
絞
っ
て
み
て
い
こ
 う
 。
内
宮
と
外
宮
は
共
に
 

「
生
光
光
神
」
に
直
接
繋
が
る
社
殿
で
あ
り
生
天
光
神
明
 
官
 で
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
、
内
宮
が
神
社
 神
 道
形
式
の
神
殿
で
あ
り
 

祭
壇
も
同
じ
く
神
社
神
道
哉
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
 、
外
宮
は
自
然
石
を
三
つ
並
べ
た
沖
縄
の
伝
統
的
 人
 の
 押
形
式
の
祭
場
が
設
 け
 

ら
れ
て
い
る
。
内
宮
に
は
「
生
天
光
神
」
を
天
津
日
嗣
 ぎ
 し
た
と
さ
れ
る
「
天
照
大
神
」
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
 

一
 方
 、
外
宮
に
は
「
生
天
 

光
神
」
と
の
交
信
に
関
わ
る
「
御
大
輔
大
火
の
神
」
が
 祀
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
内
宮
で
は
神
社
神
道
的
祝
詞
 に
よ
っ
て
神
社
神
道
的
 

儀
礼
が
行
な
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
外
宮
で
は
沖
縄
万
号
 
一
 
口
 に
よ
っ
て
沖
縄
の
宗
教
伝
統
に
根
ざ
し
た
儀
礼
が
行
な
 わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
 
内
 

動
 

ぬ
宮
と
 外
宮
で
は
共
に
最
高
神
で
あ
る
「
生
天
光
神
」
 を
 対
象
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
「
光
生
」
が
普
遍
 的
と
考
え
る
神
社
神
道
形
式
 

残
と
 、
伝
統
的
沖
縄
形
式
と
で
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
 る
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
儀
礼
内
容
的
に
み
る
と
士
朗
 殿
 で
の
「
琉
球
古
神
道
」
的
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さ
て
、
こ
れ
か
ら
「
生
天
光
手
記
」
を
主
に
分
析
の
材
料
 と
し
な
が
ら
「
光
生
」
の
神
観
念
を
 

さ
ま
ざ
ま
な
神
が
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
 の
神
々
の
具
体
的
な
現
わ
れ
方
を
み
て
 

光
神
」
と
は
ど
う
い
う
 神
 か
な
み
た
後
で
、
「
元
宝
」
 

が
 神
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
何
か
探
っ
て
 

格
に
 吾
一
口
 

及
 し
た
後
で
、
種
々
雑
多
な
神
々
の
統
合
的
な
 関
係
づ
げ
の
あ
り
方
の
中
に
「
光
生
」
 

の
 

が
い
か
に
投
影
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
く
。
 

舞
 
生
天
光
神
 

ソ
チ
 
=
 

昭
和
二
十
九
年
、
「
元
宝
」
は
長
く
苦
し
い
 神
 ダ
ー
リ
 
ィ
 
（
 巫
病
 ）
の
 末
 、
神
人
と
し
て
誕
生
 

十
三
日
ま
で
八
日
間
に
わ
た
っ
て
神
の
降
臨
を
受
け
た
。
 そ
し
て
、
そ
の
堅
三
十
年
に
そ
の
神
に
 

れ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
が
「
生
天
光
手
記
」
に
は
 次
 の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 

「
昭
和
二
十
九
年
、
神
性
の
 
御
 こ
え
の
お
つ
げ
の
元
に
 、
 
一
切
の
御
教
へ
を
受
け
、
世
の
あ
 

自
分
に
与
へ
ら
れ
た
天
分
と
使
命
、
世
の
為
、
神
性
 の
 お
っ
 げ
 の
も
と
に
、
生
天
光
神
の
御
 心
 

申
し
、
 御
 教
へ
を
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
身
で
有
る
事
を
 っ
ょ
 く
 か
ん
づ
る
と
と
も
に
、
使
命
遂
行
 

 
 

和
 三
十
年
に
生
天
光
神
名
を
御
開
 き
 …
…
」
ハ
生
天
光
 手
記
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 し
 

み
て
い
こ
 
う
 0
 
 
「
生
天
光
手
記
」
に
は
 

い
く
。
ま
ず
、
最
高
神
で
あ
る
「
生
天
 

み
る
。
さ
ら
に
、
神
々
の
母
性
的
な
性
 

「
普
遍
か
り
地
域
伝
統
」
主
義
志
向
性
 

し
ょ
う
と
す
る
時
、
旧
九
月
六
日
か
ら
 

対
し
て
「
生
天
光
神
」
の
名
が
与
え
 も
 

ら
ゆ
る
事
を
知
る
事
が
出
来
ま
し
た
 

な
 と
 ほ
し
、
 世
の
皆
様
方
に
お
っ
た
 へ
 

0
 基
を
立
て
ま
し
た
し
だ
い
で
す
。
 

昭
 

四
神
々
の
特
徴
 

で
の
「
普
遍
的
・
 一
 神
社
神
道
形
式
と
、
外
宮
で
の
伝
統
的
 沖
縄
形
式
が
共
存
し
た
姿
を
示
し
て
い
る
。
先
に
み
た
 
一
 
・
光
生
」
の
 
一
 
・
普
遍
 か
 

つ
 地
域
伝
統
」
主
義
的
な
宗
教
的
志
向
性
は
具
体
的
に
 -
 
」
の
よ
う
な
か
た
ち
で
彼
女
の
宗
教
行
為
の
中
に
投
影
さ
 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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鯨
 

他
の
諸
々
の
神
々
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
「
生
天
 光
神
」
と
は
そ
れ
ら
の
神
々
の
最
上
位
に
あ
っ
て
、
そ
れ
 ら
を
統
合
し
、
生
み
出
す
 存
 

 
  

 

簿
在
 で
あ
り
、
さ
ら
に
世
界
の
諸
宗
教
を
超
え
、
 

そ
 れ
ら
を
も
包
括
す
る
普
遍
 神
 で
あ
る
。
 

 
 

中
 

 
 

 
 

「
世
の
初
天
地
 御
 

㊨
創
造
祥
二
注
 2 
り
 生
れ
 給
 わ
る
 

コ
ソ
八
 
、
九
玉
を
と
 
は
 し
て
 

「
生
み
給
ふ
た
 
神
 、
中
心
で
有
ら
れ
る
天
下
大
神
を
つ
 ぅ
 じ
て
生
天
光
神
に
祈
を
さ
さ
げ
る
時
、
一
切
は
御
守
護
 拾
 わ
る
生
命
の
 

動
 

ぬ
 

幸
二
 m
l
 ㈹
 口
 

こ
の
時
以
来
、
「
先
主
」
は
「
生
天
光
神
」
と
一
体
に
な
 っ
 た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

「
元
宝
と
は
神
 ョ
り
司
 さ
ど
り
神
と
一
夕
イ
ト
ナ
 リ
 光
を
 世
の
人
々
に
与
へ
、
 

一
 

で
の
「
普
遍
的
」
神
社
神
道
形
式
と
、
外
宮
で
の
伝
統
的
 沖
縄
形
式
が
共
存
し
た
姿
を
 

つ
 地
域
伝
統
」
主
義
的
な
宗
教
的
志
向
性
は
具
体
的
に
 ，
 
」
の
よ
う
な
か
た
ち
で
彼
女
の
 

切
 な
ぞ
ら
か
致
し
、
道
を
正
し
く
歩
み
を
た
の
ま
ず
 世
 の
中
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
 道
 

ほ
し
 神
の
御
心
と
一
つ
に
致
し
て
お
こ
な
い
致
す
べ
 き
 」
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
生
天
光
神
」
と
は
「
先
主
」
に
と
っ
て
 ど
の
よ
う
な
 神
 な
の
だ
ろ
う
 

と
は
「
宇
宙
大
自
然
の
軸
 神
 」
（
 口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈲
 口
 ）
で
あ
り
、
 
「
宇
宙
大
自
然
の
御
う
ん
こ
 
う
 

次
の
よ
う
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
 

タ
 カ
 @
 
ガ
 ナ
ノ
 

「
生
天
光
神
と
は
、
大
輔
生
命
の
芯
で
有
ら
せ
ら
れ
る
（
 三
天
神
）
御
名
を
生
 

親
神
 、
生
き
た
天
の
光
で
御
は
す
事
な
り
」
 
自
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
 

こ
の
よ
う
に
、
「
生
天
光
神
」
と
は
宇
宙
全
体
の
中
心
に
 あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
 

5
 に
、
母
性
的
性
格
を
持
っ
た
神
で
も
あ
る
。
 

切
を
平
ら
に
致
し
、
 蔑
 め
に
御
守
り
、
心
よ
り
 一
 

示
し
て
い
る
。
先
に
み
た
「
光
 生
 」
の
「
普
遍
 か
 

宗
教
行
為
の
中
に
投
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

を
御
 ひ
ら
ぎ
、
 御
 教
へ
に
ひ
ろ
め
 、
 心
の
光
を
と
 

か
 。
「
生
天
光
手
記
」
に
 よ
 る
と
、
「
生
天
光
神
」
 

御
造
主
 L
 宍
 Ⅲ
 ｜
 ㈹
 と
 
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 

天
光
と
御
ひ
ろ
め
 拾
 わ
れ
し
事
、
人
類
生
物
の
御
 

創
造
主
で
あ
る
。
ま
た
、
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
 



 
 

ウ
カ
 @
 ガ
 ナ
ン
 

「
生
天
光
神
と
は
、
大
輔
生
命
の
芯
で
有
ら
せ
ら
れ
る
（
 二玉
八
神
）
 

御
名
を
生
天
光
と
御
ひ
ろ
め
 結
 わ
れ
し
事
、
人
類
生
物
 の
 街
 

る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

 
 

 
 

 
 

「
生
天
光
神
は
 

、
 愛
も
と
ほ
 
し
 （
キ
リ
ス
ト
）
、
平
等
（
 も
理
 （
天
理
）
も
つ
う
じ
て
、
清
め
（
 

セ
イ
 

チ
ョ
ウ
Ⅹ
は
 ら
 

片
理
 

W
 口
 

ロ
盾
 

Ⅰ
救
世
 口
 

い
、
す
く
い
（
 

キ
ュ
セ
イ
 
）
 
、
御
 じ
あ
い
ぶ
か
く
た
れ
 

た
 ま
ぁ
、
誠
の
実
で
有
る
真
実
の
軸
中
心
（
生
天
光
）
を
 

倒
立
て
に
成
ら
れ
た
 

の
で
有
る
。
」
 
口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 し
 

と
こ
ろ
で
、
「
生
天
光
手
記
」
で
は
「
生
天
光
神
」
の
 

，
 
」
と
を
単
に
「
 

神
 」
と
表
現
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
神
 

々
も
含
め
て
「
 神
 

」
、
「
神
性
」
と
表
現
さ
れ
る
が
、
次
に
、
「
光
生
」
に
 

と
っ
て
神
と
は
何
か
を
探
っ
て
み
よ
う
。
 

b
 
 
神
と
自
然
と
の
関
係
 

「
光
生
」
は
神
を
自
然
と
の
関
わ
り
で
説
明
す
る
こ
と
が
 

多
い
。
そ
こ
で
、
「
生
天
光
手
記
」
の
中
の
神
に
関
す
 

る
 記
述
と
自
然
に
関
 

る
 記
述
を
比
較
し
な
が
ら
両
者
の
関
係
を
探
っ
て
い
く
。
 

ま
ず
、
次
の
二
文
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
 

「
宇
宙
大
自
然
の
こ
 

う
 ぞ
 う
 は
神
に
よ
り
造
ら
れ
、
神
に
 

よ
り
う
ん
こ
 

う
 致
さ
れ
て
居
る
」
 

冗
｜
 ㈲
 口
 

@
 
ぜ
未
 

）
 

「
生
命
の
生
れ
入
れ
は
大
自
然
の
な
す
御
は
ざ
 

ゆ
へ
 
」
 ロ
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
 

の
三
 
文
か
ら
は
、
神
に
よ
っ
て
自
然
が
創
造
さ
れ
、
自
然
 

か
ら
生
命
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
浮
か
ん
で
 

く
る
。
し
か
し
、
 

次
 

三
文
を
比
較
す
る
と
ま
た
別
の
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
 

く
る
。
つ
ま
り
、
神
と
自
然
が
意
味
内
容
的
に
同
等
の
 

%
 位
に
置
か
れ
て
い
 

の こ す   
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残
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
と
と
も
に
、
自
然
の
秩
序
 

や
法
則
を
指
す
場
合
に
も
使
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
 ら
の
用
法
の
う
ち
の
後
者
の
玲
 

 
 
 
 

嗣
 

意
味
で
の
「
自
然
」
に
、
創
造
的
 力
 
（
「
光
生
」
は
 こ
れ
も
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
 も
の
だ
が
）
を
与
え
な
が
ら
 

 
 

 
 

神
神
格
化
し
た
の
が
彼
女
に
と
っ
て
の
「
 
神
 」
、
す
な
 わ
ち
「
生
天
光
神
」
で
あ
る
。
「
生
天
光
神
」
と
は
創
造
 力
 で
あ
り
、
同
時
に
一
切
の
 

動
こ
こ
で
は
、
自
然
が
神
格
化
さ
れ
て
「
自
然
現
神
」
 

と
 表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
 

ね
 ち
、
彼
女
は
自
然
 

と
い
う
舌
口
薬
 

せ
 、
自
然
現
象
 

現
神
、
生
き
た
天
の
光
で
御
は
す
事
な
り
」
 
円
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
 （
傍
点
筆
者
）
 

 
 

「
宇
宙
大
自
然
と
は
生
命
の
中
心
で
有
り
、
地
球
は
人
類
 の
 根
元
な
り
根
元
な
る
が
ゆ
へ
に
生
命
の
芯
で
有
る
 
大
自
然
」
 
ハ
 
Ⅲ
 ｜
 

㈲
 口
 （
 傍
 白
鍵
 
甘
 五
色
 

こ
こ
で
は
、
「
 神
 」
も
「
大
自
然
」
も
共
に
「
生
命
の
 ゃ
 ど
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
神
と
自
然
は
同
じ
意
味
内
容
 
の
別
の
表
現
で
あ
る
こ
 

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
 

 
 

「
さ
と
り
を
ひ
ら
く
事
に
よ
っ
て
自
然
を
知
り
神
を
知
る
 
良
き
事
な
り
」
 

T
 
１
皿
 U
 
 （
傍
点
筆
者
）
 

と
 並
置
さ
れ
る
 
場
ム
 口
も
「
 神
 」
と
「
自
然
」
は
同
じ
意
 味
 を
表
わ
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
「
自
然
」
と
は
 、
現
象
と
し
て
の
自
然
 

そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
自
然
の
背
後
に
あ
っ
て
自
然
 現
 象
を
司
っ
て
い
る
自
然
の
秩
序
、
あ
る
い
は
自
然
の
法
 則
が
 想
定
ざ
れ
て
い
る
 

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
視
点
を
も
っ
て
最
初
の
 一
 一
文
を
比
較
す
る
と
、
後
の
引
用
文
中
の
「
大
自
然
」
は
 

神
格
化
さ
れ
て
い
る
こ
 

と
も
わ
か
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
「
大
自
然
」
は
生
命
 を
 司
る
行
為
の
主
体
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
自
然
の
神
格
化
に
関
 

し
て
は
さ
ら
に
次
の
文
で
確
認
し
て
お
く
。
 

（
 
ぬ
 @
 
視
 ）
 

「
全
宇
宙
大
自
然
は
な
し
致
し
て
あ
ら
 

そ
ふ
事
 多
し
 

口
 で
は
と
な
へ
て
居
る
な
れ
ど
実
が
な
 い
 

な
ぜ
な
れ
ば
 大
自
然
よ
り
 生
 

ね
 、
生
命
は
つ
な
が
れ
保
っ
て
居
る
生
命
で
有
り
、
 

自
 総
観
神
よ
り
使
命
を
さ
 づ
 か
り
…
」
 
ハ
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
 



こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
が
新
た
に
創
り
出
さ
れ
る
 一
 方
で
、
伝
統
的
神
々
は
「
生
天
光
神
」
の
秩
序
を
地
上
 

受
け
た
使
者
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
な
が
ら
統
合
さ
れ
 て
い
く
。
 

c
 
 神
々
の
母
性
的
性
格
 

次
に
、
人
類
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
「
生
天
光
手
記
」
 に
愛
上
す
る
神
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
 

論
を
先
に
言
え
ば
、
母
性
的
性
格
が
浮
か
び
上
が
っ
て
 く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
ほ
ど
言
及
す
る
「
光
生
」
 

的
 統
合
性
と
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
 

ま
ず
第
一
に
、
「
生
む
」
と
い
う
神
の
側
面
に
着
目
し
た
  
 

「
生
み
給
ふ
天
の
光
で
有
れ
る
人
類
の
尊
き
 
御
 現
神
も
 ろ
 も
ろ
の
御
守
護
、
生
天
光
神
」
 
口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
 

「
地
上
に
初
御
下
り
の
天
下
大
神
（
天
照
大
神
）
は
人
類
 の
 切
目
開
 き
 、
天
地
の
中
心
、
地
球
に
コ
ト
 初
 
（
 

ミ
 給
ふ
母
、
 ク
 ミ
ン
グ
 ヮ
世
 ）
天
に
て
は
御
玉
、
日
神
 生
む
 力
 、
母
神
な
り
」
 
n
m
l
 ㈹
 口
 

「
神
の
子
で
あ
る
人
類
は
宇
宙
大
自
然
に
っ
な
が
れ
、
 生
 れ
 生
か
さ
れ
…
」
 
口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈲
 口
 

に
 顕
現
す
べ
く
使
命
を
 

の
か
を
み
て
い
く
 0
 結
 

の
宗
教
的
世
界
の
二
刀
 

ウ
 ニ
ナ
イ
ビ
メ
、
ウ
 

へ 

生 
命 
線 
@ ま 

つ 
な 
が 

  

天 
地 
人 

（
事
成
る
）
 

は
こ
と
な
る
 
ピ
ロ
 Ⅲ
 ｜
   

め
ぐ
り
で
有
る
 
星
 、
人
類
は
曜
日
と
あ
て
、
 

足
 々

に
 つ
ぅ
 じ
 、
宇
宙
大
自
然
の
ほ
う
そ
く
に
よ
り
一
切
は
な
り
 立
 ち
 、
人
類
は
立
 栄
 

ハ
 運
行
 口
 

「
宇
宙
大
自
然
の
御
う
ん
こ
 う
 の
も
と
に
、
 セ
曜
星
 、
一
 し
 め
ぅ
 間
は
め
ぐ
り
、
地
球
中
心
人
類
の
そ
だ
ち
御
所
 地
球
に
っ
な
ぎ
、
 

生
命
誕
生
、
お
さ
ま
り
、
出
入
り
、
め
ぐ
る
 享
 、
人
類
 一
切
の
生
命
 芯
で
 有
る
。
七
曜
星
と
は
（
 月
 火
水
木
全
土
 日
 ）
 一
 し
ゆ
う
間
の
 

存
在
の
秩
序
そ
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
 、
 
神
の
秩
序
が
 現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
「
生
天
光
神
」
が
 生
ん
だ
 神
 、
あ
る
い
は
 

 
 

 
 

「
生
天
光
神
」
そ
の
も
の
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
 

例
え
 ば
 、
十
二
支
に
 よ
 る
方
位
区
分
は
神
の
秩
序
の
現
わ
れ
 と
 考
え
ら
れ
て
「
十
二
め
 

 
 
 
 
 
 

方
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
一
週
間
の
曜
日
 
も
 同
様
に
考
え
ら
れ
て
「
 セ
曜
星
 」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
 る
 。
 



「
 
御
親
神
 」
、
「
母
神
」
と
い
う
の
は
「
生
む
」
と
い
う
 
神
 の
ひ
と
つ
の
属
性
の
神
格
化
で
あ
り
、
人
類
は
神
の
子
 と
し
て
関
係
づ
げ
ら
れ
 

て
い
る
。
ま
た
・
神
々
の
関
係
も
「
生
む
 ｜
 生
ま
れ
る
」
 

あ
る
い
は
「
 親
 １
 %
 」
と
し
て
相
互
に
関
係
づ
げ
ら
 れ
て
く
る
。
 

「
生
み
給
ふ
三
天
神
Ⅱ
生
れ
給
ふ
父
母
神
 
｜
 生
れ
給
ふ
 
天
 照
 大
神
」
 
口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈲
 し
 

「
父
母
神
Ⅱ
 親
神
 Ⅱ
㌘
 P
 ㍽
 肺
ス
 大
神
ア
マ
 ッ
ヒ
ツ
 ギ
給
ふ
」
 

口
皿
｜
 ㈲
 し
 

第
二
に
、
「
天
下
る
」
と
い
う
神
の
側
面
に
着
目
し
て
い
  
 

「
中
心
に
生
れ
 結
ぬ
し
 天
下
大
神
（
天
照
大
神
）
を
地
球
 上
に
人
類
の
御
 親
 神
と
し
て
御
下
り
な
さ
れ
、
 

全
 べ
て
 

天
津
田
 

継
 
（
 
御
相
 

続
 ）
な
さ
れ
た
。
」
 n
m
l
 ㈹
 し
 

「
御
世
の
初
め
に
天
下
り
め
し
て
、
愛
の
御
め
ぐ
み
、
 

一
 句よ
 る
づ
 の
道
元
…
」
 

ハ
 
Ⅲ
 １
 ㎝
 ロ
 

「
生
天
光
神
明
 鵬
 天下
大
神
中
心
」
 

冗
｜
 ㈹
 口
 

「
天
下
大
神
」
と
は
「
天
下
る
」
と
い
う
神
の
属
性
が
神
 
格
 化
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
「
生
天
光
神
」
を
す
べ
て
「
 天
津
国
 継
 」
し
た
「
 天
 

照
 大
神
」
が
地
球
上
に
天
下
り
し
た
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
 る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
天
照
大
神
」
を
さ
ら
に
 「
天
津
国
 継
 」
し
た
の
 

が
 
「
元
宝
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
の
他
、
諸
々
の
神
々
や
歴
史
上
の
重
要
人
物
な
ど
も
 「
先
主
」
を
媒
体
と
し
て
地
上
に
降
り
て
く
る
こ
と
は
、
 

先
に
、
 生
明
殿
 で
の
 

儀
礼
の
説
明
の
時
に
述
べ
た
が
、
「
生
天
光
手
記
」
に
も
 次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 

動
 

「
 
已
 年
月
三
月
二
日
に
国
宝
の
開
 き
 御
下
り
が
こ
の
 生
明
 殿
に
 、
国
王
と
神
司
、
君
々
の
現
わ
れ
に
 ょ
 り
、
父
神
 の
お
し
ら
べ
と
 
御
 

運
 

 
 

 
 

 
 

い
こ
う
。
 

 
 
 
 

「
誕
生
一
切
は
生
天
光
神
の
御
神
名
に
お
は
し
、
御
守
護
 
で
 有
る
生
天
光
神
な
り
」
 

ロ
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
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ゐ
 栄
へ
を
御
守
護
 結
 わ
れ
…
」
 
口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
 

ハ
 
遂
行
し
 

「
生
命
し
ん
を
立
て
ま
 

ハ
や
 
む
つ
る
心
を
造
り
、
自
分
に
与
へ
ら
 

れ
た
使
命
を
す
い
こ
 う
 す
る
事
が
、
天
地
 御
 造
の
神
、
 
守
 護
 神
に
つ
う
じ
 

て
 生
れ
 、
 世
に
立
ち
た
事
の
か
た
ち
有
る
も
の
な
り
」
 

口
爪
 

Ⅲ
 山
｜
 ㈹
 口
 

こ
の
よ
う
な
神
の
守
護
者
的
属
性
と
関
連
し
て
確
認
し
て
 お
ぎ
た
い
こ
と
は
 罰
 観
念
の
欠
如
で
あ
る
。
「
生
天
光
 手
記
」
に
登
場
す
る
 神
 

ほ
 社
会
秩
序
の
乱
れ
に
心
を
痛
め
な
が
ら
も
、
た
だ
慈
愛
 深
く
見
守
り
、
人
類
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る
の
で
あ
る
  
 

Ⅰ
 
痛
口
 

Ⅰ
慈
愛
日
 

「
全
宇
宙
大
自
然
を
御
守
護
 
給
 わ
る
現
神
は
お
ろ
か
 者
ど
 も
な
い
か
に
せ
ん
と
 御
 じ
あ
い
ぶ
か
く
、
 
御
心
つ
ぅ
 の
 余
り
、
中
心
天
下
 

大
神
（
天
照
大
神
）
を
つ
う
じ
、
生
天
光
神
の
御
名
元
に
 御
 教
へ
 結
 わ
る
事
な
り
」
 

ハ
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 口
 

さ
て
、
今
み
て
き
た
よ
う
な
諸
側
面
は
、
「
生
天
光
手
記
 」
に
 登
 上
す
る
神
々
全
体
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
も
の
 で
あ
る
と
と
も
に
、
 

と
り
わ
け
「
生
天
光
神
」
の
三
つ
の
側
面
で
も
あ
る
。
 文
 脈
 に
よ
っ
て
一
つ
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
は
ま
さ
に
 ュ
 

ン
グ
 的
 意
味
で
の
母
性
的
性
格
を
持
っ
た
神
で
あ
る
が
、
 

ま
た
、
「
光
生
」
自
身
の
宗
教
的
態
度
で
も
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
母
性
原
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
分
離
の
 欠
如
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
一
体
性
の
原
理
で
 あ
る
。
 

「
一
切
は
一
体
で
有
る
事
を
知
る
事
に
よ
り
地
球
は
 
ぅ
る
 を
ゐ
 、
人
類
の
良
 き
 お
こ
な
い
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
 事
 」
 口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈲
 口
 

先
に
あ
げ
た
神
の
母
性
的
性
格
の
基
盤
に
あ
っ
て
そ
れ
 ら
を
支
え
て
い
る
も
の
は
一
体
性
の
原
理
と
も
言
え
る
だ
 ろ
う
。
つ
ま
り
、
 

「
先
主
」
が
「
普
遍
か
つ
地
域
伝
統
」
主
義
志
向
の
も
と
 
に
 種
々
の
要
素
を
取
り
込
み
な
が
ら
宗
教
世
界
を
構
築
 し
て
い
く
場
合
、
そ
こ
 

に
 全
体
的
統
合
性
を
与
え
て
い
る
の
は
あ
る
種
の
一
体
性
 原
理
で
あ
り
、
そ
の
一
体
性
原
理
に
よ
っ
て
「
生
天
光
 神
 」
へ
と
一
元
的
に
 秩
 

序
づ
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
 る
 ぅ
 。
そ
の
一
体
性
原
理
に
関
し
て
は
次
章
に
譲
る
こ
と
と
 し
て
、
次
に
 
、
 神
々
の
 

ゑ
体
的
な
関
係
づ
げ
の
あ
り
方
を
み
て
い
こ
 う
 。
 

(324) 

「
生
れ
出
て
、
人
体
の
御
守
と
人
類
の
一
切
の
つ
な
が
り
 
、
自
然
と
の
 ム
ス
ビ
 を
 拾
 わ
れ
、
生
命
は
保
ち
、
豊
か
 な
地
球
の
 う
る
 を
 

 
 

 
 



右
ウ
 ヤ
ク
。
 
ハ
神
 」
Ⅰ
 皿
 Ⅱ
㈹
 り
 

沖縄の新宗教運動 

ぞ
れ
垂
直
的
関
係
づ
 

け
 
、
お
よ
び
水
平
的
関
係
づ
 

け
と
 

在
来
の
神
々
の
関
係
づ
 

け
 
、
あ
る
い
は
沖
縄
の
神
々
 

と
 

理
 
で
き
る
。
一
 

つ
は
 

最
高
神
で
あ
る
「
生
天
光
神
」
か
ら
 

 
 さ

て
、
ま
ず
次
の
資
料
か
ら
み
て
い
こ
 

う
 
。
 

 
  

 「
生
天
光
手
記
」
に
は
神
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
づ
 

け
 
の
 

 
 

本
土
の
神
々
の
関
係
づ
げ
と
い
う
 

構
 
系
列
の
関
係
づ
 

け
 
で
 

呼
ん
で
お
き
た
 

い
 
。
 

人
類
に
ま
で
繋
が
っ
て
く
る
 

縦
 
系
列
の
関
係
づ
げ
で
あ
 

神
 
（
天
照
大
神
）
 

有
り
方
が
見
出
せ
る
が
、
そ
れ
ら
は
二
つ
の
方
向
へ
の
 

 
 

あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
 

り
 
、
も
う
一
つ
は
沖
縄
 

 
 

関
係
づ
け
と
し
て
 

整
 

，
ア
マ
ミ
キ
ョ
ウ
 

照
す
 

イ
ザ
ナ
ミ
 

神
 

根
元
古
神
道
の
道
 

元
 

な
る
 

d
 
 神
々
の
関
係
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古
神
道
 
Ⅰ
（
お
の
化
 

・
 

亜
 れ
国
・
）
 

」 
  
Ⅲ 

  
    

）
八
万
八
百
の
神
地
国
神
（
国
士
ヤ
ク
 

-
 
マ
マ
 
-
 
右
 ）
天
地
人
の
 

ム
ス
ビ
 

（
 
七
 
ヤ
ク
 

バ
 
バ
 

「
 

土
柱
の
神
 

竜
宮
神
御
大
 

左
 

 
 

中
心
 
｜
 生
天
光
神
 

｜
 天
下
大
神
１
１
化
性
 

 
 

一 
天チ ニ 

  
セ 七七   
  ー 

こ
こ
に
は
そ
の
二
方
向
へ
の
関
係
づ
げ
が
集
約
さ
れ
て
い
 る
 。
ま
ず
、
垂
直
的
関
係
づ
げ
は
、
「
生
天
光
神
」
を
 頂
点
と
し
て
「
生
む
 ｜
 

生
ま
れ
る
」
、
「
天
下
る
」
と
い
分
か
た
ち
で
な
さ
れ
 て
い
る
。
ま
た
、
次
の
資
料
に
み
ら
れ
る
 よ
う
 に
「
天
津
 日
継
 す
る
」
と
い
う
か
 

た
ち
で
も
垂
直
的
関
係
づ
げ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

「
天
文
御
中
主
神
中
心
に
、
 高
 御
産
霊
神
、
 神
 御
産
霊
神
 

 
 

ざ
な
み
の
神
天
地
 

に
 司
さ
ど
ら
れ
、
中
心
に
生
れ
 給
ゐ
し
 天
下
大
神
（
 天
昭
 一
大
神
）
を
地
球
上
に
人
類
の
御
現
神
と
し
て
御
下
り
な
 
さ
れ
、
 全
 べ
て
天
津
 

日
継
 （
 
御
 相
続
）
な
さ
れ
た
。
」
 nm
l
 ㈲
 ロ
 

一
方
、
水
平
的
関
係
づ
げ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ど
の
 地
 域
の
神
々
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
さ
ら
に
 二
つ
の
関
係
の
あ
り
 

方
 に
整
理
で
き
る
。
第
一
は
沖
縄
在
来
の
神
々
の
関
係
づ
 げ
で
あ
る
が
、
先
の
関
係
図
二
Ⅲ
 ｜
 ㈲
 し
 ）
に
 よ
 る
 と
 、
竜
宮
神
、
土
地
神
、
 

シ
ロ
ミ
 キ
ョ
ウ
、
ア
マ
ミ
キ
ヨ
 ウ
、
ト
ハ
 シ
ル
 神
 、
ヤ
ク
 ハ
 神
な
ど
が
「
生
天
光
神
」
の
秩
序
の
下
に
配
置
さ
れ
 て
い
る
 0
 次
の
関
係
 図
 

の
中
に
も
「
生
天
光
神
」
を
中
心
と
し
た
沖
縄
的
神
々
の
 統
合
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(326) 18 



 
 

 
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
使
命
と
は
、
端
的
 丘
 =
 
ロ
 え
ば
人
類
の
 
た
め
に
地
球
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
 

19  
 

筋
 
命
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 

 
 

ぬ
 

「
元
宝
」
の
宗
教
的
使
命
は
、
昭
和
二
十
九
年
 に
 初
め
て
「
生
天
光
神
」
が
彼
女
に
降
臨
し
た
時
の
お
上
口
 
げ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
と
㏄
 

 
 

い
て
考
察
を
加
え
て
い
ぎ
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
 に
は
「
先
主
」
の
宗
教
的
便
 

 
 

神
々
の
性
格
分
析
の
中
で
、
「
元
宝
」
の
宗
教
的
世
界
 に
 

一
元
的
統
一
性
を
与
え
て
い
る
一
体
性
原
理
の
存
在
を
 想
定
し
た
が
、
こ
こ
 

動
 

  

ぅ が 々 り こ 

に す を 速 う て 
本 を 第 
十 本 二 

し べ 本 み し   「 が 土 に 

て て 土 な て 地 神 宗 の は 

「ウ刀 

五   
主 神 話 も は ス 道 に 的 縄 

  」 で 的 沖 垂 ビ の 一 神 的   
と い 系 る 、 あ れ と   

と 地 神 さ 佐 平 内 国 ぅ る 神 
し   
「 
ての 統関 」 係 こえ別流 とた へ球ち 立 ので 下両々 神 

ムス 土づ 義けそ々関はへ で 神とと栄に者と な のの 
ビ 

酌 も の の 係 親 で さ 関 関 

」 忘 れ 地 体 づ 子 有 れ 廉 廉 
同 6 域 系 け ム り る づ づ 
性 こ 牲 を ら ス 、 関 げ げ 
が と の 削 れ ビ 琉 係 が で 
神 に 起 り て で   球 づ な あ 
々 ょ 越 上 ぃ 有 吉 げ さ る   
昇 一 ろ う で 古 は り い 最 
に 元 5 と あ 神 古 方 る 初 投 的 と し る 道 代 で の 
影 な し て が と よ あ そ 関 
さ 神 て い 、 神 り る れ 係 

社 人 。 は 図 
れ々いる「 てめ るの光神宮 次 （ 

の冗   
の り 。 く 縄 イ 口 み ） 

で   出 さ る の 神 の ら む 
あ さ ら 。 伝 で 元 れ み 
る れ に し 統 有 限 る る 

よ と 什 ノ @ ・ 

中 に 沖 
  縄 

仲 酌   縄 神 
よ 々 神 取 口 し と 々 



神
に
「
 つ
う
 じ
る
し
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
 

神
に
「
 つ
う
 じ
る
」
状
態
こ
そ
存
在
の
最
高
状
態
と
考
 

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
 

ダ
 イ
 1
 
ド
コ
口
 

神
に
お
は
し
ま
す
高
天
原
に
っ
 う
 じ
る
大
所
に
て
…
」
 
 
 

 
 

 
 

神
 、
八
百
八
万
の
 

ハ
 
奉
り
 口
 

い
し
、
自
然
を
む
し
す
る
お
こ
 

門
 無
視
」
な
い
事
は
、
自
分
は
有
れ
 ど
 自
分
を
知
ら
ぬ
 

こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
 う
 に
、
「
光
生
」
は
現
実
社
会
の
 状
態
を
悲
観
的
に
と
 

自
然
の
秩
序
が
乱
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
の
秩
序
の
 乱
れ
は
「
光
生
」
に
と
 

序
 こ
そ
彼
女
に
と
っ
て
は
神
の
本
質
に
関
わ
っ
て
く
る
 も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
次
に
、
「
元
宝
」
に
と
っ
て
人
間
も
含
め
た
あ
ら
 ゆ
る
事
物
の
正
し
 

式
 と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
時
の
こ
と
を
言
 う
の
か
 を
 探
っ
て
み
た
い
。
 

「
 つ
う
 じ
る
事
に
よ
り
知
る
一
切
で
有
る
」
 
口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
 ロ
 

人
の
か
な
し
さ
と
お
な
じ
事
で
有
り
、
 

@
 」
ハ
田
 ｜
 ㈲
 し
 

ら
え
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
彼
女
が
優
 慮
 し
て
い
る
の
は
  
 

っ
て
は
神
の
冒
 漬
に
 結
び
つ
く
。
な
ぜ
な
ら
、
自
然
の
秩
 
秩
 

い
 存
在
の
仕
方
、
つ
ま
り
神
の
御
 心
 に
か
な
っ
た
存
在
 様
 
様
 

「 
，千 Ⅰ 

自大 

自 

然 

（
 
@
 
 %
 
七
 ）
 

く
、
 び
ょ
う
ま
わ
 ふ
へ
 

の
こ
 

」
 
口
 
Ⅲ
 ｜
 ㈲
 口
 

ぅ
ぞ
 5
 は
神
に
よ
 り
 造
ら
れ
、
 神
 v@ ヒ 

よ 

  

戸
運
 

う
 ん
 
付
 し
 

こ
 う
 致
さ
れ
て
居
る
 
自
然
の
む
す
び
事
な
れ
ど
自
然
を
は
か
 

 
 

ま
な
く
、
世
は
み
だ
れ
あ
ら
さ
れ
、
地
球
人
類
の
た
め
 

に
な
ら
ず
こ
の
 

よ
う
な
時
が
つ
づ
げ
ば
世
は
ほ
ろ
び
地
球
は
保
ち
が
た
く
 

、
宇
宙
大
自
然
の
御
う
ん
こ
 

蓮
征
 
う
 が
む
ず
か
し
く
な
り
 

、
 人
類
は
そ
だ
ち
が
た
 

「
昭
和
二
十
九
年
（
キ
本
年
，
）
ハ
マ
マ
）
御
言
葉
の
も
と
に
地
球
を
 
守
れ
世
の
人
の
た
め
人
類
の
た
め
に
、
と
の
お
つ
げ
 有
 Ⅱ
 
ム
 ノ
 
」
 
円
 
Ⅲ
 ｜
 ㈲
 口
 

 
  

 

そ
れ
で
は
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
球
と
は
「
先
主
 」
に
と
っ
て
現
在
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ
う
 か
 。
「
光
生
」
の
現
代
め
 

 
 
 
 

世
相
観
を
み
て
み
よ
う
。
 



」
 n
m
 ｜
 ㈲
 口
 

界
 に
お
け
る
「
ム
ス
 

ビ
 」
が
一
体
化
を
結
果
す
る
原
理
 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
古
事
記
」
に
 

お
 げ
る
「
ム
ス
 

ヒ
 」
 が
 

動
 

 
 

ハ
周
四
口
 

新
宗
 

 
 

 
 

ム
 ス
フ
 

不
ハ
で
 

脱
力
 
り
 

沖
縄
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る
 。
こ
こ
に
来
て
「
光
生
」
の
宗
教
的
使
命
が
よ
り
明
確
 に
な
っ
て
ぎ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
人
類
が
よ
り
豊
か
 に
な
る
 よ
う
 に
人
聞
 も
 

含
め
た
宇
宙
の
す
べ
て
の
存
在
の
乱
れ
た
秩
序
を
整
え
 る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
す
べ
て
を
 神
 に
 
「
つ
う
じ
る
」
状
態
 

に
 導
く
こ
と
で
あ
る
。
 

で
は
、
「
光
生
」
が
「
 っ
う
 じ
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
 は
ど
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
指
し
て
言
っ
て
 い
 る
 の
 た
 ろ
 う
か
 。
 

「
天
地
に
つ
う
じ
、
中
心
立
ち
て
、
海
底
 ョ
 リ
ム
ス
 ビ
引
 力
、
ょ
 せ
る
 力
 ひ
ら
く
 力
 生
む
事
の
天
上
天
下
一
切
の
 大
自
然
の
芯
な
る
 

天
元
御
中
主
神
に
つ
う
じ
て
、
天
地
人
一
夕
 べ
 、
一
点
 と
な
る
」
 

口
 
Ⅲ
Ⅲ
 

山
｜
 ㈹
 口
 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
光
生
」
の
い
う
「
つ
う
じ
る
」
と
い
 ぅ
 の
が
一
体
化
し
た
状
態
に
な
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
 わ
か
る
。
つ
ま
り
、
 
彼
 

女
の
宗
教
的
世
界
に
お
け
る
存
在
の
最
高
状
態
は
一
体
 化
し
た
状
態
、
と
り
わ
け
神
と
一
体
化
し
た
状
態
な
の
で
 あ
る
。
 

さ
ら
に
、
次
に
問
題
と
し
た
い
の
は
、
い
か
に
し
て
「
 つ
 う
 じ
る
」
状
態
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
 い
る
の
か
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
 

「
 
世
 
@
 明
の
幸
は
こ
 

，
キ
ム
ス
 

5
 ご
う
と
 天
軸
 地
上
に
 

ハ
レ
 テ
、
 根
国
 、
底
 神
 、
全
宇
宙
を
め
ぐ
り
め
ぐ
り
て
中
心
に
ひ
 ら
く
 力
 は
自
然
に
 

つ
う
じ
（
 百
 開
き
）
・
・
・
」
 
ロ
 
Ⅲ
 １
 ㎝
 し
 

「
ム
ス
 フ
 」
こ
と
に
よ
っ
て
「
つ
う
じ
る
」
状
態
に
な
る
 こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
 0
 こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
 

「
先
主
」
の
宗
教
的
世
 



色
づ
 げ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ま
さ
に
「
ム
ス
 ビ
 」
の
原
理
 が
 
「
九
玉
」
の
宗
教
的
世
界
の
根
底
に
あ
っ
て
、
彼
女
 の
 宗
教
的
世
界
全
休
 せ
 

と
地
と
人
の
ム
ス
 ビ
 …
」
 
ロ
 
Ⅲ
 １
 ㎝
 口
 

の
別
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
 

つ
 だ
け
例
を
あ
 
げ
て
お
こ
う
。
 

 
 

動
 ぎ
に
 よ
 り
、
一
切
の
星
と
つ
な
が
れ
、
地
上
に
人
類
 

を
 生
絵
わ
れ
、
 
天
 

ち
 、
「
生
む
」
、
「
天
下
る
」
、
「
守
護
す
る
」
と
い
 5
 神
の
 属

性
は
す
べ
て
「
ム
ス
 ビ
 」
の
状
態
、
つ
ま
り
一
体
化
 し

た
状
態
に
あ
る
こ
と
 

重
要
で
あ
る
。
「
ム
ス
 ビ
 」
の
原
理
に
よ
っ
て
種
々
 雑
 参

な
宗
教
的
要
素
が
宇
宙
生
成
の
最
高
神
「
生
天
光
神
」
 を
 頂
点
と
し
た
一
つ
の
 

秩
序
へ
と
 収
 飯
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 

「
ム
ス
 ビ
 」
の
原
理
は
「
光
生
」
の
め
示
教
的
世
界
に
お
い
 

て
は
諸
要
素
間
の
接
合
 

剤
 的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
三
口
え
る
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
 、
 
「
ム
ス
 ビ
 」
の
原
理
を
考
察
し
た
後
で
、
 神
 の

母
性
的
性
格
を
再
検
討
し
て
み
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
 わ

か
る
。
す
な
わ
 

て
は
基
本
的
に
重
要
な
原
理
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
 彼

女
の
宗
教
的
世
界
全
体
に
一
元
的
統
一
性
を
与
え
て
 い
る
と
い
う
意
味
で
も
 

こ
の
よ
う
に
、
男
女
の
「
ム
ス
 ビ
 」
の
場
 ム
ロ
 
で
さ
え
も
 

「
元
宝
」
 

一
体
化
を
結
果
す
る
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
う
し
て
、
「
光
生
」
の
宗
教
的
世
界
に
お
け
る
「
ム
ス
 ビ
 」
 

宇
宙
の
す
べ
て
の
存
在
の
創
造
主
で
あ
る
「
生
天
光
神
」
 へ

の
 一
 の

 宗
教
的
世
界
に
お
い
て
は
、
生
成
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
 
源
と
 い

う
よ
り
、
 

の
 意
味
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
 0
 
「
ム
ス
 ビ
 」
は
 、
人
 間

も
含
め
た
 

体
 化
を
も
た
ら
す
と
い
 5
 意
味
で
、
「
先
主
」
の
宗
教
 的
 世
界
に
お
い
 

ビ
 」
は
「
光
生
」
独
自
の
用
法
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
さ
 ら

に
次
の
資
料
で
確
報
晒
し
て
お
こ
う
 
0
 口

 
回
 
@
 @
 
口
 

「
男
女
合
せ
て
八
方
の
め
ぐ
り
、
男
女
人
体
合
せ
て
 ム
ス
 フ
 体
は
二
で
有
り
一
で
有
る
一
心
ど
 う
 体
の
道
な
り
」
 
 
 

(330) 

（
 
o
 
り
乙
 

）
 

「
生
成
の
た
め
の
根
源
の
 
ェ
 ネ
ル
ギ
ー
」
で
あ
る
の
と
は
 意

味
あ
い
が
異
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
生
天
光
 手
 記
 」
に
お
け
る
「
ム
ス
 

2
2
 



沖
縄
は
現
在
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
転
換
期
に
差
し
掛
っ
 

て
い
る
。
本
土
復
期
以
来
種
々
の
政
府
援
助
を
受
け
て
き
 

た
が
、
復
期
十
五
年
 

目
を
迎
え
経
済
的
自
立
を
迫
ら
れ
て
ぎ
て
い
る
。
し
か
し
 

、
社
会
の
実
状
を
み
る
と
、
依
然
と
し
て
在
日
米
軍
基
 

地
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
 

以
上
が
沖
縄
に
集
中
し
て
い
る
し
、
経
済
水
準
も
本
土
手
 

均
の
七
割
程
度
の
ま
ま
低
迷
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
 

、
本
土
と
の
格
差
是
正
 

ブ
ー
ム
の
よ
う
な
地
域
伝
統
文
化
へ
の
回
帰
現
象
が
み
ら
 

状
況
で
の
社
会
的
 
動
 ぎ
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
さ
ま
ざ
 

へ
の
努
力
が
続
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
 

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

ま
な
 極
面
 で
本
土
 的
 体
制
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
も
 

ろ
 社
会
矛
盾
の
方
が
ま
す
ま
す
脹
ら
ん
で
き
て
い
る
の
 

一
方
で
は
系
図
作
成
 

で
あ
る
。
そ
の
 
ょ
う
 な
 

そ
の
 ょ
う
 な
動
ぎ
を
背
景
に
沖
縄
的
新
宗
教
が
台
頭
し
て
 

ぎ
て
い
る
 0
 沖
縄
宗
教
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
シ
ャ
 
マ
二
 ス
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
 

の
 強
い
残
存
に
あ
る
の
だ
が
、
新
台
頭
の
諸
宗
教
も
沖
縄
 

的
 シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を
基
盤
に
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
 

同
 時
に
、
社
会
の
動
向
も
 

敏
感
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

本
稿
で
分
析
対
象
と
し
た
生
天
光
神
明
宮
の
場
合
も
右
 

0
 図
式
が
あ
て
は
ま
る
。
「
光
生
」
の
宗
教
的
志
向
性
（
 

「
普
遍
か
り
地
域
 
伝
 

統
 」
主
義
志
向
性
）
は
ま
さ
に
沖
縄
社
会
の
現
状
そ
の
 

も
の
と
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
だ
ろ
う
。
沖
縄
の
地
 

域
 伝
統
的
要
素
を
で
 
き
 

 
 

す
る
こ
と
で
地
域
性
を
超
え
た
普
遍
化
を
達
成
し
ょ
う
 

と
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

に
種
々
の
宗
教
的
鯛
味
が
あ
る
の
は
、
そ
う
し
て
取
り
込
ん
だ
種
々
 

残
そ
の
結
果
、
既
に
み
た
 よ
う
 

雑
 

 
 

 
 

 
 

こ
に
「
元
宝
」
の
独
自
性
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

彼
 女
は
 「
ム
ス
 
ビ
 」
を
一
体
化
の
原
理
と
し
て
取
り
込
む
 

こ
と
に
よ
っ
て
「
生
天
 2
 

大
緒
 



 
 

八
 付
記
 

V
 
,
 

」
の
論
文
内
容
の
一
部
は
、
京
都
大
学
に
於
け
る
 第
四
十
五
回
日
本
宗
教
学
会
学
術
大
会
で
発
表
し
た
が
、
そ
の
 際
 、
窪
 徳
忠
 氏
、
桜
井
㈹
 

太
郎
氏
お
よ
び
十
枚
弘
光
 氏
 に
よ
り
有
益
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
 だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。
 

主
 
;
 

（
 1
 ）
「
生
天
光
手
記
」
 
ほ
 そ
の
一
部
を
「
哲
学
年
報
 ヒ
 第
四
 十
五
 輯
 
（
九
州
大
学
文
学
部
、
昭
和
六
十
一
年
二
月
）
に
掲
載
 し
た
。
残
り
も
近
々
 活
 

手
 に
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
「
哲
学
年
報
 ヒ
第
 四
十
五
韻
 に
 掲
載
し
た
部
分
を
主
に
分
析
の
材
料
と
し
て
用
い
 る
 。
 

（
 2
 ）
沖
縄
は
歴
史
上
、
外
か
ら
の
 
力
 に
よ
っ
て
政
治
的
に
も
 文
化
的
に
も
強
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
ぎ
た
。
そ
こ
で
、
外
か
ら
 の
力
の
転
換
に
従
っ
 

て
 、
沖
縄
で
は
独
特
の
時
代
区
分
を
す
る
。
即
ち
、
中
国
へ
の
 朝
貢
を
行
っ
て
い
た
琉
球
王
 府
 時
代
を
「
唐
の
世
」
、
明
治
時
代
 

の
 琉
球
処
分
 

以
降
を
「
大
和
世
」
、
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
に
よ
っ
て
米
国
の
施
 政
権
下
し
置
か
れ
た
時
代
を
「
ア
メ
リ
カ
 世
 」
、
そ
し
て
昭
和
 
四
十
七
年
の
本
 

圭
復
帰
以
降
を
再
び
「
大
和
世
」
と
呼
ん
で
い
る
。
沖
縄
の
人
 々
は
こ
の
時
代
区
分
を
各
時
代
の
沖
縄
民
衆
の
生
活
状
態
を
説
 萌
 す
る
時
に
用
 

い
る
こ
と
が
多
い
。
 

（
 3
 ）
昭
和
四
十
四
年
の
二
千
四
百
人
の
解
雇
通
知
を
初
め
と
 
し
て
そ
の
後
も
大
量
解
雇
が
続
 き
 、
昭
和
五
十
五
年
頃
ま
で
に
 全
体
の
約
二
一
分
の
二
 

（
約
一
万
六
千
人
）
が
解
雇
さ
れ
た
。
 

（
 4
 ）
ひ
と
つ
の
具
体
何
と
し
て
、
在
沖
縄
米
軍
海
兵
隊
の
 
メ
 ス
ホ
一
ル
 請
負
業
者
に
対
す
る
解
約
通
告
（
昭
和
四
十
八
年
七
 月
 ）
を
あ
げ
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
 

（
 5
 ）
琉
球
新
報
社
編
㍉
ト
ー
ト
ー
メ
ー
 
考
｜
 女
が
継
い
で
 な
ぜ
悪
い
１
ヒ
琉
球
新
報
社
、
昭
和
五
十
五
年
。
国
際
婦
人
 
年
行
動
計
画
を
実
践
す
 

る
 沖
縄
婦
人
団
体
連
絡
協
議
会
編
「
ト
ー
ト
ー
メ
ー
は
女
で
も
 継
げ
る
 ヒ
 同
会
発
行
、
昭
和
五
十
六
年
。
 

（
 0
 
卜
 ）
 
力
 ・
ヒ
ヨ
 仔
 
。
 コ
，
づ
 
4
%
 
叶
モ
 
-
 
㏄
 什
 
5
 
 
ヲ
 円
 
。
 セ
の
 
（
（
）
 

0
%
 

什
の
 
・
く
戸
 
ま
馬
 Ⅰ
 @
0
%
 

さ
ら
さ
 ト
か
さ
 
㌧
 0
 ～
 
0
 悔
 ㌻
～
。
Ⅹ
Ⅰ
 
づ
 ・
 お
 下
の
・
 
づ
 b
.
 

い
の
 

Q
 ｜
 Ⅱ
 丼
 。
 

（
 7
 ）
鈴
木
瓜
「
過
剰
都
市
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
沖
縄
に
お
 げ
る
 模
 合
の
構
造
１
１
日
「
哲
学
年
報
」
第
四
十
五
韻
、
九
州
 大
学
文
学
部
、
昭
和
六
 

十
一
年
、
九
 ｜
 五
十
 頁
 。
 

（
 8
 ）
沖
縄
で
は
一
般
に
家
譜
の
こ
と
を
系
図
と
い
う
が
、
 
こ
 れ
は
琉
球
王
 府
 時
代
に
士
族
層
の
間
で
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
 あ
る
。
当
時
、
系
図
は
 

身
分
 制
 と
結
び
つ
き
、
士
族
の
特
権
的
か
つ
必
然
的
所
有
物
で
 あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
支
配
階
層
で
あ
る
士
族
は
系
図
を
持
っ
て
 い
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
身
分
が
保
証
さ
れ
て
お
り
、
別
名
「
 糸
 持
ち
」
と
も
呼
ば
 れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
被
支
配
階
層
は
「
 無
系
 」
と
 呼
は
れ
 た
 。
従
っ
て
 、
 

光
神
」
を
頂
点
と
し
た
一
元
的
宗
教
世
界
を
構
築
し
た
 の
で
あ
る
。
 

2
4
 



沖縄の新宗教運動 

沖
縄
社
会
に
お
け
る
系
図
は
単
な
る
系
譜
の
記
録
以
上
の
文
化
 的
 価
値
づ
げ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
 

（
 9
 ）
 
島
尻
 勝
太
郎
「
近
世
沖
縄
の
社
会
と
宗
教
 ロ
 三
一
書
房
 、
昭
和
五
五
年
。
 

父
 ）
高
 度
 倉
吉
「
首
里
正
 府
と
 ト
キ
・
ユ
タ
禁
圧
 ｜
 近
世
 琉
 球
 に
お
け
る
 ユ
 タ
問
題
の
構
造
 ｜
 」
「
沖
縄
史
料
編
集
 所
 紀
要
 」
第
十
号
、
昭
和
六
十
 

年
 。
 

（
は
）
宮
城
 栄
昌
 
「
沖
縄
の
 ソ
 ロ
の
研
究
」
吉
川
弘
文
 堂
 、
昭
 和
 五
十
四
年
。
 

（
は
）
 洗
建
 
「
新
宗
教
の
受
容
」
、
建
徳
 
忠
編
 
「
沖
縄
の
外
来
 ね
 
示
教
１
１
そ
の
受
容
と
変
容
 ｜
 b
 弘
文
学
、
昭
和
五
十
三
年
、
 コ
 一
九
三
ー
三
一
八
頁
。
 

（
 
B
 ）
 
洗
建
 、
前
掲
 書
 。
 

（
 
"
f
 

，
 ）
神
宮
は
琉
球
八
社
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
古
い
歴
史
を
 
も
っ
た
神
社
で
あ
る
が
、
 現
 宮
司
は
独
自
の
宗
教
的
世
界
観
 と
 儀
礼
体
系
を
創
り
出
し
 

て
 シ
ャ
 マ
 ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。
 

（
 
巧
 ）
桜
井
徳
太
郎
「
沖
縄
の
シ
ヤ
マ
ニ
ズ
ム
」
弘
文
 
堂
 、
昭
 和
 四
十
八
年
。
 

（
 
騰
 ）
桜
井
徳
太
郎
、
前
掲
 
書
 。
 

（
Ⅳ
）
こ
こ
で
用
い
る
「
地
域
伝
統
主
義
」
と
は
 申
牧
 弘
光
 が
 用
い
る
「
土
着
主
義
」
と
ほ
 ぱ
 同
じ
意
味
だ
が
、
沖
縄
の
場
合
 は
 本
土
化
さ
れ
つ
つ
あ
 

る
 状
況
が
意
識
さ
れ
た
「
土
着
主
義
」
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
 
「
地
域
伝
統
主
義
」
の
語
を
用
い
た
。
中
秋
弘
光
「
無
名
の
神
 、
普
遍
の
神
 、
 

結
縁
の
神
」
、
十
枚
弘
光
編
目
神
々
の
相
克
 ｜
 文
化
接
触
と
士
 着
 主
義
１
ヒ
新
某
社
、
昭
和
五
十
 セ
年
 、
五
 ｜
二
 二
頁
。
 

（
 
0
0
 

）
桜
井
徳
太
郎
、
前
掲
 

書
 。
 

（
㎎
）
こ
れ
は
筆
者
に
よ
る
「
生
天
光
手
記
」
の
分
類
番
号
で
 あ
る
。
以
下
、
 
n
 
Ⅲ
 ｜
 ㈹
し
の
よ
う
に
記
す
。
拙
稿
「
生
天
光
 手
記
 ｜
 沖
縄
の
宗
教
的
 

世
界
 ｜
 」
、
「
哲
学
年
報
 ヒ
 第
四
十
五
爵
、
九
州
大
学
文
学
部
、
 昭
和
六
十
一
年
、
二
一
五
 ｜
 一
五
四
頁
参
照
。
 

（
㏄
）
神
野
 志
 隆
光
「
古
事
記
の
世
界
観
ヒ
吉
川
弘
文
 堂
 、
昭
 和
 六
十
一
年
。
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敬
 

小
林
 

「 
神
の
存
在
証
明
」
 

ガ
ブ
リ
エ
ル
 ｜
 

に
関
す
る
 

マ
ル
セ
ル
の
 批
判
に
つ
い
て
 



接
点
に
お
い
て
思
索
し
た
一
人
で
あ
る
以
上
、
彼
の
思
想
 が
こ
の
理
念
に
対
し
て
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
て
 い
 

思
想
の
特
質
を
知
る
上
で
大
ぎ
な
手
が
か
り
を
与
え
る
の
 み
な
ら
ず
。
一
般
に
宗
教
と
哲
学
の
関
係
に
つ
い
て
 

提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
の
小
論
は
「
神
の
存
在
証
明
」
の
理
念
を
め
ぐ
る
マ
ル
 セ
ル
自
身
の
省
察
の
検
討
を
軸
と
し
て
、
同
時
に
 る

か
を
見
る
事
は
、
そ
の
 

の
一
つ
の
重
要
な
示
唆
を
 

こ
れ
と
関
連
す
る
彼
の
他
 

@
 
り
 
z
 
）
 

の
 目
今
 は
 ③
の
立
場
を
も
っ
て
任
じ
た
ガ
ブ
リ
 
ヱ
ル
 Ⅱ
 マ
 ル
 セ
ル
（
 ?
 
町
 は
 ）
 目
曲
ぺ
 
0
 の
 目
 
）
も
又
、
そ
の
呼
称
が
 示
 す
 如
く
、
こ
の
対
立
の
 

  
哲 度 方 方 ら 世 智 

で の 以 学 
学い 者 か神ルス来の 「 
に ん の タ コ 論 伝 

序 

よ に 存 l ラ 議 統   
リ そ も 聖 に た ト 

の後 スト の にのかわ思 書もい教   
出 会っ 実存生 らず、 らゆる て全面 権威の 「神の 

義 思 的 源 か 存 て 

以来も 」と 者 @@ 根 想 の な拒絶 泉を求 えって 在 証明 - たら 称さ 木 的 を菱 める この 」の され れ 、 上 な す 明 に徹 対立 理念 

文 場 る し の は た 
イ " 一 一 -- と 自らは 深さを 口仰 が決定 諸種の 、知的 この 

人間的 キリ 一 されて 無神論 証 な「 後世に 両者を 

  
  お   

と
 キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
信
仰
そ
の
も
の
と
の
関
係
の
宗
教
哲
学
 的
な
意
義
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 ガ
ブ
 リ
 エ
 ル
ハ
マ
ル
セ
ル
、
ス
コ
ラ
哲
学
 （
ト
マ
ス
哲
学
）
、
「
神
の
存
在
証
明
」
、
「
問
題
」
と
「
 

超
 ・
問
題
 」
（
神
秘
）
、
「
 

我
 

｜
汝
 」
的
交
わ
り
と
「
絶
対
の
汝
」
（
 神
 ）
、
「
証
明
」
と
「
 証
 自
己
、
実
存
的
反
省
と
キ
リ
ス
ト
教
的
啓
示
信
仰
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「神の存在証明 」 ケ @ 

る
 。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
 新
 ス
コ
ラ
学
（
 新
 ト
マ
ス
 主
 義
 ）
」
（
二
心
 
0
 ・
の
 

c
a
 

～
 
ド
 の
ま
 由
崔
の
 
。
 コ
か
 
0
.
 
（
 目
 。
目
抜
 日
 0
 ）
の
立
場
 は
 、
人
間
の
理
性
を
も
っ
 

一
 
て
あ
ら
ゆ
る
真
理
の
最
終
的
な
根
拠
と
す
る
デ
カ
 ル
 

 
 

う
と
す
る
も
の
で
は
あ
っ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

た
が
、
そ
の
た
め
に
理
性
の
限
界
に
注
目
す
る
よ
り
も
、
 む
し
ろ
理
性
を
積
極
的
に
用
い
て
自
然
の
光
の
限
り
で
 神
を
類
比
的
に
認
識
し
 
(
 

 
 

 
 

て
 啓
示
信
仰
に
仕
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
や
は
り
合
理
主
義
 的
な
も
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
近
代
的
な
合
理
的
 形
而
上
学
に
対
抗
す
る
 

関 

ト
マ
ス
Ⅱ
 ア
 ク
イ
ナ
ス
の
思
想
を
中
心
と
し
た
中
世
ス
コ
 ラ
 学
の
復
興
の
試
み
を
主
潮
流
と
し
て
展
開
し
て
い
た
 事
は
周
知
の
如
く
で
あ
 

  

の
 論
述
 や
、
 他
の
思
索
者
ら
に
よ
る
考
究
を
め
ぐ
る
検
討
 を
 参
照
し
っ
 つ
、
 彼
の
宗
教
哲
学
の
根
本
的
な
一
つ
の
 特
質
を
明
ら
か
に
す
る
 

 
 

た
め
に
試
み
ら
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

I
 

て
 

 
 

の
 主
要
著
作
で
あ
る
「
形
而
上
学
日
記
」
（
 h
o
 
ま
 「
 
S
Q
 
～
 ま
へ
 
～
 
い
 
も
ン
 
勒
る
悪
 
じ
を
公
表
し
 

砒
の
窮
極
的
な
帰
結
を
具
体
的
に
表
明
し
た
の
で
あ
こ
 
粒
て
そ
の
思
想
的
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
と
ほ
 

ば
時
 

 
 

  

@
4
@
 

セ
 
も
の
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
年
彼
が
回
 恕
 す
る
所
か
ら
も
窺
え
る
 よ
う
 に
 、
 他
に
対
す
る
（
 例
 え
 。
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
 
対
 

 
 

 
 

ユ
鰍
 ）
の
主
張
に
基
づ
く
神
学
的
な
優
位
又
は
独
自
性
を
 根
拠
と
し
て
そ
の
一
員
と
 

か
 
な
る
と
い
う
意
図
は
必
ず
し
も
強
い
も
の
で
は
な
く
 、
ス
コ
ラ
的
な
教
義
に
対
し
て
も
こ
れ
に
全
面
的
に
同
 意
 す
る
事
を
前
提
と
し
て
 人
 

 
 

フ
 
信
に
到
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
と
い
い
う
る
  
 

 
 

 
 

彼
の
回
心
の
当
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
は
神
学
に
お
い
て
 も
 哲
学
に
お
い
て
も
、
前
世
紀
に
始
り
極
め
て
活
発
と
 な
っ
て
き
て
い
た
、
 

す
 



神
学
の
可
能
性
こ
そ
神
に
沈
黙
す
る
不
可
知
論
と
も
 被
吐
 
迫
物
 と
神
と
を
混
同
す
る
汎
神
論
と
も
区
別
さ
れ
た
、
 

諸
 事
物
の
存
在
か
ら
の
類
 

 
 

此
 に
よ
っ
て
神
を
認
識
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ト
マ
ス
 の
 考
え
方
の
正
し
さ
を
示
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

人
間
理
性
少
な
く
と
も
科
学
や
数
学
の
知
識
を
も
 た
ら
す
の
と
同
質
な
自
然
的
認
識
の
源
泉
た
る
限
り
で
の
 人
間
的
理
性
に
 

よ
っ
て
、
条
件
付
な
が
ら
も
神
を
認
識
し
う
る
も
の
で
あ
 る
と
す
る
こ
の
よ
う
な
自
然
神
学
に
と
っ
て
は
、
こ
の
 理
性
の
み
に
よ
っ
て
 神
 

の
 在
在
 が
 客
観
的
に
証
明
さ
れ
る
事
が
そ
の
基
礎
と
し
て
 -
 
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
 0
 マ
リ
タ
ン
は
 被
造
 的
自
然
の
 存
在
様
態
そ
の
も
の
か
 

 
 

ら
 神
の
存
在
を
証
明
せ
ん
と
し
た
ト
マ
ス
の
方
法
の
み
が
 、
か
か
る
自
然
神
学
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
 -
@
 

キ
ハ
 
。
 

そ
も
そ
も
ト
マ
ス
は
、
自
然
的
世
界
に
お
け
る
諸
事
物
の
 運
動
の
事
実
、
そ
れ
ら
の
存
在
に
お
け
る
製
作
 因
 
（
 
o
p
 
仁
 ㏄
簿
の
下
ゴ
臼
の
 

コ
 の
）
の
 

必
要
、
そ
れ
ら
の
存
在
に
お
け
る
可
能
性
と
必
然
性
の
関
 係
 、
そ
れ
ら
の
存
在
様
態
に
程
度
の
高
低
が
あ
る
と
の
 事
実
、
そ
し
て
そ
れ
ら
 

諸
事
物
か
ら
成
る
自
然
的
世
界
に
目
的
に
 塞
 い
た
秩
序
が
 見
出
し
 ぅ
 る
と
の
事
実
と
い
う
五
つ
の
点
に
立
脚
し
て
 、
自
然
的
世
界
に
お
い
 

訳
 で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
啓
示
神
学
と
独
立
し
て
、
「
 理
 性
の
力
 の
み
を
以
て
自
然
的
に
獲
得
さ
れ
 ぅ
る
 所
の
 、
 し
か
も
自
然
世
界
の
創
 

に
 、
ト
マ
ス
哲
学
の
合
理
的
有
神
論
の
世
界
観
へ
の
回
帰
 を
も
っ
て
し
た
の
で
あ
る
。
 
-
6
 
）
そ
の
限
り
、
こ
の
立
場
に
 と

っ
て
ト
マ
ス
の
世
界
 
0
3
 

@
7
-
 

 
 
 
 

観
は
修
正
や
更
新
を
さ
れ
る
べ
 き
 も
の
で
は
な
く
、
 
忠
 実
に
再
建
さ
れ
る
べ
 き
 も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
 

 
 
 
 
 
 

例
え
ば
こ
の
立
場
の
主
要
な
思
想
家
た
る
ジ
ャ
ッ
ク
 "
 マ
リ
 タ
ソ
 に
よ
れ
ば
、
人
間
理
性
の
最
高
の
発
現
で
あ
っ
 て
い
か
な
る
科
学
に
 

も
 従
属
し
な
い
哲
学
も
、
「
 
神
 自
身
の
知
の
分
与
」
（
 
仁
コ
 
の
で
 曲
 ㍉
 エ
 c
-
 
寸
ド
宙
 
0
 コ
 隼
の
）
が
の
の
 

i
 
の
 コ
 の
の
ロ
 
バ
 0
 づ
 Ⅰ
の
㌣
 し
ト
 
の
 仁
 
ざ
十
日
の
 
ヨ
 の
 
ナ
る
戸
 

）
こ
万
 

 
 

決
し
て
そ
の
原
理
や
展
開
に
お
い
て
従
属
す
る
の
で
は
 な
く
、
そ
の
結
論
に
お
 

い
て
「
消
極
的
な
統
制
」
（
 
ぺ
 か
の
 
三
 ㏄
（
 
山
 
0
 ロ
コ
か
 
g
a
 

（
才
の
）
を
 

受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 
@
9
@
 
言
い
換
え
れ
ば
人
間
理
性
 そ
 れ
 自
体
が
制
約
さ
れ
る
 



帆
 

依
拠
さ
れ
る
べ
 
き
 も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
 よ
う
 。
 そ
 れ
枚
こ
の
立
場
は
 、
 例
え
ば
 デ
ヵ
ル
ト
 
に
見
る
よ
う
な
 
合
理
主
義
に
対
し
て
は
、
 

理
 

 
 
 
 

性
 を
一
切
の
最
終
根
拠
と
見
な
す
と
い
う
点
に
お
い
て
は
 反
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
信
仰
内
容
に
 直
接
関
与
し
な
い
 非
 

  

萄
 
理
性
は
信
仰
と
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
決
し
て
対
立
 

的
に
は
と
ら
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
信
仰
に
最
も
 

よ
く
 奉
仕
 す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
 

  

明 」 

こ
の
よ
う
な
ト
マ
ス
の
理
性
重
視
の
態
度
を
二
十
世
紀
に
 忠
実
に
復
興
し
ょ
う
と
す
る
 新
 ス
コ
ラ
学
の
立
場
に
と
 っ
て
 、
 要
す
る
に
、
 

こ関づ 

 
 

て
 、
事
実
に
お
い
て
神
の
存
在
を
証
明
せ
ふ
と
し
た
の
で
 は
あ
る
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
の
は
同
じ
く
理
性
な
 の
で
あ
る
。
 

さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
信
仰
を
他
者
に
伝
え
る
 

た
め
の
「
蓋
然
的
な
論
拠
」
（
 

a
r
 

の
け
日
の
 

コ
 （
 
P
 笘
 0
 
ぎ
荘
 ぎ
 ）
と
し
て
は
あ
く
ま
 

て
 

目
 
で
必
要
で
あ
る
と
し
、
こ
の
事
を
又
聖
書
の
記
事
に
 

ト
マ
ス
は
 
又
 、
か
か
る
 

証
明
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
 

@
 
は
 @
 

披
神
 が
在
る
と
い
う
事
自
体
が
た
と
考
証
明
不
要
の
 

自
明
な
事
柄
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
さ
る
に
せ
 

よ
、
 神
が
何
 
者
に
て
ま
し
ま
す
か
を
人
が
 

 
 

ぬ
 
完
全
に
知
り
え
ぬ
以
上
、
少
な
く
と
も
こ
の
事
が
 

万
人
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
だ
と
 

述
 べ
て
い
る
。
こ
の
事
は
ト
マ
 

 
 

地
ス
に
先
立
っ
て
ア
ン
セ
ル
ム
ス
が
神
の
存
在
を
そ
の
 

自
明
性
に
お
い
て
、
即
ち
神
の
概
念
は
そ
の
う
ち
に
 

完
 金
性
の
概
念
を
含
む
の
で
あ
 

 
 

 
 

年
日
）
に
対
立
す
る
も
の
げ
る
自
明
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
自
然
的
、
 
」
（
 

曲
ぺ
 
油
口
目
 

の
コ
 
日
日
。
 
，
 
9
@
 
1
 

ま
 0
 
）
 
o
m
 
ざ
 

る
も
の
は
当
然
に
そ
の
内
に
存
在
の
概
念
を
含
む
以
上
 

、
 神
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

掻
 
証
明
を
な
し
た
ト
マ
ス
と
共
通
し
て
い
る
。
ト
マ
 

ス
は
 
観
念
の
み
に
お
い
て
神
の
存
在
を
証
明
せ
ん
と
し
た
 

ア
ン
セ
ル
ム
ス
と
は
異
な
っ
 

て
 諸
事
物
が
こ
の
 ょ
う
 に
存
在
す
る
た
め
に
は
、
第
一
に
 運
動
の
窮
極
原
因
と
し
て
 

に
 他
の
何
も
の
に
も
依
存
し
な
い
純
粋
に
必
然
的
な
存
在
 者
と
し
て
、
第
四
に
様
々
 

様
態
の
原
因
を
も
た
ら
す
最
高
、
完
全
な
る
存
在
者
と
 し
て
、
そ
し
て
第
五
に
こ
の
 

 
 

の
と
し
て
、
神
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
証
明
 を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

、
第
二
に
諸
事
物
の
根
源
的
製
作
者
と
し
て
、
第
二
一
 

の
程
度
に
お
い
て
存
在
す
る
諸
事
物
に
対
す
る
そ
の
 

よ
う
な
自
然
的
世
界
に
目
的
と
秩
序
を
も
た
ら
す
も
 

確
か
に
ト
マ
ス
は
理
性
に
よ
る
証
明
を
信
仰
に
優
先
 



こ
の
 ょ
う
 な
「
神
の
存
在
証
明
」
 

彼
は
ま
ず
そ
も
そ
も
「
証
明
す
る
」
 に

つ
い
て
の
伝
統
的
理
念
に
関
し
て
マ
ル
セ
ル
が
そ
の
 省
 察
を
展
開
す
る
際
に
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
 

（
で
 

n
o
 

由
 Ⅱ
 簗
 ）
と
い
う
行
為
自
体
が
我
々
に
と
っ
て
現
実
 に
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
 事
 

な い で 加 後 あ 回 の め て 啓   
II が 領   「 域 

証 に   かて身も理ん にもの、 性じ 
、 ナ し さ し い ス こ を て 関す 」 明 

埋 め れ た る ガコ の 趨 舎 
  

さ る 

解 ょ た 。 ） ぅ よ え ] 理 
入 し 学 ぅ て 的 

  
さ う 省 るり 事、 形 れな 市 背 察をな ） 2 （ 6 哲 の かし 対 に な ス 神の は や 
げ 意 中   @% 
れ の む 正字 学者 その する コラ 啓示 神 り 

@ も と と 思 関 的 な な 0 頁 
な と し し 恋 心 な 受 体 領 理 
ら に て 域 は な   と 理 
ぃ あ そ 、 未 沙 の れ に 

ス の な 砕 こ 追 
自 性 

。 く れ 然 に   コ 掃 く 組 れ 求 世 よ 

昇 っ する う学 結 と とも にお に回 と て 
コ び の し そ げ 心 意 な し   理 て の る し 図 
的 後 論 の 国 神 た 宛を 
な の に キ 心 機 マ @ 放 

  
酌 も   対 り に 念 ル 葉 に れ 
考 ぬ 

の の スト して 到のセ る理 ル し、 ， え と 

在 中 る す 
在 で 
一一一一口 証     
  こ ろ 

の も 

明 及 立 の 
」 さ を趣， 沈黙に信仰へは、私 よる証 って 、 え 場 で 
め れ 終 の ず 朝 事 た に あ 
理 て と っ 

念 い   っ た 

そ る う な 強 つ そ の て と 

る 力 い も の 事 
の も 「 神 

欠 い 
も ト も の 探 実   

  の り の で 突 か ， し う 

で ッ で は の ら と る 宛 
は ク は な 退 出   

左証 念頭 な 教 な か 程 発 て   ョ互 

に 明 か 全 か っ も す ぎ @ 生 

置 」 っ へ っ た 又 る な に 
い に た の た の そ 探 い よ 

て つ の 参 と で の 究 も っ 

(340)  32 



明
男
の
尺
度
に
お
い
て
の
み
自
己
と
関
係
づ
げ
ら
れ
 
て
あ
り
、
か
つ
い
わ
ば
こ
の
関
係
の
中
で
自
己
に
よ
っ
て
 

認
識
き
れ
る
限
り
に
お
い
て
 

簗
の
存
在
様
態
は
顧
慮
さ
れ
る
必
要
が
な
い
と
も
い
い
 

臨
 
存
 
し
か
自
己
に
と
っ
て
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
 

 
 

相
 に
お
け
る
他
者
そ
の
も
の
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

マ
ル
セ
ル
が
こ
の
 
ょ
う
 な
形
で
「
証
明
す
る
」
と
い
う
 
行
 為
の
意
味
を
掘
り
下
げ
る
の
は
、
こ
の
知
的
行
為
が
 

、
 彼
の
い
 う
 所
の
「
 神
 
3
 

に関するガブリエルミマルセルの 批判について 

他 の 考 し （ れ に 

な る る 

る で こ （   
甘，む 識る 。 場の 

す 

9 % な か と 

れ き は 

  て ・ 

し る は 

  八景 駕     よ 東 白 

優 で 己 は 対 9 目高 与廼 



ね
 」
（
 
棚
ム
 0
%
 ）
 的
 関
係
に
対
し
て
む
し
ろ
人
格
の
超
 
客
観
的
、
超
問
題
的
な
主
体
性
を
承
認
し
互
い
に
参
与
 し
あ
ぅ
、
 
「
 我
｜
汝
 」
 

囚
 と
し
て
拒
む
の
で
あ
り
、
 

@
5
@
3
 
 

か
か
る
「
機
能
」
と
し
て
の
 

取
り
扱
い
、
即
ち
自
己
や
他
者
の
人
格
を
機
能
と
し
て
 

客
体
化
す
る
「
 
我
｜
そ
 

「
問
題
化
」
す
る
事
を
、
元
来
無
条
件
的
で
は
あ
り
え
な
 い
 限
り
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
所
の
人
間
の
「
機
能
 」
（
（
 
0
 コ
の
ヱ
 
0
 目
 ）
 と
し
 

て
の
客
体
的
か
っ
抽
象
的
な
規
定
及
び
取
り
扱
い
を
不
当
 に
も
無
条
件
化
乃
至
絶
対
化
し
、
人
格
の
尊
厳
を
損
ね
 る
 疎
外
の
根
源
的
な
原
 

（
 
綴
 -
 

他
者
と
し
て
客
観
的
に
認
識
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
 、
予
 め
す
で
に
自
己
と
同
様
に
「
存
在
」
し
て
い
る
も
の
で
あ
 る
と
い
う
「
神
秘
」
を
 

で
は
思
考
さ
れ
る
事
の
で
き
な
い
「
 超
 
・
問
題
」
（
 日
船
 ギ
笘
 。
 
す
 ）
 
ゅ
日
 ⑧
 、
 即
ち
、
「
神
秘
」
が
あ
る
。
反
省
的
 思
 考
の
内
容
を
「
問
題
」
 

と
す
る
事
が
妥
当
で
あ
る
の
は
、
単
な
る
形
式
的
な
論
理
 命
題
の
場
合
や
 、
 或
い
は
実
証
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
 う
る
経
験
的
仮
説
の
場
 

台
 の
 ょ
う
 に
、
そ
の
真
偽
を
客
観
的
に
確
か
め
る
事
が
で
 き
 る
（
 せ
 %
 ヨ
 曲
 
三
の
）
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
 
、
こ
 れ
に
対
し
て
、
そ
の
内
 

容
 が
思
考
す
る
者
の
主
体
性
と
切
り
離
し
え
ず
、
む
し
ろ
 そ
の
内
容
を
思
考
す
る
事
に
よ
っ
て
そ
の
主
体
性
そ
の
 も
の
が
問
わ
れ
る
 よ
う
 

な
 場
合
、
即
ち
主
体
が
そ
れ
に
参
与
し
て
（
 づ
 a
r
 
（
 
ご
ぢ
浅
 ）
い
る
よ
 
5
 な
 場
合
、
こ
れ
は
客
観
的
な
検
証
可
能
性
 （
 
づ
か
 
「
日
の
荘
 
鮫
 0
 
 を
 超
 

え
て
お
り
「
問
題
」
と
す
る
事
は
妥
当
で
は
な
く
、
こ
れ
 は
 
「
 
超
 
・
問
題
」
又
は
「
神
秘
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
 る
 。
彼
は
「
 ぬ
 @
 
秘
 」
 を
 

不
当
に
「
問
題
化
」
す
る
（
 屈
 。
 
巨
 か
日
が
（
円
の
の
㍉
）
事
は
 

、
 そ
れ
へ
の
主
体
の
参
与
を
疎
外
す
る
（
生
木
コ
 

0
r
 

）
が
 

故
 V
 
こ
 不
当
で
あ
る
と
し
、
 
@
2
 

3
 ）
 

こ
の
よ
う
な
「
神
秘
」
を
承
認
す
る
（
「
の
 
0
0
 
コ
 コ
 %
 （
（
の
）
 

反
省
を
「
第
二
次
的
反
省
」
（
 
ふ
器
准
 0
 コ
の
お
 0
 コ
監
 ）
 と
 し
て
、
「
問
題
」
を
 客
 

 
 

観
 的
に
認
識
す
る
（
 n
o
 
日
比
 か
 
Ⅱ
の
）
た
め
の
「
第
一
次
的
 反
省
」
（
ふ
め
の
 
n
n
p
0
 

コ
 づ
お
ま
 ㌣
の
）
に
対
し
て
こ
れ
を
 
区
 則
 す
る
。
と
り
わ
け
 彼
 

は
 自
己
が
主
体
と
し
て
（
「
私
し
（
八
 
%
 Ⅴ
）
と
し
て
）
 
一
 
・
 
存
在
す
る
」
（
 か
 
（
（
の
）
と
い
う
「
神
秘
」
、
そ
し
て
他
者
も
 又
 、
「
私
」
に
よ
っ
て
 

か ま 
ら い 我 

とコ " 亡 。 ） 

全 彼 
ケ @ し 比 @ ' 一 

切 よ 

り れ 
離 は 
さ 人 
れ 間 
た の 

純 度 
然 省 
た 的 
る 居 、 

客 考 

の 内容 体（ 0 す 

  
，ナ ノ、   

家 居、 
） 考 
と さ 

し れ 
て る 

考 内 
え 容 
も が 
れ そ 
る も 

所 そ 
の も 

思考 問 「 
題 し 

」 て 
だ ぃ 

げ る 
で、 所 
IlT  の 

な 玉 
く   体 

  

「私」 この 

  
方 じ 

(342)       

（
㏄
）
 

秘
 」
（
 日
崩
 6
8
 

）
と
区
別
さ
れ
た
「
問
題
」
（
 
づ
 「
 0
 匡
か
 日
の
 ）
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
示
す
 た
め
と
し
か
考
え
ら
れ
 

4
 

 
 



      
稗 の 仔仕 此明」 に関する ヵ     プリ ヱル - マ ル セルの批判につ し   

件
 的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
い
 う
る
 0
 従
 っ
て
「
証
明
す
る
」
と
い
う
行
為
は
 、
 要
す
る
に
、
あ
る
 他
者
を
前
に
し
て
何
ら
 

か
の
事
柄
を
「
問
題
」
と
し
て
「
検
証
」
す
る
過
程
そ
の
 も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
他
者
と
は
存
在
す
る
 主
 体
 と
し
て
の
本
来
の
人
 

格
 に
お
い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
こ
の
検
証
を
そ
の
 知
 覚
の
範
囲
が
自
己
よ
り
も
小
さ
い
と
い
う
そ
の
事
に
よ
 っ
て
自
己
の
知
覚
を
相
 

射
的
に
明
瞭
な
も
の
と
し
て
表
出
せ
し
め
る
と
い
う
 意
 味
 に
お
い
て
媒
介
す
る
と
い
う
機
能
と
し
て
の
限
り
に
お
 い
て
の
み
そ
こ
に
現
前
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
「
証
明
す
る
」
と
い
う
行
為
は
 、
本
 質
的
に
「
第
一
次
的
反
省
」
の
領
域
に
所
属
す
る
も
の
 で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
は
、
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
は
 当
 然
 、
彼
の
い
 う
 所
の
「
超
問
題
」
即
ち
自
己
そ
し
て
 他
 者
が
主
体
的
に
参
 

与
し
て
あ
る
所
の
「
神
秘
」
に
つ
い
て
は
、
「
証
明
す
 る
 」
と
い
う
行
為
が
本
来
妥
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
事
が
 理
解
さ
れ
得
よ
う
。
 

も
し
あ
え
て
こ
れ
を
「
証
明
」
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
 こ
こ
で
は
そ
の
「
証
明
」
の
内
容
が
本
来
の
「
超
問
題
 」
と
し
て
の
実
在
性
 

（
 
ふ
 生
悪
）
を
失
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
 「
超
問
題
」
に
本
来
参
与
し
て
あ
る
自
己
の
主
体
性
も
損
 な
わ
れ
、
 
又
 こ
の
 

35 (343) 

 
 

お
い
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
単
に
「
 我
｜
 そ
れ
」
的
な
 客
 体
 的
機
能
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
 、
 
こ
の
関
係
は
元
来
 無
条
 

ば
 単
に
情
報
の
受
け
手
と
し
て
の
機
能
に
お
い
て
の
み
 考
え
ら
れ
て
お
り
、
機
能
に
先
立
つ
人
格
と
し
て
の
存
在
 は
 顧
慮
さ
れ
る
必
要
が
 

な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
証
明
」
は
た
し
か
に
他
者
に
 対
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
者
は
自
己
と
 
「
 
我
｜
汝
 」
的
関
係
に
 

（
 
ム
 
3
0
 

u
@
 

（
 甘
 ・
 富
 ）
 的
 対
話
関
係
こ
そ
本
来
的
で
あ
り
か
 つ
 真
に
求
 め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
 

こ
こ
で
「
証
明
す
る
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
の
マ
ル
セ
 ル
の
検
 討
 ち
 、
彼
に
よ
る
こ
の
「
問
題
」
と
「
神
秘
」
 

0
 区
別
に
即
し
て
 考
 

  

え
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
言
い
え
よ
 う
 。
第
一
に
証
明
さ
 れ
る
所
の
内
容
（
の
の
 
自
 三
の
母
 
で
 q
0
 

屈
せ
 

臥
 ）
に
つ
い
て
 咲
い
 う
 
ま
で
も
な
 

く
 、
客
観
的
に
検
証
さ
れ
 ぅ
る
 命
題
と
し
て
、
自
己
の
主
 体
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
客
体
と
し
て
立
て
ら
れ
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
 

ゆ
え
、
何
ら
か
の
事
柄
を
「
証
明
」
す
る
と
い
う
事
は
 、
 と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
事
柄
を
論
理
的
命
題
と
し
て
 
「
問
題
」
化
す
る
事
に
 

 
 

他
な
ら
な
い
。
 
又
 、
第
二
に
は
、
内
容
の
み
な
ら
ず
、
 

，
 」
れ
に
対
し
て
証
明
す
る
所
の
相
手
 G
 
 ⑬
 
4
 日
 
0
 コ
っ
 q
o
 
日
日
）
も
又
、
い
わ
 



い さ で な 毘 

かかる 、考 と れる所 そもそ きない らない eE のの ヰ 

。 ） 証 え ら神ス神 のも「 そ と 明 
れ に コ 秘 し い の 

Ill 

た 他 う 」 て ラ 行   伸 一つ 九力たちのでょ、 コ であ そも 

あ っ が る 彼 の の 
に 客 存 
と 観 在 

っ て積 、 - た そ 存 の   
決 少 在 

つ 的 」 
て に に 

しな てく 証 を 
、 横 道 

単 と 明 
に も し する 神ぃ 用 「 証 可能   
矢口 彼 よ ま な と 

釣 ら う し 『 い 
v こ v こ と た 問 う 

借 と 試 も 頭 高 
定 つ み ぅ 」 は 
さ て て 」 で   
れ は き と あ て 
た こ た い る ル 

観 れ 所 ぅ か セ 
念 と の 事 の め 

は よ に 

に同 の 一神 「 " う と 

み で 」 客 ケこ つ 

休 み て   的 な     
べ あ 聖 
ぎ る 書 
も い に   
の は お 
で 同 げ 
は 一 る   

@ ま れ @  し」 う 
考 反 （ 

小卜性 吐かつ 訪衿 丹 でみはげ コ十 え 雀 口 

よって ればなたの 

信仰 であ らな   

「
証
明
」
の
媒
介
と
さ
れ
る
他
者
も
、
元
来
「
問
題
」
の
 
有
効
な
検
証
の
た
め
と
い
う
条
件
下
に
お
け
る
限
り
機
 能
 と
し
て
取
り
扱
わ
れ
 

得
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
有
効
な
検
証
を
超
え
る
事
柄
 を
 
「
問
題
化
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
元
来
有
効
性
の
範
 
囲
 内
に
お
い
て
相
対
的
 

で
あ
っ
た
所
の
「
知
覚
の
範
囲
」
の
優
劣
が
不
当
に
絶
対
 化
さ
れ
る
が
故
に
、
い
わ
ば
自
己
に
対
し
て
無
条
件
に
 劣
位
に
あ
る
も
の
と
し
 

て
 扱
わ
れ
て
し
ま
う
が
故
に
、
や
は
り
そ
の
本
来
の
主
体
 性
を
損
な
わ
れ
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。
 

マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
「
問
題
」
化
し
え
な
い
も
の
を
「
 問
 題
 」
化
す
る
事
は
 、
 単
に
無
効
と
見
ら
れ
た
だ
け
で
は
 な
く
、
そ
の
こ
と
に
 

よ
っ
て
ひ
い
て
ほ
主
体
性
を
疎
外
す
る
事
に
つ
な
が
る
も
 の
と
し
て
排
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
証
明
の
行
為
に
関
す
 る
 彼
の
考
察
に
つ
い
て
 

も
又
同
様
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
に
従
 う
 な
ら
ば
、
証
明
の
 可
能
性
を
超
え
た
も
の
を
あ
え
て
証
明
し
ょ
う
と
す
る
 事
が
、
 単
に
無
効
と
さ
 

れ
る
だ
け
で
な
く
、
不
当
な
も
の
と
し
て
排
さ
れ
る
で
あ
 ろ
 う
 と
い
う
事
が
、
充
分
に
理
解
さ
れ
か
 つ
 注
意
さ
れ
 う
る
 だ
ろ
う
。
 

  



朔
 

こ
の
有
限
性
を
超
え
た
超
越
者
（
す
円
 母
コ
の
 
⑬
 巳
 P
 耳
 ）
と
し
て
の
「
絶
対
の
汝
」
と
の
「
 我
｜
汝
 」
的
 交
 わ
り
に
立
つ
事
に
お
い
て
で
 

 
 

対
 の
 汝
 」
と
人
と
の
交
わ
り
即
ち
対
話
的
関
係
に
お
い
て
 し
か
理
解
で
き
な
い
も
の
で
 

証
 

 
 
 
 

 
 

た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
対
話
的
関
係
に
お
け
る
 呼
 び
 か
げ
と
し
て
の
啓
示
に
対
㏄
 

 
 

小
仏
 
-
 

 
 

 
 

す
る
応
答
と
し
て
な
の
で
あ
っ
た
。
 

る
 。
 

@
 
細
 
）
 

こ
の
よ
う
に
信
仰
さ
れ
る
実
在
（
 

捧
目
 
（
 
か
 
）
と
し
て
の
 

神
に
つ
い
て
、
マ
ル
セ
ル
が
そ
の
回
心
以
前
か
ら
抱
い
 

て
い
た
所
の
考
え
を
 

「
形
而
上
学
日
記
 

ヒ
 か
ら
窺
え
ば
、
彼
に
と
っ
て
「
 

神
 」
 と
は
、
客
体
的
な
「
そ
れ
」
と
し
て
扱
 

う
時
 
全
く
そ
の
 

上
 
思
 
味
を
失
っ
て
し
ま
う
 

よ
う
な
、
た
だ
「
 

汝
 」
と
し
て
し
か
「
私
」
が
関
係
す
る
 

事
 の
で
き
な
い
「
絶
対
の
汝
」
（
 

円
 
o
p
 
が
 
ヴ
 
の
 
0
 
三
 ）
 と
し
 
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
 

（
 
穏
 
）
 

の
で
あ
っ
た
。
も
し
客
体
的
に
 

、
 「
そ
れ
」
と
し
て
「
 

神
 」
を
考
え
る
な
ら
ば
、
「
 

神
 」
を
単
な
る
仮
説
に
解
消
 

す
る
こ
と
と
な
り
、
 

こ
 

て
 

 
 

 
 

に
 肯
定
さ
れ
る
の
は
、
実
に
 

刊
 の
よ
う
な
仮
説
に
対
し
て
救
い
を
信
じ
愛
を
祈
り
 

求
 め
る
事
は
全
く
不
条
理
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
 

彼
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
 

糠
 「
私
」
が
信
仰
し
祈
る
事
に
よ
っ
て
人
格
的
に
参
 

与
し
て
い
る
「
 

神
 」
を
 
、
 単
な
る
形
而
上
学
的
な
観
念
と
 

し
て
の
「
 

神
 」
と
同
一
化
す
 

砒
る
 事
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
早
く
か
ら
理
解
 

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

絶
対
性
に
つ
い
て
の
彼
の
考
え
方
は
回
心
以
降
の
諸
 

著
 に
わ
た
っ
て
よ
り
顕
著
に
見
 

マ
 ら
れ
 
ぅ
 る
の
で
あ
る
。
彼
に
 

ょ
 れ
ば
、
状
況
の
中
に
 

実
存
し
て
い
る
人
間
が
存
在
の
主
体
た
る
事
を
真
に
自
 

覚
 で
き
る
の
は
実
に
他
者
と
 

ゆ
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
他
者
を
自
己
 

同
様
に
存
在
す
る
主
体
と
し
て
真
に
肯
定
す
る
「
 

我
｜
 
汝
 」
的
な
交
わ
り
が
成
立
す
 

 
 

（
 
つ
と
 

4
 
レ
 
@
 

フ
 る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
自
身
の
主
体
と
 

し
て
の
存
在
も
よ
り
肯
定
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
 

有
限
な
人
間
存
在
に
と
っ
て
 

 
 

ろ
 は
こ
の
交
わ
り
が
全
く
「
 

我
｜
 
そ
れ
」
的
な
関
係
に
 

転
化
す
る
事
が
あ
り
え
な
い
程
に
完
全
な
も
の
で
は
 

決
 し
て
あ
り
え
な
い
の
で
あ
 

 
 



卸
 赤
日
 
0
 コ
仔
 
Ⅱ
か
の
目
の
の
の
Ⅰ
 

ゆ
宇
で
か
 
9
 さ
の
 で
 
O
E
 
Ⅱ
 
曲
岸
 つ
の
の
 
か
ヰ
 
お
し
 鰍
仁
 
Ⅴ
）
と
し
て
か
か
る
証
明
の
不
条
理
さ
が
否
み
 得
な
い
も
の
で
あ
る
 旨
 

（
 
仰
 -
 

を
 述
べ
て
お
り
、
又
、
「
 
枠
 な
ら
ざ
る
も
の
に
出
発
し
て
 押
 へ
と
発
展
す
る
事
を
可
能
と
さ
せ
る
論
理
的
な
過
程
 な
ど
は
な
い
の
で
あ
る
」
 

（
入
コ
 コ
 。
 
せ
 が
 つ
 が
の
宙
の
 
で
 簿
の
の
の
内
の
 

P
o
 

笹
戸
 

仁
 0
 
 
曲
目
つ
の
Ⅱ
 

日
の
 
（
田
の
隼
の
の
。
 

か
 （
の
 
セ
 の
Ⅰ
 ザ
し
 ）
 
e
 屈
の
 
コ
づ
燵
 
ハ
才
リ
コ
 

仔
宙
の
 
c
 の
 q
 仁
 片
コ
，
 

9
 叶
で
が
の
Ⅰ
 

三
 Ⅴ
）
 

-
 
弼
 @
 

と
し
て
、
論
理
的
な
証
明
、
な
か
ん
づ
く
ト
マ
ス
の
 理
 論
 の
よ
う
な
方
法
に
基
づ
く
証
明
を
、
理
論
的
に
不
可
能
 と
み
な
し
て
い
た
の
 

で
あ
っ
た
。
か
か
る
ス
コ
ラ
学
に
お
け
る
証
明
の
理
念
を
 明
確
に
念
頭
と
し
て
な
さ
れ
た
回
心
後
の
省
察
に
お
い
 て
も
、
「
私
が
祈
り
つ
 

つ
 、
こ
の
お
方
に
対
し
て
自
ら
を
開
く
所
の
こ
の
 街
 実
在
 は
 、
い
か
な
る
形
に
お
い
て
も
、
私
が
疑
問
と
し
、
 そ
 0
 本
性
を
合
理
的
に
決
 

走
 す
る
だ
ろ
う
所
の
客
体
的
な
所
与
と
、
決
し
て
同
一
化
 さ
れ
 侶
何
 
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
八
の
の
帝
の
力
 

小
 い
 す
 （
 
か
 ㌣
 寸
 曲
目
の
 

亡
 の
お
 
日
 。
 
0
 け
 せ
Ⅱ
 
の
 

0
 コ
 p
.
p
 

コ
セ
 
0
 戸
口
の
コ
 

什
コ
 
の
 で
 の
仁
田
 
づ
 ）
仁
の
の
 

コ
曲
仁
 C
 仁
コ
 
0
 ト
の
め
 

0
 コ
 か
田
Ⅱ
の
り
の
 

維
 （
～
）
 

-
 
）
心
の
浮
ヒ
コ
の
 
隼
 0
 臣
コ
ひ
 

の
 0
 す
 お
の
 
ヱ
 づ
 の
の
 仁
 Ⅱ
）
が
 
由
廷
 
0
 二
の
お
 

Ⅱ
㌔
ロ
ロ
 

円
 
e
 Ⅱ
Ⅱ
 
0
 幅
 0
 Ⅰ
 
P
 あ
の
こ
ら
 
0
 コ
 Ⅰ
」
 
，
ゅ
仁
 

Ⅱ
 
曲
あ
曲
色
 
小
田
の
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
 

コ
 の
 Ⅱ
Ⅱ
が
 
曲
 0
 コ
コ
 
の
 目
 0
 日
の
コ
田
テ
い
 

コ
 ㏄
 田
 
C
 Ⅱ
の
・
Ⅴ
）
 

と
 L
 し
て
、
 あ
 く
ま
で
、
「
問
題
」
と
 

「
神
秘
」
と
を
峻
別
す
る
態
度
に
即
し
つ
つ
、
神
の
存
在
 の
証
明
に
は
依
拠
で
き
な
い
彼
の
理
論
的
立
場
が
基
本
 的
で
あ
る
事
が
改
め
て
 

（
 
り
 
4
 
廿
 
Ⅰ
 
-
 

再
 確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
マ
ル
セ
ル
の
基
本
的
な
立
場
は
、
か
つ
て
パ
ス
カ
ル
 が
コ
 パ
ン
セ
 ヒ
 に
残
し
た
所
の
ス
コ
ラ
学
に
対
す
る
 批
 判
 と
共
通
し
た
思
想
 

の
上
に
立
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
即
ち
パ
ス
 ヵ
 ル
は
、
自
然
に
お
け
る
被
造
物
に
よ
っ
て
神
を
証
明
し
 よ
う
 と
す
る
事
は
 、
原
 

罪
 に
よ
る
堕
落
以
来
神
の
恩
寵
に
対
し
て
盲
目
と
な
っ
て
 し
ま
っ
た
人
間
の
理
性
に
対
し
て
は
全
く
無
力
で
あ
り
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
拠
 

 
 

を
 実
に
薄
弱
な
も
の
と
す
る
事
に
し
か
帰
さ
な
い
だ
ろ
う
 と
 語
る
の
で
あ
る
。
 被
造
 自
然
は
神
の
恩
寵
に
対
す
る
 影
 と
し
て
の
み
考
え
 も
 

証 れ 
明 得 
さ な 
れ か 
る っ 

事 た 
が と 

で， い 

き ぅ 

よ 事 
う Ⅱ 丈 

と 極 
こ め 

ろ て 
の 当 
も 然 
の で 

は あ 
ろ 

  
@ ま 。 司 
あ 形 
る 而 
ま 上 
い 学 

し 、 日 @ 旨 己 

又 』 
あ に 

り 見 
え る 
ま 女囚   
」   

彼は極 （ 八 Om 

  
ど ． か 

の ヰ 0 ら % 

コの 

  
の 現存 0 廷 Ⅱ田田 

③ 在 
ぉ が 

  

そ
れ
故
、
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
「
絶
対
の
汝
」
た
る
神
の
 存
在
が
、
論
理
的
な
証
明
の
可
能
な
客
体
的
な
「
問
題
 」
と
し
て
は
考
え
 ろ
 

 
  

 



 
 

軒
 

回
心
後
の
省
察
に
お
け
る
か
か
る
証
明
理
論
に
 対

す
る
彼
の
批
判
が
、
証
明
さ
れ
る
所
の
内
容
た
る
神
に
 つ
い
て
、
彼
自
身
の
コ
形
 而
 

 
 

 
 

工
学
日
記
し
以
来
の
先
に
見
た
よ
う
な
基
本
的
な
信
仰
論
 を
 、
こ
こ
で
単
に
抽
象
的
に
敷
桁
し
つ
つ
援
用
し
て
よ
 し
と
す
る
の
で
は
な
 
39  (34 

川
論
的
に
は
、
先
に
窺
っ
た
如
く
受
容
す
る
も
の
で
 
は
な
い
。
し
か
し
現
実
に
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
重
要
な
教
 義
 と
し
て
か
か
る
証
明
の
理
 

萄
論
 が
現
に
認
め
ら
れ
て
あ
る
事
実
に
対
し
て
、
 

マ
 ル
 セ
ル
は
こ
れ
を
無
条
件
に
排
斥
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
 る
 訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

に関するガブリエル - マルセルの批判について 

（
㏄
 
@
 

 
 

な
く
そ
の
理
性
も
自
然
を
完
全
に
は
認
識
で
き
な
い
人
 間
 に
と
っ
て
、
 
蚕
寵
 な
 

@
 
兜
 @
 

く
し
て
こ
の
自
然
か
ら
見
出
す
の
は
疑
い
と
不
安
で
し
か
 な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
 故
 彼
は
神
の
啓
示
と
し
て
 信
ず
 る
 所
の
聖
書
の
内
容
に
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
な
き
神
の
証
明
」
に
同
意
し
な
い
の
で
あ
る
 0
 マ
 ル
 セ
ル
も
又
、
そ
の
方
 

法
 に
お
い
て
こ
そ
、
パ
ス
カ
ル
と
は
異
な
っ
て
啓
示
の
 内
容
を
そ
の
哲
学
的
反
省
に
お
け
る
直
接
の
前
提
と
は
し
 な
い
の
で
 
ほ
 あ
る
が
、
（
 

6
@
5
 

そ
の
論
ず
る
所
の
「
 神
 」
が
 、
 彼
が
回
心
し
た
所
の
 、
キ
 リ
ス
ト
の
啓
示
に
お
い
て
信
ぜ
ら
れ
る
神
に
他
な
ら
な
 い
 事
は
 、
 既
に
見
た
通
 

り
で
あ
る
。
 

マ
ル
セ
ル
は
 、
 少
な
く
と
も
彼
自
身
の
哲
学
的
反
省
の
過
 程
に
お
け
る
限
り
、
信
仰
は
神
の
存
在
の
証
明
を
超
え
 た
も
の
で
あ
る
と
 考
 

え
る
の
で
あ
り
、
ス
コ
ラ
的
な
自
然
神
学
の
理
論
と
は
、
 別
の
地
盤
に
立
つ
の
で
あ
る
。
 

I
V
 

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
彼
自
身
の
思
想
の
基
本
的
立
場
 に
も
拘
ら
ず
、
マ
ル
セ
ル
が
そ
の
回
心
後
の
省
察
に
お
い
 て
 、
ス
コ
ラ
学
に
お
 

げ
る
神
の
存
在
証
明
の
理
論
に
対
し
て
、
乃
至
そ
れ
を
も
 た
ら
し
た
所
の
自
然
神
学
的
思
惟
に
対
し
て
、
完
全
に
 反
対
し
、
否
定
し
去
る
 

よ
う
な
表
現
を
と
っ
て
は
い
な
い
事
は
、
注
目
さ
れ
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
彼
は
神
存
在
の
証
 明
を
、
 少
な
く
と
も
 理
 



 
 

く
 、
む
し
ろ
こ
れ
に
対
し
て
証
明
す
る
所
の
相
手
た
る
べ
 き
 、
神
を
信
じ
な
い
人
の
精
神
を
念
頭
に
お
い
た
具
体
 的
 状
況
に
即
し
て
陳
述
 

さ
れ
て
い
る
と
い
う
右
ぃ
 

，
 
@
-
7
-
5
 
 

ま
、
 一
方
で
は
上
述
し
た
よ
う
な
 彼

の
「
 我
｜
汝
 」
的
関
係
の
思
想
に
即
し
た
、
神
に
つ
 い
て
も
証
明
の
相
手
た
 

る
 他
者
に
つ
い
て
も
「
 我
｜
 そ
れ
」
的
関
係
に
お
い
て
し
 か
考
え
得
な
い
こ
の
証
明
理
論
へ
の
不
同
意
を
前
提
と
 し
な
が
ら
も
、
他
方
で
 

は
 、
こ
の
証
明
理
論
を
全
く
無
意
味
な
も
の
と
見
る
の
で
 は
な
く
、
む
し
ろ
か
く
な
る
具
体
的
状
況
の
中
で
こ
の
 理
論
が
有
す
る
所
の
意
 

義
 と
限
界
に
お
い
て
こ
の
理
論
を
考
慮
し
ょ
う
と
し
た
 事
 を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
 、
 
「
た
だ
単
に
証
 明
は
信
仰
の
代
用
と
は
 

な
り
え
ぬ
と
い
う
事
だ
け
で
は
な
く
、
深
い
意
味
に
お
い
 て
 、
証
明
が
信
仰
を
前
提
と
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
 信
 仰
 と
そ
の
理
性
の
固
有
 

の
 要
求
と
考
え
て
い
た
所
の
も
の
と
の
分
裂
を
感
じ
て
い
 る
 者
の
内
的
な
再
確
認
に
し
か
用
を
な
さ
な
い
の
だ
と
 い
 う
 事
を
 ゴ
 
（
 
八
 

由
 由
の
 コ
 
0
 わ
 の
の
 
由
 ～
の
（
～
）
の
 

コ
ヰ
 ～
の
 
で
 Ⅰ
の
Ⅰ
 

づ
の
コ
 
の
 で
 の
 仁
侍
づ
 
簿
の
の
 
由
ヴ
の
田
ぎ
仁
 

e
 Ⅱ
 ザ
 ～
が
の
Ⅰ
 

0
 せ
 
0
 コ
の
の
・
 

5
 曲
）
の
 
曲
 由
、
の
㌧
の
の
 

コ
 の
 で
 Ⅰ
 
0
 片
 
0
 コ
色
 e
 ～
～
 

e
 
 
）
が
 

㏄
仁
で
 

づ
 0
 の
の
 
"
0
 目
 コ
 0
 つ
 
O
E
 
目
の
 
0
 Ⅱ
 
づ
 ～
（
 
由
 
E
 。
が
 
け
 Ⅰ
臥
の
曲
 

e
 Ⅰ
 
ロ
 Ⅰ
 
あ
 の
の
（
～
）
の
さ
 

亜
 *
 
コ
田
 
赤
 Ⅱ
～
 
e
 け
 Ⅱ
宙
の
の
の
）
 

温
 ド
戸
 
け
ト
 
の
の
目
ヰ
 

の
コ
 の
 
O
p
.
 

Ⅱ
Ⅰ
 
ゆ
 （
（
）
の
 

け
 コ
年
 ト
セ
 
。
Ⅱ
の
の
 

の
コ
ヰ
 

Ⅱ
の
の
曲
 
ヰ
 
0
 ）
の
 
吾
 0
0
 戸
 仁
 。
 
臣
 ㏄
 0
 Ⅰ
 
岸
 か
田
 
ぺ
の
 p
,
0
 

メ
）
 
ぬ
 0
 コ
 

 
 

あ
る
。
 

こ
の
省
察
の
中
で
マ
ル
セ
ル
は
神
の
存
在
証
明
の
理
論
を
 単
純
に
排
斥
す
る
事
を
次
の
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。
 即
 ち
 彼
は
 、
 少
な
く
と
 

も
 形
式
的
に
は
完
壁
な
理
論
構
造
を
伴
っ
た
こ
の
証
明
を
 、
こ
れ
が
具
体
的
状
況
の
中
で
必
ず
し
も
普
遍
的
に
受
 げ
い
 れ
ら
れ
て
い
な
い
 

か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち
に
こ
れ
を
単
な
る
 脆
弁
 に
す
ぎ
 

 
 

0
 彼
の
述
べ
る
に
は
、
 

新
 ト
マ
ス
主
義
に
限
ら
ず
一
般
に
神
の
存
在
を
証
明
せ
ん
 と
す
る
合
理
神
学
（
 迂
 
（
 
ゴ
 m
o
 
～
 
0
 住
の
母
 曲
 0
 コ
コ
 
の
甘
の
）
 
の
 試
み
が
現
代
に
お
い
 

て
も
常
に
新
し
く
提
起
さ
れ
て
い
る
事
実
は
決
し
て
無
視
 は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
 、
 確
か
に
こ
れ
を
完
全
に
充
 足
し
た
も
の
と
は
考
え
 

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
様
に
 又
 こ
れ
を
「
消
印
済
 め
 切
手
を
ご
み
緒
に
捨
て
る
よ
う
に
」
（
 n
o
 

日
日
の
 

0
 コ
日
 0
 什
簿
け
 
Ⅰ
が
目
の
曲
Ⅱ
 

珪
 Ⅰ
の
の
 

主
日
 串
 8
%
 
二
日
 扮
 ）
廃
す
る
事
も
不
当
で
あ
る
。
 そ
 し
て
そ
も
そ
も
「
極
め
て
偉
大
な
思
想
家
た
ち
が
そ
れ
（
 証
明
）
に
満
足
し
て
い
 

た
と
い
う
事
実
は
常
に
生
 き
 続
け
て
お
り
、
単
純
に
我
々
 が
 理
性
の
大
道
で
あ
ろ
う
所
の
道
筋
に
お
い
て
彼
等
 ょ
 り
も
進
ん
だ
位
置
を
占
 

(348) 40 



    姉ハ 友左証 咄 

Ⅲ
在
に
目
を
背
け
さ
せ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
自
己
 

の
 
自
由
を
制
限
す
る
事
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
 

、
根
本
的
な
不
信
を
有
し
て
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するガブリ 

「 神 る 。 
し 郎 

  
皿 ,C@ 

  
と 4% 
い 者 
う p" ヒ 

事 と 

に っ 

よ て 
っ は 

て   
、 単 

彼 に 
ら 理 
が 性 
経 に 

験 お 
的 い 

に て 

知 つ神 「 
て の 

い 存 
る 在 
と 」 

信 と 

ず い 

ろ う 

よ 概 
ぅ 念 

  
そ ね 
の し 
生 く 

き 偲、 
て ぅ 

あ だ 
る げ 
世 で   
弄 は 
に な 

  
る そ 
亘 ， @ ン、 圭三 も 

め そ 
夷 も 

め
て
い
る
と
は
言
い
得
な
い
」
（
 

八
 Ⅰ
の
小
乱
（
 

組
す
ム
海
へ
 

が
什
 
0
 
三
 0
 
年
Ⅱ
の
 

曲
 
由
の
 
年
 
0
 ヰ
 
Ⅰ
 
ゆ
の
 
㏄
Ⅱ
 

曲
 
コ
ロ
㏄
 

0
 
㏄
 
づ
 
二
 %
 
の
の
，
 

0
 
コ
の
 
0
 
コ
 
侍
の
 
0
 
コ
田
の
 

コ
 
億
本
 

の
 
。
の
 
侍
 

コ
 
0
 
け
の
目
の
つ
 

0
 
仁
 
Ⅱ
 
0
 
再
の
 
で
 
が
の
 
コ
 
0
 
け
の
耳
目
 

e
 の
 
目
コ
づ
村
 

Ⅱ
 
あ
コ
拝
 

由
 
由
の
 
コ
 
0
 
由
の
 
0
 
の
う
 

仁
づ
 
0
 
二
の
仁
コ
の
 

せ
 
0
 
の
）
 

d
p
O
 

コ
で
 
）
宙
の
肢
 

ぺ
が
臣
 

の
赤
の
由
 

岸
 
"
0
 

仁
 
Ⅹ
の
 
仁
 
Ⅱ
 目
コ
 

の
の
Ⅱ
 

円
 
P
p
 

コ
 の
す
 
0
 
Ⅱ
Ⅰ
 
コ
 曲
目
Ⅰ
の
の
Ⅱ
 

曲
ざ
 
）
 
斡
 ㏄
Ⅱ
 

P
 
コ
 
Ⅰ
の
 
ぺ
 
0
 
仁
任
の
 

繍
寸
 
Ⅰ
田
の
 

Q
 
コ
 
Ⅴ
）
が
故
に
、
こ
れ
を
排
す
る
の
で
は
 

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
 

有
 

 
 

す
る
所
の
何
ら
か
の
意
義
を
理
解
し
ょ
う
と
努
め
ね
ば
 

な
ら
ぬ
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
 

@
@
M
 

）
 

し
か
し
具
体
的
な
状
況
の
中
で
、
こ
の
証
明
が
、
「
 

内
 的
な
再
確
認
」
と
し
て
の
本
質
的
意
義
を
も
ち
 

ぅ
 る
の
は
 
、
結
局
そ
の
証
明
荷
 

て
 

 
 

硅
 御
者
が
こ
の
よ
う
な
証
明
に
よ
っ
て
は
「
神
の
存
在
 

 
 

」
を
認
め
る
に
到
ら
な
い
で
あ
ろ
う
点
を
次
の
よ
う
に
 

 
 

示
す
。
第
一
に
非
信
仰
者
に
 

ゴ
 と
っ
て
神
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
の
は
、
単
に
形
式
 

的
に
「
神
の
存
在
」
と
い
う
事
を
観
念
と
し
て
承
認
し
 

な
い
と
い
う
事
だ
げ
に
と
ど
 

封
 ま
ら
ず
、
そ
の
根
底
に
は
 

い
 わ
か
る
 
神
 議
論
（
 
ま
ひ
 
0
 
日
 0
m
 

の
）
の
問
題
や
、
人
間
的
自
由
の
問
題
が
存
在
す
 

る
 事
が
あ
り
得
る
も
の
で
あ
 



い
 。
そ
れ
故
、
彼
は
単
に
存
在
証
明
と
信
仰
と
の
存
在
論
 的

な
矛
盾
を
弁
証
す
る
に
の
み
と
ど
ま
っ
て
、
こ
れ
を
 完

全
に
否
定
し
排
斥
し
 

主
体
た
る
信
仰
者
に
と
っ
て
信
仰
の
前
提
性
と
、
そ
し
て
 こ

の
信
仰
を
他
者
と
共
有
せ
ん
と
す
る
内
的
な
意
図
と
 2

 所
以
に
 
他
 
な
ら
な
 

証
明
行
為
の
内
容
た
る
観
念
化
さ
れ
問
題
化
さ
れ
た
 限
 り

で
の
「
神
の
存
在
」
の
「
概
念
」
に
つ
い
て
で
は
な
く
 、

む
し
ろ
証
明
行
為
の
 

消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
が
 消

極
的
な
が
ら
も
こ
の
理
念
に
対
し
て
与
え
た
所
の
評
 価

は
 、
も
と
よ
り
そ
の
 

こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
神
の
存
在
の
証
明
の
 理

念
に
対
す
る
評
価
は
、
完
全
な
否
定
や
排
斥
で
は
な
 い

に
せ
 よ
 、
や
は
り
 

は
 、
こ
の
 ょ
う
 な
具
体
的
状
況
を
通
じ
て
の
人
間
論
的
な
 反

省
が
 、
 既
に
見
た
よ
う
な
、
存
在
論
的
に
考
察
さ
れ
 

た
 
所
の
「
問
題
」
と
 

（
㏄
 
@
 

「
神
秘
」
の
区
別
に
帰
結
す
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

く
、
 
真
に
自
己
に
と
っ
て
現
実
に
神
が
「
 汝
 」
と
し
て
 
存
 在

し
て
い
る
所
に
の
み
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
 の

で
あ
る
 0
 こ
こ
で
 彼
 

的
に
、
客
体
的
な
命
題
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
の
 真
 に

 参
与
し
て
い
る
所
の
現
実
に
お
い
て
信
仰
を
証
言
す
る
 

（
（
か
目
。
 

げ
コ
 の
 づ
 
）
 事
し
 

 
 

か
な
し
え
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
は
 

「
神
の
存
在
」
を
証
明
可
能
な
単
な
る
観
念
と
み
な
 

す
 所
に
お
い
て
で
は
な
 

か
か
る
証
明
が
目
的
と
す
る
所
の
、
非
信
仰
者
た
る
他
者
 な

し
て
 

る
我
｜
 そ
れ
的
、
客
体
的
な
伝
達
手
段
で
あ
る
証
明
の
方
 法
 に
よ
っ
 

「
神
の
存
在
」
を
承
認
せ
し
め
る
と
い
う
意
図
は
、
そ
れ
 故

 、
か
か
 

て
は
達
せ
ら
れ
得
な
い
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
他
者
に
対
し
 て

我
 １
枚
 

す
る
事
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
は
言
い
得
ぬ
の
で
あ
る
。
 従
 っ

て
、
こ
の
証
明
は
、
い
か
に
形
式
的
に
そ
の
論
理
を
 充

足
さ
せ
よ
う
と
も
、
 

（
㏄
 
@
 

非
信
仰
者
に
と
っ
て
は
説
得
力
を
欠
 き
 、
相
対
的
に
は
 虹
 @

 
効
 と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

人
 に
と
っ
て
具
体
的
に
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
何
故
 彼

ら
が
生
き
た
「
 神
 」
と
出
会
う
事
が
な
か
っ
た
か
と
い
 ぅ

事
は
考
え
ら
れ
ず
捨
の
 

（
㎝
 
@
 

 
 
 
 

象
 さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
 0
 そ
れ
 放
 こ
こ
で
か
り
 

に
 
「
神
の
存
在
」
が
そ
の
論
理
的
形
式
に
お
い
て
い
か
 

に
 &
 几
壁
に
 
「
証
明
」
 
さ
 

れ
た
に
せ
 よ
 、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
証
明
」
の
 向
 げ
ら
れ
た
 

相
手
た
る
非
信
仰
者
が
か
く
「
証
明
」
さ
れ
た
観
念
と
 し

て
の
「
 神
 」
を
信
仰
 

口
お
 ）
と
し
て
の
「
自
然
的
人
間
」
（
 す 。
ヨ
ヨ
の
コ
 %
 ぎ
お
 （

）
と
し
て
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
 

、
そ
 0

 個
々
の
人
間
一
人
一
 

 
  

 



「神の存在証明」 

マ 力ち "- え "@  74 へ の傍 標   
ル こ の 前 

自 れ 立 に 
身 に 場 反 
の 対 に し 

存し 存て 依て っ、   
な 念 る が 
信 の 事 成 
柳 本 を 立 
論 質 前 す 
ほ ほ 提 る 
あ の と た 
る み せ め 
程 基 ざ に 
度 い る は 
近 て を 人 
接 そ 得 が 
す の な 前 
る 存 い も 

，点 在 が っ 
な む 敗 て 

認論 め 証、 にそ の 
つ し そ 要 
つ よ の 請 
も %  ぅ 合 に 

やし的 セと 理容 え 
は た な う 

リ ア 証 る 
こ ン 明 よ 

の セ と う 

論 ル し な 
証 ム て 属 
も ス の 性 
厳 の 実 を 
笛 方 質 有 
な 法 を す 

るも 意味 につ 欠い 

で い て の 

し   
妥当 ことの れ 考神 
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，こ 関する ヵ 

る 

結 だ 
局 ろ 
@ し う 
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早 や 
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追 物 主 コ 
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イ許 目 
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と 年 の 

  
る マ コ @ O 
ス の 

丘 Ⅴ） の 
つ と   
方 う 
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も て ・ あ 
そ る 冗   

Ⅰ ブ     リ エ ル - マルセルの批判について 

お そ え 妥 て 価 " の 的 げ コ よ 
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回
心
後
の
省
察
に
お
い
て
、
神
の
存
在
証
明
の
伝
統
的
理
 論
 に
対
し
て
の
マ
ル
セ
ル
の
舌
口
 
及
が
 呈
し
て
い
る
慎
重
 な
 表
現
は
、
そ
れ
 故
 

決
し
て
彼
の
以
前
か
ら
の
基
本
的
な
思
想
的
立
場
と
矛
 盾
 し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
 い
 。
彼
は
、
信
仰
が
 証
 

明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
が
故
に
証
明
の
理
論
を
そ
の
 日
 的
に
お
い
て
肯
定
的
に
評
価
し
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
 証
明
が
信
仰
を
前
提
と
 

し
な
け
れ
ば
成
立
し
 ぅ
 る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
故
に
 、
 証
明
の
理
論
を
そ
の
方
法
に
お
い
て
否
定
的
に
評
価
し
 た
の
で
あ
る
。
 

ま
小
 

+
@
 

ロ
 

客
観
的
な
認
識
に
依
存
す
る
「
問
題
し
に
か
か
わ
る
「
 第
一
次
的
反
省
」
を
超
え
た
、
自
ら
主
体
的
に
存
在
の
「
 神
秘
」
に
参
与
す
る
 

「
第
二
次
的
反
省
」
に
 
基
く
 マ
ル
セ
ル
の
思
想
は
、
「
 在
 り
て
在
る
者
」
 

@
9
@
@
 
 

な
る
神
へ
の
信
仰
に
最
終
的
に
は
導
か
 ね
 、
 又
 そ
れ
に
よ
っ
て
 

根
底
的
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
な
る
 彼
の
思
想
は
 、
 神
の
存
在
の
「
証
明
」
に
は
依
拠
し
な
い
 。
そ
れ
は
そ
も
そ
も
 神
 

の
 存
在
が
、
「
証
明
」
可
能
な
「
問
題
」
の
次
元
を
超
 ，
 
え
た
、
愛
に
基
 く
 信
仰
に
か
か
わ
る
「
神
秘
」
だ
か
ら
で
 

 
 

思
想
は
 、
 単
に
合
理
的
認
識
そ
の
も
の
の
限
界
の
ゆ
え
に
 合
理
的
な
「
証
明
」
を
不
可
能
と
し
な
 

、
 

力
 
：
 

ら
も
結
局
は
 

@
l
-
8
 信

仰
を
道
徳
的
な
要
請
 

@
 
㏄
 @
 

と
し
て
し
か
考
え
な
い
カ
ン
ト
の
円
心
想
よ
り
も
、
む
し
 
ろ
 「
神
を
愛
す
る
事
」
な
く
し
て
「
神
を
知
る
事
」
の
 
空
 

 
 

的
な
合
理
的
証
明
と
し
て
成
り
立
ち
 ぅ
る
 域
を
超
え
て
し
 か
 
「
 神
 」
に
か
か
わ
り
得
な
い
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
 た
 事
の
、
（
 

何
 ）
再
確
認
に
 帰
 

4
 

 
 

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
い
 う
る
 。
証
明
の
理
念
に
対
す
る
 彼
の
消
極
的
な
が
ら
も
あ
る
程
度
の
評
価
は
、
い
わ
ば
 こ
れ
ら
の
証
明
が
実
は
）
 

 
 

 
 

証
明
の
域
を
超
え
た
信
仰
の
証
言
の
一
つ
の
表
現
と
し
て
 解
釈
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
言
い
換
え
れ
ば
、
 

  

 
 

く
本
来
の
合
理
的
、
客
観
的
な
証
明
と
し
て
で
な
く
、
 

彼
 自
身
の
述
べ
る
よ
 う
 に
、
第
二
次
的
反
省
の
相
に
お
い
 て
見
ら
れ
る
限
り
に
お
 

 
 



 
 

「
は
、
近
世
以
来
の
ぬ
 釜
朋
 
提
の
合
理
的
形
而
上
学
に
 
対
抗
す
る
に
中
世
的
な
合
理
的
有
神
論
の
復
興
を
も
っ
て
 

当
時
の
 カ
ト
 
45 

l の 存在証 @ 

あ 者 

    

力
 め
 の
思
想
に
対
し
て
、
よ
り
近
い
立
場
に
あ
る
と
い
，
 

て
 よ
 う
 。
 

に
も
拘
ら
ず
彼
が
神
の
存
在
を
「
証
明
」
せ
ん
と
し
た
 中
 世
の
神
学
者
ら
の
精
神
を
尊
重
す
る
の
は
、
実
に
こ
の
 「
証
明
」
も
、
理
性
 

を
 超
え
た
疑
 う
 な
き
信
仰
を
予
め
、
意
図
せ
ざ
る
に
せ
よ
 、
前
提
と
し
て
あ
る
所
に
こ
そ
発
揮
さ
れ
得
た
理
性
の
 一
つ
の
試
み
と
し
て
 
考
 

え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
 、
 決
し
て
、
近
世
以
降
に
見
ら
れ
 

る
よ
う
な
、
理
性
そ
れ
自
体
の
た
め
の
理
性
に
よ
る
も
の
 で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
 

（
 
解
 @
 

&
 
め
る
。
か
か
る
精
神
を
第
二
次
的
な
反
省
の
相
に
お
い
て
 解
釈
す
る
マ
ル
セ
ル
の
態
度
は
、
純
然
た
る
啓
示
神
学
 以
外
の
い
か
な
る
人
間
 

て
 

小
的
な
思
考
も
全
く
神
に
か
か
わ
り
得
な
い
と
す
る
 
厳
 格
 な
立
場
を
彼
が
と
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
を
反
 映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

-
 
㏄
 -
 

糠
 

彼
自
身
も
又
、
信
仰
に
参
与
し
つ
つ
も
、
そ
の
 思
 想
は
 
「
啓
示
を
前
提
と
し
な
い
」
表
現
で
記
述
さ
れ
て
い
 
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
 

 
 

砒
て
 、
後
年
の
彼
自
身
の
回
想
 ぢ
 小
す
 よ
う
 に
 、
こ
 の

よ
う
な
哲
学
的
反
省
を
通
じ
て
の
神
へ
の
参
与
が
否
定
 さ
れ
な
い
と
い
う
点
が
 、
 ・
 
バ
 

め
 

ル
ト
神
学
へ
の
疑
問
と
も
 相
侯
 っ
て
 、
 彼
を
し
て
 
プ
 ロ

テ
ス
タ
ン
ト
で
な
く
カ
ト
リ
ッ
 

之
教
 ム
百
 
へ
 入
信
せ
し
 
め
た
一
つ
の
大
き
な
理
由
で
 

 
 

マ
 
あ
っ
た
事
も
又
事
実
な
の
で
あ
る
。
 

も
 ろ
ん
彼
は
か
 
か
る
第
二
次
的
な
反
省
自
体
を
も
絶
対
化
す
る
事
は
な
 く
 、
あ
く
ま
で
啓
示
に
「
 我
 

 
 

ゆ
｜
汝
 」
的
に
応
答
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
し
か
神
と
の
 交
わ
り
に
は
到
り
え
ぬ
と
考
え
た
の
で
は
あ
っ
た
。
 こ
 の
事
は
又
、
哲
学
的
反
省
と
 

啓
示
信
仰
そ
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、
マ
ル
 セ
ル
の
哲
学
的
反
省
も
あ
る
意
味
で
は
、
あ
く
ま
で
も
 啓
 示
 に
対
し
て
蓋
然
的
な
論
拠
 

 
 

 
 

置
づ
 げ
と
、
共
通
し
た
傾
向
を
有
し
て
い
る
と
い
う
事
を
 示
唆
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

出
た
だ
彼
は
自
ら
の
採
っ
た
よ
う
な
第
二
次
的
な
 反
省
を
、
客
観
的
合
理
的
な
第
一
次
反
省
と
は
あ
く
ま
で
 区
別
す
る
の
で
あ
る
。
彼
に
 

 
 

別
と
っ
て
神
の
存
在
を
合
理
的
に
証
明
し
よ
う
と
す
 
る
 ス
コ
ラ
学
の
、
第
一
次
的
反
省
に
即
し
た
方
法
が
 、
そ
 の
 根
底
に
あ
る
、
信
仰
の
他
 

へ
の
 ・
証
言
と
い
う
第
二
次
的
反
省
の
相
に
お
い
て
理
解
さ
 

れ
ぅ
る
 根
木
理
念
を
、
有
効
に
充
足
し
 ぅ
 る
と
は
考
え
 ら
れ
な
か
っ
た
の
で
 

る
 。
信
仰
を
前
提
と
す
る
理
性
の
試
み
が
、
無
前
提
な
 理
 性
を
説
得
し
 ぅ
 る
と
は
彼
は
考
え
な
い
。
そ
れ
 故
 彼
の
 哲
学
的
反
省
の
方
法
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ア
ン
セ
ル
ム
ス
の
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
論
証
が
、
そ
の
援
用
し
 た
 所
の
理
性
に
よ
る
観
念
認
識
の
た
め
に
、
後
に
デ
カ
ル
ト
に
 よ
っ
て
転
用
さ
 

れ
 
（
 
註
 ㈲
参
照
）
、
 神
 中
心
の
中
世
ス
コ
ラ
学
的
目
的
的
世
界
観
 と
 対
立
す
る
、
自
我
中
心
の
近
世
合
理
主
義
的
機
械
論
的
世
界
 観
の
論
拠
と
 

な
っ
て
い
っ
た
事
実
は
、
本
論
の
主
題
で
あ
る
マ
ル
セ
ル
の
 合
 理
 的
自
然
神
学
に
対
す
る
批
判
と
弁
護
と
の
共
存
を
理
解
す
る
 上
 で
も
極
め
て
 

示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
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参
照
。
 

（
 
授
 ）
の
 h
.
 

目
ゅ
Ⅰ
 

ぃ
 
0
-
@
 
卜
 Ⅰ
も
 錨
さ
 ～
～
 

芯
 冬
二
ま
さ
～
Ⅹ
 

め
 ・
 ト
 Ⅰ
 す
 
@
e
 
「
 、
 ）
 の
の
 
下
 @
 づ
つ
・
㏄
 
リ
 
l
 串
の
・
り
い
 

l
 Ⅱ
）
 

（
 
為
 ）
の
 h
.
 
ミ
 リ
 Ⅰ
 
り
の
 
-
@
 Ⅱ
～
「
心
心
～
 

さ
ミ
 
。
 
ギ
 ・
 ト
隼
す
忘
 
「
・
）
ゆ
の
功
 

@
 つ
 つ
 ・
 ト
 
～
・
の
 
つ
 

（
 
射
 ）
 
臼
 ・
「
道
程
 口
 ：
前
掲
箇
所
 

尚
 、
 R
.
 

ト
ロ
 

ワ
 7
 ォ
 ソ
テ
ー
ヌ
師
は
、
マ
ル
セ
ル
を
基
本
的
 に
は
 ス
コ
ラ
的
な
文
脈
に
即
し
て
解
釈
し
つ
つ
も
、
マ
ル
セ
ル
 
の
 
「
具
体
 哲
 

学
 」
と
（
ス
コ
ラ
的
な
カ
ト
リ
。
 グ
の
 ）
「
神
学
」
と
の
働
き
の
 
違
い
を
、
マ
ル
セ
ル
自
身
の
探
究
の
過
程
に
即
し
て
説
明
し
 て
い
る
。
（
の
（
 

オ
 0
 の
 @
m
@
 

「
 円
 「
 
o
 ず
 h
o
 
コ
 （
 
い
 @
 
Ⅱ
 
@
 
の
の
Ⅰ
Ⅰ
 
馬
 ～
 
ビ
楽
ヒ
げ
む
お
 

い
い
み
～
・
㊦
キ
ミ
 

や
そ
 。
 -
.
 
Ⅰ
・
 之 a
 ヒ
 
毛
色
 由
 
e
r
 
ヰ
の
 
・
 ト
 
の
の
㏄
 

@
 つ
 
り
・
㏄
 
つ
 Ⅱ
 ｜
け
 
Ⅰ
 
つ
 ・
）
 

（
 
恭
 ）
の
 h
.
 
ト
 ～
「
 

ぬ
ぬ
 ～
 さ
 
e
o
 
受
 ～
 づ
 
b
.
 ㏄
㏄
１
 

%
 ～
 

（
 
あ
 ）
才
六
 ひ
 へ
り
 
0
-
@
 
八
 
ミ
ホ
 ロ
 
T
 い
目
 
0
 目
の
屈
Ⅱ
 -
.
 

ぎ
仏
 0
 巨
 
0
 Ⅰ
Ⅱ
 
0
 亡
く
 
0
 口
 e-
.
0
 

パ
 あ
ヰ
 
0
 コ
り
 
0
 色
 
e
 已
 5
 口
 ン
 "
 Ⅰ
の
㏄
の
・
（
も
 

鮭
ド
 ㏄
Ⅱ
ま
め
か
～
・
 

@
 養
建
へ
 

ぃ
心
安
。
 

ミ
 ・の
の
ま
 ヨ
 の
Ⅰ
 
廷
 -
 

ト
の
肚
つ
 

・
）
 

（
 
肝
 ）
）
 

b
@
d
.
 

一
 b
.
2
2
 
の
 

（
 
為
 ）
Ⅱ
 u
 
レ
 
@
 
ハ
田
・
 

@
 ～
 
o
n
.
 
め
 
ぎ
 

（
四
）
Ⅰ
ヴ
田
・
 
@
 づ
 
b
.
2
2
9
 

ぬ
ぃ
 ～
 

（
㏄
）
 目
円
 
～
Ⅰ
 

吏
馬
 ～
 a
 ぐ
つ
 
～
「
 
@
 ㌧
 ロ
 ・
）
仁
丹
 

１
 ）
串
の
，
 

目
曲
 Ⅰ
 
い
匹
 @
 
下
 つ
め
～
 

巨
 。
お
 

尚
 、
こ
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
「
マ
ル
セ
ル
に
お
け
る
 

も
ヰ
ぬ
 

㌧
 寸
ド
 
も
い
い
㏄
い
い
 

0
 ま
い
Ⅰ
 

ひ
ト
憶
わ
 

㌔
二
さ
 @
 
ヒ
旬
 
Ⅱ
 
ル
 
Ⅰ
 い
 も
 お
ト
つ
ミ
つ
際
 

@
 ミ
巳
 
P
 い
 
ゥ
木
口
 

八
 問
題
 V
 と
八
神
秘
 V
 」
（
前
出
）
に
お
い
て
、
詳
し
く
論
じ
 

-
 
（
 
-
0
 
ヨ
ヲ
十
 
p
 臣
旧
 ③
ミ
ル
の
Ⅱ
（
の
 

た
 所
の
も
の
で
 

Ⅰ
 弓
ユ
 タ
）
 つ
肚
 
㏄
 @
 で
つ
 切
っ
 
l
 の
㏄
 

あ
る
。
 

（
 
籠
 ）
の
 h
.
 ヘ
プ
ミ
ホ
 

ロ
ご
 リ
曲
 
0
 コ
の
目
 
Ⅱ
）
 ぶ
 山
心
 
0
 隼
の
で
Ⅱ
 
e
 由
づ
の
 

・
・
：
：
）
 

一
 づ
 ・
㏄
㏄
 
印
 

（
 
銘
 ）
の
 h
.
 

㌔
も
め
 

@
 曲
も
ま
 
い
 
Ⅰ
Ⅰ
も
ち
 
さ
ぅ
 下
馬
 
め
 ：
：
：
 
一
 づ
つ
・
Ⅱ
 
ト
 
ー
㍉
 N
-
 
 

㏄
 牟
 
@
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（
㏄
）
Ⅰ
 

す
 
@
 
ロ
 
・
 
@
 づ
つ
・
肋
の
・
 

ひ
旬
 

1
 
の
の
・
の
 

h
.
 

ト
も
ま
ヒ
 

め
 
～
 
ゆ
ャ
 

も
荘
も
㌔
 

ぬ
 
Ⅰ
Ⅰ
 

雨
 
、
 H
@
 
臼
 -
e
 

ぃ
 
o
 
目
 

（
 
縫
 ）
い
や
め
ぬ
～
 

a
v
o
 

や
 @
 で
や
 
・
）
肚
の
Ⅰ
 

包
 
m
.
 
の
 
h
.
 
呂
 a
r
c
 

の
 
-
@
 
虫
 。
 
ま
 oe
 
～
Ⅰ
～
 

0
 
「
・
レ
コ
 

ま
 の
～
・
）
の
 

肚
 
Ⅱ
 @
 ㌧
 
づ
 ）
の
 

l
 
Ⅰ
Ⅱ
 

（
 
鍋
 ）
の
 目
 ㌧
 
0
%
 
こ
 
Q
 
お
 隠
さ
寸
寸
 

*
o
n
 

キ
 
め
 
り
 
・
・
・
・
・
・
 

@
 つ
つ
 
脂
の
 

l
%
 

）
 

（
㏄
）
 
お
メ
 
・
の
 

h
.
 

ト
 心
夫
 

ミ
 Ⅰ
 
拓
 
～
 
か
 
Ⅰ
も
も
も
～
 

，
 ～
Ⅰ
 

n
.
 

）
・
 

@
 の
ぽ
 
㎏
 
0
 
臣
 

（
 
細
 ）
人
は
こ
こ
で
あ
る
い
は
例
え
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
産
婆
術
 

な
ど
を
引
い
て
、
「
証
明
」
の
う
ち
の
対
話
の
可
能
性
を
示
そ
 

ぅ
 と
す
る
か
も
し
れ
な
 

い
 。
し
か
し
こ
の
事
は
、
マ
ル
セ
ル
に
お
い
て
窺
い
う
る
よ
う
 

な
 、
「
 
我
｜
汝
 
」
的
な
対
話
と
、
何
ら
か
の
命
題
の
「
証
明
」
 

と
い
う
行
為
の
 

て
 

 
 

相
違
を
否
定
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
産
婆
術
的
な
「
 

対
 話
法
」
は
、
い
わ
ば
同
時
に
こ
の
 

 
 

二
つ
の
相
を
ム
ロ
わ
せ
も
っ
た
関
係
に
お
い
て
進
行
し
て
い
る
と
 

も
い
い
 
う
る
 
。
即
ち
そ
の
主
題
は
「
 

我
｜
 そ
れ
」
的
な
「
 

証
 明
 」
で
あ
っ
て
 

つ
 

 
 
 
 

も
 、
そ
の
過
程
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
 

と
 聞
き
手
の
間
に
「
 

我
 １
枚
」
的
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
も
い
え
 

よ
う
 
。
あ
る
い
は
 

我
々
 は
 こ
こ
か
 

 
 

批
 

ら
も
 マ
ル
セ
ル
が
自
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
」
 

の
 立
場
を
も
っ
て
自
任
し
た
（
 

註
 ㈲
参
照
）
一
つ
の
背
景
を
見
 

ぅ
 る
か
も
し
れ
 

の
 

な
い
。
そ
し
て
マ
ル
セ
ル
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
学
 

の
 「
神
の
存
在
証
明
」
の
理
論
に
同
意
し
な
い
な
が
ら
も
こ
れ
 

に
 一
定
の
肯
定
 

 
 

 
 

的
 理
解
を
示
す
の
は
、
ま
さ
に
本
来
「
 

我
｜
 
そ
れ
」
的
な
「
 

証
 明
 」
の
形
式
に
お
い
て
で
あ
っ
て
も
、
「
神
の
存
在
」
を
人
に
 

訴
え
よ
う
と
し
 

 
 

 
 

た
 ス
コ
ラ
学
者
ら
の
信
仰
的
精
神
の
も
つ
潜
在
的
な
「
 

我
｜
汝
 
」
的
対
話
へ
の
志
向
を
も
同
時
に
認
め
得
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
 

ぅ
か
 
。
 

（
 
籠
 ）
 め
 Ⅹ
，
 

c
f
.
 

づ
目
 

0
 
日
が
の
 

@
0
 
口
 
・
 由
 （
・
 

一
 
0
 。
）
・
 

麓
 
Ⅱ
（
・
 

N
.
 

㏄
 

 
 

（
㏄
）
の
 

h
.
 

プ
ミ
斡
 

Ⅱ
 
い
匹
 
@
 ヰ
ず
悪
 

Ⅰ
 
養
 
Ⅰ
～
 
き
ヘ
ト
 

Ⅰ
 
卜
か
 
Ⅰ
ゑ
り
悪
い
 

0
%
-
@
 

ヨ
曲
 
「
 
d
 
。
 l
 
の
 
ぃ
 
㍉
 @
 ㌧
 
つ
 い
 
い
ト
 

l
 
㏄
の
の
 

 
 

（
 
蛆
 ）
Ⅰ
 
ヴ
 
@
 
隼
 
・
 
@
 つ
つ
 
・
 0
0
 

ぬ
 
l
N
N
m
 

る
 

 
  

 

の
日
 

 
 

 
 

O
 
コ
 

 
 

の
 

r
 

（
 
毬
 ）
 C
f
.
@
 

ま
 &
.
@
 

つ
 
・
 2
 
の
の
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（
 
聡
 ）
へ
日
小
口
 岸
が
 @
o
 
コ
の
岸
 Ⅱ
 @
@
 
由
ホ
 
0
 年
 0 づ
 Ⅱ
㏄
 
仁
づ
の
 
・
：
・
）
 

@
 で
 ・
 じ
 ㏄
   

5
0
 

（
㏄
）
 
い
 -
 
ひ
 日
の
㏄
㌧
 

い
 の
い
り
）
 

@
 吊
り
 
宙
ミ
 
わ
 い
 も
 め
 -
 い
卑
 
N
O
 扶
 
Ⅱ
 
い
抽
ヨ
 0
%
 
侍
年
 。
が
 
つ
 ハ
ナ
 
の
）
。
小
山
岸
 

@
0
 
コ
ロ
の
Ⅰ
・
 
い
 Ⅱ
 由
コ
ひ
り
 

下
せ
ざ
 幅
 （
 
い
 ・
 い
 下
り
）
・
 
コ
 ㏄
Ⅰ
む
片
Ⅱ
 
隼
 ・
 
り
 ㌧
Ⅱ
 
ル
の
 -
.
 
ひ
江
 
@
 
エ
 0
 目
 

 
 
 
  
 

巨
 0 Ⅰ
・
Ⅰ
が
ヰ
ヒ
 
ヨ
り
 の
（
Ⅰ
・
Ⅱ
㏄
 ト
 ）
 L 

 
 
 
 

（
 
田
 ）
～
 ヴ
 
@
 ・
 @
 口
 ・
 
0
 の
 
o
n
 

「
・
ま
主
 

（
 
骸
 ）
 
H
 ヴ
 @
 
ハ
レ
・
 

@
 口
 ・
 
S
 

「
 
r
.
P
 の
の
 
口
 

（
 
穏
 ）
）
 b
@
d
.
@
 
ロ
・
 
2
2
 の
 -
r
.
4
2
 
と
 

（
 
呂
 ）
Ⅰ
 ヴ
 @
 
ハ
レ
・
 

@
 口
 ・
の
の
 

つ
ロ
 「
・
 &
 幸
旦
 

（
 
お
 ）
Ⅰ
 ま
 &
.
@
 い
 ・
 
0
 ち
 Ⅱ
 一
 
Ⅰ
・
）
㏄
 
呂
 

（
㏄
）
 
力
っ
匂
 
Ⅰ
～
Ⅰ
 

っ
き
 ㏄
 ヰ
 Ⅰ
寸
寸
Ⅰ
 

っ
ぃ
 
奉
も
め
・
・
・
・
 

@
 づ
 ・
㏄
の
 

八
町
）
の
日
本
ニ
ホ
口
 
@
 
侍
が
 
ヱ
 0
 コ
の
目
 Ⅱ
 -
'
-
 

山
臥
り
 
由
 0 づ
 Ⅱ
 
0
 亡
く
の
：
・
）
 
"
 ワ
 ㏄
の
 
N
.
 尚
 、
 註
 （
 
務
 ）
参
照
。
 

（
㏄
）
）
 
ヴ
 @&
.
@
 
つ
つ
・
 
ド
の
 
）
ー
㏄
㏄
㏄
 

（
㏄
）
Ⅰ
 
ヴ
 @
 
ハ
 
@
.
@
 
Ⅰ
 
レ
 
Ⅰ
Ⅰ
・
 

N
N
 の
 
l
0
0
 
の
 

（
㈹
）
～
 庄
 d
.
@
 つ
口
 
・
 2
2
9
1
 
い
ひ
 
の
 

（
㎝
）
 

註
 （
 
蕊
 ）
参
照
。
 

（
㏄
）
 
全
 ソ
ニ
ホ
口
 

ぎ
 申
文
。
 コ
 ㏄
 由
 Ⅱ（
 ，
 
@
 
山
臥
の
 
隼
り
 Ⅰ
Ⅰ
り
年
 

ぺ
 ㏄
：
：
 
マ
 @
 ㌧
Ⅰ
 い
い
の
 

｜
い
 
の
。
 

（
㏄
）
Ⅰ
 
ヴ
 @
 
ハ
レ
・
 

@
 日
ソ
 

Ⅱ
Ⅰ
・
 

2
 の
 
Q
1
 
け
 の
 Ⅰ
 

（
㏄
）
 

I
b
@
d
.
@
 

ロ
口
・
 
2
 の
り
 
l
N
 の
の
 

（
㏄
）
 
H
r
@
&
.
 

一
口
・
 
0
 の
の
 

（
㏄
）
）
 庄
年
ニ
づ
ロ
 ・
 2
 の
の
・
 

2
3
 ぬ
 

（
 
稗
 ）
（
 す
ロ
 ・
 @
 口
や
・
 
2
 の
 ム
 も
の
の
・
 
註
 （
㎎
）
参
照
。
 

（
㏄
）
Ⅰ
里
ロ
・
 @
 口
 つ
 ・
 2
 の
の
 
1
 い
の
 
6
.
 註
 （
 
佃
 ）
 参
昭
 。
 

ハ
 
㏄
）
し
り
の
 
0
 ひ
 Ⅱ
 円
 
0
 の
 @
 ㌧
「
～
 

さ
驚
 ㌧
㏄
㌔
も
～
Ⅰ
㌧
 か
 ～
 
ざ
わ
 。
㌧
 
キ
 ～
 
ぬ
 @
 ㌧
 ヰ
 Ⅰ
 
、
 ゆ
り
 切
 

（
㏄
）
 

註
 
（
 
5
 ）
参
照
。
 

（
 
れ
 ）
㌧
の
の
 

c
a
-
@
o
b
.
 

ユ
 （
・
一
口
・
べ
べ
 -
 
「
・
）
 

0
0
 

二
 



「神の存在証明」 に関   するガブリ ヱル - マルセルの批判について   
80@ 79@ 78@ 77@ 76@ 75@ 74@ 73@ 72   

Ⅰ
 
ま
 &
,
@
 

い
 ・
 い
耳
い
 
-
 
Ⅰ
・
㍉
㏄
 

二
 

合
ヲ
山
心
血
 

メ
ヰ
 

が
 
由
 。
 
コ
 ㏄
㌍
Ⅰ
）
・
 

@
 
Ⅰ
 
臥
 
e
 巨
の
 
で
 
Ⅱ
 
0
%
 
セ
 
0
.
.
.
.
 

マ
 @
 づ
 
・
い
の
 
ト
 

 
 

し
、
 師
の
検
討
の
過
程
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
若
干
の
疑
問
 

を
 有
す
る
次
第
 

禾
ソ
自
 

小
口
ぎ
り
ま
 

0
 コ
 の
目
 
Ⅱ
）
・
 

@
 
宙
由
 
の
 隼
 
0
 せ
 
Ⅱ
 
0
 目
 
づ
 
0
 ：
：
 
マ
 一
 つ
 ・
㏄
の
り
 

ち
っ
 
窯
 
Ⅰ
 
毬
 
Ⅰ
～
 
さ
 ～
 
芯
ヰ
 

Ⅰ
㌧
下
ヒ
 

ぃ
 
～
全
ミ
 

雨
 
～
 づ
 
・
 い
 
切
り
 

註
 （
 
鍵
 ）
参
照
。
 

の
叶
 
・
 由 寸
心
 よ
 Q
v
@
o
o
 

～
「
～
㌧
 

P
@
.
 

ま
 ・
 
ア
ま
 d
 

「
旧
約
聖
書
し
「
 
出
 エ
ジ
プ
ト
 
記
 」
の
に
 

本
稿
の
本
論
部
分
に
お
け
る
、
マ
ル
セ
ル
の
諸
蕃
を
め
ぐ
る
 

参
 照
を
経
て
確
認
さ
れ
た
こ
の
結
論
的
解
釈
は
 

、
 概
ね
、
 

R
.
 

ト
 ロ
ヮ
フ
ォ
ソ
テ
 

１
 2
 師
の
総
ム
ロ
的
な
マ
ル
セ
ル
研
究
に
お
け
る
「
神
の
存
在
証
 

明
 」
に
対
す
る
マ
ル
セ
ル
の
見
解
の
解
釈
と
軌
を
一
に
し
て
い
 

る
 。
（
の
 

h
.
 

勾
 

で
あ
る
事
を
付
記
し
て
お
ぎ
た
い
。
ト
ロ
 

ヮ
 フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
 
師
 ほ
 そ
の
マ
ル
セ
ル
解
釈
の
全
般
を
通
じ
て
の
一
つ
の
根
本
視
点
 

と
し
て
、
マ
ル
 

セ
ル
に
お
け
る
「
存
在
」
 
8
%
 

⑧
の
概
念
と
「
実
存
」
 

宋
辻
ゑ
 
目
 り
の
）
の
概
念
を
区
別
す
べ
 

き
 事
を
挙
げ
、
そ
れ
を
ほ
 
ば
 全
巻
 に
わ
た
っ
て
 
展
 

閲
 し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
こ
 

で
 言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
師
が
、
「
神
の
存
在
（
の
Ⅹ
 

㌃
（
の
 

コ
り
 
の
）
 証 

明
 」
に
つ
い
て
の
マ
ル
セ
ル
の
批
判
を
解
釈
す
る
に
お
い
て
、
 

こ
の
視
点
を
援
用
し
つ
つ
、
「
マ
ル
セ
ル
に
と
っ
て
神
は
存
在
 

す
る
（
 か
 
（
 
お
 ）
 

の
で
あ
る
が
、
実
存
す
る
（
の
 

x
@
s
 

（
の
「
）
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
 

い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
こ
れ
も
彼
が
神
の
令
田
の
侍
の
 

コ
い
 
の
）
 の
証
明
を
無
 

効
 と
し
た
一
つ
の
理
由
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
の
 

ヒ
 
口
詞
 
叫
 
し
て
い
る
占
用
ハ
 

n
h
.
 

こ
ぎ
 ：
 セ
 0
 デ
 Ⅰ
一
 つ
ワ
ぃ
 
～
 
0
l
 
ぃ
 
ト
下
 

）
に
は
、
以
下
 

の
 如
く
問
い
を
呈
し
た
く
思
 
う
 。
第
一
に
 、
 果
た
し
て
マ
ル
セ
 
ル
が
、
 神
の
へ
の
 
ぉ
 
@
s
t
 

の
 
口
 
c
e
 
マ
を
 語
り
 ぅ
 る
と
考
え
な
か
っ
た
 
と
 虻
 別
言
 
回
 
し
と
 
ノ
る
 

も
の
で
あ
ろ
う
か
と
の
疑
問
で
あ
る
。
た
し
か
に
ト
ロ
 

ヮ
フ
ォ
 ソ
テ
ー
ヌ
師
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
マ
ル
セ
ル
自
身
が
初
期
に
 

お
い
て
は
、
 
神
 

に
つ
い
て
今
生
 紅
 の
 
コ
 
の
の
 
マ
 の
語
を
用
い
る
の
を
避
け
た
表
現
を
 

し
て
い
る
事
実
は
、
マ
ル
セ
ル
の
初
期
の
哲
学
論
文
の
中
に
 

窺
 ぅ
 事
が
で
 き
 

る
 。
（
の
Ⅰ
 
事
ハ
四
 @
 ㍉ き
咀
 
ま
ぬ
 
ぉ
汀
寸
キ
 
～
～
 

0
 の
っ
 

も
 
か
ミ
窯
梯
 

・
之
が
 
由
 
毛
 0
 
田
の
「
 

打
 ・
 P
 
き
ド
一
 
も
つ
の
 
廿
 ひ
の
・
の
の
 

l
Q
 
肘
 
・
）
し
か
し
マ
ル
セ
 
ル
 自
身
が
後
年
 

か
か
る
初
期
の
思
想
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
（
の
 

ト
 ㌢
 d
 ～
め
ミ
～
～
ぬ
か
 

窯
 
ま
日
～
 

ぉ
め
 
@
 づ
ゃ
 
・
 
ミ
よ
 の
）
 
，
 未
だ
探
求
途
上
の
 
思
索
を
試
行
的
鯛
  

 

な
 表
現
を
も
っ
て
展
開
し
た
所
の
こ
の
時
期
の
論
述
の
意
図
は
 

、
 専
ら
一
九
世
紀
の
観
念
論
の
流
れ
に
お
け
る
抽
象
化
さ
れ
た
 

神
 観
念
に
対
す
 5

1
 

す
る
反
論
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
積
極
的
に
 

、
 神
の
（
 俘
 Ⅰ
の
 

マ
と
 区
別
し
た
上
で
の
神
の
令
 
田
降
 の
 
目
 駿
の
否
定
と
解
 す
べ
 き
 か
ど
う
 



 
 

か
は
こ
こ
で
は
満
明
ら
か
で
 は
 な
い
と
い
い
う
る
。
従
っ
て
 マ
 ル
 セ
ル
の
 、
 専
ら
神
の
へ
 0
%
 降
り
臣
の
の
 

マ
 を
「
証
明
す
る
」
 
事
 仁
 対
し
て
な
さ
 

 
 

れ
た
主
と
し
て
回
心
後
の
批
判
が
 、
 神
の
令
 乙
簗
 の
 沫
 ③
そ
の
 も
の
の
否
定
と
い
う
こ
の
解
釈
を
傍
証
し
 ぅ
 る
も
の
た
り
 ぅ
る
 か
ど
う
か
も
、
 

5
 

 
 

ヱ
 必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
 で
あ
る
。
第
二
に
、
マ
ル
セ
ル
が
批
判
し
た
所
の
「
証
明
」
の
 
 
 

身
に
と
っ
て
 は
 、
「
神
の
令
 ニ
の
 （
の
 
口
 
n
 ⑧
」
を
証
明
す
る
事
は
 と
り
も
な
お
さ
ず
「
神
の
（
 ゅ
 
（
Ⅰ
⑧
」
を
証
明
す
る
事
に
他
な
ら
 
な
か
っ
た
 と
 

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
証
明
を
提
起
し
た
 中
世
ス
コ
ラ
学
者
た
ち
に
と
っ
て
 、
 合
の
の
の
の
三
連
 

マ
に
 対
し
て
 単
 に
合
 0
 の
㏄
の
 

ン
 の
 

別
の
会
日
。
ロ
ロ
 
姦
 
と
し
て
の
み
理
論
的
に
区
別
さ
れ
た
に
す
ぎ
 な
い
 
ヘ
 の
メ
ガ
（
の
 

コ
叶
連
マ
の
 概
念
が
 、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
以
降
 現
 代
 の
よ
う
な
 

「
実
存
」
の
含
意
を
持
た
な
い
事
は
い
さ
ま
で
も
な
い
。
 

又
 、
 い
 わ
ゆ
る
神
の
令
 辻
の
 （
の
 
コ
 （
 
@
 
き
を
証
明
す
る
事
に
よ
っ
て
、
「
 神
 が
 存
在
す
る
 

か
 」
（
戸
ロ
黒
房
 
ゑ
 こ
の
問
い
が
答
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
 
い
た
事
は
 、
 例
え
ば
ト
マ
ス
Ⅱ
 ア
 ク
イ
ナ
ス
の
立
て
た
問
題
か
 ら
も
明
白
で
あ
 

ろ
う
。
（
の
中
づ
 オ
 
0
 ヨ
毬
 @
0
 
ワ
 ユ
ダ
 @
 め ・
が
 ゅ
ヱ
 ・
）
）
そ
し
て
 こ
こ
で
ト
マ
ス
が
、
か
か
る
証
明
の
必
要
性
を
弁
証
す
る
に
お
 い
て
「
神
が
何
 

者
に
て
ま
し
ま
す
か
は
、
万
人
 仁
 と
っ
て
必
ず
し
も
自
明
で
ほ
 な
い
」
（
 註
 
（
Ⅳ
）
参
照
）
と
の
、
い
わ
ば
コ
プ
ラ
と
し
て
の
 八
の
の
の
㏄
 

さ
停
あ
マ
 

に
か
か
わ
っ
た
神
の
存
在
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
事
実
か
ら
も
 、
こ
こ
で
証
明
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
単
に
令
の
の
の
 

コ
 曲
鼓
に
対
す
 る
 八
の
 
メ
 巳
の
拝
の
 

コ
 

（
 
田
マ
 に
の
み
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
事
が
示
さ
 れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
一
般
的
に
マ
ル
セ
ル
に
 2
 人
 り
 
神
の
会
の
 

Ⅹ
 @
 
の
 
（
の
 
巨
 
c
e
 
マ
の
 否
定
と
い
う
ト
ロ
 
ヮ
フ
ォ
 ソ
テ
 l
 ヌ
師
の
解
釈
 が
 真
で
あ
る
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
文
脈
に
お
け
る
 証
 明
の
批
判
 か
 

ら
 、
か
か
る
神
の
令
 翫
の
 （
の
 
巳
 ③
の
否
定
と
い
う
解
釈
が
導
 き
 出
さ
れ
 ぅ
 る
と
は
少
な
く
と
も
こ
の
文
脈
が
そ
の
根
拠
 た
 り
う
る
と
ほ
 

思
え
ぬ
の
で
あ
る
。
第
三
に
 、
 仮
に
マ
ル
セ
ル
が
 、
ト
 
p
 ヮ
フ
ォ
 
ソ
テ
ー
ヌ
師
が
解
釈
す
る
 よ
う
 に
 、
 神
の
令
 宙
 ③
 
と
 
合
 。
 
パ
 あ
田
 
0
 コ
 り
 の
 
ン
 

と
を
積
極
的
に
区
別
し
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
マ
ル
セ
ル
が
 こ
の
今
迄
 の
 
（
の
 
沫
 鰯
の
概
念
を
神
に
全
く
適
用
で
き
な
い
と
 考
，
 え
た
の
か
ど
う
 

か
に
は
、
 
尚
 疑
問
が
残
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
 は
 彼
の
信
仰
と
の
矛
盾
を
ぎ
た
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 一
 
般
 
的
に
考
え
 

て
 、
三
位
一
体
の
神
を
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
信
徒
に
と
っ
て
 、
子
 な
る
キ
リ
ス
ト
の
 ぺ
 ル
ソ
ナ
に
お
け
る
神
は
、
ま
さ
し
く
ト
ロ
 ワ
フ
ォ
 ソ
テ
 l
 

ヌ
 師
が
解
釈
し
た
限
り
に
お
け
る
マ
ル
セ
ル
の
（
の
猿
の
（
の
 

コ
り
 
の
）
 概
念
に
お
い
て
も
、
経
験
可
能
な
被
 道
 世
界
の
人
間
的
状
況
 の
た
だ
中
に
実
 

存
し
た
も
の
と
し
て
信
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
 、
一
般
的
に
我
々
が
理
解
し
 ぅ
る
 限
り
の
、
子
な
る
位
格
に
お
 
げ
る
「
神
の
 

今
迄
 の
 
（
の
 
n
c
e
 
）
」
に
対
し
て
、
神
学
者
で
こ
そ
な
い
が
信
仰
者
 た
る
宗
教
哲
学
者
マ
ル
セ
ル
の
存
在
論
か
ら
 ト
 p
 ヮ
フ
ォ
ソ
テ
 
１
 2
 師
が
見
出
 

し
た
所
の
「
神
の
木
 俘
 「
 
e
s
 り
コ
 
の
の
 准
降
 0
 コ
 
り
鰯
 」
と
い
う
仮
説
 と
が
い
か
に
矛
盾
す
る
事
な
く
解
釈
さ
れ
る
か
が
、
師
に
対
し
 て
 問
わ
れ
 ぅ
る
 

め
 る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
の
 で
、
筆
者
は
マ
ル
セ
ル
が
批
判
す
る
所
の
「
証
明
」
の
内
容
に
 つ
い
て
、
ト
 
ロ
 

ワ
フ
ォ
 ソ
テ
 @
 ヌ
師
の
如
く
神
の
令
 ヰ
 
Ⅱ
の
 
ン
 に
対
し
て
神
の
八
 の
丘
の
（
の
 

コ
り
 
の
 
マ
 を
概
念
的
に
区
別
す
る
事
を
あ
え
て
避
け
た
次
第
 で
あ
る
。
・
 し
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と
し
て
直
ち
に
「
再
認
識
 説
 」
 6
 母
音
曲
 ヴ
オ
 
こ
臣
 
S
 
 が
 思
い
う
か
べ
ら
れ
 

る
 。
こ
れ
は
、
人
間
（
ま
た
世
界
全
体
も
）
が
本
来
絶
対
 者
 シ
ヴ
ァ
に
 他
 な
ら
ず
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
，
」
と
に
 
よ
っ
て
解
脱
が
得
ら
れ
 

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
再
認
識
」
を
得
る
た
め
 の
手
段
と
し
て
四
種
の
方
法
（
仁
で
 
ゅ
せ
 
が
）
が
説
か
れ
て
 い
る
。
こ
の
四
種
だ
 け
 

を
 見
る
時
、
カ
シ
 、
、
、
｜
ル
 

・
シ
ヴ
ァ
派
は
全
く
自
力
的
で
 非
常
に
哲
学
的
な
宗
教
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
 、
実
際
の
と
こ
ろ
は
 広
 
55  (363) 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
は
中
世
ヒ
ン
ド
ク
ー
 教
 中
の
シ
ヴ
ァ
 
教
 の
 
一
派
で
あ
る
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
の
救
済
論
の
体
系
を
 、
こ
の
派
の
最
大
の
人
 

物
ア
ビ
 
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
 コ
タ
ソ
 ト
ラ
ー
ロ
ー
カ
し
に
依
り
な
 が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
 ま
 ず
 救
済
論
の
前
提
と
 

な
る
束
縛
の
原
因
に
つ
い
て
の
理
論
を
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
と
比
較
 し
な
が
ら
考
察
す
る
。
つ
い
で
救
済
の
手
段
で
あ
る
四
つ
の
 
㌍
で
卸
せ
 

簿
 （
方
法
）
の
 

体
系
を
分
析
し
、
こ
れ
が
単
に
個
人
的
方
法
で
あ
る
だ
け
で
は
 な
く
、
イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
 ソ
 儀
礼
（
 0
%
 偶
 ）
に
よ
る
弟
子
の
 救
済
の
方
法
を
も
 含
 

ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
更
に
赤
い
 

叶
 （
 
ぢ
ゅ
 （
 
曲
 （
恩
寵
の
力
 の
 降
下
）
の
体
系
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
恩
寵
と
し
て
の
 信
仰
（
 ヴ
ォ
 
p
F
 
ヱ
 ）
 が
 

救
済
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 す
る
。
こ
の
よ
う
に
 タ
ソ
ト
 リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
神
秘
修
行
 と
 超
自
然
力
の
探
究
 

に
 加
え
て
、
 
す
下
 
a
k
t
@
 
は
大
き
な
位
置
を
占
め
、
解
脱
志
向
の
在
 家
 を
そ
の
重
要
な
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
、
シ
ヴ
ァ
 
教
 、
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
、
イ
ニ
シ
エ
 

イ
シ
，
ン
 、
神
秘
修
行
 

カ
シ
ミ
ー
ル
。
シ
ヴ
ァ
派
に
お
け
る
 目
で
卸
 
せ
の
と
 

か
 ド
ガ
（
 

ぢ
哩
い
 の
体
系
 

Ⅰ
 
"
 
"
 
丁
字
 

古
 同
島
 



聖
典
シ
ヴ
ァ
派
は
 カ
シ
、
、
、
｜
ル
 
・
シ
ヴ
ァ
派
と
同
じ
く
 

 
 

る
 

シ
ヴ
ァ
派
の
方
が
よ
り
遅
く
分
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
 。
ア
一
ガ
マ
自
体
に
二
元
論
的
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
し
  
 

の
が
 
由
 Ⅱ
。
 
寺
 。
 由
 
等
の
二
元
論
者
が
不
二
一
元
論
者
に
先
行
 し
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
お
  
 

理
 が
立
て
ら
れ
て
い
る
１
１
 主
 
（
黒
田
）
、
家
畜
（
 
つ
り
ぬ
仁
 

）
、
束
縛
（
 思
絆
 ）
で
あ
る
。
主
は
無
始
以
来
の
全
知
全
 肯
邑
 

（
 
つ
 
5
 ）
 

畜
は
個
々
の
魂
で
あ
っ
て
本
性
的
に
は
主
と
同
じ
能
力
 を
 持
ち
な
が
ら
束
縛
の
た
め
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
。
束
縛
 は
 

と
 呼
ば
れ
、
こ
れ
が
本
性
上
シ
ヴ
ァ
に
等
し
い
人
間
を
 無
始
以
来
覆
っ
て
い
る
。
こ
の
日
田
曲
は
実
体
的
な
も
の
 な
 が

、
ヵ
 
シ
ミ
ー
ル
・
 

理
論
化
に
関
し
て
も
 

て
は
三
つ
の
根
本
原
 

の
存
在
で
あ
り
、
 
家
 

（
 
G
 ）
 

「
汚
れ
」
（
 日
 曲
鼠
）
 

の
で
、
実
体
的
な
行
 

  

聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
お
け
る
束
縛
の
原
因
 

救
済
論
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
ま
ず
束
縛
の
原
因
が
 ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
 明
 ら
か
に
し
て
お
か
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
 ヵ
シ
、
、
、
 

 
 

（
 
ぬ
 
0
 ヰ
 
セ
 が
の
ぎ
 
年
 甘
ゆ
コ
ヰ
 

簿
 ）
 

に
お
け
る
束
縛
の
概
念
か
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

I
 

㌧
 q
p
 
Ⅰ
 甘
 リ
サ
ゴ
 
ど
田
 W
 
 
の
哲
学
 

（ ァ く   
の お に 

力 げ も 

の る 訴 

降 最 え 
下 天 か 
） の げ 
と 人 ら 

を 物 れ 
分 ア る 
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性
質
を
持
つ
無
数
の
魂
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
個
々
 

の
 魂
は
本
質
的
に
平
等
で
あ
 

 
 

は
し
な
い
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
に
 

よ
っ
て
日
生
の
が
自
動
的
に
 

接
 
熟
し
て
い
く
な
ら
ば
各
個
我
の
行
為
の
多
少
に
 

ょ
 っ
て
い
く
ら
か
差
が
あ
る
に
し
て
も
ほ
 

ば
 同
時
に
日
色
 が
 ほ
 熟
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
 

笘
る
 。
こ
の
不
平
等
を
説
明
す
る
 
汎
 イ
ン
ド
的
理
論
 で
あ
る
カ
ル
マ
は
こ
の
場
合
切
げ
に
な
ら
な
い
。
何
故
な
 

ら
 、
た
と
え
時
間
的
に
は
 
無
 

 
 

姉
 
限
の
過
去
か
ら
世
界
が
存
在
し
て
い
る
に
し
て
も
、
 

論
理
的
に
は
カ
ル
マ
は
日
日
曲
の
後
に
来
る
二
次
的
な
 

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

シ
 
そ
し
て
日
色
 ド
 の
方
は
全
て
の
魂
に
共
通
の
単
一
の
 
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
精
神
的
存
在
 

で
は
な
く
多
数
で
あ
る
も
の
 

ゆ
は
 、
永
遠
で
は
な
い
、
つ
ま
り
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
 

る
 、
と
い
う
シ
ヴ
ァ
教
の
公
理
に
よ
っ
て
い
る
。
も
し
 

ョ
 p
F
p
 

が
多
数
で
あ
れ
ば
、
 

 
 

シ
 
シ
ヴ
ァ
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
 

な
り
、
シ
ヴ
ァ
は
義
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
聖
典
 

シ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
が
無
数
の
「
妨
げ
る
 
力
 」
 尖
 0
 
口
目
 
ぺ
 
@
 
か
革
ま
り
）
を
持
つ
 

、
と
説
明
し
ょ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
実
質
的
に
日
 

曲
 す
を
多
数
化
す
る
こ
と
 

ぬ
 
さ
せ
る
）
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 神
を
義
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

聖
 典
 シ
ヴ
ァ
派
の
も
う
一
つ
の
 

    ipata  の体系 

っ の が 為 
聖 
典 
  
ウ     
    
派 
が @ 

  
泊 - Ⅰ   不一 物質   

的   
な 

Ⅱ 臣 

簿 ） 
  よ   
を 
ミ刀 

る 

口 , じ , 
め 

る   
の 

の 
ま、 @ 再 
  解   
の 釈 
苦 
し 

み 
セ @ ヒ 

満   
ち 
ナ、 Ⅰ 

輸 @ 
廻 
の   
世 の 、 は に 

界 時 こ 白 す 
の   
創造 

が 

八口 

簿 ） の 

を 
  

で え 為 

使 「 
あ ら に 

  る れ よ 

古 
。 て っ 

す 
こ い て 

」 

@ （ 到烈 8 れに 日 い下 ょ る 。こ （ ） 



こ
の
無
知
の
性
質
で
あ
る
 0
 こ
れ
は
通
常
の
無
知
で
は
な
 く
 、
意
識
の
自
己
限
定
か
ら
生
じ
る
一
種
の
不
充
足
感
 （
が
ロ
ロ
Ⅰ
づ
巳
（
（
）
 

P
 コ
 Ⅱ
 燵
什
ゆ
 

）
 、
 

-
 
Ⅱ
 @
 

対
象
を
享
受
し
ょ
う
と
す
る
欲
望
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
ぅ
 

 
 

笘
と
 呼
ば
れ
、
通
常
の
 

｜
 
こ
ヰ
 
は
 @
 、
 満
足
な
説
明
と
な
ら
な
し
（
 、
 
o
"
 
0
@
 
 

こ
れ
は
結
局
そ
れ
 

ぞ
れ
の
魂
が
非
常
に
異
な
っ
た
程
度
の
日
 巴
舘
と
 結
び
 付
い
て
い
る
と
三
振
 す
 

る
の
と
同
じ
に
な
り
、
魂
の
不
平
等
を
仮
定
す
る
こ
と
に
 な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
は
絶
対
的
な
不
 三
 一
元
論
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
ょ
う
と
す
る
。
 

無
 数
の
魂
が
神
の
自
己
 

限
定
で
あ
っ
て
神
と
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
も
の
で
あ
 れ
ば
 神
 議
論
的
問
題
は
生
じ
な
い
。
個
々
の
魂
の
間
の
差
 異
に
つ
い
て
も
神
が
自
 

己
 の
ど
の
部
分
を
限
定
し
ょ
う
が
自
由
で
あ
る
か
ら
 同
 様
に
問
題
と
な
ら
な
い
。
「
完
全
に
独
立
自
存
で
（
臼
茸
 リ
コ
 
（
 
r
a
 
）
精
神
を
本
質
 

と
し
 
（
 
0
 三
百
 罵
 ）
光
輝
を
本
性
と
す
る
（
 官
 ㌻
 ゅ
ぬ
 
翌
日
 斡
コ
 
）
神
は
 、
 自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
（
の
 
セ
 が
 す
ぽ
倒
つ
り
 

（
 
ド
ゴ
 
）
 
ロ
 自
ら
の
し
本
性
を
 

隠
す
戯
れ
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
令
月
江
 づ
 r
a
c
e
 

ゴ
餌
許
コ
 
ゅ
 下
田
 ゆ
せ
 
。
 幅
翠
 ）
、
多
数
の
個
我
と
な
る
」
（
 円
ナ
 ・
 %
 安
 
ト
 o
A
 
）
と
言
わ
れ
て
い
 

る
 0
 こ
う
し
た
神
の
自
己
限
定
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
 本
 性
 」
あ
る
い
は
「
戯
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 
「
我
々
の
質
問
の
彼
方
 

に
あ
る
」
（
づ
下
・
 x
 田
 ・
 き
づ
 ）
。
ま
た
あ
る
所
で
は
「
 
最
 も
 成
し
難
い
こ
と
を
成
そ
う
と
す
る
意
志
」
 月
ト
 ・
 守
 
P
o
 
）
と
説
明
さ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
光
輝
そ
の
も
の
で
あ
る
シ
ヴ
ァ
が
そ
の
本
性
を
隠
す
 ほ
ど
難
し
い
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
神
の
自
己
限
定
と
し
て
個
我
が
あ
る
の
で
あ
 る
が
、
個
我
は
そ
の
神
的
本
質
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
 、
 常
に
解
脱
の
可
能
 

性
 が
存
在
す
る
。
「
神
の
独
立
自
存
は
か
く
の
ご
と
 ぎ
 も
の
で
あ
る
の
で
、
個
我
の
形
を
取
っ
て
い
て
も
、
彼
は
 自
ら
の
浄
い
本
性
に
達
 

す
る
」
（
 づ
レ
 ・
 %
 安
・
 

P
0
8
 

。
こ
れ
は
、
後
で
述
べ
る
 ょ
 う
 に
神
の
恩
恵
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
 

こ
の
よ
う
な
恩
寵
中
心
 

の
 見
方
に
対
し
て
、
自
力
的
な
立
場
も
当
然
可
能
で
あ
る
 。
何
故
な
ら
、
個
我
は
本
性
上
シ
ヴ
ァ
に
他
な
ら
な
い
 か
ら
、
シ
ヴ
ァ
の
恩
寵
 

の
 働
き
は
自
己
内
部
か
ら
の
 働
 ぎ
と
し
て
も
現
れ
る
か
ら
 で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
日
田
 ド
は
 シ
ヴ
ァ
Ⅱ
意
識
の
自
 己
 隠
蔽
に
よ
る
無
知
 

Ⅱ
 -
 

（
 
P
 古
村
尾
）
と
し
て
 再
 解
釈
さ
れ
、
こ
の
無
知
を
滅
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
 

@
 
」
こ
で
注
意
す
べ
 き
 は
   



カシ ; 一ル・シヴァ 派における 

四
種
の
毛
 囲
ぜ
由
 と
は
、
 
a
3
 る
 倒
 せ
 p
 。
 ぬ
ゅ
 田
こ
 プ
 ㏄
ぺ
曲
 田
せ
釧
 ぜ
 a
 。
 ぬ
ゆ
オ
 村
田
 づ
ゆ
せ
 p
 。
 卸
申
帥
づ
 
a
.
E
 
Ⅰ
 ゅ
ぜ
 ㏄
の
四
つ
で
あ
る
 が
曲
コ
 臣
で
 ゅ
 せ
 い
 
以
外
 

（
 @
 
い
 
）
 

の
 
三
つ
は
既
に
タ
ン
ト
ラ
に
見
ら
れ
る
分
類
で
あ
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
分
類
は
 
ア
ビ
 
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
 る
が
、
そ
の
否
定
接
頭
語
。
 目
 。
が
示
す
 よ
う
 に
字
義
 ど
 う
 り
に
訳
せ
ば
（
 

 
 

 
 

「
非
方
法
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
く
何
も
無
い
の
で
は
 
な
く
、
師
の
一
言
な
ど
に
よ
っ
て
頓
悟
す
る
場
合
を
指
 し
て
い
る
。
そ
の
二
日
 

Upay a とる aktipat 

あ 
る 
が 

以 
II T 

れ @ "@ 

そ 

  
  
Ⅰ 

（ 
  

曲 l で 
Ⅱ   
  Ⅱ の ） 

の 

体 
系 
を 
見 
て 

い 
    
@ 

  

し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
無
知
は
相
互
に
影
響
し
の
に
よ
っ
て
二
つ
の
無
知
を
同
時
に
滅
し
生
前
解
脱
 

格
 

を
滅
す
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
れ
 

お
う
 
と
さ
れ
て
し
る
の
 

、
 ・
・
 

：
（
 

て
ヴ
曲
 

：
・
 

3
@
i
@
4
 

I
 
）
 
O
 
 

二
ロ
ロ
ォ
 

力
 
曲
 
自
力
的
な
救
済
を
 
p
u
 

コ
リ
コ
 

l
 口
  
 

イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
（
 隼
守
冬
 ）
で
あ
る
が
。
生
前
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 

無
知
 

惟
を
 

（
 
Ⅰ
 

は
な
 

 
 

知
 と
区
別
さ
れ
て
い
る
（
 円
巨
 ・
 デ
お
 ）
。
Ⅰ
が
二
三
冬
 

い
古
 目
曲
 壁
ニ
口
述
的
 
思
 

越
え
た
申
さ
下
せ
 曲
 な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
（
 円
 下
ゲ
お
 ㏄
）
 
、
す
 リ
ヰ
 
隼
宙
 
ぎ
が
 古
卸
コ
 
㏄
は
 @
 
口
述
 
的
 
そ
 い
オ
 
が
）
 
口
 曲
な
 Ⅰ
も
の
で
 

め
る
 

士
 

曲
宙
円
ト
 
・
 デ
り
下
 
。
 く
 0
 デ
コ
 
つ
つ
 Ⅰ
 宙
，
べ
 

）
。
 
伴
従
 
っ
て
 、
ヴ
仁
 
口
口
已
に
属
す
る
せ
守
生
 屈
 な
無
知
を
滅
す
る
だ
け
で
 は
 解
脱
の
手
段
と
 

 
 

を
 滅
す
れ
ば
死
の
時
に
解
脱
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
 こ
れ
を
行
 う
め
 が
 



（ ラ 人 に を 9 たる の づぴさ 弄 。 れ的 る」 こ紹 l で営 伴シ 

ヴァぶ と 日笘 儀 ・ ある。 に生じ た 存 っ   
  

  
盤局ヲ 

サ 
す 
  

法   

と の 臣 ・ 

雙 @ 
せ 

ワ -" "  も 
  

る 

か （ 曲 次 

義 

返 6 人人い 、 
な セこ ョ   
な場 補 の ばな   

と な に い 

    ト を に 種 
木目 う キ甲 白 々 
互   さ ら の 非概 TA 「 、 & オ簿 「 ゆ 一、 その の お 、 。 吸収 び 貫 ム れ の 展 

第 日 部 す さ 念 入 ド た 内 開 

方 で 
法 あ 

る では 。 
な こ 

い の よ 
づノ @ @ 
な   
      
サ @ - 
よ 

  

て弟 

子 
ひよ 

  
ち 
ケ @ 甲 

圭一 

明解 

脱 
を 
得 
る 

従 
  
て 

    

  
  
そ 
  
名 
    

ホす 

よ 

  
セ @ - 
本 
来 
の   

暴提介 

で， 
の 

  

（
 憶
 @
 

と
は
、
例
え
ば
、
「
私
は
ま
さ
に
彼
で
あ
り
、
自
生
の
光
 輝
 で
あ
り
、
万
物
を
自
性
と
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
 い
る
」
と
い
っ
た
も
の
 

 
  

 



  

こ
の
方
法
は
概
念
的
思
考
に
頼
り
、
そ
れ
を
 突
 

a
 
 る
も
の
で
あ
る
。
 
づ
 さ
さ
～
「
 

n
e
Q
 
～
 
寮
荘
キ
田
 

さ
や
 曲
 （
 ボ
デ
 

解
し
て
も
解
脱
に
赴
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
場
合
 

出
来
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
能
力
を
持
た
な
い
人
が
 、
 

人
々
に
と
っ
て
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
象
徴
体
系
の
 

（
む
し
ろ
「
 実
視
 」
と
言
っ
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
 

一
二
か
 曲
ガ
ヰ
曲
 
・
 
仁
せ
 刮
目
 
曲
 

き
 詰
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
浄
化
し
、
最
終
的
に
非
 概
 

～
）
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
 

目
 私
は
身
体
か
ら
 

教
え
な
ど
で
充
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宇
宙
的
ヴ
ィ
 

は
 、
概
念
的
思
考
に
頼
る
方
法
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
 

単
に
知
的
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
㏄
の
原
理
（
 荻
 （
（
 

が
 ）
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
ご
く
僅
か
の
人
々
に
 

念
約
思
考
に
達
し
ょ
う
と
す
 

な
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
 

屈
 ）
の
象
徴
体
系
を
理
 

過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
 

な
い
の
で
あ
る
 0
 

シ
ョ
ン
を
得
る
こ
と
が
 

系
 

体
 

の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

k
 
土
 

 
 

 
 

 
 

叩
 

カ
ル
マ
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
 0
 私
は
 
日
色
欝
を
持
っ
て
い
な
い
 
0
 私
は
何
か
他
の
も
の
に
よ
っ
 て
 動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
 

何
な
い
。
 L
 こ
の
よ
う
に
 

ロ
セ
 

存
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 口
 こ
れ
と
反
対
の
 
づ
 安
生
審
を
浄
化
し
、
明
確
な
知
の
状
 態
に
 
（
の
 
で
 p
 の
あ
 づ
圧
 Ⅱ
 卸
庁
日
 
p
.
 

安
蒜
 日 ）
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
幸
運
な
者
達
は
 師
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
お
 日
ゅ
づ
 
の
給
に
赴
く
」
。
 

 
 

妬
 

こ
の
ま
 オ
 が
せ
曲
の
浄
化
は
村
（
 
村
曲
 「
論
理
」
に
 よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
 

絃
 鼻
革
と
は
、
「
取
る
べ
 
き
 も
の
 」
（
 仁
づ
ひ
 
隼
の
Ⅱ
 
帥
 ）
と
「
捨
て
去
 

シ
 
ヴ
 
ら
れ
る
べ
 き
 も
の
」
宙
の
せ
 曲
 ）
の
弁
別
で
あ
る
。
 
「
 
取
る
べ
 き
 も
の
」
と
は
、
上
に
引
用
し
た
よ
う
な
考
え
で
 あ
り
、
「
捨
て
去
ら
れ
る
べ
 

～
 
ぎ
 も
の
」
と
は
そ
れ
ら
と
反
対
の
考
え
で
あ
り
、
 

と
 

 
 

ず
 論
理
に
よ
っ
て
他
派
の
 教
 

 
 

バ
 

理
を
捨
て
去
り
、
シ
ヴ
ァ
教
の
教
理
を
得
て
そ
れ
を
 繰
り
返
し
繰
り
返
し
反
復
し
て
い
く
と
、
そ
の
概
念
は
 次
第
に
明
確
な
も
の
と
な
 

 
 

り
 、
最
高
度
に
明
確
に
な
っ
た
概
念
は
つ
い
に
 p
4
%
 
巴
 下
 
に
転
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
（
月
下
・
 
ミ
 ・
 e 。
す
な
わ
 ち
 最
終
的
に
は
「
私
は
   

三
章
で
は
 サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
㏄
の
 原
理
（
（
 
曲
 （
（
 

づ
 P
 ）
の
象
徴
体
系
が
説
か
れ
て
い
る
。
 だ
 が
こ
の
よ
う
な
「
幻
視
」
 



四
 

ゆ
中
苗
Ⅱ
 
曲
 ，
 
e
 Ⅰ
 卸
 Ⅱ
 a
 

ゅ
 
申
が
 
つ
 p
,
E
 

づ
ひ
 
せ
が
も
 
ま
寸
 p
F
 

で
が
の
浄
化
で
あ
る
が
、
 

旗
リ
 
ガ
 旺
 
p
.
 

ヒ
で
 

ゅ
 偲
の
場
合
は
ま
 F
p
 

）
で
曲
が
そ
れ
自
体
で
洛
ま
 

る
の
に
対
し
て
、
 
他
 

の
手
段
に
依
る
場
合
が
 り
 
申
が
 
つ
 a
.
E
 
で
ど
う
で
あ
る
と
 @
 わ
れ
る
。
「
 ま
 下
運
 曲
 
が
そ
れ
自
体
の
浄
化
の
た
め
に
 他
 の
手
段
に
依
る
時
は
 、
 

ぎ
 Ⅰ
年
日
。
 
揺
ゅ
憾
 、
身
体
、
瓶
、
等
の
制
限
さ
れ
た
 
何
認
 識
 主
体
つ
 q
p
 
日
ゅ
 （
 
q
U
 

を
手
段
と
し
て
、
 

ビ
毛
性
 に
達
 し
て
 
囲
 
甲
申
 
ぺ
 簿
の
知
を
明
 

ら
か
に
す
る
。
 
け
臣
 
年
年
玉
 は
目
ピ
ぎ
 曲
か
ら
な
り
、
Ⅰ
（
 ゅ
 偲
は
微
細
と
粗
大
で
あ
り
、
粗
大
は
斥
 
n
p
 
母
か
ら
な
 

微
細
は
 4
 曲
お
 か
 

と
 呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
身
体
と
は
特
別
な
姿
勢
で
 あ
り
、
 
才
 a
r
a
 

め
簿
と
 呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

瓶
 等
と
は
 

0
 
対
象
 口
 で
あ
 

っ
て
、
 瓶
 、
祭
壇
、
リ
ン
ガ
ロ
な
ど
 し
 の
 で
三
ゅ
 等
の
手
 段
 と
し
て
我
人
が
後
に
語
る
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ
る
 0
-
 

@
2
 

」
 
@
 

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 年
ゴ
 
Ⅱ
 ゅ
 コ
 チ
緯
 c
c
 
卸
 q
P
 
 
（
 
づ
が
 
）
・
 
Ⅱ
が
Ⅱ
 

ゼ
 a
-
 オ
 P
 Ⅱ
曲
づ
 

ゅ
 
。
の
由
す
 

ゆ
コ
り
 
で
Ⅱ
 
麓
ヰ
燵
せ
 
㏄
（
 臣
革
 
）
（
上
で
は
 

ヴ
リ
 
ア
 せ
 の
と
し
て
 

挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
の
五
 つ
は
 、
 寒
已
薫
 ぎ
ミ
 遥
窯
ぎ
き
 ～
 
Ⅰ
さ
 
て
 a
.
 （
 
二
 ・
 ド
ト
 
）
に
お
い
て
既
に
 ゅ
ゆ
 
が
 
ぺ
 p
.
E
 

で
 ゅ
ぜ
曲
 
区
分
と
し
て
述
べ
ら
れ
 

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
そ
れ
 を
 
「
制
限
さ
れ
た
認
識
主
体
（
 
ロ
 ㏄
「
 
@
@
 （
 
い
 
ロ
口
目
 翠
ハ
 ）
」
の
 理
論
に
従
っ
て
並
べ
 

替
え
 分
 煩
し
て
い
る
。
 

 
 

簡
単
に
そ
の
理
論
を
述
べ
る
と
、
 

審
ユ
ま
 h
p
 

で
き
 

日
ど
ハ
 
と
は
、
純
粋
の
認
識
主
体
で
あ
る
意
識
が
現
象
 界
 に
現
 れ
る
時
に
取
る
限
定
 

す め れ シ る 。 街と @  さ 、そ ヴァ 

れ の で 

て 本 あ 
い 質 る 
る は 」 

。 す と 

  
下 あ 実 

  
丁男な 

    

  
  

す 仁へ臣ミコた の ご 「カ @ 沖 （ 
ガ オ が   

記 入 は 

のが芹田㏄Ⅱ 述が 去の（ 古文の七れ 却 ） 

と で景一口回 Ⅱ りで 下 る @ 
省 の 呼 
略 も ば 
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カシミール・シヴァ 派 における upaya  
 る aktip 百 ta   体系 

口
 n
n
 
叩
 ㏄
と
は
、
五
種
の
 
づ
 「
 
ゅ
握
 （
 
屈
 ゅ
中
 
a
-
 
ぜ
ぎ
 P
-
 
。
 
P
 日
ゅ
ミ
 ・
 臣
ゆ
 き
、
 毛
ゅ
奉
 ）
を
支
え
と
す
る
冥
想
 法
で
 あ
る
が
、
こ
こ
で
も
 

冥
想
の
中
心
に
あ
る
の
は
認
識
対
象
と
認
識
主
体
の
区
 則
 せ
な
く
す
こ
と
に
あ
る
（
 円
ト
 ・
 ヌ
 お
 ふ
け
 
）
。
 

4
%
 

（
中
韓
 

は
、
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
 繰
り
返
し
（
発
声
し
て
、
あ
る
い
は
精
神
的
に
）
で
あ
る
 が
 、
こ
れ
は
指
示
 対
 

象
を
欠
い
て
い
る
が
故
に
、
純
粋
精
神
を
か
ぎ
た
て
る
 カ
ぶ
 
Ⅲ
あ
る
 レ
 
Ⅰ
 ど
ふ
仙
て
ぃ
プ
 

*
 

0
 
 
（
 
づ
ト
 ・
 ヌ
 ）
の
）
。
）
 

肚
 ㍉
）
。
 

63 (3 「 1n 

-
 
為
 @
 

自
ら
の
意
識
の
み
か
ら
な
り
、
意
識
は
創
造
等
の
自
由
 を
 持
っ
こ
と
を
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
の
 
日
翠
ハ
は
、
い
 
わ
ふ
ツ
る
づ
仁
 

@
 

Ⅰ
 ぜ
が
 
㏄
叶
の
 

カ
 リ
に
あ
た
れ
 ワ
、
 我
々
の
感
覚
機
能
の
総
体
で
あ
る
 0
 
 
監
 す
角
。
 

づ
 Ⅰ
 ゅ
日
ゆ
 
（
 
ハ
 は
 、
身
体
で
あ
る
。
 
外
 

的
 対
象
は
認
識
主
体
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
 か
も
知
れ
な
い
が
、
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
の
立
場
か
 ら
す
る
と
全
て
の
物
は
 

シ
ヴ
ァ
Ⅱ
意
識
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
も
最
も
限
 定
 さ
れ
た
認
識
主
体
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
中
 
で
、
 か
 白
コ
 
せ
 p
 。
 
p
 へ
い
ヨ
ゆ
ヰ
 

は
 概
念
作
用
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
 

4
 日
 簿
 ）
 
づ
 曲
を
滅
す
 る
 手
段
と
な
り
得
な
い
。
そ
れ
故
、
 

ヴ
 目
印
 
宙
 已
も
母
島
 ひ
 （
 
叫
 以
下
の
四
 つ
が
 手
段
と
 

し
て
用
い
ら
れ
る
。
 

ミ
屯
ひ
コ
 
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
自
ら
 の
 心
臓
に
お
い
て
、
自
性
の
光
輝
を
、
火
、
太
陽
、
月
の
 結
合
と
し
て
観
想
す
 

る
 。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
認
識
主
体
、
認
識
手
段
、
 
認
識
対
象
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
、
創
造
、
 
維
 持
 、
還
滅
、
不
可
 言
 

@
 
㌘
 @
 

（
が
 
コ
ゅ
 
ガ
す
せ
じ
の
面
を
持
ち
、
結
局
（
の
 
X
 じ
 Ⅱ
は
の
 光
 線
を
持
っ
た
 c
a
 
耳
 い
と
し
て
観
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
 な
 バ
イ
ラ
 ブ
ァ
 
の
 火
 

を
、
 目
な
ど
の
感
官
を
通
じ
て
外
部
の
対
象
に
投
影
し
 、
 そ
の
対
象
が
創
造
、
維
持
、
還
滅
の
過
程
に
よ
っ
て
 こ
 の
 
c
a
 
オ
 r
a
 
 
と
同
じ
も
 

の
で
あ
る
と
観
想
す
る
。
そ
し
て
外
的
対
象
を
拡
大
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
、
全
世
界
も
同
じ
も
の
と
し
て
観
想
す
 る
 。
こ
う
し
て
対
象
が
 

-
 
㌍
 @
 

次
が
 、
ヴ
 Ⅰ
年
 
4
 江
口
（
曲
目
 
注
ハ
 
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
裁
衣
 の
 判

断
力
の
基
体
で
あ
り
㏄
原
理
中
の
丘
 
年
せ
 W
.
 
（
が
（
（
 

4
%
 
に
あ
た
る
。
 
づ
 （
 
ゅ
ほ
 ・
 

っ
ぁ
日
ゅ
 （
 
サ
 で
あ
る
が
、
こ
れ
は
深
い
眠
り
あ
る
い
は
 宇
 宙
の
還
滅
（
で
「
 P
 下
田
が
）
に
お
け
る
よ
う
な
対
象
を
持
っ
 
て
い
な
い
意
識
で
あ
る
。
 

さ
れ
た
姿
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
派
が
誤
っ
て
 

ア
ー
ト
マ
ン
 
と
 見
な
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
 

-
4
 

2
 
 

）
 一
番
上
 

に
 来
る
の
が
、
 
ぬ
目
コ
 

Ⅱ
 曲
 



五
の
Ⅰ
す
曲
 ヲ
簿
つ
弓
曲
オ
曲
 

）
Ⅰ
 
曲
 

さ
て
最
後
の
降
 ゴ
 ひ
わ
が
で
Ⅰ
が
方
が
 

6
 曲
で
あ
る
が
、
こ
の
内
 容
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。
実
際
、
当
年
 づ
 ど
う
か
ら
 
カ
 リ
 r
a
 
コ
 い
ま
で
の
 

ゆ
 臣
が
 
セ
 p
.
 
け
弓
ゆ
 
古
の
。
が
 ロ
タ
ソ
 ト
ラ
 I
 ロ
ー
カ
 ヒ
 の
 空
豆
 

枯
 

早
 か
ら
第
五
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
最
後
 の
 第
三
十
セ
草
ま
で
の
 

（
 
ハ
 
2
z
 

Ⅰ
）
 

大
部
分
が
の
 日
ゅ
 コ
曲
 
づ
 （
 笘
下
与
 が
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
従
っ
て
、
 隼
守
ゅ
ゆ
 
等
も
降
 甘
 ゆ
 コ
曲
づ
 
「
 斡
斤
笘
 
せ
の
の
一
つ
 と
し
て
 
囲
 中
巳
 
づ
 a
,
u
 

で
 リ
セ
 
の
 

を
 構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
従
来
は
っ
き
り
と
 認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 

降
ア
卸
コ
麓
づ
 

「
 簿
 ガ
が
 
～
 
p
a
 
 
と
い
う
語
自
体
 

ほ
 本
来
「
場
所
を
作
る
こ
と
」
と
い
う
字
義
ど
う
り
に
、
 マ
ン
ダ
ラ
 や
 神
像
な
ど
の
作
成
を
指
し
て
い
た
の
で
は
 な
い
か
と
思
わ
れ
る
 

が
 、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
こ
の
意
味
を
非
常
に
拡
張
 し
て
用
い
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
の
ま
 

卸
臣
曲
で
 

へ
の
 
左
帥
与
舶
 は
 更
に
三
つ
に
区
分
さ
 

（
㏄
）
 

れ
る
。
 

p
r
 

ゅ
弔
 
p
 、
身
体
、
外
部
で
あ
る
。
 
づ
 ㍉
ゅ
中
巳
 
は
 更
に
五
つ
に
、
身
体
は
内
的
と
外
的
の
二
つ
に
、
外
部
 
は
 、
マ
ン
ダ
ラ
、
祭
壇
 

（
の
手
の
 

り
臼
 8
 ）
、
 器
 、
数
珠
、
本
、
 
リ
ソ
ガ
 、
頭
蓋
骨
、
 
布
 
（
 
づ
 よ
し
、
塑
像
（
 づ
 二
の
（
が
）
、
図
像
（
 

づ
 r
P
 

曲
目
 

囲
 ）
 、
 

  

一
に
下
位
区
分
さ
れ
る
（
月
下
 

ま
 ・
㌣
 さ
 。
こ
の
 ょ
う
 な
 区
分
を
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
 は
そ
の
後
こ
れ
に
従
っ
 

て
の
べ
て
い
く
の
で
わ
な
い
。
彼
は
た
だ
、
ま
ず
で
 ぺ
ゅ
弔
 
の
に
基
づ
く
も
の
を
述
べ
よ
う
と
言
っ
て
 、
接
 ま
つ
の
 コ
 （
 道
 ）
に
つ
い
て
語
り
始
 

め
る
の
で
あ
る
（
 づ
ン
 ・
 ま
 ・
 ム
す
 の
）
。
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
 グ
プ
 タ
の
 意
図
が
 、
の
 （
 
オ
釦
 
コ
 %
 づ
 「
 P
 村
巴
 審
の
題
目
の
も
と
に
 
が
 年
す
Ⅱ
の
 

コ
 に
つ
い
て
 説
 

く
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 き
ォ
づ
 が
 コ
 
を
導
入
す
る
た
め
に
、
特
に
最
初
に
扱
 う
 
「
時
間
の
道
」
（
 F
w
 
正
 ・
 

（
 
2
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

曲
年
オ
セ
 

リ
コ
）
が
 つ
 （
 ゆ
う
 
簿
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
た
め
 に
 、
既
に
 お
 S
 ぺ
 が
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
で
「
ゅ
中
巳
 
も
 @
 の
田
す
 

%
 臣
曲
が
 
Ⅱ
 p
 オ
の
 
）
 
で
ゅ
 

（ 

ぺ曲円卸 ・ Fp 
コ帥 
お は 

）。㏄の曲 ㏄・ ト ㏄ ト コ曲 

や 

Ⅱ 臣仁 

年１Ⅰ㏄ 

な 
ど 
で， 

あ 
る 
が 
  

    

  
は 

  
の 

  
ィ 一 方 
@@ - 
よ 

る 
べ 
ぎ 

も 

  
と 

さ 

  
て 

お 

  

- -- 口 一 一 己 

述 
さ 

  
て 

  
な 
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カシ，一ル 

 
 

  

 
 

 
 

は
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
 

こ
の
 
セ
曲
 

Ⅰ
 
申
曲
は
ア
ル
 

6
5
 

・シウ 

 
 

に
 起
源
を
持
っ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
最
も
古
い
形
は
 
マ
ン
ト
ラ
 0
 
ち
の
 

二
ハ
 
笘
 
白
す
Ⅱ
曲
コ
 

生
オ
 

養
二
 
は
 
字
義
ど
 

う
 
り
に
は
「
 

道
 
」
を
意
味
す
る
が
、
 

シ
ヴ
ァ
教
に
お
い
て
は
、
シ
ヴ
ァ
に
到
る
た
め
の
存
在
 

 
 

繍
通
 
こ
れ
に
 

生
 ハ
種
が
数
え
ら
れ
（
め
の
 

宙
ゅ
 

ミ
 
ニ
ド
 

し
、
 
三
つ
が
「
意
味
す
る
も
の
」
 

父
ぎ
キ
 

P
 
）
 
、
 
三
 
つ
が
 
「
 
意
 
抹
 
さ
れ
る
も
の
」
（
 

鼠
由
こ
 

撫
 つ
に
グ
ル
 

@
 
プ
分
げ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
 

7
-
3
 

 
 

の
に
属
す
る
。
 

く
 
ぎ
肝
が
の
三
つ
と
は
、
 

つ
い
億
 

。
 
ヨ
 
の
コ
 

（
 
r
a
.
 

づ
 
芭
の
で
あ
り
、
 

つ
 
ぎ
悶
の
三
つ
と
は
、
 

オ
臼
ゅ
 

 
 

・
 
ヰ
 
P
 
斤
田
ぺ
の
 

・
サ
ゴ
 

二
 
つ
の
 

コ
 
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
4
-
 

父
 
3
 

ハ
 
㏄
 
-
 

0
 区
分
と
し
て
挙
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 



4
%
 

偶
に
は
、
単
に
聖
典
を
読
む
資
格
を
与
え
る
終
日
 

㏄
 ち
 と
 紺
蕃
と
 死
後
に
お
け
る
解
脱
を
保
証
す
る
ユ
ミ
 
村
中
 
が
 ・
 
ら
 ～
 
帝
ゆ
囲
 
と
の
一
一
 

っ
 が
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
両
者
は
殆
ど
の
場
合
続
 

け
 て
 行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
当
 

の
 意
味
で
の
 
臼
甘
ゆ
卸
 

で
あ
る
三
ミ
リ
 
握
 と
守
 冬
 に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
に
 
す
る
。
 

小
 
3
 
4
 ）
 

ら
 東
岱
は
、
本
質
的
に
言
っ
て
、
弟
子
に
対
し
て
師
が
 

が
隼
す
 

せ
が
 
コ
 を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
 

，
 

 
 

下
 ）
 
づ
 曲
の
下
位
分
類
に
お
け
る
目
口
（
 
ヰ
 （
身
体
）
に
 

 
 

う
に
 見
，
ヴ
ん
る
 

。
す
な
わ
 

七
 Ⅰ
 ヨ
オ
ゅ
柑
 

 
 

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
象
徴
論
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
最
も
高
 次
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
・
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
 バ
 
ク
 
フ
タ
片
は
日
が
 コ
叶
 
Ⅱ
が
 ち
 

 
 

（
・
・
 

4
 
サ
 
，
 
）
 

 
 

b
 菩
も
 ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
グ
ル
 l
 プ
の
形
を
挙
げ
て
 い
る
。
 

 
 

 
 
 
 

何
れ
の
道
に
よ
る
に
せ
 よ
 、
そ
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
人
問
と
シ
ヴ
ァ
を
隔
て
る
距
離
は
あ
ま
 り
に
も
遠
く
一
挙
に
 

同
一
化
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
い
く
 っ
 か
の
 段
 階
 に
分
け
て
一
歩
一
歩
同
一
化
を
行
っ
て
い
こ
う
と
い
う
 の
で
あ
る
 0
 
ア
ビ
ナ
ヴ
 

ァ
 グ
プ
タ
が
の
（
 プ
 リ
 ヰ
 沖
つ
（
が
末
口
舌
が
と
し
て
 肢
印
 
す
べ
 リ
コ
 を
 説
く
の
は
、
ど
の
よ
う
な
外
的
対
象
で
あ
れ
、
そ
れ
を
 崇
拝
の
対
象
た
る
 シ
ヴ
 

ァ
に
 転
じ
る
た
め
に
（
ま
た
シ
ヴ
ァ
教
に
お
い
て
は
「
 シ
 ヴ
ァ
 
と
な
っ
て
シ
ヴ
ァ
を
崇
拝
す
べ
し
」
と
言
わ
れ
る
 よ
う
に
自
ら
を
シ
ヴ
ァ
 

（
 
杓
イ
 

）
 

と
す
る
た
め
に
）
用
い
ら
れ
る
普
通
の
手
段
が
こ
の
が
 年
 下
 せ
リ
コ
 と
り
わ
け
 t
a
 
（
ミ
曲
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

「
タ
ン
ト
ラ
ー
ロ
ー
カ
 
ロ
 の
第
六
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
 ほ
 、
自
分
自
身
で
こ
の
 p
Q
 す
雪
の
 冥
想
を
行
っ
て
 シ
 ヴ
ァ
 
と
の
合
一
を
目
 

指
す
こ
と
の
出
来
る
人
々
の
た
め
に
 里
 ミ
毛
の
 コ
 
を
記
述
 し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
十
五
章
以
下
で
は
が
年
す
 

せ
 p
 コ
を
 他
人
す
な
わ
ち
 

弟
子
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
が
 臼
 帝
偶
 
（
イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
）
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

 
 

シミール 

ナ， Ⅰ 

よ 

（ @ ノ 

な 
    

と 
が、 
  

大 
体 
ア @ 目 

お 
い 

て 

  
㌧ 
Ⅱ ゆ が 

の 

体 
糸 
を 
構 
成 
し 

て 
い 

る 

も 

の 

であ 

る 

(375) 

 
 

a
 
 失
を
つ
ぐ
な
う
儀
礼
（
が
 

コ
 （
 
ぜ
 0
 の
弔
 

い
 
）
も
あ
る
が
、
 こ
 れ
は
年
日
冬
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
ま
た
、
 
&
 丹
ゅ
ゆ
 は
 死
人
に
対
し
て
も
行
 
う
こ
 

 
 ぬ

 

宮
村
 
櫛
を
 受
け
た
人
は
、
生
前
解
脱
を
目
指
し
て
 

上
に
述
べ
た
よ
う
な
様
々
の
肩
畳
 
な
 行
 う
 こ
と
も
 出
来
る
が
、
通
常
の
信
徒
の
 

 
 

は
 「
シ
ヴ
ァ
と
な
っ
て
シ
ヴ
ァ
を
崇
拝
す
べ
し
」
と
 

@
 ロ
 
わ
れ
る
 よ
う
 に
 、
 自
ら
と
 神
 

撫
像
 （
マ
ン
ダ
ラ
の
場
合
が
普
通
）
 

と
を
 シ
ヴ
ァ
を
 
転
 じ
る
た
め
に
常
に
 簿
 ミ
三
が
 
コ
 の
適
用
を
必
要
と
し
、
 
信
 徒
は
 ら
守
冬
の
時
に
師
が
 

シ
 
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
毎
日
自
ら
で
繰
り
返
す
と
も
 

言
え
る
。
こ
の
他
に
、
秘
密
の
儀
礼
と
し
て
性
的
な
儀
 

礼
 も
あ
る
が
、
以
上
に
述
べ
 

  る aktip 乙 t 

ヴ 
け 

この ひヰヱ 

  
宙 あっ ガゅ @ 
て ひ 

  
モ怯 

  
解脱 （ き日 

申せじ 確実 ほ 
な が 
も 課 

の せ 

で、 ら 
あ れ 
る る 
o が @ 

更   
に 根 本 
過 的 
夫 な 
な も 

犯 の 
し 巾ま 

た シ 

人 ヴ   
が ァ 

死 ? こ 

対す に際に 

過 る 

ち
、
 師
は
弟
子
の
身
体
に
㏄
の
（
が
（
（
 

づ
 が
を
順
に
 コ
 Ⅱ
卸
の
 

が
し
（
字
義
ど
う
り
に
は
「
置
く
こ
と
」
、
マ
ン
ト
ラ
な
 ど
を
指
先
で
念
を
こ
め
 

て
 身
体
の
各
部
な
ど
に
置
く
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
 部
位
は
そ
の
マ
ン
ト
ラ
の
性
質
を
帯
び
る
）
 、
 続
い
て
 一
 番
 下
ハ
 
ツ
地
 ハ
リ
 
ヰ
曲
ヰ
 

円
セ
 
簿
 

か
ら
浄
化
す
る
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
浄
化
し
て
 ゆ
く
。
浄
化
さ
れ
た
（
 a
 （
（
 

そ
 ㏄
は
一
段
丘
の
す
（
（
 
づ
が
 に
 吸
収
さ
れ
最
後
に
 シ
 

ヴ
ァ
 に
達
し
シ
ヴ
ァ
の
み
が
輝
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
 弟
子
の
ア
 l
 ト
マ
ン
は
師
の
、
心
臓
に
移
さ
れ
師
の
 
ア
｜
 ト
マ
ン
 と
結
 ム
ロ
し
て
こ
 

の
上
昇
を
行
 

と
さ
れ
る
。
，
（
 

う
 

5
 
@
 
 

）
 し
か
し
な
が
ら
、
特
別
の
場
 合

を
除
い
て
弟
子
は
こ
の
上
昇
を
具
体
的
に
経
験
し
な
 

 
 

麻
 
な
形
で
の
シ
ヴ
ァ
と
の
 合
種
瞼
 が
日
 善
 す
な
 わ
ち
墨
宝
 鰯
 p
 。
 
p
 窩
鉗
 届
を
滅
し
、
ま
た
身
体
の
浄
化
 
に
よ
っ
て
過
去
と
未
来
の
力
 

a
 
 か
て
 が
滅
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 死
の
時
に
お
け
 る
弟
子
の
解
脱
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
 石
 
。
（
 

7
 し
 

の
 



さ
て
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
よ
る
 と
 束
縛
の
原
因
は
実
体
的
な
「
汚
れ
」
（
 日
 p
p
p
 

）
で
あ
り
 

、
行
為
に
よ
っ
て
 

日
韓
）
の
が
「
熟
し
た
」
時
に
シ
ヴ
ァ
が
イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
 
ン
 に
よ
っ
て
日
田
盤
を
滅
す
る
。
こ
の
際
シ
ヴ
ァ
か
ら
 恩
恵
の
 カ
 （
曲
コ
 

け
幅
 
Ⅱ
が
 
ゴ
燵
 
・
 

給
ガ
 （
～
）
が
弟
子
の
上
に
降
下
す
る
、
こ
れ
が
 
め
 
p
F
 
（
 
せ
り
 
村
 
で
あ
る
。
 

後
の
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
あ
る
い
は
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
 派
 に
よ
る
と
、
こ
の
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
降
下
は
イ
ニ
シ
 エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
の
 

前
に
起
こ
る
と
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
る
が
、
古
 い
 考
え
方
 は
 同
時
に
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
 っ
た
 

-
8
-
@
 
 

。
 シ
ヴ
ァ
教
の
 イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
ヱ
儀
 

礼
 に
は
四
つ
の
中
心
的
儀
礼
が
あ
り
 

@
 
 

・
 
@
 
 （
 
g
 
4
 
 

、
 
）
 こ
の
内
最
も
古
 い
 要
素
は
「
シ
ヴ
ァ
の
手
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
 
こ
の
 で
ソ
ト
ラ
 に
よ
っ
 

 
 

て
 聖
化
さ
れ
た
シ
ヴ
ァ
の
手
が
弟
子
の
頭
の
上
に
置
か
れ
 る
時
 シ
ヴ
ァ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
弟
子
に
降
下
す
る
と
 考
 え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
 

  

ぎ
ォ
 （
 
ぢ
弾
 笘
の
原
形
 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
様
々
な
方
法
は
、
一
人
の
人
間
が
 低
 次
の
も
の
か
ら
高
次
の
も
の
へ
と
順
に
辿
っ
て
い
く
 こ
と
も
出
来
る
の
で
 

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
何
処
か
ら
始
め
る
か
と
い
う
点
 に
 関
し
て
は
、
各
個
人
の
適
性
（
が
巨
守
 
倒
 Ⅰ
 
じ
 
に
よ
っ
て
 決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
 

適
性
は
シ
ヴ
ァ
の
恩
寵
の
程
度
、
す
な
わ
ち
シ
ヴ
ァ
の
 エ
ネ
ル
ギ
ー
の
降
下
（
 給
下
ち
舘
 P
 ）
の
程
度
に
よ
っ
て
 決
ま
る
。
し
か
し
、
 

け
で
ゅ
 

Ⅱ
の
 と
ぬ
 ド
ガ
 
曲
づ
ひ
 
（
帥
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
 
、
ま
ず
 絆
笘
 る
 %
P
 

が
最
初
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
 

考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
 

見
て
お
こ
う
。
 

Ill 

  
  
ガ 
ヰい 

Ⅰ 
笘 ヰ l 
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カシ ; 一ル シヴァ派における upaya  
 

る aktip き に a の 体系 

救
済
の
た
め
に
シ
ヴ
ァ
が
地
上
に
お
い
て
形
を
取
っ
た
 も
の
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
 ン
 儀
礼
が
成
功
の
徴
を
 

-
 鮨
 -
 

見
せ
ず
に
終
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
 う
 し
て
 
ぬ
 P
 下
 せ
翠
 が
の
概
念
が
再
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
  

 

 
  

 

6
9
 

（
㏄
）
 

の
で
あ
ろ
う
が
、
一
旦
制
度
化
さ
れ
る
と
そ
う
い
う
訳
に
 は
い
か
な
く
な
る
。
何
故
な
ら
、
シ
ヴ
ァ
は
全
能
の
神
 で
あ
り
、
師
は
弟
子
の
 

@
2
-
 

5
 

起
こ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
 e
v
 

セ
鱗
 

セ
由
ま
 Ⅰ
～
 
a
 
は
 シ
ヴ
 
ァ
 の
手
を
見
る
だ
け
で
 麻
 陣
し
実
際
に
手
を
置
け
ば
直
ち
 れ
 
@
 ヒ
 

（
 
臼
 ）
 

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
 

ぎ
鳶
黛
 め
さ
も
 
む
き
き
 ～
「
Ⅰ
は
弟
子
 が
 イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
の
最
後
に
「
地
面
に
棒
の
よ
 り
ノ
 

@
 @
 

（
の
 
4
 円
。
 H
 
づ
 、
 A
m
 
め
曲
 
）
と
述
べ
、
注
釈
は
こ
れ
を
シ
ヴ
ァ
 

 
 

法
 

に
よ
る
イ
ニ
シ
 
ヱ
 イ
シ
ョ
 ソ
 儀
礼
の
場
ム
ロ
に
お
け
る
「
 シ
 ヴ
ァ
 
の
手
」
は
 、
 師
が
弟
子
の
手
を
見
つ
め
る
と
弟
子
 の
 

（
㏄
）
 

ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
動
ぎ
自
ら
の
頭
に
置
か
れ
 る
 、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
 推
  
 

二
シ
ヱ
 
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
は
巡
 依
 に
か
な
り
類
似
し
て
い
た
 の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
師
が
弟
子
 ケ
 
@
 ヒ
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弟
子
が
 雨
 依
の
場
合
と
類
似
し
 た
 失
神
、
震
え
等
の
徴
候
を
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
 拍
，
 

Ⅰ
 

の
 徴
は
シ
ヴ
ァ
の
エ
子
ル
ギ
ー
（
こ
れ
は
同
時
に
シ
ヴ
ァ
 の
神
 姫
 た
る
女
神
で
も
あ
る
）
が
弟
子
に
下
っ
た
 託
 と
 し
 

の
で
あ
る
。
 

め
史
零
 き
ぬ
 さ
 田
さ
～
め
こ
き
の
場
合
に
は
そ
 う
し
 た
 徴
を
儀
礼
的
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
未
だ
 ィ
 
 
 

が
 制
度
化
さ
れ
な
い
 う
 ち
は
、
徴
を
示
し
た
者
の
み
を
 私
議
伝
授
者
と
し
て
認
め
、
そ
う
で
は
な
い
者
は
打
ち
捨
 て
 死

ん
で
解
脱
す
る
と
 

に
倒
れ
る
べ
し
」
 

（
 
ヰ
 三
が
 つ
 r
a
 
村
 Ⅰ
 
屯
 ど
 

手
が
シ
ヴ
ァ
の
 ヱ
ネ
 

す
る
と
、
初
期
の
 イ
 

シ
ヴ
ァ
の
手
を
按
手
 

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
 

て
 解
釈
さ
れ
て
い
た
 

シ
 エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
 

て
お
け
ば
良
か
っ
た
 

@
 
口
 @
 

q
n
n
F
 

ゅ
 ）
 、
 ③
震
え
（
下
日
 ロ
 P
 ）
 、
 ④
体
毛
が
逆
立
っ
こ
と
 （
 q
0
 
日
魁
ご
が
ォ
 が
）
の
何
れ
か
が
そ
の
降
下
す
る
 

ェ
 ネ
ル
 ギ
 ー
の
程
度
に
従
っ
て
 

れ
る
。
こ
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
の
降
下
が
実
際
に
起
こ
っ
た
 徴
 と
し
て
、
①
そ
の
場
で
死
ん
で
解
脱
す
る
（
の
が
Ⅰ
 

ぺ
 。
 日
 Ⅰ
 下
 Ⅰ
）
・
②
気
絶
（
 
日
甲
 



こ
の
 再
 解
釈
は
 、
 既
に
述
べ
た
よ
う
に
紋
下
 ぢ
ゅ
か
 
の
が
 イ
 二
シ
ヱ
イ
シ
，
ン
 
儀
礼
の
時
に
で
は
な
く
そ
の
前
に
起
 こ
る
と
さ
れ
る
こ
と
 

@
 
㏄
 -
 

に
あ
る
が
、
 
巾
 （
目
口
の
Ⅰ
女
史
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
 
解
 し
て
い
る
。
も
し
弟
子
が
イ
ニ
シ
 ヱ
 イ
シ
ョ
 
ソ
 儀
礼
の
 後
に
解
脱
に
近
い
者
の
 

特
徴
を
示
さ
な
か
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
 イ
ニ
エ
 イ
シ
ョ
ン
 儀
礼
が
不
正
規
な
や
り
方
で
行
わ
れ
た
、
つ
ま
り
恩
恵
 の
 降
下
が
な
か
っ
た
の
 

に
知
わ
れ
た
と
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
な
 が
ら
、
大
部
分
の
場
合
解
脱
け
死
の
時
に
生
じ
る
と
さ
 れ
て
い
る
上
に
、
不
正
 

規
 な
や
り
方
の
イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
を
認
め
る
こ
 と
は
 シ
ヴ
ァ
 と
 一
体
化
し
て
い
る
は
ず
の
師
の
権
威
を
減
 ず
る
こ
と
に
な
る
。
 
ま
 

た
 、
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
お
い
て
こ
の
説
が
見
ら
れ
る
の
 ほ
下
破
 甘
 0
 （
 曲
ぬ
円
 

4
%
 以
後
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
 カ
 シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
 

の
 影
響
で
あ
る
こ
と
は
多
い
に
考
え
ら
れ
る
。
 

さ
て
 ヵ
 シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
で
も
、
恩
恵
の
 力
 の
 降
 下
は
イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
の
前
に
起
き
る
と
さ
れ
て
 い
る
が
、
そ
れ
は
 
ィ
 

ニ
 シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
を
受
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
 生
 じ
る
こ
と
こ
そ
が
恩
恵
の
降
下
の
あ
っ
た
最
大
の
徴
で
 あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
こ
 

（
㏄
 
-
 

の
こ
と
を
一
般
化
し
て
、
シ
ヴ
ァ
へ
の
信
仰
（
 ヴ
 す
リ
 
オ
 （
Ⅰ
）
 
こ
そ
が
 
ぎ
ガ
 （
 
い
つ
ゅ
 

（
 
P
 で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 ぬ
肢
 
オ
ヰ
 
ち
ゅ
 （
曲
の
 

概
念
か
ら
一
切
の
外
面
的
要
素
を
取
り
除
き
純
粋
に
内
 面
 化
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
内
面
化
に
よ
っ
て
 網
依
 儀
礼
の
痕
跡
は
拭
 

い
 去
ら
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
儀
礼
は
常
に
そ
の
成
功
を
保
 証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
よ
う
な
内
面
化
は
、
束
縛
の
原
因
で
あ
る
日
色
が
 な
 物
質
的
な
も
の
か
ら
無
知
宮
古
 ゅ
コ
 
a
 ）
へ
と
捉
え
直
す
 変
化
に
対
応
し
て
い
 

る
 。
こ
の
無
知
と
は
シ
ヴ
ァ
の
自
己
限
定
に
他
な
ら
な
い
 か
ら
、
毛
受
 
に
 関
し
て
見
た
よ
う
な
自
力
的
見
方
に
 対
し
て
、
い
か
な
る
 救
 

済
も
シ
ヴ
ァ
の
み
に
由
来
す
る
と
い
う
他
力
的
見
方
も
 同
様
に
適
切
で
あ
る
。
従
っ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
 「
浄
い
、
自
ら
光
輝
で
 

    

の Ⅹ 

  
寸 
ヰ ノ ・ 

Ⅰ 
p %I 田 

の 
再 
解 
釈 
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カシ、 一ル ・シヴァ派における Upaya  
 

ろ aktip 衰 ta の 体系 

ま
ず
、
「
 強
｜
強
 」
の
 絞
客
ぢ
群
 曲
の
場
合
、
信
者
は
 直
ち
に
死
ん
で
シ
ヴ
ァ
 と
 ム
ロ
 
一
 す
る
、
「
円
強
 ｜
強
 」
 の
ぬ
簿
村
 
（
 
る
 ゅ
田
が
は
 
自
 

ず
か
ら
身
体
脱
落
す
る
こ
と
に
 よ
 る
解
脱
を
与
え
る
も
 の
で
あ
る
、
程
度
に
従
っ
て
そ
の
時
直
ち
に
か
、
後
の
時
 に
 」
（
 
日
ト
 ・
辻
出
・
 
P
 
の
 o
 ヴ
 

１
 
%
 村
 ）
。
注
釈
は
こ
の
「
後
の
時
に
」
は
更
に
「
す
ぐ
 に
 」
と
「
も
っ
と
後
に
」
の
二
種
を
含
み
、
「
 強
｜
強
 」
 も
 三
種
で
全
体
は
二
十
 
71@ (379) 

強 
（ 
田 。 ） く 

  
  

      ） 
弱中強 

中
 
（
日
色
す
目
じ
 

 
 

強
 
頭
甲
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
神
の
意
志
に
よ
っ
て
種
々
の
程
度
 に
 現
れ
る
 
ぬ
 
p
F
d
 
ぢ
翠
簿
が
 
実
際
に
ど
の
よ
う
な
の
で
あ
 る
か
を
見
て
み
よ
う
。
 

こ
の
程
度
は
以
下
の
よ
う
に
九
段
階
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
 る
 。
 

一   一 

ぎ
寸
 （
 
ぢ
ぎ
 浅
の
諸
段
階
 

あ
る
シ
 

ヴ
ァ
の
 

で
あ
る
 

年
金
、
 

受
と
い
 

し
か
 

で
あ
る
 ヴ

ァ
 の
み
が
こ
の
 ハ
 
恩
恵
の
日
原
因
で
あ
る
」
（
 
づ
臣
 ・
Ⅹ
 
田
 ・
 P
P
 
の
 ヴ
 ）
。
こ
の
恩
恵
の
程
度
、
す
な
わ
ち
 給
客
ぢ
笘
 が
の
程
度
も
 シ
 

意
志
の
み
に
よ
っ
て
い
る
、
「
そ
し
て
、
 彼
 
Ⅰ
シ
ヴ
ァ
ロ
 は
 自
ら
の
意
志
の
み
に
よ
っ
て
種
々
の
程
度
に
 
0
 
個
我
 を
 日
照
ら
す
者
 

」
（
円
ら
・
 
メ
ヨ
 ・
ト
ミ
 
曲
 ）
。
従
っ
て
・
こ
の
救
済
は
外
的
 

諸
条
 件
 に
全
く
依
存
し
な
い
、
「
家
系
、
力
 
一
 ス
ト
、
身
体
、
 
祭
 式
盆
ド
 「
 
日
 ㏄
 レ
、
 

宗
教
的
行
い
 
父
コ
焉
皆
 ぎ
 と
 、
成
功
（
日
日
 づ
 p
&
 
）
に
 無
関
係
に
 、
 シ
ヴ
ァ
へ
の
 す
ゴ
 
㏄
 才
 （
田
ロ
す
な
わ
ち
 
ロ
ム
曲
ヰ
ヱ
 

口
ゅ
 
（
曲
が
 
、
 
ロ
号
 

ニ
 果
を
目
指
さ
な
い
者
達
（
 宅
 オ
色
 
%
 安
 ぎ
 ）
に
あ
る
 」
（
 ド
ナ
 ・
 X
 目
プ
 P
P
 
㍉
 F
.
H
 

）
㏄
が
）
。
 

し
な
が
ら
、
解
脱
以
外
の
こ
と
に
関
し
て
は
各
人
の
行
い
 が
 関
係
す
る
。
シ
ヴ
ァ
教
は
解
脱
と
同
様
に
享
受
を
も
 重
視
す
る
宗
教
 

の
で
、
上
の
よ
う
な
理
論
が
純
粋
に
他
力
的
な
信
仰
形
態
 に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
  
 



こ
こ
で
 す
巨
 （
（
Ⅱ
と
い
う
語
は
他
の
も
の
へ
の
依
存
を
意
 

抹
 し
て
い
る
が
（
 ぎ
ま
 寒
も
寮
「
 
患
 ミ
め
も
～
～
 

v
a
 

ま
 。
 円
ン
 ・
 ぎ
 
肚
 ㏄
 ヴ
 ）
 、
 こ
毛
 
仙
 

ら
の
悟
り
に
関
し
て
で
は
な
く
、
他
の
人
々
へ
の
恩
恵
の
 行
い
に
の
み
関
し
て
い
る
。
 牛
巴
屈
 壷
の
師
は
 、
自
 ら
は
完
成
し
て
い
 

で
、
他
の
人
々
を
救
 う
 以
外
に
何
も
為
す
べ
 き
 こ
と
が
な
 い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
充
分
に
浄
い
意
識
（
 田
 「
日
田
 
窃
 P
 日
 去
年
）
を
持
っ
 は

自
 

る
の
 

た
人
 

が
村
曲
 

（
で
 

ぎ
韓
 

Ⅱ
の
曲
す
㏄
 

ヴ
す
 

ぎ
 
由
  

 

セ
 種
に
分
げ
ら
れ
る
と
言
 う
 。
こ
の
 絞
蚕
ぢ
ゅ
 
（
が
に
 ょ
 る
と
直
ち
に
死
ん
で
し
ま
う
の
で
そ
の
描
写
は
問
題
に
 な
ら
な
い
。
 

「
 強
｜
中
 」
の
紋
下
 ぢ
浬
 簿
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
 て
い
る
、
「
口
強
１
車
 
口
 に
よ
っ
て
は
、
全
て
の
無
知
が
 退
転
す
る
。
何
故
な
 

ら
 自
身
の
み
で
自
身
（
 翠
日
曲
 
（
 
ゅ
 ）
を
束
縛
と
解
脱
の
根
 拠
 と
し
て
知
る
か
ら
。
こ
の
大
い
な
る
直
観
 知
 （
 
っ
 ～
翠
ヨ
 
F
p
 

）
は
教
典
や
師
に
無
 

関
係
で
あ
る
」
（
 
円
ン
 ・
 至
 p
.
 
 

）
の
）
 

甲
 Ⅰ
ひ
 
い
 ）
。
 @
 
」
の
「
 
強
 ｜
中
 」
の
 ぬ
曲
 
採
ち
翠
が
も
ま
た
更
に
い
く
つ
も
の
段
階
 に
 区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
 

こ
の
場
合
自
分
自
身
の
解
脱
に
関
し
て
は
完
全
に
保
証
さ
 れ
て
い
る
の
で
、
他
の
人
々
を
解
脱
さ
せ
る
能
力
の
差
 に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
 

る
、
 「
あ
る
者
に
と
っ
て
は
自
ら
の
解
脱
の
み
の
た
め
に
 
、
 n
 
他
の
者
に
と
っ
て
 巳
 全
て
の
人
を
解
き
放
つ
よ
う
 に
 直
観
 知
 （
 
づ
 r
a
t
 

ま
す
ぢ
 

は
 生
じ
る
、
 蛍
 、
宝
石
、
星
、
月
、
太
陽
の
よ
う
に
」
（
 
円
ト
 ・
 甑
ぃ
 
p
.
 
P
 

の
の
）
。
 

他
の
人
々
を
解
脱
さ
せ
る
能
力
と
は
す
な
わ
ち
 師
 と
し
 て
の
能
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
 T
A
 

第
四
章
に
お
い
て
 

詳
 し
く
述
べ
ら
れ
て
い
 

る
 。
最
上
位
の
師
は
 
，
 
落
ち
の
 
ぃ
 
Ⅰ
 隼
デ
 ㌔
あ
る
い
は
 ビ
ヰ
 
巴
豆
（
 
a
,
 
と
 呼
ば
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
自
生
の
」
、
「
 
他
 に
依
ら
な
い
」
と
い
 

 
 

ぅ
 よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
真
理
に
対
す
る
直
観
 知
が
自
 然
 に
生
じ
る
故
に
こ
 う
 呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
曲
 叶
ゅ
 
）
 
P
i
 
（
 
の
の
師
は
更
に
次
の
よ
 

5
 に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
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              一ル ・シヴァ派における UPaya と Saktip 甜 a の体系 

き
コ
 鉗
に
、
「
 中
 」
が
 つ
 「
 
曲
巨
 等
に
、
「
 弱
 」
が
 帳
 
u
r
u
 に
 対
応
す
る
と
し
て
い
る
（
丹
下
・
 
セ
 
0
 ㌃
 づ
ヨ
 ・
 ワ
 の
の
 
・
 ゲ
 Ⅰ
㏄
 
1
 ト
 
の
 ）
 0
 
 
こ
こ
で
 

巣
注
毛
厨
 ぎ
与
が
寸
㏄
は
師
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
本
性
と
 
す
る
は
ず
な
の
に
、
何
故
に
 
幅
け
 
r
u
 

を
手
段
と
す
る
の
 

か
と
疑
問
が
生
じ
よ
う
 

が
 、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
も
の
と
し
て
言
わ
 れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
曲
ヰ
 曲
守
ぃ
 
繕
の
師
の
場
合
 で
も
、
他
の
師
の
教
 ，
え
 73  (381) 

々
が
こ
の
 ょ
う
 な
師
を
見
る
場
合
、
た
だ
見
る
こ
と
の
み
 に
よ
っ
て
 師
 と
等
し
い
意
識
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
 
0
 
 こ
れ
が
三
 %
 オ
レ
（
（
 

ヰ
 

（
「
何
物
に
も
依
存
し
な
い
」
）
の
場
 ム
コ
 
で
あ
る
。
こ
れ
に
 
対
し
て
弟
子
が
未
だ
浄
 い
 意
識
を
持
た
な
い
場
合
、
師
 は
 種
々
の
方
法
に
依
ら
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
の
が
 
ゴ
 が
 ヴ
 三
円
 ヰ
 
の
場
合
で
 あ
る
が
、
方
法
は
教
典
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
依
る
 べ
き
も
の
と
は
教
典
の
 

こ
と
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
教
典
に
よ
る
場
合
が
の
 倖
コ
で
 堺
で
あ
る
。
特
定
の
教
典
に
よ
る
場
合
が
が
旧
 い
 嚥
 で
あ
る
が
、
教
典
 

 
 

に
は
せ
の
宙
が
か
ら
 
ヰ
 守
山
に
到
る
優
劣
が
あ
る
の
で
、
 

最
高
の
宙
守
り
の
教
典
に
 よ
 る
場
合
が
日
仁
村
 ォ
円
曲
 （
 主
 要
な
 ）
で
あ
り
、
そ
の
 

他
 に
よ
る
場
合
が
曲
 目
仁
オ
甘
田
 

の
で
あ
る
（
）
・
月
下
，
 づ
 。
 ト
 
・
の
・
口
口
・
臣
下
 

1
 の
）
。
 

芙
 生
毛
荻
の
師
に
次
ぐ
段
階
は
 、
 p
 ガ
巴
ワ
団
ヰ
 田
屋
 ぷ
帥
 と
 呼
ば
れ
て
い
る
、
「
そ
の
姿
宮
囲
 旧
 の
 日
卸
 目
打
 P
 
 
の
姿
 口
を
し
て
Ⅰ
と
て
も
、
 

他
 の
も
の
な
し
に
自
己
に
対
す
る
 す
け
ゅ
づ
ビ
的
 
（
韓
日
 き
 オ
ゆ
 
Ⅱ
が
 由
 ）
に
よ
っ
て
教
典
（
 給
簗
奉
 ）
を
知
る
者
と
な
 っ
た
 人
は
、
教
典
に
お
 

い
て
「
作
ら
れ
ず
作
ら
れ
た
」
宮
下
）
宮
村
夫
 

P
 号
が
 ォ
 が
）
 と
 呼
ば
れ
て
い
る
」
（
 づ
卸
 ・
 ア
 ・
の
 
ト
ヴ
 
。
紹
巴
。
こ
こ
で
「
 作
ら
れ
ず
」
と
 ぃ
 5
 の
 

は
 、
「
他
の
も
の
な
し
に
」
す
な
 ね
 ち
、
「
師
に
 
よ
 る
 @
 
」
と
な
し
に
」
の
意
味
で
あ
り
、
「
作
ら
れ
た
」
と
い
う
 の
は
独
自
に
得
ら
れ
た
 

未
だ
不
完
全
な
知
を
す
 ゴ
 叫
き
口
囲
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
 
て
 完
成
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
直
観
知
を
完
成
さ
せ
る
手
段
と
し
て
二
つ
の
り
ス
ト
 が
 挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
一
つ
の
リ
ス
ト
は
 、
ヴ
 下
ゆ
づ
㏄
 

コ
卸
 
。
Ⅰ
 甘
せ
ゆ
コ
 

が
 、
 ）
腰
 
で
簿
 
・
 

蓬
 ひ
で
 
コ
 a
,
 づ
ぺ
 
が
 村
 。
 オ
 年
ヱ
 を
 挙
げ
（
月
下
・
 才
 ・
 お
 ）
 、
も
 う
 一
つ
は
の
 づ
 申
せ
リ
ヨ
（
）
・
に
よ
る
と
目
汁
 
日
 P
 オ
オ
ゆ
づ
 

㏄
 コ
ゆ
 の
こ
と
と
さ
れ
る
）
 、
 

自
注
 p
 、
村
屋
 9
%
 
罵
 -
 ぬ
耳
仁
を
挙
げ
て
い
る
（
 円
下
 
パ
ぎ
 ・
 P
 も
 ヴ
 。
）
胆
の
の
）
。
 

ト
咲
 「
そ
こ
に
お
い
て
も
（
 
叢
 p
 迂
ぎ
 曲
尺
㏄
せ
曲
オ
簿
に
お
 

い
て
も
）
、
「
 
強
円
 
「
中
口
「
 弱
 」
に
従
っ
て
区
分
が
あ
る
 」
（
 づ
ト
 ・
 い
つ
 
・
 紹
す
 ）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
従
っ
て
 、
 「
 強
 」
が
 
採
日
曲
ヴ
す
 
a
.
 



に
よ
っ
て
自
ら
の
知
を
確
認
す
る
こ
と
が
薦
め
ら
れ
て
い
 る
、
 「
た
と
え
ど
 8
%
 ぎ
 p
 の
本
性
を
し
て
い
て
も
、
 n
 他
の
師
の
口
同
意
に
よ
 

っ
て
確
認
す
る
た
め
に
、
他
の
 ロ
 
師
か
ら
 し
 陣
法
（
 ぽ
旧
 の
帝
ゅ
あ
 

）
を
受
け
た
者
は
現
身
の
バ
イ
ラ
 ヴ
ァ
 た
る
 師
 で
あ
る
」
（
 円
ト
 ・
 宇
 

㍉
の
 
す
 ・
Ⅱ
Ⅱ
 

曲
 ）
。
 

こ
の
よ
う
に
「
 強
｜
中
 」
の
 
め
 
P
 瓦
ち
 笘
 腰
を
受
け
た
 者
 の
 特
性
は
、
木
質
的
に
師
に
よ
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
が
、
 コ
ギ
ヴ
田
圧
 

ま
の
場
合
 

を
 除
い
て
他
人
の
た
め
あ
る
い
は
自
ら
の
知
の
完
成
の
た
 め
に
教
典
に
 ょ
 ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
 シ
 ヴ
ァ
教
の
規
定
に
よ
る
 

と
 、
教
典
に
接
す
る
た
め
に
は
必
ず
イ
ニ
シ
 ヱ
 イ
シ
ョ
 ン
 宮
守
 冬
 ）
の
儀
礼
を
受
け
た
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
 い
 0
 そ
こ
で
、
こ
の
よ
 

う
 な
人
々
は
精
神
的
な
イ
ニ
シ
 ヱ
ィ
シ
，
ン
 儀
礼
を
受
 げ
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
精
神
的
な
イ
ニ
シ
 
エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
も
 

の
方
 
P
 ）
 
ヨ
荻
 と
が
左
巴
 
ワ
絃
左
帥
 
与
の
 
オ
ド
 の
場
 ム
ロ
 
で
異
な
っ
て
 お
り
、
 p
 村
主
 
宮
 （
の
は
「
自
ら
の
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
 神
々
に
よ
っ
て
（
 巽
 p
.
 

紐
つ
ま
 （
（
 
w
&
 
の
ま
ヴ
田
「
）
イ
ニ
シ
ェ
イ
 

ト
 さ
れ
 潅
頂
 さ
れ
 て
い
る
」
（
 
円
ナ
 ・
 ぎ
 ・
 宙
紺
 ）
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
 
麓
ヰ
曲
 

）
㌧
 
ぎ
簿
村
の
 

）
 
で
の
村
 

㏄
 の
 

場
 ム
ロ
は
よ
り
異
対
的
な
方
法
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
 
オ
 リ
 ガ
（
ゆ
女
神
の
寸
 審
 
（
「
 
刃
曲
ガ
 
（
 
卸
 女
神
が
甘
 廣
 
に
よ
 っ
て
年
日
 絡
 
を
授
 け
 

る
 」
 づ
下
 ・
 ぎ
 ・
の
 
簿
 ）
 や
 、
想
像
の
中
で
具
体
的
儀
礼
を
 実
行
す
る
 卜
 
し
と
力
説
 

@
@
 
 

@
z
 

@
 
 

）
 力
 
Ⅹ
 れ
て
 

い
る
。
 

「
 強
 １
弱
」
の
 
絆
下
ぢ
 笘
が
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
 て
い
る
、
「
シ
ヴ
ァ
の
意
志
の
 
力
 の
 結
 ム
ロ
に
よ
る
コ
韓
 
｜
 弱
 」
の
 シ
 ヤ
ク
テ
ィ
 

の
力
 に
よ
っ
て
 、
 良
き
師
の
も
と
に
赴
こ
う
と
す
る
欲
望
 が
 生
じ
る
」
（
 づ
卸
 ・
 X
 田
 ・
 o
P
 

の
）
。
こ
こ
で
も
恩
寵
の
 

カ
 の
種
々
の
段
階
が
あ
る
 

が
 、
そ
れ
は
獲
得
す
る
師
の
良
否
の
程
度
に
よ
っ
て
い
る
 

「
 以
曲
客
 
も
 %
 ド
 0
 口
程
度
に
従
っ
て
 
口
 
弟
子
の
獲
 得
す
る
師
は
口
約
七
の
ぎ
・
 

き
日
が
か
通
常
の
儀
礼
に
よ
っ
た
者
（
き
ち
 綜
 ハ
 
%
 ）
で
 あ
る
」
（
 円
ト
 ・
 堅
 .
N
N
p
p
 

）
と
言
わ
れ
る
。
 

絡
 ち
の
 
日
 隼
圧
ォ
 
簿
の
師
を
得
る
場
 

合
 、
そ
の
師
が
上
述
し
た
 終
 （
 
づ
の
 
㏄
が
か
り
セ
 
%
 お
の
 師
 か
の
相
違
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
 得
 方
が
順
に
（
 ヰ
 Ⅰ
 
曲
う
 
じ
 
か
 直
ち
に
（
 p
 オ
ペ
の
日
じ
 

か
の
相
違
も
あ
っ
て
、
 絆
客
 る
ゆ
 
ヰ
 
が
の
段
階
は
更
に
区
分
 *
 し
 れ
る
（
円
く
七
・
 

X
 ま
 ・
 N
o
 
幸
 す
 ）
。
こ
の
「
順
に
し
し
 
こ
 い
う
 の
は
、
一
旦
よ
り
程
度
 

の
 低
い
師
に
従
っ
た
後
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
 る
 。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
約
七
の
乙
 %
 安
ぎ
の
師
を
得
た
 者
は
直
ち
に
生
前
解
脱
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色
目
当
日
 集
鯨
 ）
の
状
態
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
 円
 下
 ・
 メ
牛
ぃ
 

・
の
め
 

m
.
 

ゆ
め
の
）
。
 

海
法
を
受
け
た
（
 篆
つ
め
甘
サ
 
（
 
簿
 ）
師
を
得
た
弟
子
に
つ
い
 て
は
、
は
っ
き
り
と
は
何
も
言
わ
れ
て
い
な
い
が
、
 恐
 ら
く
あ
る
程
度
の
修
 

行
の
期
間
の
後
に
生
前
解
脱
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
と
 思
 わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
が
こ
の
「
 強
 1
.
 
弱
 」
の
 
ぬ
 
曲
尺
（
 

ぢ
ゅ
 神
曲
 

の
 定
義
の
根
拠
と
し
て
い
る
 昌
く
 ・
 り
母
ふ
 
（
 
円
卜
 ・
 乙 ヂ
め
 。
㏄
 
ム
に
 引
用
さ
る
）
は
 、
 良
き
師
の
も
と
に
導
か
 れ
た
弟
子
は
「
 彼
 （
 
師
 ）
 

に
 奉
仕
し
て
、
そ
の
満
足
し
た
彼
に
よ
っ
て
シ
ヴ
ァ
の
 @
 
ア
イ
 ー
ク
シ
ャ
ー
を
成
就
 し
 、
そ
の
瞬
間
あ
る
い
は
享
受
 
の
後
（
 由
づ
麓
ヴ
す
 

0
 幅
ゆ
年
 

ヰ
ゆ
 
）
、
あ
る
い
は
身
体
脱
落
の
後
（
 
き
プ
 が
 つ
ど
ゆ
 
（
）
 
、
シ
ヴ
 
ァ
に
 赴
く
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
そ
の
瞬
間
」
が
 
絡
 旧
 の
 
日
目
守
 ㏄
の
師
を
得
 

る
 場
合
に
当
た
り
、
「
享
受
の
後
に
」
が
き
七
 %
 サ
 
（
 
ゆ
め
 師
を
得
る
場
合
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 三
番
目
の
「
身
体
脱
落
 

の
後
に
」
に
つ
い
て
 ア
ビ
 ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
「
直
ち
に
 解
 脱
を
 与
，
え
る
 デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
」
㊧
 り
年
せ
 
。
 
田
 Ⅱ
 
づ
 ゅ
中
 
P
 年
囲
 隼
日
蕃
 ）
の
場
合
で
あ
 

る
と
説
明
し
て
い
る
（
 円
ト
 ・
 
X
 日
 ・
 め
 ㌍
 す
 ・
 
め
 
㏄
の
）
。
こ
の
 
@
 
ア
 イ
 ー
ク
シ
ャ
ー
は
 、
 死
に
か
け
て
い
る
人
に
シ
ヴ
ァ
の
 ぬ
 
凶
刃
（
 

干
つ
ゆ
巨
 

そ
の
 

し
る
し
は
本
人
あ
る
い
は
友
人
や
親
族
の
強
い
要
望
で
あ
 る
が
あ
っ
た
場
合
に
行
わ
れ
る
が
、
対
象
と
な
る
 人
は
紹
 日
 曲
馬
と
 守
犠
 

（
戒
律
を
授
け
る
デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
）
も
受
け
て
い
な
い
 か
 受
け
て
い
て
も
 田
 Ⅱ
 
づ
ゅ
中
曲
 

と
目
 偶
 
（
解
脱
を
与
え
る
 @
 
ア
 イ
 ー
ク
シ
ャ
ー
）
は
 

受
け
て
い
な
い
者
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
受
け
て
い
る
 者
 と
さ
れ
て
い
る
（
月
下
・
 
X
 ガ
 ・
 ナ
 ⑧
。
こ
の
最
後
の
三
㍉
 づ
ゅ
 ほ
と
 紺
雙
 
を
黄
 げ
 

て
し
ま
っ
て
い
る
人
は
繰
り
返
し
て
デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
を
 受
け
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
一
応
述
べ
ら
れ
て
 い
る
。
恐
ら
く
死
の
床
 

で
こ
れ
を
望
む
人
が
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
の
の
 
年
せ
 
0
 コ
ギ
づ
 
ゆ
中
が
年
 

w
.
 

日
オ
 

ゅ
 
囲
が
「
 強
 1
 。
弱
 」
の
 
ぬ
 
P
F
 
ヱ
 ・
 
つ
ゆ
 
（
 
曲
 に
 分
類
さ
れ
て
い
る
の
 

は
 、
こ
の
場
 ム
ロ
ぬ
 
が
 
ガ
ヰ
 も
 翠
簿
と
 シ
ヴ
ァ
と
の
ム
ロ
一
の
 間
 隔
 が
上
の
冗
長
的
場
合
を
除
い
て
極
め
て
 短
 い
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

「
 
中
｜
強
 」
の
 
ぬ
 
p
F
 
（
 
p
.
 

口
ゆ
 
（
簿
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
 

て
い
る
、
「
コ
中
 ｜
強
ロ
 
の
場
合
、
デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
 l
 の
 後
で
も
目
ら
の
 シ
ヴ
 

ァ
 と
し
て
の
本
性
を
確
固
と
し
て
知
る
こ
と
が
な
い
。
 彼
 は
 死
の
時
に
シ
ヴ
ァ
と
な
る
」
（
 円
ト
 ・
 メ
田
 ・
の
も
。
下
の
 

串
こ
 。
注
釈
は
こ
れ
を
 

（
㏄
 
-
 

づ
目
 
（
 
r
a
 

方
が
の
場
ム
ロ
で
あ
る
と
し
て
い
る
㊤
・
山
ヰ
月
下
 

パ
コ
 ・
 N
&
0
%
 

）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
殆
ど
説
明
が
な
い
が
 、
 実
は
こ
れ
こ
そ
最
も
 
75  (383) 



一
般
的
な
弟
子
の
場
合
で
あ
る
。
一
般
的
と
い
っ
て
も
あ
 く
ま
で
も
解
脱
を
追
求
し
て
い
る
点
で
、
享
受
を
望
む
 以
下
の
段
階
の
者
達
 よ
 

り
 高
い
段
階
に
あ
る
。
 

「
 中
｜
中
 」
の
 
絆
村
 （
 
円
 
・
 
p
a
 
（
 
P
 を
受
け
た
者
は
、
「
シ
ヴ
ァ
 
を
 得
よ
う
と
欲
し
な
が
ら
、
す
 
け
す
ォ
 
仁
村
 
ゅ
目
 （
享
受
を
欲
 す
る
者
）
で
あ
り
、
 

結
合
さ
れ
た
 
ロ
 タ
ッ
ト
ヴ
ァ
ロ
を
享
受
し
た
後
、
死
の
時
 に
 @
@
 

ノ
ヴ
ァ
 と
な
る
 @
 
Ⅰ
（
 
づ
臣
 ・
 パ
円
す
 

Ⅰ
・
 
@
 
ト
 
も
め
こ
ム
 
@
 
ト
ぎ
 
）
。
「
 
結
 合
さ
れ
た
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
」
 

と
い
う
の
は
、
弟
子
が
享
受
を
欲
す
る
者
の
場
合
、
師
は
 弟
子
を
シ
ヴ
ァ
に
結
 ふ
ロ
 
し
た
後
「
 地
 」
等
の
タ
ッ
ト
 ヴ
 ァ
に
 結
合
し
、
弟
子
は
 

デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
後
そ
の
 タ
 "
 ト
ヴ
ァ
 の
 ヨ
 ー
ガ
を
 修
 す
る
こ
と
で
そ
の
タ
ッ
ト
 ヴ
ァ
 に
関
す
る
種
々
の
題
目
 無
力
を
得
る
こ
と
を
 指
 

し
て
い
る
。
 

「
 中
 １
弱
」
の
 
ぬ
 が
 オ
由
 ・
 
p
p
 
ヰ
 
が
の
場
ム
ロ
 、
 上
の
よ
う
な
 結
 合
さ
れ
た
タ
ッ
ト
 ヴ
ァ
 の
享
受
は
生
き
て
い
る
う
ち
に
 は
 生
ぜ
ず
 、
 次
の
生
 

に
お
い
て
生
じ
、
そ
の
身
体
の
死
後
に
シ
ヴ
ァ
と
な
る
 @
 
」
と
が
出
来
る
。
更
に
細
か
い
 

給
吋
ヱ
 ・
 
b
 ゅ
 （
曲
の
程
度
に
 
よ
っ
て
、
中
間
の
生
の
 

数
は
様
々
で
あ
る
 0
 
 「
こ
の
場
合
も
 、
禾
の
ヰ
す
 で
 ゆ
 鯨
の
 口
程
度
に
よ
っ
て
 、
 n
 シ
ヴ
ァ
と
の
 ム
 旦
は
口
早
く
あ
 る
い
は
遅
く
蔓
生
じ
 u
 、
 

享
受
は
多
く
あ
る
い
は
少
な
く
、
 

n
 取
る
べ
き
し
身
体
の
 
口
数
は
口
多
く
あ
る
い
は
少
な
い
」
（
 
円
ト
 ・
 パ
田
 ・
 N
A
A
 

ヴ
 。
 
N
A
 

の
が
）
。
注
釈
は
以
上
 

 
 

の
 二
つ
を
の
ゆ
山
す
曲
 
ガ
 の
か
守
が
年
 
す
 a
r
 
日
 ぎ
に
対
応
さ
せ
て
 
い
る
（
）
・
 p
 由
 心
下
・
 X
 ヨ
 .
 の
 下
 ㎝
 P
 ）
。
 

「
 弱
｜
強
 」
、
「
 
弱
｜
中
 」
・
「
 
弱
 １
弱
」
と
程
度
が
下
が
る
 に
 従
っ
て
弟
子
の
享
受
を
欲
す
る
程
度
が
強
く
な
る
が
、
 最
後
に
は
シ
ヴ
ァ
 

と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
て
い
る
（
 づ
巨
 ・
 %
 安
・
㏄
 蹟
ヴ
ん
お
 が
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
、
も
う
一
度
来
世
 

に
お
い
て
デ
ィ
ー
ク
シ
 

ャ
 ー
を
受
 け
 ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
）
・
注
 

さ
 9
 
%
 
（
・
）
。
注
釈
は
こ
れ
ら
を
 絡
 Ⅰ
 ゴ
ド
オ
笘
ざ
ガ
 
が
住
す
が
「
 

ヨ
 

に
 対
応
さ
せ
て
い
 

る
 。
 

以
上
の
よ
う
に
、
例
え
ば
絡
も
の
ま
巨
守
が
の
師
を
得
 た
 場
合
に
は
必
ず
生
前
解
脱
が
得
ら
れ
る
な
ど
と
言
わ
れ
 て
い
る
よ
 う
 に
 、
他
 

力
 的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
全
て
は
神
の
恩
寵
す
な
 わ
ち
 
絆
客
ち
卸
 （
 
a
 の
程
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
 ナ
 」
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

(384) 76 



力 ・アミール           

 
 

図
か
ら
、
儀
礼
は
全
て
精
神
的
な
形
で
充
分
で
あ
る
と
 壬
 
一
口
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
出
来
る
限
り
具
体
的
な
儀
礼
 

を
 勧
め
て
い
る
。
そ
れ
 

だ
け
で
は
な
く
、
解
脱
で
は
な
く
享
受
を
目
指
す
者
 す
 ら
を
も
自
ら
の
救
済
論
の
体
系
の
中
に
位
置
付
け
よ
う
と
 し

て
い
る
。
本
稿
中
で
）
 

 
 

は
 詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
「
 中
｜
中
 」
の
か
 曲
寸
卜
 

ち
目
 村
 
に
属
す
る
 
紐
 口
オ
 
が
岩
 
p
,
 
含
 づ
曲
 
年
す
 
a
r
 
ヨ
ぃ
 
コ
は
 、
解
脱
よ
り
も
 享
 

 
 

受
 
（
こ
の
場
合
は
主
に
超
自
然
力
）
を
重
ん
じ
る
故
に
 「
 中
｜
強
 」
の
定
年
 が
村
曲
 よ
り
も
 
め
燵
ガ
れ
ぢ
ゆ
 

（
が
の
段
階
 
と
し
て
は
低
い
が
、
 
儀
 

7
 

び
 

Ⅱ
 
結
 

仁
っ
 
ど
う
は
自
力
的
観
点
に
よ
り
ぬ
 
%
 ガ
（
 

ぢ
卸
 
（
曲
は
他
力
 
的
 観
点
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
体
系
を
完
全
 

に
 対
応
さ
せ
る
こ
と
 

は
で
き
な
い
。
「
 

強
｜
強
 」
は
直
ち
に
死
ん
で
し
ま
う
か
 
ら
 Ⅰ
 っ
ひ
せ
 

が
に
は
無
関
係
で
あ
る
し
、
「
 

強
｜
中
 」
は
 曲
 
コ
ニ
つ
ゅ
せ
 

韓
に
ほ
ぼ
対
応
 

 
 

師
 の
一
 @
@
 

ロ
 
」
が
言
わ
れ
て
い
る
の
が
や
や
矛
盾
す
る
。
 

し
か
し
、
「
 
強
 」
と
「
 中
 」
 の
 

 
 う

た
ポ
に
 

柁
 
洩
ア
ビ
 

あ
る
と
同
時
に
、
他
者
す
な
わ
ち
弟
子
を
救
 

通
常
の
在
家
の
信
徒
（
 

ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
関
心
の
中
心
が
生
前
 

ミ
舐
下
が
 
）
に
死
後
の
保
 

解
 

接
め
 が
 
ガ
 （
 
6
%
 曲
 を
め
げ
 ろ
 一
線
 は
 つ
い
て
は
、
非
常
に
 

㎎
浴
客
 ぢ
 翠
が
を
受
け
た
人
々
を
対
象
と
す
る
死
後
 

解
 

 
 

脱
の
手
段
で
あ
る
。
ま
た
、
 
苫
ミ
 
三
曲
 
コ
の
教
説
は
、
自
 

明
確
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
生
前
解
脱
 

を
 得
ら
れ
る
か
得
ら
れ
な
い
 

ら
の
解
脱
の
た
め
の
手
段
で
 

 
 

 
 

唾
 
か
と
い
う
点
で
あ
る
 
0
 
 

か
ゅ
ち
ヴ
ゴ
 

申
せ
 

p
.
 

け
づ
ゅ
せ
 

斡
か
ら
 縞
叫
 
に
よ
ら
な
い
の
 
手
ぎ
い
 で
Ⅱ
 

芙
巴
審
 （
 
う
な
わ
ち
 

ヰ
 

T
A
 は
菩
 
早
ま
で
の
が
 
宙
ゴ
づ
簿
コ
 

0
 具
 

k
t
 

鮪
想
 ）
ま
で
の
全
て
の
方
法
が
生
前
解
脱
を
目
指
す
 

方
法
で
あ
り
、
「
 
強
 １
弱
」
の
ぎ
 客
号
翠
曲
 を
受
け
た
は
 
ず
の
人
を
対
象
と
し
て
い
る
 

 
 

 
 

a
 
 の
に
対
し
て
、
Ⅰ
 
守
絡
 す
な
わ
ち
師
に
よ
る
の
手
 
ゆ
 コ
曲
づ
 

r
a
 
村
 凶
日
 
曲
は
、
 上
の
人
々
へ
の
入
門
式
の
意
味
も
 

あ
る
が
、
コ
中
 
｜
強
 」
以
下
の
 

 
 
 
 



礼
 
的
に
は
㌧
 

屈
 
（
 
r
a
 

オ
帥
 

よ
り
も
高
い
地
位
に
あ
る
。
彼
ら
 

は
臼
ガ
ゅ
 

卸
の
後
に
約
 

住
甘
 

P
 
オ
ゅ
ム
す
田
毬
ア
 

欝
を
受
け
、
 

そ
の
後
の
修
行
に
よ
っ
 

て
 
超
自
然
力
を
得
る
力
ら
で
あ
る
 

、
、
 
。
 （
 
7
@
6
 
 

0
 
こ
れ
は
シ
ヴ
ァ
教
の
 

体
系
に
属
し
て
い
な
い
行
者
達
を
シ
ヴ
ァ
教
の
中
に
取
 

り
 
込
も
う
と
い
う
試
み
 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

絆
ま
ぢ
翠
 

り
の
原
形
に
つ
い
て
 

述
 
べ
た
際
に
触
れ
た
よ
う
に
、
シ
ヴ
ァ
教
の
成
立
の
基
盤
 

に
は
 
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 

的
 
鼠
伏
 

的
 
要
素
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
 

ろ
 
れ
る
が
、
こ
う
し
た
要
素
は
 

ア
ビ
 

ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
当
時
に
 

お
い
て
も
常
に
存
在
し
 

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
制
御
さ
れ
た
形
で
 

ョ
 
ー
ギ
ニ
ー
に
 

よ
っ
て
穂
俵
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
自
然
力
を
得
よ
 

5
 
と
す
る
行
者
達
で
あ
 

  

 
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

ょ
う
 
に
自
ら
の
教
団
に
広
い
基
 

盤
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
自
体
が
、
実
際
に
は
そ
 

う
 
し
た
基
盤
を
持
っ
て
 

い
 

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
 

げ
ア
ビ
 

ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
 

解
 
脱
 
志
向
の
在
家
の
集
団
 

を
 
イ
ニ
シ
 

ヱ
 
イ
シ
ョ
 

ソ
 
儀
礼
な
ど
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
 

@
 
」
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
歴
史
的
に
見
て
も
こ
の
 

意
図
は
成
功
せ
ず
、
 

ょ
 

り
 
現
世
志
向
的
な
シ
ャ
ク
テ
ィ
ズ
 

ム
 
の
大
波
の
中
に
結
局
 

吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
 

過
 
程
で
 
シ
 
ヤ
ク
テ
ィ
ズ
 

ム
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力 ・ ン       - 一 / レ ・ シヴァ 派 における Upaya  
 

Saktip ゑた a の 体系 

（
 7
 ）
 

（
 8
 ）
 

（
 9
 ）
 

（
 り
乙
 
）
 

（
 6
0
 
）
 

（
 4
 ）
 

（
 5
 ）
 

（
 6
 ）
 

主
 
'
 @
 

（
 1
 ）
 
こ
の
派
の
著
作
家
の
多
く
が
 カ
シ
、
 、
、
 
一
ル
で
 活
動
し
た
の
で
こ
 の
よ
う
に
よ
ば
れ
る
が
、
 

ヵ
 シ
ミ
ー
ル
に
限
ら
れ
て
い
る
訳
で
 ほ
 な
く
、
不
適
 

切
 な
用
語
と
言
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
フ
ー
ガ
マ
の
権
威
を
認
 め
つ
つ
も
不
二
一
元
論
的
解
釈
を
お
こ
な
 う
 シ
ヴ
ァ
教
の
一
派
 0
 名
称
と
し
て
 

用
い
る
。
 
理
在
 わ
ず
か
に
カ
シ
ミ
ー
ル
に
残
る
に
す
ぎ
な
い
が
 、
中
世
に
お
い
て
は
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
と
な
ら
ん
で
シ
ヴ
ァ
教
の
 二
天
セ
ク
ト
の
 

一
つ
で
あ
る
。
 

著
作
時
期
紀
元
千
年
十
一
お
年
頃
。
 

わ
 Ⅰ
 ま
キ
ぬ
き
 
か
ぬ
・
 
毛
 ぎ
す
 い
 0
 日
ヨ
の
コ
円
簿
 

Ⅱ
 せ
ヴ
せ
勾
拙
卸
コ
簿
オ
肢
ミ
 

申
せ
 
い
 Ⅰ
 
㏄
（
 
す
 p
 、
パ
い
 
の
す
 
ヨ
ギ
 の
の
Ⅱ
 
ず
の
 O
f
 

円
の
 

メ
 方
が
 コ
 隼
の
（
 
E
 臼
 8
,
z
O
 い
の
，
 
い
 ㏄
・
の
 

0
.
 

の
の
・
 鱒
 ・
 2
 の
・
 ミ
 ・
も
 べ
 ，
 紹
 ，
 ま
 ，
 紹
 ・
）
の
田
の
 

l
 ）
 0
 の
の
・
 
以
 下
づ
 下
と
略
 。
 ざ
ぢ
 3
%
 
曲
の
注
釈
は
 ナ
と
略
 。
 

シ
ヴ
ァ
教
の
根
本
聖
典
と
し
て
フ
ー
ガ
マ
は
二
十
八
で
あ
る
と
 さ
れ
る
が
、
そ
の
内
十
八
が
二
元
論
的
、
十
が
不
一
不
二
元
論
 的
と
さ
れ
て
い
 

る
 。
そ
の
他
多
く
の
 副
 ア
一
ガ
マ
が
あ
り
、
更
に
カ
シ
ミ
ー
ル
 
シ
ヴ
ァ
派
は
六
十
四
の
不
二
一
元
論
的
 タ
ソ
ト
ラ
 
を
聖
典
 と
 靭
唾
 
*
 
り
 て
り
 
。
 

個
人
の
魂
、
個
我
に
つ
い
て
シ
ヴ
ァ
教
に
お
い
て
最
も
普
通
に
 用
い
ら
れ
る
言
葉
は
趙
 
目
 
「
極
微
」
で
あ
る
。
 

5
 目
の
に
 
は
、
ゆ
セ
 
が
 4
 曲
（
 曲
ゼ
目
 「
個
我
」
に
属
す
る
）
 
、
ヨ
韓
 モ
が
 （
 ョ
 鎧
い
に
属
す
る
）
 
、
ァ
ゅ
 「
 ョ
曲
 （
 村
ぎ
ョ
 欝
に
属
す
る
）
の
 三
種
が
あ
る
 

が
 、
根
源
的
な
も
の
は
ひ
 づ
 a
v
a
.
 

ョ
 a
 団
で
あ
り
、
単
に
ョ
日
 
が
と
い
う
時
は
こ
れ
を
指
す
。
こ
の
観
念
と
ジ
ャ
 4
 々

教
の
ひ
 の
 Ⅰ
が
せ
が
色
柄
）
 

の
 概
念
と
の
類
似
は
、
中
世
 南
 イ
ソ
 ド
 に
お
い
て
 
シ
グ
ァ
 教
が
 争
い
勝
利
し
た
相
手
が
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
 と
 特
に
興
味
深
 

い
こ
と
で
あ
る
が
、
目
の
 
r
a
v
a
 
が
行
為
に
よ
っ
て
増
大
す
る
の
 に
 対
し
て
、
 
ヨ
の
 下
は
行
為
に
よ
っ
て
熟
し
魂
か
ら
分
離
す
る
 可
能
性
を
得
る
 

と
い
う
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
。
 

こ
れ
は
苦
し
み
に
満
ち
た
輪
廻
の
世
界
が
ど
う
し
て
存
在
す
る
 の
か
と
い
う
 
神
 議
論
的
問
い
へ
の
見
事
な
解
答
の
一
つ
で
あ
る
  
 

 
 

イ
ン
ド
で
は
古
く
か
ら
白
内
障
の
手
術
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
 そ
の
実
際
は
外
部
か
ら
衝
撃
を
加
え
て
水
晶
体
を
眼
球
 底
 に
落
 と
す
も
の
で
、
 

鱒
 

 
 

ヨ
 住
が
を
取
り
去
る
た
と
え
と
し
て
は
完
全
に
合
致
し
な
い
。
 

7
9
 

シ
ヴ
ァ
の
行
い
は
、
創
造
（
の
 
叫
ゅ
甘
 
）
・
維
持
（
陰
圧
（
 @
 
）
・
還
滅
（
 の
り
 
ち
す
ひ
 
「
 ぃ
 ）
・
恩
寵
（
が
 コ
 け
的
「
㏄
二
の
）
・
隠
蔽
（
（
 

マ
 。
 ヴ
 甘
ゆ
 

v
a
 

）
の
 

五
 っ
と
さ
れ
、
 

め 

て 

論 
じ 
ナ， Ⅰ 

い 
  

局
 受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
 ぎ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
社
会
宗
教
史
的
問
 題
 に
つ
い
て
は
稿
を
改
 

に
 理
論
的
基
盤
を
提
供
す
る
の
は
 カ
シ
、
、
、
｜
ル
 

・
シ
ヴ
ァ
 派
 で
あ
る
が
。
こ
の
失
敗
の
原
因
は
、
イ
ン
ド
社
会
が
 解
脱
志
向
の
在
家
を
結
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（
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（
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1
 ）
 

（
は
）
 

（
 
1
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
1
 
5
 ）
 

（
 
1
 
6
 ）
 

（
 
1
 
7
 ）
 中

で
も
恩
寵
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
 

8
0
 

ア
ビ
 ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
 円
ト
 ・
Ⅹ
）
（
～
・
㌣
）
 

o
P
 

で
こ
の
 

他
 種
々
の
 物
質
的
 
ョ
 ㏄
寸
の
理
論
を
反
駁
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
 省
 略
す
る
。
 

 
 
 
 
 
  
 

特
に
 
い
ガ
ォ
ゼ
リ
 

（
 
@
 と
い
う
語
が
自
ら
を
シ
ヴ
ァ
と
認
識
で
き
な
 い
 無
知
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
 

 
 

ヨ
 目
が
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
将
来
の
弁
別
さ
れ
た
 
ロ
 
対
象
の
口
 

"
p
 
づ
白
 
2
 ゆ
ち
 -
0
-
 

守
ひ
コ
リ
 ヨ
 簿
 三
葵
 が
 「
 ヨ
 卸
せ
卸
 す
 三
百
 臼
厨
 Ⅰ
 

集
ま
り
を
Ⅱ
享
受
す
る
こ
と
へ
の
 口
 性
向
に
他
な
ら
な
い
。
」
 

斡
 ㌧
 目
 Ⅰ
 コ
 p
 ヨ
の
コ
 
ぜ
が
 
侍
 
理
由
 卸
コ
が
ヨ
ヨ
 が
 -
 
簿
ヨ
の
 リ
セ
が
り
 

い
 け
 ぎ
捜
 -
 
三
 %
 
Ⅰ
 Ⅰ
 
"
 

せ
 0
 ㏄
 せ
簿
仔
卸
 

Ⅱ
 祈
ヰ
 
Ⅱ
の
（
～
）
の
 

く
 が
 ぎ
ゆ
良
ヴ
ゴ
ゆ
そ
せ
曲
 

く
の
り
り
 

ゴ
 の
 年
ゆ
 
㏄
 簿
石
幅
 
ハ
リ
二
の
 

ト
 ・
 
，
，
 
コ
コ
く
円
・
 

@
x
.
 
の
㎏
 
l
 ㏄
の
 
が
 

「
個
我
に
属
す
る
こ
の
 
撹
 乱
と
は
、
対
象
を
持
た
な
い
欲
望
で
あ
 り
 、
弁
別
を
欠
い
た
も
の
で
あ
り
、
不
充
足
感
で
あ
り
、
 
軸
 
知
 で
あ
り
 

月
下
・
Ⅰ
 肚
つ
ヴ
 
・
 轄
い
ヴ
す
 
㏄
 白
 年
年
下
の
の
知
が
で
が
 目
 Ⅰ
年
ゅ
 
の
 の
知
に
 影
響
を
与
え
る
何
と
し
て
、
）
 い
 せ
が
 
邸
目
 が
は
恋
す
る
人
が
恋
 人
の
姿
を
あ
り
 

あ
り
と
見
る
場
合
を
挙
げ
て
い
る
が
（
 円
ト
 ・
 セ
 0
 こ
ゲ
づ
 で
 
べ
 ㍉
 l
 ㏄
）
、
こ
こ
で
し
 け
 a
r
 
ヨ
が
笘
 Ⅰ
由
の
憶
悪
ま
 鮨
お
 
Q
,
 
ぐ
鮨
ミ
臣
ト
さ
 で
 Ⅰ
の
 
う
せ
 
が
 オ
ゆ
 

い
 っ
 a
r
i
c
c
 

下
色
 

p
.
2
 の
 N
 
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
 か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
仏
教
徒
が
ブ
ッ
ダ
の
全
知
を
証
明
す
る
 た
め
の
議
論
を
 

借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
明
瞭
な
形
で
言
わ
れ
な
い
。
 後
 述
 ㊤
・
 ミ
 ）
す
る
 2
3
 
に
、
自
力
で
生
前
解
脱
を
得
る
人
は
 、
 
「
自
ら
の
意
識
 

そ
の
も
の
で
あ
る
神
々
に
よ
っ
て
」
（
 
留
い
 の
曲
唱
曲
ま
日
目
 
子
ゴ
目
 
）
 d
 民
 蕃
を
受
け
る
と
言
わ
れ
る
。
 

宝
田
～
～
さ
ぬ
 

建
 ～
）
 
セ
 0
 ～
～
 

a
r
a
 

～
 
ぬ
ま
 
～
（
 
a
 、
 （
以
下
目
 宅
と
略
 ）
 記
 
i
i
.
2
 

デ
 い
 の
 ・
コ
タ
ン
ト
ラ
ー
ロ
ー
カ
 
ロ
 は
こ
の
タ
ン
ト
ラ
に
対
す
る
一
種
 の
 自
由
注
釈
 

と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
 

べ
う
 ヴ
ァ
「
恐
ろ
し
い
者
」
と
は
シ
ヴ
ァ
の
名
前
の
一
つ
で
 

よ
 
の
が
の
 
く
ひ
 
オ
リ
日
の
せ
㏄
 
づ
 Ⅰ
が
 
ヰ
ゆ
ぬ
 
0
 ヴ
す
ゆ
 
の
 0
 セ
掠
セ
の
 
の
 く
り
 
Ⅱ
ロ
ロ
 
ゆ
オ
 
が
 ゴ
 =
 あ

る
。
 

（
 づ
ぬ
 
さ
 %
 
Ⅰ
 寮
ミ
 
Ⅰ
 ヰ
 
仁
田
斉
 
鮨
ミ
 
Ⅰ
ト
知
。
 

宙
 ・
 p
 ヴ
 ）
・
 づ
 Ⅰ
 ミ
 ～
ド
も
 

く
さ
 
㌔
俺
も
か
 

鮨
 さ
へ
 
ト
 簿
は
ア
ビ
ナ
ヴ
 

ァ
ク
 フ
タ
自
身
に
よ
る
 

日
 タ
ン
ト
ラ
ー
 
ロ
 l
 カ
 L
 の
最
も
簡
潔
 な
 要
約
で
あ
る
。
 

コ
つ
く
イ
 

・
 ア
 ・
 ト
 白
 l
 の
・
 p
 コ
 年
ロ
 
セ
 0
 デ
 の
 
で
づ
 Ⅰ
 甲
ひ
 

）
・
 
p
 年
日
と
 
ぎ
 ・
 ニ
 ・
 セ
 0
 ㌃
が
つ
 つ
お
 l
%
 

力
 隠
悪
 
ド
 Ⅰ
ビ
田
 
咀
 Ⅰ
 き
 a
.
 
せ
 -
 
印
せ
 
卸
 づ
り
 
宙
 p
 、
 ヒ
コ
 
・
包
は
コ
 ミ
ま
 Ⅰ
Ⅰ
 
悪
 ㌧
Ⅰ
 
芯
 @
 
り
さ
 
ハ
三
ユ
 .
 ）
㏄
 
L
 し
 向
山
様
に
 づ
 「
が
（
 

ゼ
い
す
ひ
 

l
p
.
 
年
ゴ
セ
リ
コ
 

p
.
 

で
Ⅱ
ゆ
づ
 

ゅ
ヒ
ゅ
 
六
づ
 
り
 ・
良
す
 
卸
 Ⅱ
の
 
り
リ
 
・
 

村
 「
 吋
ヂ
 巻
ヨ
 ゅ
年
已
を
ヨ
 ー
ガ
の
大
麦
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
 し
ア
ビ
 
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
 ぢ
ヨ
ダ
 
田
透
 ヨ
ダ
撹
建
コ
 が
に
つ
い
 
て
も
ミ
白
文
 し
ナ
 Ⅰ
 

い
る
（
 円
ン
 ・
 中
ぺ
 
・
㏄
Ⅰ
の
）
。
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㏄
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げ
 

 
  

 
る up 五 ya  と 

（ （ （ 
28@ 27@ 26 
） ） ） 

saktlpa @  .  - 七 a  の 

（ 25  ア 24 n ヘ 

） ） 

甘
悶
母
 主
簿
は
こ
れ
を
「
 師
 等
に
関
し
た
」
（
 幅
 仁
安
 曲
日
 紅
色
 ㌢
 ま
 ま
き
）
と
注
釈
し
て
い
る
が
、
別
の
個
所
で
は
「
弟
子
 
か
ら
な
る
」
 

沿
ゅ
 
せ
 
い
ヰ
ヨ
 
ダ
 
ン
注
 づ
下
・
 昌
 ・
が
 
つ
 
0
 ㌃
 メ
ワ
 
の
も
、
デ
ト
㏄
 

l
%
 

）
と
述
べ
て
お
り
、
特
に
 隼
卍
 蕃
の
際
の
弟
子
の
身
体
を
指
 
す
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
 

木
の
雨
・
 
a
 年
下
 
セ
ゅ
コ
 
は
通
常
の
 

6
p
 

年
 目
く
の
 

コ
 の
リ
ス
ト
に
入
ら
な
い
 。
こ
れ
は
、
呼
吸
の
周
期
を
日
、
月
、
年
な
ど
の
周
期
と
同
一
 規
 し
て
い
っ
 

て
 最
終
的
に
宇
宙
的
大
年
と
同
一
視
す
る
 よ
う
 に
す
る
方
法
で
 あ
る
。
「
 時
輪
 」
（
窓
下
ぃ
 
鈷
 S
 ）
と
の
関
係
が
言
わ
れ
る
が
 、
今
後
の
研
究
 

81  (389) 

円
か
セ
 

が
Ⅱ
 
韓
 （
 
ゴ
 帥
に
よ
る
し
し
、
㍉
タ
ン
ト
ラ
ー
ロ
 

l
 カ
 ヒ
 の
第
六
章
 か
 ら
 第
十
二
章
ま
で
と
第
十
五
章
か
ら
最
後
ま
で
は
す
べ
て
㏄
（
 
ゴ
 リ
コ
ゆ
づ
 

Ⅰ
 
り
オ
か
 

-
 
づ
曲
 

を
 扱
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
第
十
五
章
以
下
は
下
位
区
分
の
 
す
 ひ
甘
ぺ
ゅ
 
を
扱
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
（
 
円
下
 ，
 セ
 0
-
.
 
ハ
ワ
が
 
-
 Ⅰ
ー
の
）
。
 

沫
 n
p
r
a
 

に
つ
い
て
述
べ
た
五
種
と
同
じ
。
 

こ
の
十
二
は
寸
 3
 日
が
派
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
 竺
す
由
 
「
 コ
 前
掲
書
写
・
 
9
 お
い
 及
び
や
き
の
図
形
参
照
。
 

こ
の
方
法
も
結
局
 
ヴ
缶
昌
ゅ
 
で
あ
っ
て
 
ぬ
ひ
オ
 

（
 
a
 。
 
u
p
a
 

せ
 い
 と
 変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
感
官
を
通
し
て
外
部
に
投
 影
 す
る
点
か
ら
 

ゆ
り
 
が
 つ
 p
.
E
 

づ
 ど
う
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

五
感
、
 
日
の
コ
 
曲
の
 
，
が
オ
簿
ち
オ
ゆ
バ
ど
す
 

年
年
年
ま
の
八
つ
。
 

こ
れ
に
つ
い
て
も
種
々
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
例
を
挙
げ
る
 ノ
 Ⅰ
、
 隼
 e
 す
 p
l
l
-
a
 

仁
村
 
@
 
村
外
・
 

り
り
 
Ⅰ
 
づ
ひ
 
寸
が
・
 
づ
 Ⅱ
ゆ
中
が
 

1
 。
せ
簿
 

@
 
Ⅰ
 @
 
吋
 ㏄
。
 す
 け
 Ⅰ
 年
す
 
@
1
,
 

せ
 0
 ㎎
 

曲
り
ゆ
 

（
 
ヂ
 ぬ
口
 
コ
ぜ
 
が
１
ヨ
ゆ
印
す
 

べ
 が
ヨ
デ
の
と
い
の
も
の
で
あ
る
（
本
初
 

e
 ヨ
ぃ
 
Ⅱ
里
曲
㏄
年
の
 

@
 
せ
 欝
の
由
 

侍
 
Ⅰ
 
ダ
ヂ
 
）
・
 
0
 年
・
Ⅰ
 
曲
 @
 
宙
め
セ
 

が
の
 @
 
コ
 ㎎
す
 つ
 

ト
 ド
 
）
。
 

こ
れ
を
 オ
岸
 
Ⅰ
 隼
圧
 （
の
（
（
 

せ
 の
と
見
る
説
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
っ
 
「
 
ゅ
コ
 
の
も
ふ
 ヨ
穏
 Ⅱ
よ
り
も
下
位
に
来
る
。
 
口
 r
a
 
由
 p
 を
重
視
 ヰ
リ
 
る
の
 軍
 コ
年
り
 

派
の
見
解
に
影
響
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
 

（
 
劾
 ）
 

（
 
銭
 ）
 

（
 
り
乙
 

3
 ）
 

系
 

体
 

以
下
で
は
、
 
目
 （
で
 
目
ゅ
 隼
の
 
セ
の
 の
Ⅰ
 め
ヒ
め
ャ
寮
守
 

「
 
さ
ぢ
 Ⅰ
 けか
ミ
 ⑧
 
目
 か
田
 
ふ
ト
 や
デ
 
9
 
キ
ミ
・
 
ゲ
 9
%
.
 
ド
コ
ー
 ミ
 ・
及
び
そ
れ
に
対
す
る
 
ア
ビ
 
ナ
ヴ
ァ
 グ
 

フ
タ
の
注
釈
か
ら
要
約
す
る
が
、
三
個
所
で
少
し
づ
つ
説
が
異
 な
っ
て
い
る
の
で
、
目
 で
 ど
ぶ
と
の
関
連
に
お
い
て
最
も
整
合
 的
な
も
の
に
す
 

ぎ
な
い
。
 

  

が
 Ⅰ
 轟
 Ⅰ
Ⅱ
 
俺
防
鱗
 

Ⅰ
 
祭
 ・
 臼
 ㎡
 
す
ゆ
オ
コ
 
@
 
ガ
ド
，
つ
つ
 

・
の
 
鏑
 
１
 0
 （
 
e
 
宙
 ・
㏄
が
 
コ
 @
 勺
 Ⅰ
 
か
オ
 
ゆ
め
 
宙
が
 
タ
ロ
臼
ミ
 ・
 P
 
の
㏄
 
お
 ・
 ぎ
ミ
ト
 Ⅰ
 め
目
 
「
Ⅰ
も
 ア
ビ
 ナ
ヴ
ァ
 グ
 フ
タ
自
身
に
よ
 

る
日
 タ
ン
ト
ラ
ー
ロ
ー
カ
 ヒ
 の
要
約
で
あ
る
が
、
心
下
五
章
に
 比
べ
て
こ
ち
ら
の
方
が
ま
屈
が
の
位
置
が
論
理
的
な
の
で
こ
 

ち
ら
を
引
用
し
 

サ
 
こ
 
ハ
 。
 

（
 
、
 
@
 
目
簿
 
（
 
@
@
 
の
 （
（
 
、
 
ロ
ト
・
Ⅰ
Ⅰ
 

心
ウ
十
 

・
 糠
円
 
）
 @
 
ド
ミ
 

@
n
@
@
 

め
め
寮
 @
 
ヘ
 
ド
 
@
 木
羽
 @
@
i
m
l
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ナ
 
Ⅰ
 ャ
 
・
 
@
0
@
@
-
 

還
ヘ
 も
 
め
へ
さ
夫
Ⅰ
 

憶
 @
 
も
膝
荘
 
@
 
ミ
 @
 
ぉ
雨
あ
 
セ
佳
 
ヴ
 -
 
お
 り
 目
 0
 二
の
年
の
 -
.
 
Ⅰ
 
コ
の
任
ぎ
 

屯
田
口
。
 の
 @
 
づ
ヱ
げ
 
が
 エ
 。
 と
 

ぎ
年
鰍
臣
コ
 
p
 
Ⅱ
㏄
の
り
 

ず
 U
-
 
の
 ト
 0
,
 ）
の
㍉
の
・
 

つ
 い
 ト
オ
 
・
特
に
 
つ
つ
 ）
廿
の
 
１
ト
 
の
つ
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理
 的
保
証
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
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ー
ド
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祈
り
、
言
語
ゲ
ー
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、
多
元
的
リ
ア
リ
テ
 ィ
 

、
行
為
遂
行
的
発
言
、
自
己
関
与
、
言
語
行
為
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言
語
行
為
と
し
て
の
祈
り
 

シ
ュ
ッ
ツ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
 オ
 ｜
 ス
テ
ィ
ン
の
理
論
に
よ
り
な
が
ら
 



祈
り
に
つ
い
て
は
古
来
ま
こ
と
に
多
く
の
人
々
が
論
じ
 て
き
た
。
 

F
.
 

ハ
イ
ラ
ー
の
大
著
「
祈
り
日
の
冒
頭
に
は
 

、
 祈
り
に
つ
い
て
論
 

じ
た
先
人
の
珠
玉
の
こ
と
ば
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
 三
信
仰
と
は
 ヮ
 た
だ
ひ
た
す
ら
の
祈
り
円
で
あ
る
ご
（
 ル
タ
ー
）
、
「
祈
り
な
し
 

一
 
祈
り
に
つ
い
て
 

小
 
l
l
 
）
 

テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
い
ず
れ
に
も
 早
 す
る
も
の
 
で
は
な
く
、
い
ず
れ
か
ら
も
 デ
 タ
ッ
チ
し
た
も
の
で
あ
 る
 。
 

は
じ
め
に
 

祈
り
と
い
う
宗
教
現
象
は
様
々
な
宗
教
に
お
い
て
見
ら
 れ
る
が
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
を
キ
リ
ス
ト
教
に
お
 け
 る
 祈
り
に
限
定
す
 

る
 。
そ
れ
も
、
聖
人
や
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
の
創
始
 者
な
ど
の
き
わ
め
て
例
外
的
な
宗
教
的
資
質
を
も
っ
 人
 々
の
祈
り
で
は
な
い
。
 

か
な
り
強
い
信
仰
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
現
代
の
社
会
に
 生
き
て
い
る
一
般
的
な
人
々
が
お
こ
な
 う
 祈
り
を
 モ
デ
 ル
 ・
理
念
型
と
し
て
 話
 

を
 進
め
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
筆
者
が
こ
れ
 か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
祈
り
は
、
限
定
さ
れ
た
視
点
か
 ら
 単
純
化
か
つ
理
念
化
 

さ
れ
た
祈
り
（
た
と
え
ば
、
祈
り
が
営
ま
れ
る
場
を
日
常
 生
活
の
世
界
に
お
け
る
「
飛
び
地
」
と
し
て
把
握
し
、
 こ
れ
と
日
常
生
活
の
世
 

界
 と
は
隔
絶
し
て
い
る
と
考
え
る
）
で
あ
る
。
祈
り
で
あ
 る
か
否
か
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
で
き
な
い
境
界
的
 な
事
例
が
多
数
存
在
す
 

る
こ
と
は
、
筆
者
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
 ら
、
 祈
り
と
い
う
概
念
を
理
念
的
・
モ
デ
ル
的
に
把
握
 し
て
 い
 な
け
れ
ば
、
 境
 

界
 的
な
事
例
を
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
す
ら
で
 き
 な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
限
定
さ
れ
た
視
点
か
ら
で
 は
あ
る
が
、
理
念
化
・
 

モ
デ
ル
化
さ
れ
た
祈
り
を
考
察
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
 の
 意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
祈
り
を
論
ず
る
 筆
者
の
立
場
は
、
プ
ロ
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言語 行 鬼ナ @,             @  一 ての祈り 

も
の
と
み
と
め
ら
れ
た
力
と
の
内
的
な
交
わ
り
、
な
い
し
 あ
ら
ゆ
る
種
類
の
対
話
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
る
な
ら
 ば
 ：
：
：
こ
の
広
義
の
祈
 

小
 
7
 ）
 

り
こ
そ
宗
教
の
魂
で
あ
り
本
質
で
あ
る
」
と
 語
っ
 て
い
る
 。
こ
う
し
た
こ
と
ば
か
ら
、
祈
り
は
宗
教
、
キ
リ
ス
ト
 数
 に
お
い
て
い
か
に
 
重
 

要
 な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
 

さ
て
、
祈
り
を
「
神
に
た
い
す
る
人
間
の
語
り
か
げ
」
と
 し
て
考
え
る
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
神
に
は
パ
ー
ソ
ナ
 り
 テ
ィ
が
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
ハ
イ
ラ
ー
も
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
に
も
と
づ
 き
 な
が
ら
、
「
神
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
確
信
」
 と
な
ら
べ
て
「
神
の
 

-
0
0
 

）
 

，
 弔
の
「
の
の
 

コ
目
 
。
 甘
 村
荘
 宅
 
（
人
格
性
）
に
た
い
す
る
信
念
」
を
 
祈
り
の
前
提
と
し
て
い
る
。
イ
ェ
ス
は
 ゲ
ッ
セ
マ
 
不
で
 神
に
た
い
し
て
「
 ア
バ
 

（
 主
 きゅ
）
」
と
呼
び
か
け
た
が
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
 

ィ
ヱ
 ス
 の
時
代
の
民
衆
の
話
し
こ
と
ば
で
形
式
ば
ら
な
い
 親
 密
 さ
や
子
供
の
父
親
に
 

た
い
す
る
尊
敬
の
こ
と
ば
と
し
て
基
本
的
に
使
用
さ
れ
て
 い
た
（
「
お
と
 う
 さ
ん
」
ほ
ど
の
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
）
 

。
こ
れ
は
「
 父
 」
と
 訳
 

さ
れ
る
が
、
旧
約
聖
書
に
お
い
て
は
「
 父
 」
の
イ
メ
ー
ジ
 を
 神
に
あ
て
は
め
る
の
は
か
な
り
例
外
的
な
こ
と
で
あ
 り
 
（
一
四
 か
 所
し
か
 例
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制
度
、
儀
式
や
倫
理
的
理
想
に
お
い
て
で
は
な
く
、
 

祈
 り
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
 

W
.
 
ジ
 
エ
 イ
ム
ズ
は
「
 神
 的
な
 

-
5
@
 

ラ
ー
は
「
祈
り
は
宗
教
の
核
心
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
敬
虔
 の
 精
髄
で
あ
る
 日
 
「
わ
れ
わ
れ
が
真
の
宗
教
的
 
生
 を
と
 ら
え
る
の
は
、
教
義
や
 

ル
ク
 の
 メ
ヒ
 ト
ヒ
ル
ト
は
「
祈
り
は
天
上
か
ら
偉
大
な
る
 神
を
地
上
の
小
さ
な
胸
に
ひ
き
よ
せ
て
く
れ
る
。
神
を
 待
ち
望
む
魂
を
地
上
か
 

（
 
4
@
 

ら
ま
っ
た
き
神
の
と
こ
ろ
へ
と
ひ
き
上
げ
て
く
れ
る
も
の
 が
、
 祈
り
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
 ぱ
を
傭
敬
 し
て
、
ハ
イ
 

（
Ⅰ
 
3
@
 

へ
 
り
 
2
 
）
 

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ル
タ
ー
は
「
た
だ
祈
り
に
よ
っ
て
 の
み
わ
れ
わ
れ
は
神
の
み
も
と
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
 」
と
語
り
、
マ
グ
デ
 フ
 

に
 神
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
 J
.
 

ア
ル
ン
 

ト
 ）
 
、
「
宗
教
的
衝
動
は
本
質
的
に
祈
り
の
 

当
然
、
宗
教
的
に
み
て
死
ん
で
い
る
と
み
な
さ
れ
る
」
 
（
 R
.
 

ロ
ー
テ
）
、
「
宗
教
は
、
そ
れ
が
 

こ
で
も
、
祈
り
で
あ
る
」
（
 A
.
 

ダ
イ
ス
マ
 

ソ
 ）
、
「
 
口
 
祈
り
 と
は
し
第
一
の
、
最
高
の
、
も
っ
と
 

あ
る
」
（
 ヘ
 テ
ィ
ン
ガ
ー
）
、
「
心
を
あ
げ
て
の
祈
り
が
な
 
い
と
こ
ろ
で
は
宗
教
も
な
い
」
（
 
A
 

衝
動
で
あ
る
…
…
祈
り
を
捧
げ
な
い
者
は
 

人
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
 

も
 荘
厳
な
、
宗
教
の
現
れ
で
あ
り
、
証
で
 

サ
バ
テ
ィ
エ
）
な
ど
の
こ
と
ば
が
紹
介
さ
 



二
 

祈
り
が
営
ま
れ
る
「
 場
 」
に
つ
い
て
 

キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
は
、
「
神
が
私
た
ち
に
祈
る
 ナ
 
し
 と
を
命
じ
、
祈
る
こ
と
を
待
ち
、
祈
り
を
聞
 き
 い
れ
た
 も
 う
と
 約
束
し
た
も
 

 
 

ぅ
 ゆ
え
に
」
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
祈
る
こ
と
が
で
き
る
と
 
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
神
の
呼
び
か
げ
に
た
い
す
る
応
答
 と
し
て
祈
り
は
成
立
す
 

も
の
で
あ
る
か
ら
、
祈
り
が
営
ま
れ
る
場
は
、
わ
れ
わ
れ
 が
 世
俗
的
に
生
き
て
い
る
日
常
生
活
の
世
界
（
後
述
）
 と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
 

テ
ィ
」
論
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
祈
り
が
営
ま
れ
る
「
 

場
 」
が
設
定
さ
れ
る
プ
ロ
セ
 

ス
を
 推
し
て
お
 

、
，
、
 
き
ナ
 
@
 
0
-
0
@
 

Ⅱ
 
、
 

が
な
い
と
さ
れ
る
）
、
そ
の
う
え
っ
ね
に
絶
対
的
・
最
終
 的
な
権
威
を
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
・
 口
 １
％
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
 

の
 文
献
で
も
「
父
ょ
」
と
い
う
か
た
ち
で
神
に
呼
び
か
け
 る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
親
密
な
こ
と
ば
 で
 神
に
呼
び
か
け
 ろ
こ
 

と
は
、
不
遜
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
 対
照
的
に
 、
イ
ヱ
ス
 が
祈
り
に
お
い
て
こ
の
こ
と
ば
を
 し
ば
し
ば
用
い
る
の
 

怯
 彼
が
神
と
の
親
密
さ
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
の
間
接
 的
な
証
拠
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一
世
 紀
の
 パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
 

ユ
ダ
ヤ
教
が
「
 父
 し
の
イ
メ
ー
ジ
を
神
に
応
用
す
る
こ
と
 を
 敬
遠
し
た
の
に
た
い
し
、
 四
 福
音
書
に
お
い
て
は
 祈
 り
 以
外
の
コ
ン
テ
キ
ス
 

（
 
9
 ）
 

ト
 に
お
い
て
も
イ
ェ
ス
が
神
を
「
 父
 」
と
呼
ん
だ
例
が
一
 二
五
以
上
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
、
キ
リ
 ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
 

神
は
人
間
が
「
 父
 」
と
呼
び
か
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
人
格
 性
 を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
マ
タ
イ
福
音
書
の
「
 わ
た
し
た
ち
の
天
の
父
 

よ
 」
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
 天
 」
と
い
 5
 こ
と
ば
を
聞
く
と
 、
 神
は
ど
こ
か
人
間
の
世
界
と
は
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
 存
在
す
る
 よ
う
 に
 、
神
 

と
 人
間
と
の
あ
い
だ
に
は
絶
対
に
の
り
こ
え
ら
れ
な
い
 断
 絶
 が
あ
る
 よ
う
 に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
に
 は
こ
の
よ
う
な
人
格
性
 

が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
は
神
に
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
 き
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
を
踏
ま
え
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
祈
り
を
「
 舌
晶
 巾
 ゲ
ー
ム
し
と
し
て
理
解
す
る
ま
え
に
、
 A
.
 シ
ュ
ッ
ツ
 の
 「
多
元
的
 リ
 ア
 リ
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て
、
 
生
へ
の
十
分
な
注
意
か
ら
生
じ
る
覚
醒
、
 

n
 世
界
に
 
つ
い
て
の
 し
 疑
問
の
停
止
、
自
発
性
の
顕
著
な
様
式
（
 活
動
）
、
全
体
的
自
己
と
 

身
を
も
っ
て
体
認
し
ょ
う
と
す
る
祈
り
で
あ
る
。
生
活
 0
 流
れ
を
「
断
っ
 
口
 と
は
、
生
活
の
む
な
し
さ
を
知
る
の
 え
の
生
活
か
ら
の
果
断
 

（
Ⅱ
 
W
"
 

な
 訣
別
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

 
 

生
活
の
流
れ
か
ら
断
た
れ
た
祈
り
、
断
絶
し
た
 祈
り
。
こ
う
し
た
祈
り
の
場
が
設
定
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
 ス
は
 、
シ
ュ
ッ
ツ
の
い
う
 

 
 

て
 

「
日
常
生
活
の
世
界
」
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
「
 
飛
 び
地
 」
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

し
 

 
 

ね
 

E
.
 
フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
な
立
場
か
ら
 構
 薬
 し
ょ
う
と
し
た
現
象
学
を
内
世
界
的
（
 日
 ヒ
コ
年
が
目
）
 
な
 レ
ベ
ル
で
展
開
し
た
シ
ュ
ッ
 

 
 
 
 

一
行
 

@
 

ツ
は
 、
「
日
常
生
活
の
世
界
」
 

父
 二
の
旧
 0
 ～
 巨
 
。
片
口
 が
ご
ギ
 二
片
 
の
 ・
ド
ア
の
 毛
 o
q
 

ロ
印
 

0
 片
の
ぺ
 e
 Ⅱ
 せ
年
 P
 せ
 ～
目
の
，
 
田
 二
の
 宝
荷
・
 ミ
 o
n
 
匡
 ）
の
特
徴
と
し
は
 

る釜こ 
」）と O 

で ・ 

そ あ 
し る 

て   
、 生   

活 祈 
の り 

沈 め 
れ な 
を か 

  
っ、 ち、 

初テ 、 こ、 

り、 ま、 
r -.  。 な、 

と い、 

は こ と 
す で 
べ あ 

て る 
が   

過 祈 
ぎ り 

去 と 

っ @ ま 

て 死 
ぃ ぬ 
@ " し 

と と 

い で 

ぅ あ 
血 @ 、 、 、 る 

常 と   
の 言 

真実つこ 古 

を の 

裏返 ま 、 
し そ 
た れ 
形 を 

味 で、 な 普ゅ 
ま す 

な
う
に
あ
た
っ
て
生
活
の
流
れ
を
断
つ
と
き
に
は
、
 竹
 0
 節
が
竹
の
幹
を
断
つ
よ
う
に
、
「
九
十
度
に
、
マ
ン
 ョ
 コ
に
 」
に
断
つ
こ
と
と
 

な
る
「
た
と
え
五
分
で
あ
れ
、
二
一
十
分
で
あ
れ
、
 
時
 間
の
長
短
に
か
か
わ
り
な
く
、
生
活
の
流
れ
を
思
い
き
 っ
て
マ
ン
 ョ
コ
 に
断
つ
 

場
 で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ル
メ
ル
会
土
の
奥
村
は
 
ま
 
@
 

彼
は
厳
し
い
こ
と
は
で
「
祈
り
に
お
い
て
学
ぶ
べ
 き
 こ
と
 
と
 

と
で
あ
る
。
無
限
で
あ
り
、
永
遠
で
あ
る
神
の
前
に
 、
 あ
 

と
を
学
ぶ
、
そ
れ
が
祈
り
の
底
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
祈
る
と
き
は
生
き
る
こ
と
を
考
え
 
え
 

界
 と
断
絶
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
祈
り
の
と
き
に
は
、
 

手
  
 

る
 0
 つ
ま
り
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
こ
の
世
の
も
の
で
 @
 
ま
 こ

の
よ
う
な
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
祈
り
を
「
断
つ
祈
り
」
 と
表
現
し
て
い
る
。
 

の
 第
一
は
 、
 死
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
自
己
の
む
な
し
さ
を
 真
 底
 ま
で
自
覚
す
る
こ
 

ま
り
に
も
は
か
な
い
自
分
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
て
 、
 神
の
う
ち
に
死
ぬ
こ
 

た
と
え
、
い
っ
と
き
の
祈
り
で
も
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
 死
の
体
験
が
生
き
ら
れ
 

（
何
 

@
@
 

て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
。
「
死
ぬ
こ
と
」
と
は
ま
さ
 し
く
日
常
生
活
の
世
 

わ
ば
、
人
は
時
間
に
あ
っ
て
時
間
を
超
え
、
空
間
を
離
れ
 ず
し
て
空
間
を
超
え
 

な
く
な
る
」
。
 

@
a
 

1
 
 

）
 
そ
れ
ゆ
え
、
最
も
た
い
せ
つ
な
祈
り
の
 原

則
は
 、
 祈
り
を
お
こ
 



 
 

-
8
@
 

1
 

り
 、
換
言
す
れ
ば
「
関
心
」
の
選
択
機
能
や
「
主
題
的
 レ
リ
 バ
ン
ス
」
の
は
た
ら
ぎ
に
よ
 

あ
い
だ
を
飛
び
回
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
 

「
関
心
」
の
選
択
機
能
や
「
主
題
的
レ
リ
バ
ン
ス
」
に
よ
 っ
て
、
多
種
多
様
な
限
定
さ
 

テ
ィ
が
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
お
い
て
組
織
化
、
構
造
化
さ
 れ
る
の
で
あ
る
。
主
題
的
レ
リ
 

問
題
、
あ
る
い
は
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
も
 の
が
、
何
か
の
拍
子
で
注
意
を
 

重
要
な
主
題
的
対
象
と
な
る
。
い
ま
ま
で
の
思
考
の
地
 平
に
お
い
て
沈
ん
で
い
た
も
の
が
 

て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
、
い
ま
ま
で
関
わ
っ
て
 い
 た
 主
題
か
ら
新
し
い
主
題
へ
と
 

心
 に
し
て
組
織
化
さ
れ
て
い
た
「
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
で
も
い
 ぅ
 べ
 き
 も
の
が
崩
壊
し
て
し
ま
 り

 、
こ
う
し
た
限
定
さ
れ
た
意
味
の
諸
領
域
の
 

れ
た
意
味
の
領
域
、
飛
び
地
と
し
て
の
リ
ア
リ
 

・
バ
ン
ス
の
 
働
 ぎ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
主
題
や
 

引
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
最
も
 

主
題
的
レ
ジ
バ
ン
ス
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
っ
 

移
行
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
他
の
主
題
を
中
 

ぅ
 。
そ
れ
ま
で
の
主
題
は
一
時
的
に
せ
 よ
、
ま
 

し
て
活
動
し
て
い
る
自
己
、
他
の
人
々
と
共
通
な
 コ
、
、
、
 

ュ
 ニ
ケ
イ
 シ
 。
 ン
と
 社
会
的
行
為
の
相
互
主
観
性
、
相
互
 主
観
性
の
普
遍
的
時
間
 

 
 

構
造
で
あ
る
標
準
時
間
、
の
六
 つ
 を
あ
げ
て
い
る
。
 
わ
 れ
わ
れ
が
住
ま
う
こ
う
し
た
日
常
生
活
の
世
界
は
、
あ
ら
 ゆ
る
経
験
、
あ
ら
ゆ
る
 

思
索
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
さ
き
だ
っ
て
つ
ね
に
既
に
存
 在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
は
引
き
離
せ
な
い
よ
う
に
結
び
 っ
 Ⅱ
 
リ
て
 Ⅰ
 
り
る
 0
 
 
換
き
 ロ
す
 

れ
ば
、
日
常
生
活
の
世
界
は
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
 生
の
営
み
の
た
め
の
「
地
盤
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

祈
り
が
営
ま
れ
る
場
は
、
こ
う
し
た
日
常
生
活
の
世
界
 に
お
い
て
人
間
の
意
識
作
用
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
 飛
 び
地
 」
（
の
 
コ
 の
了
せ
の
）
 

と
し
て
理
解
で
き
る
。
シ
ュ
ッ
ツ
は
、
こ
の
飛
び
地
を
 「
限
定
さ
れ
た
意
味
の
領
域
」
富
三
富
 
づ
 （
 0
 ま
コ
 の
の
 0
 （
 日
 の
が
 
田
コ
 ㏄
Ⅹ
「
リ
ア
 

り
 テ
ィ
」
と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
に
 特
 有
な
 、
認
知
様
式
、
意
識
の
緊
張
、
時
間
の
パ
ー
ス
ペ
 ク
テ
ィ
ブ
、
自
己
経
験
 

の
 様
式
、
社
会
性
の
様
式
、
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
 が
 独
立
で
完
結
し
た
諸
領
域
を
作
り
あ
げ
て
い
る
と
し
 て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 

あ
る
意
味
領
域
で
適
合
的
な
も
の
は
、
他
の
意
味
領
域
 で
も
 適
 ム
ロ
的
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
両
者
を
連
結
 

す
る
何
ら
の
「
変
換
金
 

（
Ⅱ
Ⅱ
 

@
 

式
 」
（
 h
O
 
「
 日
三
 p
 
O
 

（
（
（
が
 

コ
 の
 H
O
q
 

臼
茸
 

p
O
 

し
も
存
在
し
 な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
意
識
を
向
け
る
意
味
 領
 域
を
変
え
る
こ
と
に
 ょ
   



言語行為としての 祈り 

が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
 う
 す
る
と
、
今
度
 は
 逆
に
祈
り
の
こ
と
は
 

な
る
、
号
目
語
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
る
、
 
と
考
え
て
よ
い
で
あ
 

さ
て
、
 リ
 ア
リ
テ
ィ
と
言
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
 み
よ
う
。
こ
れ
ま
 

域
 、
飛
び
地
と
し
て
の
祈
り
と
い
う
リ
ア
 り
 テ
ィ
は
 、
わ
 れ
わ
れ
の
意
識
に
 ょ
 

と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
が
意
識
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
 

祈
 り
の
場
が
設
定
さ
れ
る
 で

、
日
常
生
活
の
世
界
 

っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
 

と
 き
 、
そ
こ
で
祈
り
と
 

が
 意
識
や
リ
ア
リ
テ
ィ
 

ろ
う
。
 

P
.
 

ウ
ィ
ン
チ
 

に
お
け
る
限
定
さ
れ
 

で
あ
る
こ
と
を
見
て
 

い
う
「
舌
口
語
ゲ
ー
ム
 

に
た
い
し
て
 
働
 ぎ
か
 

は
 
「
リ
ア
リ
テ
ィ
は
 

た
 意
味
 領
 

ぎ
た
。
祈
り
 

」
（
後
述
）
 

げ
る
よ
 う
 に
 

言
語
に
意
味
 

た
び
日
常
生
活
の
世
界
へ
・
と
舞
い
も
ど
っ
て
行
く
 
、
と
 い
っ
た
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
 

ら
 断
絶
し
た
限
定
さ
れ
た
意
味
の
領
域
と
し
て
の
祈
り
の
 揚
 が
生
じ
、
祈
り
を
 

く
な
っ
て
 、
 祈
り
と
い
う
極
め
て
宗
教
的
な
意
味
の
世
 界
 、
日
常
的
な
世
界
と
 

は
 、
世
俗
的
な
常
識
や
時
間
の
計
り
方
で
は
と
て
も
と
ら
 え
き
れ
な
い
世
界
が
 

触
 と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
 祈
り
が
終
局
に
近
づ
 捧

げ
る
よ
う
に
な
る
と
宗
教
的
意
識
や
緊
張
は
さ
ら
に
強
 
強
 

は
隔
絶
し
た
世
界
に
没
入
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
 で
 
・
 

広
が
っ
て
 、
 神
と
の
永
遠
な
交
わ
り
、
対
話
、
人
格
的
 接
 

く
に
つ
れ
て
、
宗
教
的
な
意
識
や
緊
張
が
和
ら
ぎ
、
 

ふ
 ナ
，
 

@
 

も
 は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
祈
り
に
向
か
い
始
め
、
し
だ
い
 に
 宗
教
的
な
意
識
や
緊
張
が
高
ま
っ
て
く
る
。
そ
し
て
 、
日
常
生
活
の
流
れ
か
 

と
 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
ト
 し
 、
カ
レ
ン
ダ
ー
や
時
計
で
計
ら
 れ
る
時
間
に
し
た
が
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 祈
 り
を
は
じ
め
る
人
の
関
 

を
 捧
げ
て
い
な
い
と
き
に
人
が
住
み
こ
ん
で
い
る
常
識
 的
な
日
常
生
活
の
世
界
が
あ
る
。
こ
の
世
界
は
何
ら
の
 疑
 問
 も
も
た
れ
ず
、
自
明
 

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
人
々
は
、
常
識
 を
頼
 り
と
し
な
が
ら
ご
く
普
通
の
社
会
的
な
生
活
を
営
 
 
 

し
い
ビ
ジ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
、
と
い
っ
た
繰
り
返
し
が
 延
 々
 と
紡
 げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
を
日
常
生
活
の
世
界
と
キ
リ
ス
ト
 数
 に
お
け
る
祈
り
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
応
用
し
て
み
 る
と
、
ま
ず
、
祈
り
 

た
そ
れ
以
降
ず
っ
と
に
せ
よ
、
と
に
か
く
見
捨
て
ら
れ
て
 し
ま
い
、
そ
れ
に
代
わ
る
あ
た
ら
し
い
主
題
を
中
已
に
 し
て
、
ふ
た
た
び
 ビ
ジ
 

ョ
ン
 が
新
し
く
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
 の
 段
階
に
お
い
て
は
こ
の
あ
た
ら
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
も
 崩
 壊
し
、
さ
ら
に
ま
た
 新
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P
.
F
.
 

シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
「
数
千
年
に
わ
た
っ
て
人
々
は
 、
 お
 

し
か
し
な
が
ら
：
：
：
現
代
の
神
学
者
の
あ
い
だ
に
お
い
て
 

も
今
だ
 

@
2
@
 

誠
 に
は
属
さ
な
い
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
 

J
.
 
ウ
ィ
ル
 ソ
 ン
は
キ
 

分
類
し
て
、
「
事
実
的
・
歴
史
的
真
実
を
表
現
す
る
も
の
 」
「
 ト
 
Ⅰ
 

り
す
る
も
の
」
以
外
に
も
、
「
命
令
、
訓
令
、
勧
告
、
希
 望
な
ど
 

物
理
的
な
世
界
に
つ
い
て
よ
り
も
、
超
自
然
的
・
影
面
 工
学
的
な
 る

 種
類
の
宗
教
的
断
定
は
事
実
的
な
主
張
で
あ
る
、
 

と
考
 え
て
き
た
。
 

に
 根
強
い
こ
の
長
い
伝
統
は
誤
り
で
あ
る
 0
 宗
教
的
主
張
 ほ
 事
実
的
知
 

リ
ス
上
荻
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
 文
 章
を
整
理
 

と
ば
の
意
味
に
つ
い
て
情
報
を
与
え
た
り
、
分
析
的
 真
 理
を
表
現
し
た
 

を
 表
現
す
る
も
の
」
「
道
徳
的
見
解
を
表
現
す
る
も
の
」
 
「
自
然
的
 

@
 
葵
 @
 

世
界
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
て
い
る
も
の
」
が
あ
る
と
 し
た
。
シ
ュ
 

一   一 

言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
祈
り
 

 
 

を
 与
え
る
も
の
で
は
な
い
。
リ
ア
ル
な
も
の
と
リ
ア
ル
で
 な
い
も
の
と
は
、
三
口
語
が
持
っ
て
い
る
意
味
に
お
い
て
 

示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
 

リ
ア
ル
な
も
の
と
り
 ア
ル
 で
な
い
も
の
と
の
あ
い
だ
の
 区
 別
 、
お
よ
び
リ
ア
 り
 テ
ィ
自
体
と
の
一
致
と
い
う
概
念
 は
 、
言
語
に
属
し
て
い
 

 
 

る
 」
と
す
ら
語
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
霊
魂
不
滅
を
信
じ
 る
 者
と
こ
れ
を
信
じ
な
い
者
と
は
全
く
こ
と
な
っ
た
 り
 ア
リ
テ
ィ
に
住
み
込
ん
 

で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
 、
こ
の
リ
ア
 り
 テ
ィ
の
相
違
望
日
五
明
ゲ
ー
ム
の
相
違
 
と
 し
て
捉
え
て
い
る
 

「
 呈
 元
魏
不
滅
を
信
じ
て
い
る
者
の
場
合
口
そ
の
観
念
は
 

、
 わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
知
り
、
理
解
し
て
い
る
「
 死
 L
 と
 い
 う
 表
現
を
交
え
て
 

行
わ
れ
る
宮
ロ
 圧
巴
 ゲ
ー
ム
に
は
属
し
て
い
な
い
。
彼
が
 自
分
の
日
死
に
つ
い
て
の
観
念
 L
 と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
 の
が
、
 
n
 わ
れ
わ
れ
 

@
 
か
 
Ⅰ
）
 

巴
 関
わ
り
を
も
っ
 
よ
う
 に
な
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
 目
口
話
 

m
U
 

ゲ
ー
ム
の
一
部
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
 

0
 
こ
の
よ
う
に
、
 
リ
 ア
 

り
 テ
ィ
と
言
語
と
は
表
裏
一
体
の
関
係
、
相
互
依
存
的
な
 関
係
に
あ
り
、
決
し
て
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
 き
 な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
 
こ
 

れ
ま
で
論
じ
て
き
た
リ
ア
 り
 テ
ィ
を
、
言
語
と
い
う
 耗
菩
 州
か
ら
捉
え
な
お
す
こ
と
が
で
き
る
。
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言語行為としての 祈り 

し と し、 れ げ l 神 理 わ 妥 い よ 的 

第   
祈 め ば ス 

り を か ト 

に 参 り に 
お く で お 
げ 含 な い 

タ る て て尭沖 るンしと ら んでⅠ り ト Ⅵ こと ト 

ばるはれ のの、 る 

を 、 の 

運 月 で言こ あ ぅと 
は る ま ば 

  @ ま - 三 五   o で は 
科 さ も   
学 ら な 論 

や に か 理 
世 、 ろ や 
俗 こ う わ 
的 の 。 れ   生 こ 換 わ 

彼 否 ルガ界 も と l る父て ュ 活 と 言 れ 

は 定 に は す の 

ま す お 、 れ 感 
た る 者   
一 口 一 一 が 、 こ ス こ 通 

  語 営 と ト れ し 
ゲ む 
  一 
  ば 教 ら て   

のには堤 通 お、 え   用 い 論 る 

ひ l 
と ム に 形   こと とは て核 証、 
つ と た 成 著 心 検 が 

の は い す し 的 証 で   

  す る い な お き 
る キ 文才 位 よ る 

系 的   ム ら、 」 
」 

照 置 び 事 
ケ @ し 間 ス な な 友 美 婬 全 粗玉 「 の ト な し 証 を 

語 数 し め と 言 

体 し り の て る は 明 
」 て か 祈   い 祈 相 し 

な い げ冠 り @ わ ） 言 あ 問 る り 容 て 

構 る し - を ル、 れ を 語 る い と に ね い 

成 こ と ひ に、 わ あ ゲ 。 を 居、 も な る 

93@ (401) 

ミ
ッ
ト
の
言
明
を
額
面
ど
お
り
に
 受
 げ
と
る
こ
と
は
さ
し
 控
え
る
に
し
て
も
、
二
人
の
論
調
か
ら
も
理
解
で
き
る
 よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
 



語
 に
お
い
て
神
は
見
出
さ
れ
る
と
し
、
「
宗
教
的
概
念
 の
 有
意
義
性
を
め
ぐ
る
基
準
は
、
宗
教
そ
れ
自
体
の
う
ち
 で
 発
見
さ
れ
る
べ
 き
 で
 

あ
る
」
 

-
5
-
3
 
 

と
い
う
主
張
を
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
く
り
か
え
 し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
 D
.
D
.
 

ニ
バ
ン
ス
は
 

「
あ
ら
ゆ
る
 言
述
の
 

念
 体
系
は
神
概
念
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
一
つ
の
言
語
 ゲ
ー
ム
で
あ
り
、
こ
の
神
概
念
に
た
い
す
る
コ
ミ
ッ
ト
 メ
 ン
ト
 が
キ
リ
ス
ト
教
 と
 

い
う
生
活
形
式
で
あ
る
、
と
考
え
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
 イ
 ニ
ア
ン
・
フ
ィ
デ
イ
 ス
 い
と
呼
ば
れ
る
宗
教
哲
学
者
 

-
4
-
 

や
 神
学
者
た
ち
も
多
数
 

存
在
し
て
お
り
、
英
五
 %
 
圏
 で
は
非
常
に
顕
著
な
影
響
を
 及
ぼ
し
て
い
る
。
彼
ら
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
キ
リ
ス
 ト
教
 独
自
の
領
域
を
他
 

か
ら
の
侵
犯
に
た
い
し
て
確
保
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
 る
 。
彼
ら
の
旗
頭
と
目
さ
れ
る
 D
.
Z
.
 
フ
ィ
リ
ッ
プ
 ス
は
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
 

お
 げ
る
神
を
知
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
言
語
の
使
用
 方
法
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
者
 0
 集
団
が
運
用
す
る
 @
 

体
性
と
い
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
真
理
Ⅰ
 虚
 偽
 、
有
意
味
 ノ
 無
意
味
、
検
証
 /
 反
証
、
現
実
 /
 非
現
実
 、
合
理
 ヅ
 非
合
理
な
ど
 

と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
、
お
の
お
の
の
自
立
的
な
舌
ロ
 

語
 ゲ
ー
ム
が
独
自
に
決
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
 し
た
舌
ロ
 
語
 ゲ
ー
ム
論
を
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
祈
り
に
応
用
す
れ
ば
、
こ
れ
を
あ
 る
 体
系
を
持
っ
た
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
 で
き
る
。
 

実
際
に
、
以
上
の
よ
う
な
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
 考
え
方
を
全
体
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
応
用
し
て
、
 キ
 リ
ス
ト
 教
 と
い
う
 信
 

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
 き
 こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
 

「
ひ
と
つ
の
仮
説
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
テ
ス
ト
、
 

す
 べ
て
の
確
証
と
反
証
 と
 

は
 、
そ
れ
ら
が
生
じ
る
と
き
に
は
す
で
に
ひ
と
っ
の
体
系
 の
な
か
に
あ
る
。
 

n
 そ
れ
ら
は
、
ひ
と
っ
の
体
系
の
な
 か
で
は
じ
め
て
成
立
す
 

る
の
で
あ
る
。
 
U
 …
 @
 あ
る
体
系
は
、
わ
れ
わ
れ
が
論
証
 と
 呼
ぶ
も
の
の
核
心
に
属
し
て
い
る
の
だ
。
体
系
と
は
 論
 -
 
証
の
出
発
点
で
あ
る
 

 
 

よ
り
も
、
「
わ
れ
わ
れ
は
 
多
 く
の
判
断
が
形
づ
く
る
ひ
と
つ
の
全
体
を
受
け
入
れ
る
 こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
 

 
 

れ
が
何
事
か
を
信
じ
る
 よ
う
 に
な
る
と
 き
 、
信
じ
る
の
は
 個
々
の
命
題
で
は
な
く
て
、
命
題
の
全
体
系
で
あ
る
」
 、
 「
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
 

ひ
と
つ
の
大
き
な
体
系
を
な
し
て
い
る
。
個
々
の
知
識
は
 わ
れ
わ
れ
が
認
め
る
価
値
を
こ
の
体
系
の
な
か
で
の
み
 有
す
る
こ
と
が
で
 き
 

る
 」
。
さ
き
に
引
用
し
た
ウ
ィ
 ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ン
の
 
相
 

 
 

自
律
性
・
体
系
性
・
 
全
 

@
 
頷
 @
 

(402) 94 



言語行為として 

側
面
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
 

  
か 一 
ん 人 J 
に 称、   

L . 議論 単 ・ 

さ 数 オ 四 
れ     

  ゲ行 

@- 話 ，一 行 動 『 
的 

態 こ 為 と 

」 現 は 
自 Ⅱ 

（ 在 で   
己 
関 

雀形 ⑬を い か 
与 
的 秀一       

てこ の日）「 ゲ 何 一口と 

し 

て 

の 

祈   
い口 た し 」 と 

な い 

  

  
おいて 哲学 によっ 

者 て   
た さ 第 

  り (403) 

 
 

基
盤
と
な
る
の
は
日
常
言
語
で
あ
る
」
と
い
う
日
常
吉
 
晶
 

 
 

者
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
 

概
念
を
分
析
す
る
と
き
に
 ァ
 ，
ピ
ー
ル
す
べ
き
と
こ
ろ
 0
 基
本
的
な
「
日
常
口
言
語
は
、
聖
書
の
言
語
で
あ
る
」
 と
 述
べ
て
い
る
。
 

彼
ら
の
論
点
、
と
り
わ
け
（
一
）
言
語
ゲ
ー
ム
は
す
べ
て
 そ
れ
ら
独
自
の
論
理
を
有
し
て
い
る
、
（
二
）
合
理
性
、
 
現
実
性
、
真
理
性
・
 

有
意
味
性
な
ど
は
あ
る
限
定
さ
れ
た
言
語
ゲ
ー
ム
に
お
 い
て
 明
蜥
 に
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
論
点
は
、
舌
口
語
ゲ
ー
ム
 
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
 キ
 

リ
ス
ト
教
の
祈
り
に
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
 ね
 ち
、
こ
れ
 は
 科
学
お
よ
び
世
俗
的
な
思
惟
や
常
識
と
は
異
質
な
言
 語
 ゲ
ー
ム
を
構
成
し
て
 

お
り
、
そ
れ
独
自
の
論
理
お
よ
び
合
理
 /
 非
合
理
、
現
実
 ノ
 非
現
実
、
真
理
 /
 虚
偽
、
有
意
味
 /
 無
意
味
な
ど
の
 基
準
を
保
有
し
て
い
る
 

の
で
あ
っ
て
 、
 祈
り
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
ば
は
、
 祈
り
と
い
う
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
と
 き
に
は
じ
め
て
、
正
確
 

な
 意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
 @
 語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
 祈
 り
は
、
あ
る
が
ま
ま
で
秩
序
だ
っ
て
い
て
日
常
生
活
の
 世
界
と
は
異
質
な
独
自
 

の
 意
味
領
域
を
構
成
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
 る
 。
 

さ
て
、
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
祈
り
に
お
い
て
使
用
さ
れ
 る
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
た
場
合
、
「
行
為
遂
行
的
楽
手
 

 
 

ミ
 （
の
 

r
a
 

コ
お
）
と
言
わ
れ
る
も
の
に
注
目
す
る
こ
と
は
 

非
 常
に
有
意
義
な
分
析
の
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
。
 つ
 ぎ
 に
、
 祈
り
の
こ
う
し
た
 



ち
は
過
去
長
い
間
「
言
明
文
」
の
役
割
を
 、
 何
ら
か
の
事
 態
 な
 
「
記
述
す
る
」
な
い
し
「
何
ら
か
の
真
実
を
言
明
 す
る
」
こ
と
以
外
で
は
 

あ
り
え
な
い
と
考
え
、
し
か
も
、
こ
の
役
割
を
 、
 真
で
あ
 

る
か
偽
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
の
形
で
果
た
す
べ
 

き
 で
 あ
る
、
と
い
う
想
定
を
 

 
 

持
ち
続
け
て
き
た
が
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ
れ
 ば
、
こ
 れ
ば
 誤
り
で
あ
る
。
彼
は
 
ビ
ペ
 
0
 日
ざ
隈
、
ゴ
 曲
目
㌔
 と
 い
っ
た
あ
る
種
の
動
詞
 

（
そ
う
し
た
こ
と
ば
を
述
べ
る
こ
と
が
「
発
話
行
為
」
を
 
お
こ
な
 う
 こ
と
に
な
る
）
の
機
能
を
繊
密
に
分
析
す
る
，
 
」
と
に
よ
り
、
「
行
為
 

遂
行
的
発
言
」
と
呼
ぶ
も
の
の
考
察
を
お
こ
な
 う
 。
こ
 う
 し
た
名
称
を
も
ち
い
る
彼
の
意
図
は
「
発
言
を
行
 う
こ
 と
が
と
り
も
な
お
さ
 

-
 
㏄
）
 

ず
、
 何
ら
か
の
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
 は
た
ん
に
何
事
か
を
言
 う
 と
い
う
だ
け
の
こ
と
と
は
考
え
 ら
れ
な
い
」
こ
と
を
 明
 

示
す
る
た
め
で
あ
る
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
あ
る
種
の
文
章
 を
 
「
口
に
出
し
て
言
 う
 こ
と
は
、
当
の
行
為
を
じ
っ
さ
い
 に
 行
 う
 こ
と
に
ほ
か
な
 

（
 
如
 ）
 

ら
な
 Ⅱ
 
り
か
 
り
で
あ
る
」
。
片
側
Ⅱ
か
を
舌
ロ
 

ぅ
ト
 
こ
と
に
よ
っ
て
な
 に
 か
を
行
い
、
自
分
の
お
こ
な
 う
 こ
と
が
行
為
遂
行
的
 表
 現
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
 

れ
る
。
行
為
遂
行
的
発
言
は
（
不
適
切
に
な
る
こ
と
は
 あ
っ
て
も
）
「
間
違
い
と
な
る
」
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
 こ
れ
は
、
い
か
な
る
も
 

の
を
も
「
記
述
」
「
報
告
」
せ
ず
、
ま
た
事
実
確
認
も
せ
 ず
 、
さ
ら
に
「
 真
 /
 偽
 」
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
ま
た
 そ
の
文
を
述
べ
る
こ
と
 

-
 
机
 ）
 

が
 行
為
の
遂
行
そ
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
行
為
の
一
部
 分
 を
な
す
か
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
 は
 、
実
際
の
発
言
・
 発
 

話
 が
は
た
す
機
能
は
、
も
の
ご
と
の
状
態
や
事
実
の
記
 述
 の
み
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
 て
 、
そ
の
発
言
・
発
話
 

自
体
が
あ
る
種
の
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
 か
に
し
た
の
で
あ
る
 0
 

こ
う
し
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
考
え
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
 ナ
 
」
れ
を
は
じ
め
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
宗
教
哲
学
に
導
入
し
 た
の
が
、
 D
.
D
 

エ
 バ
ン
ス
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
言
語
は
神
に
た
い
 す
る
全
人
格
的
な
自
己
関
与
（
の
の
 
下
ぎ
づ
 0
 ）
 
づ
 の
日
の
巨
）
を
 
表
す
も
の
で
あ
る
 

が
、
 彼
は
「
自
己
関
与
の
論
理
」
と
い
う
書
物
を
著
し
、
 第
一
人
称
・
現
在
 彩
め
 
「
私
は
 
@
 を
 …
…
と
し
て
認
識
 す
る
、
と
み
な
す
」
 

父
曲
 の
 才
コ
 
0
 毛
 ）
の
印
も
 

｜
窃
 …
）
と
い
う
公
式
を
根
底
に
も
 つ
 多
様
な
キ
リ
ス
ト
教
の
舌
口
語
の
使
わ
れ
方
を
分
析
し
 
た
 。
換
言
す
れ
ば
、
 ヱ
 

ハ
ン
ス
は
あ
る
言
明
が
。
 鰍
鼠
ま
 （
 
ぎ
 0
=
 
 
、
 
、
 
0
Q
 
日
ヨ
ヰ
 
の
の
 
守
の
，
な
 
力
を
持
っ
て
い
る
と
き
、
「
自
己
関
与
的
」
で
 あ
る
と
し
て
、
聖
書
に
   



言語行為としての 祈り 

見
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
こ
と
ば
の
使
わ
れ
 方
を
分
析
し
、
こ
の
分
析
を
と
お
し
て
「
コ
ミ
ッ
ト
 す
 る
 」
と
い
う
行
為
を
 @
@
 

ロ
 

語
 に
よ
っ
て
遂
行
す
る
論
理
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
 る
 0
 そ
の
 エ
 バ
ン
ス
も
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
「
 こ
れ
ま
で
の
古
い
論
理
 

学
は
 、
命
題
（
言
明
、
断
定
）
を
扱
っ
て
い
る
。
つ
ま
 り
 、
命
題
間
の
関
係
お
よ
び
、
命
題
に
あ
ら
わ
れ
る
名
辞
 間
の
関
係
を
と
り
扱
っ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
の
聖
書
神
学
は
 、
非
 命
題
的
な
言
語
（
コ
 0 千
月
 0
 つ
 
0
 の
 
日
 0
 コ
 巴
瓦
コ
 %
u
a
 
帳
 ⑧
 、
す
な
 ね
 ち
、
神
が
る
 

ら
わ
す
啓
示
（
人
間
に
た
い
す
る
神
の
「
こ
と
ば
」
）
 と
 人
間
が
用
い
る
宗
教
 @
 語
（
神
に
た
い
す
る
人
間
の
こ
 と
は
 ）
の
双
方
を
内
容
 

と
し
た
非
命
題
的
な
言
語
、
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
 。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
言
語
ま
た
は
「
こ
と
ば
口
は
 命
題
的
で
は
な
い
（
 あ
 

る
い
は
、
た
ん
に
命
題
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
）
。
 そ
 れ
は
、
神
的
な
も
の
で
あ
れ
人
間
的
な
も
の
で
あ
れ
、
 自
己
が
関
与
す
る
行
為
 

（
の
 
臼
コ
ミ
 0
 ）
 
ゑ
月
曲
ゑ
 守
山
（
 

せ
 ）
な
の
で
あ
る
。
・
・
・
・
・
・
 

人
 は
 礼
拝
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
神
に
た
い
し
て
自
分
 を
 コ
ミ
ッ
ト
さ
せ
神
に
 

た
い
す
る
彼
の
態
度
を
表
明
し
な
が
ら
、
神
に
呼
び
か
け
 て
 Ⅰ
 
、
 る
め
 て
あ
る
」
 

。
 
（
 
2
 
4
 

）
 
O
 

以
上
の
よ
う
な
「
行
為
遂
行
的
発
言
」
「
自
己
関
与
的
 発
言
」
と
い
う
概
念
は
 、
 祈
り
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
 @
 語
の
分
析
に
有
用
で
 

あ
り
、
と
り
わ
け
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
分
類
に
し
た
が
 
っ
て
い
え
ば
、
「
態
度
表
明
型
」
 G
 宰
曲
庄
 （
守
の
）
と
坪
 
ば
れ
る
発
言
「
 行
 

動
 に
た
い
す
る
反
応
や
他
人
に
た
い
す
る
行
動
に
関
係
 す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
態
度
や
感
情
を
表
出
す
る
こ
 と
を
目
的
と
し
て
構
成
 

（
 
化
 ）
 

さ
れ
て
い
る
」
行
為
遂
行
的
発
言
は
、
「
祈
り
は
あ
 る
リ
 ア
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
 視
 点
 に
も
き
わ
め
て
有
効
 

な
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
「
行
為
遂
行
的
発
言
」
「
 自
己
関
与
的
発
言
」
と
い
う
概
念
を
祈
り
に
お
い
て
 使
 わ
れ
る
こ
と
ば
の
分
析
 

に
 応
用
し
て
み
よ
う
。
 

J
.
 
へ
｜
 ス
テ
ィ
ン
グ
ス
編
の
日
宗
教
・
倫
理
事
典
口
を
 は
じ
め
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
の
本
質
的
な
諸
 要
素
が
最
高
の
か
た
 
 
  
 

ち
で
も
っ
と
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
 、
マ
タ
イ
福
音
書
お
よ
び
ル
カ
福
音
書
に
み
ら
れ
る
い
 わ
ゆ
る
「
主
の
祈
り
」
 

ね
 

で
あ
る
。
（
鰯
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
で
は
、
「
私
 

た
 ち

の
個
々
の
祈
り
は
、
教
会
に
お
い
て
祈
ら
れ
る
こ
の
 「
主
の
祈
り
 ロ
 に
よ
っ
 
9
 



 
 

て
 支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
祈
る
べ
き
 ナ
 
」
と
は
、
す
べ
て
主
の
祈
り
に
よ
っ
て
祈
ら
れ
て
い
る
か
 ら
で
あ
る
。
こ
の
全
 き
 

@
 
巧
 -
 

祈
り
に
 よ
 る
支
え
と
背
景
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
の
 片
言
の
、
ま
た
部
分
的
な
祈
り
も
祈
り
で
あ
る
こ
と
が
 で
き
る
の
で
あ
る
」
と
 

 
 

言
わ
れ
る
。
こ
の
「
主
の
祈
り
」
と
は
周
知
の
と
お
り
、
 

「
わ
た
し
た
ち
の
天
の
父
ょ
 
、
 /
 あ
な
た
の
名
を
尊
い
 も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
 

 
 

ま
す
よ
う
に
、
 

@
@
@
 

、
、
 

ソ
 あ
な
た
の
支
配
を
行
き
渡
ら
せ
て
く
だ
 

 
 

っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
 

 
 

/
 天
に
お
け
る
 よ
う
 に
地
上
で
も
。
 
/
 わ
た
し
た
 
ち
に
必
要
な
食
べ
物
を
今
日
与
え
て
く
だ
さ
い
。
 

/
 わ
 た
し
た
ち
が
自
分
に
負
 

 
 

ぃ
 目
の
あ
る
人
を
ゆ
る
し
ま
し
た
 よ
う
 に
 、
 /
 わ
た
し
た
 ち
の
負
い
目
を
ゆ
る
し
て
く
だ
さ
い
。
 

/
 わ
た
し
た
ち
 を
 誘
惑
に
陥
ら
せ
ず
、
 

 
 

/
 悪
か
ら
救
っ
て
く
だ
さ
い
」
（
マ
タ
イ
六
・
九
 ｜
 一
一
 
吾
 
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

傍
点
を
ほ
ど
こ
し
た
部
分
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
す
 べ
て
が
、
科
学
や
日
常
的
な
生
活
に
お
い
て
頻
繁
に
な
 さ
れ
る
、
事
実
を
言
 

い
 表
す
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
 あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
神
に
た
 い
す
る
「
願
 い
 」
「
 希
 

望
 」
で
あ
り
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
「
行
為
遂
行
的
発
言
」
 
エ
 バ
 ソ
ス
 の
「
自
己
関
与
的
発
言
」
の
典
型
的
な
例
 で
あ
る
（
英
語
や
独
語
 

の
場
合
に
も
、
日
本
語
と
は
形
態
こ
そ
異
な
る
が
、
そ
の
 昔
ゅ
 
図
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
願
望
」
 で
あ
る
）
。
 

ま
た
、
ハ
イ
ラ
ー
は
祈
り
の
内
容
と
し
て
、
「
悲
嘆
」
「
 
問
い
か
け
」
「
祈
願
」
「
自
分
の
無
力
さ
や
神
へ
の
 依
 存
の
表
明
」
「
 俄
悔
 」
 

「
信
頼
の
表
明
」
「
服
従
の
表
明
」
「
感
謝
」
「
賛
美
」
 

九
ょ
 
ど
を
あ
げ
、
 

-
6
-
4
 
C
.
F
.
 

ダ
ー
シ
ー
は
「
賛
美
」
「
 蛾
 侮
 」
「
感
謝
」
「
 祈
 

願
 」
「
哀
願
」
「
執
り
成
し
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
 

@
7
@
4
 り
の
内
容
・
要
素
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
あ
げ
 う
 る
が
、
「
賛
美
」
「
 戯
 

悔
 」
「
感
謝
」
「
祈
願
（
 祈
禧
 ）
」
「
執
り
成
し
」
が
 、
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
祈
り
の
基
本
的
な
五
つ
の
要
素
 と
み
な
す
こ
と
に
大
過
 

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
、
こ
の
う
ち
 の
い
く
 っ
 か
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
一
つ
の
祈
り
を
 構
 成
す
る
、
と
考
え
ら
れ
 

 
 

て
 賛
美
と
い
う
い
げ
に
 え
 、
す
な
わ
ち
御
名
を
た
た
え
 る
 く
ち
び
る
の
実
を
 、
 

絶
え
ず
神
に
さ
さ
げ
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
（
一
一
 

二
・
一
五
）
と
あ
る
。
賛
美
と
は
、
神
を
ほ
め
た
た
え
る
 こと
で
あ
る
 0
 
 （
一
こ
   



言語行為としての 祈り 

尽 こ か た 
くれを ん さは ら 泰ま " で 人 " 執著あ り がる。 い 0 ）がも れによ ョ 

不
黙
示
録
に
は
「
わ
た
し
 

目
 イ
ニ
ス
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
ロ
は
 愛
 す
る
者
を
皆
、
叱
っ
た
り
、
し
つ
げ
た
り
す
る
 0
 た
 か
 ら
 、
熱
心
に
務
め
 

悔
い
改
め
よ
」
（
三
・
一
九
）
と
あ
る
。
 

主
 イ
ェ
ス
・
 
キ
 リ
ス
ト
に
よ
る
憐
れ
み
を
受
け
て
、
そ
の
恩
顧
の
な
か
 に
お
か
れ
て
い
る
 

か
か
わ
ら
ず
、
神
を
裏
切
り
、
そ
の
恵
み
に
応
え
る
 ど
ナ
 」
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
空
し
い
も
の
に
し
て
い
る
信
者
 の
罪
の
上
口
 
白
 、
 こ
 

餓
悔
 で
あ
る
。
（
三
）
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
 に
は
「
神
の
恵
み
に
よ
っ
て
今
日
の
わ
た
し
が
あ
る
の
で
 す
 」
（
一
五
，
 
一
 

と
あ
る
。
信
者
に
と
っ
て
は
、
自
分
が
存
在
し
て
い
る
 と
い
う
こ
と
が
感
謝
で
あ
り
、
信
仰
生
活
と
は
感
謝
の
生
 活
 に
ほ
か
な
ら
な
 

（
四
）
マ
タ
イ
福
音
書
に
は
「
あ
な
た
た
ち
の
天
の
父
は
 
、
 求
め
る
者
に
良
い
物
を
く
だ
さ
る
に
ち
が
い
な
い
」
 
（
七
・
一
一
）
 と
 

4
 者
 か
願
 し
求
め
る
こ
と
と
、
神
が
信
者
に
と
っ
て
 必
 要
 だ
と
考
え
る
こ
と
と
は
、
力
な
ら
す
し
も
一
致
し
て
し
   

  

よ
、
ミ
、
 申
ま
 、
 @
@
 

ロ
 

o
 三
口
 

必
要
だ
と
思
う
も
の
を
祈
り
願
 う
 こ
と
を
許
し
て
い
る
、
 
求
め
て
い
る
 0
 
 （
 五
し
 テ
モ
テ
へ
の
第
一
の
手
紙
に
は
 「
願
い
と
祈
り
と
 

成
し
と
感
謝
と
を
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
さ
さ
げ
な
 さ
い
」
（
二
・
一
）
と
あ
る
。
執
り
成
し
の
祈
り
と
は
、
 家
族
、
兄
弟
、
隣
 

さ
ら
に
は
自
分
の
敵
に
た
い
し
て
も
、
神
の
み
旨
が
な
り
 、
 彼
ら
の
必
要
が
満
た
さ
れ
る
 よ
う
 に
祈
る
こ
と
で
あ
 る
 。
今
さ
ら
言
う
 

も
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
祈
り
の
基
本
と
さ
 れ
る
賛
美
、
 
戯
悔
 、
感
謝
、
祈
願
、
執
り
成
し
と
い
う
 五
 つ
の
祈
り
の
 要
 

な
ら
び
に
ハ
イ
ラ
ー
 や
 ダ
ー
シ
ー
が
祈
り
の
内
容
と
し
て
 あ
げ
た
も
の
は
、
す
べ
て
事
実
言
明
的
な
性
質
の
も
の
 で
は
な
い
 0
 こ
れ
 

、
信
者
の
態
度
や
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
表
明
で
あ
り
、
 行
 為
 遂
行
的
発
言
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
自
己
が
関
与
し
て
  
 

ら
に
、
祈
り
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
 

「
神
を
信
じ
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、
「
神
を
信
じ
る
 
」
と
言
う
場
合
、
 

に
事
実
的
に
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
 

神
 の
 存
在
そ
の
も
の
を
全
人
格
を
あ
げ
て
肯
定
す
る
こ
と
 で
あ
ろ
う
。
な
に
 

「
信
じ
る
」
と
い
う
こ
と
は
一
種
の
行
為
で
あ
り
、
そ
の
 な
か
に
は
信
じ
る
対
象
に
た
い
す
る
積
極
的
態
度
が
表
 萌
 さ
れ
て
い
る
。
 

は
 、
な
に
か
を
記
述
し
た
り
、
何
事
か
に
つ
い
て
報
告
 し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
神
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
 は
、
 神
に
忠
誠
を
 

す
こ
と
、
神
が
定
め
た
道
徳
的
立
法
に
従
 う
 こ
と
、
 神
 の
こ
の
 う
 え
な
い
権
威
を
認
識
す
る
こ
と
、
神
の
聖
性
を
 お
そ
れ
る
こ
と
な
   



ど
で
あ
る
。
ま
た
、
祈
り
に
お
い
て
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
 る
 「
 
，
 
）
と
し
て
認
識
す
る
、
と
み
な
す
」
（
前
述
）
 と
 い
う
こ
と
は
も
、
行
為
 

遂
行
的
な
側
面
を
有
し
て
い
る
。
「
私
は
 X
 を
 Y
 と
し
 て
 認
識
す
る
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 私
は
 X
 を
認
識
 し
 、
そ
の
う
ち
に
は
 私
 

が
あ
る
態
度
や
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
 X
 に
た
い
し
 て
 私
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
を
意
味
し
て
 い
る
の
で
あ
る
。
た
と
 

え
ば
、
「
私
は
聖
霊
を
生
き
る
こ
と
の
 源
 と
し
て
認
識
し
 ま
す
」
公
お
 村
 コ
 0
 ミ
）
 
色
潟
 （
 訂
耳
 0
 モ
 の
 % 古
 （
 毬
臼
 の
の
 
0
 由
 Ⅱ
の
 
0
 
0
 
ヰ
ギ
弍
 
0
 ）
 

と
述
べ
る
こ
と
に
お
い
て
、
私
は
「
認
識
す
る
と
い
う
 行
 為
 」
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
聖
霊
を
そ
 う
し
 た
も
の
と
し
て
受
 け
入
 

（
 
ヒ
 
g
 
4
 

Ⅰ
 
-
 

れ
る
と
い
う
自
分
の
態
度
や
聖
霊
に
た
い
す
る
コ
ミ
ッ
ト
 メ
ン
ト
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
う
え
、
「
認
識
す
る
」
「
信
じ
る
」
と
い
っ
た
行
為
 遂
行
的
Ⅱ
自
己
関
与
的
な
動
詞
が
顕
在
的
な
か
た
ち
で
 認
め
ら
れ
な
い
場
合
 

で
も
、
こ
う
し
た
特
徴
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
 た
 と
え
ば
、
た
ん
に
「
神
は
私
の
創
造
主
で
す
」
 6
 。
 宙
 ざ
目
 せ
の
 R
 緊
 o
 「
）
 
と
 

の
べ
る
場
合
で
す
ら
、
そ
の
背
後
に
は
「
り
と
信
じ
て
い
 る
 」
「
 ｜
 と
み
な
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
 、
潜
 ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 

「
私
は
も
を
信
じ
る
」
「
１
を
…
：
と
し
て
認
識
す
る
し
 
と
い
う
い
わ
ば
公
式
は
キ
リ
ス
ト
教
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
 に
お
い
て
も
の
ご
と
を
 

語
る
こ
と
の
背
後
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 た
ん
に
歴
史
的
事
実
を
述
べ
る
よ
う
な
舌
口
明
で
す
ら
、
 
行
為
遂
行
的
発
言
Ⅱ
 自
 

己
 関
与
的
発
言
と
し
て
解
釈
で
き
る
こ
と
も
多
い
、
 と
舌
 
口
 っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
「
私
は
こ
れ
こ
れ
の
 こ
と
を
犯
し
て
し
ま
い
 

ま
し
た
」
と
述
べ
る
こ
と
は
、
た
ん
に
事
実
を
述
べ
て
い
 る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
犯
し
た
罪
を
「
上
口
白
し
て
い
 
る
 」
の
で
あ
り
、
神
に
 

「
許
し
を
請
 
う
 て
い
る
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
私
の
こ
 ど
も
は
重
い
病
気
に
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
 言
 ぅ
 こ
と
も
、
た
ん
な
る
 

事
実
を
客
観
的
に
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
ど
 う
 か
 治
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
し
と
、
神
に
た
い
し
て
「
 哀
 顕
 し
て
」
い
る
の
で
あ
 

る
こ
れ
ら
は
続
い
て
な
さ
れ
る
の
が
通
常
の
場
合
で
 あ
る
が
。
 

以
上
で
論
じ
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
祈
り
に
お
い
て
 使
用
さ
れ
る
こ
と
ば
は
著
し
く
行
為
遂
行
的
Ⅱ
自
己
 関
 与
 的
な
も
の
で
あ
る
 

こ
と
が
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
 

  



  
三諸行為と                 

わ
れ
わ
れ
は
祈
り
を
、
ウ
ィ
 
ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ン
に
従
い
 
な
が
ら
あ
る
体
系
を
な
す
「
 
@
 語
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
 
捉
 ，
え
 
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
 

と
エ
 バ
ン
ス
に
な
ら
い
な
が
ら
祈
り
の
「
行
為
遂
行
的
」
 

「
自
己
関
与
的
」
側
面
を
考
察
し
て
ぎ
た
。
最
後
に
 

、
 言
語
ゲ
ー
ム
論
か
ら
 
導
 

か
れ
る
「
信
念
の
無
根
拠
性
」
，
，
（
 

0
@
5
 
 こ
れ
は
 子
 ガ
テ
ィ
ブ
 な
 意
味
で
は
決
し
て
な
い
と
、
行
為
遂
行
的
Ⅱ
 自
 己
 関
与
的
発
言
と
を
 
む
 

す
 び
つ
け
、
「
日
常
生
活
の
世
界
の
な
か
の
飛
び
地
と
 

し
て
の
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
能
動
的
に
構
成
す
る
」
と
い
 

ぅ
 祈
り
の
重
要
な
機
能
 

に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
 

「
神
は
こ
の
世
を
つ
く
り
た
も
 

う
た
 」
「
神
は
わ
れ
わ
れ
 
を
 愛
し
て
く
だ
さ
る
」
と
い
っ
た
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
 

の
 キ
リ
ス
ト
教
や
祈
 

り
の
 フ
レ
イ
ム
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
信
念
念
 

題
 が
あ
る
。
こ
う
し
た
「
信
念
」
「
確
信
」
は
、
理
性
 

的
 ・
合
理
的
に
根
拠
 
づ
 

げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
 

祈
 り
の
「
根
拠
」
（
の
（
 

由
口
 
③
は
 、
 信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
 
と
が
そ
れ
か
ら
論
理
的
 

に
 導
 き
 出
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
 

あ
る
も
の
ご
と
を
根
拠
 
づ
 げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
「
 
論
理
的
な
推
論
に
近
づ
 

く
こ
と
で
は
な
し
」
。
 

-
,
-
 

鵜
 
の
で
あ
る
。
言
語
ゲ
ー
ム
を
根
拠
 

づ
 げ
よ
う
と
し
て
根
拠
の
根
拠
、
ま
た
そ
の
根
拠
と
い
う
 

ふ
う
 に
延
々
と
根
拠
 
づ
 

げ
の
鎖
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
は
際
限
の
な
い
よ
う
な
 

ナ
 
」
と
に
も
み
え
る
が
、
い
ず
れ
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
 

て
こ
れ
を
止
め
る
べ
き
 

と
き
が
く
る
 
0
 ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
メ
タ
フ
ォ
 

り
 力
 め
 な
こ
と
ば
を
引
用
す
れ
ば
、
「
私
が
根
拠
づ
 

け
 の
 委
細
を
尽
く
し
た
の
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
1
 

る
と
、
根
拠
 
づ
 げ
も
正
当
化
も
説
明
も
あ
り
そ
な
い
。
 

，
 
し
の
岩
盤
、
す
な
わ
ち
祈
り
と
い
う
舌
口
語
ゲ
ー
ム
の
 

プ
 レ
 イ
ム
ワ
ー
ク
を
構
成
し
 

結
語
 



う
 独
自
の
リ
ア
リ
テ
ィ
、
意
味
領
域
を
構
成
し
て
い
る
の
 で

あ
る
。
行
為
遂
行
的
Ⅱ
自
己
関
与
的
発
言
と
し
て
の
 祈
り
は
、
ま
さ
し
く
、
 

ス
ト
 教
 的
な
ル
ー
ル
を
右
し
て
行
為
遂
行
的
Ⅱ
自
己
関
与
 的
 発
言
を
核
心
的
な
も
の
と
す
る
舌
ロ
 
語
 ゲ
ー
ム
と
し
て
 
 
 

面
 と
「
構
成
的
」
側
面
と
が
あ
る
。
祈
り
の
ル
ー
ル
に
は
 統

制
的
側
面
も
た
し
か
に
あ
る
が
、
日
常
生
活
の
世
界
 と

の
対
比
で
こ
れ
を
 考
 

@
 
㏄
 @
 

察
し
て
い
る
本
論
文
で
は
、
「
新
た
な
行
動
形
態
を
創
世
 

但
し
た
り
定
義
し
た
り
す
る
」
と
い
う
側
面
を
強
調
し
た
 い
 。
す
な
わ
ち
、
キ
 リ
 

が
ら
な
さ
れ
る
神
に
た
い
す
る
人
間
の
語
り
か
げ
」
と
 し

て
と
ら
え
た
が
、
サ
ー
ル
が
指
摘
し
た
よ
 う
 に
 、
ル
｜
 

ル
 に
は
「
統
制
的
」
 
側
 

ィ
を
 構
成
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
 キ
 リ

ス
ト
教
に
お
け
る
祈
り
を
「
あ
る
一
定
の
キ
リ
ス
ト
 教

的
 ル
ー
ル
に
従
い
な
 

ば
 、
こ
う
し
た
発
言
行
為
は
日
常
生
活
の
世
界
に
お
 け
 る
 飛
び
地
、
限
定
さ
れ
た
意
味
の
領
域
と
し
て
の
祈
り
の
 場
 と
い
う
「
リ
ア
 
り
テ
 

く
 、
も
っ
と
積
極
的
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 、
 祈
り
の
行
為
遂
行
的
Ⅱ
自
己
関
与
的
側
面
を
さ
ら
に
 能

動
的
に
解
釈
す
れ
 

こ
と
も
で
き
な
い
ほ
ど
根
源
的
な
信
念
や
確
信
の
神
に
む
 か

っ
て
の
官
話
肛
を
媒
介
と
し
た
投
げ
か
げ
で
あ
る
。
 

ト
メ
ン
ト
の
表
出
と
し
て
の
行
為
遂
行
的
Ⅱ
自
己
関
与
的
 発

言
は
 、
真
 /
 偽
 と
い
う
二
分
法
で
は
割
り
切
れ
な
 こ

う
し
た
信
念
や
コ
ミ
ッ
 

い
と
い
う
だ
け
で
は
な
 

げ
や
正
当
化
と
は
相
容
れ
な
い
信
念
や
確
信
 や
コ
、
、
、
 

メ
ン
ト
の
表
出
と
し
て
理
解
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
 

こ
れ
は
、
根
拠
づ
け
る
 

行
為
遂
行
的
Ⅱ
自
己
関
与
的
発
言
と
し
て
の
祈
り
は
、
 さ
 ま

ざ
ま
な
形
態
を
と
り
な
が
ら
も
、
 

こ
う
し
た
合
理
的
・
理
論
的
な
根
拠
，
 
つ
 

外
に
な
い
。
こ
の
「
信
念
の
基
盤
」
「
確
信
の
根
底
」
は
 す

べ
て
の
理
論
的
・
合
理
的
な
疑
い
 な
 超
越
し
た
確
実
 性
 で
あ
り
、
正
当
と
不
 

当
 を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
根
拠
づ
 け
 や
 正
当
化
に
は
終
点
が
あ
り
、
信
者
の
抱
く
信
念
を
正
当
 化

し
た
り
、
根
拠
づ
 け
 

-
 
お
 @
 

た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
根
拠
 づ
 げ
ら
 れ

た
信
念
の
根
底
に
あ
る
の
は
根
拠
 づ
 げ
ら
れ
な
い
 
信
 今

か
 
な
 か
り
 
で
Ⅰ
あ
る
」
。
 =
=
 

口
 

語
 ゲ
ー
ム
と
し
て
の
祈
り
に
は
根
拠
が
な
く
、
「
と
に
か
 く
 私
は
こ
の
よ
う
に
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
 !
 」
と
 い

う
こ
と
に
な
る
。
 

  

 
 

て
い
る
信
念
命
題
は
、
端
的
に
「
引
 き
受
 げ
な
け
れ
ば
な
 ら

な
い
も
の
、
与
え
ら
れ
た
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
 こ
 

こ
に
到
達
す
れ
ば
、
 
信
 
2
 

 
 

  

 
 

者
は
「
も
は
や
、
私
は
私
の
あ
ら
ゆ
る
信
念
の
基
盤
、
 確
 信

の
根
底
に
到
達
し
た
。
私
は
こ
の
立
場
を
絶
対
に
変
 え

な
い
」
と
述
べ
る
 
以
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あ
る
リ
ア
 り
 
テ
ィ
 @

@
 

、
、
 

を
 能
動
的
 

 
 

  

に
 
構
成
し
、
そ
の
な
か
に
自
ら
主
体
的
に
す
み
こ
ん
で
ゆ
 く
と
い
う
行
為
で
あ
る
、
 
と
 甘
口
え
る
 
ネ
 
Ⅰ
あ
ろ
う
。
 

日
常
生
活
の
世
界
か
ら
断
絶
し
た
飛
び
地
と
し
て
の
リ
ア
 リ
テ
ィ
を
創
り
出
し
て
い
る
極
め
て
能
動
的
な
行
為
な
 の
で
あ
る
，
ギ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

数
 に
お
け
る
祈
り
と
は
、
軍
士
 は
 ・
、
あ
る
一
定
の
キ
リ
ス
ト
 教
的
 ル
ー
ル
に
従
い
な
が
ら
、
神
に
た
い
す
る
質
実
、
 

絨
悔
 、
感
謝
、
祈
願
、
 

 
 

 
 

 
 

執
り
成
し
な
ど
の
行
為
遂
行
的
Ⅱ
自
己
関
与
的
な
言
語
 ゲ
ー
ム
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
。
日
常
生
活
の
世
界
の
な
 か
の
飛
び
地
と
し
て
の
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い
る
よ
ス
 
フ
 に
 、
上
 1
 分
に
可
Ⅱ
能
ム
は
こ
し
こ
で
占
め
る
。
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デ
ル
フ
ォ
イ
の
ア
ポ
 p
 ン
 神
殿
の
入
口
に
、
「
 汝
 自
身
を
 知
れ
」
（
「
 
ヒ
 
も
や
 q
 き
 q
 
へ
て
 
）
の
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
 ナ
 
」
と
は
多
く
の
人
が
 

知
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
銘
が
 、
 同
じ
よ
う
に
 掲
げ
ら
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
入
口
の
扉
に
彫
り
込
 ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
   

  

八
 論
文
要
旨
 V
 
 プ
ル
タ
ル
コ
ス
（
 p
.
 ロ
 ・
 ふ
航
 @
1
2
0
 
航
 ）
 は
 、
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
、
ま
た
は
 新
 プ
ラ
ト
 
ソ
 主
義
の
先
駆
 

者
に
数
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
そ
の
著
作
は
、
内
容
が
余
り
に
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
 思
想
家
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
実
状
で
あ
 る
 。
 

彼
の
「
ピ
ュ
テ
ィ
ア
対
話
篇
」
の
一
つ
「
デ
ル
フ
ォ
イ
の
 E
 に
 つ
い
て
」
も
彼
の
博
識
を
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
 、
 彼
が
 哲
 学
的
素
養
を
生
か
 

し
て
伝
統
的
デ
ル
フ
ォ
イ
神
学
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
一
種
の
八
 宗
教
の
神
学
 V
 を
確
立
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
 せ
る
。
 

そ
れ
は
プ
ラ
ト
 ソ
 主
義
的
超
越
村
観
を
デ
ル
フ
ォ
イ
の
ア
ポ
ロ
 ソ
に
 適
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
八
一
者
 V
 、
 八
 永
遠
 者
 V
 、
八
不
生
 

不
滅
 V
 等
の
名
称
や
属
性
で
表
現
さ
れ
る
が
、
何
よ
り
も
 E
 の
 解
釈
に
お
い
て
「
 汝
 在
し
 結
う
 」
の
意
味
を
結
論
と
し
た
こ
と
 に
よ
っ
て
示
さ
れ
 

る
 。
こ
れ
は
同
時
代
。
ま
た
次
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
 神
観
の
 形
成
に
、
 
道
 備
え
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 
ア
ポ
ロ
ン
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
存
在
、
永
 遠
 、
変
容
 

フ
ル
タ
ル
コ
ス
の
神
 観
 

デ
ル
フ
ォ
イ
の
 E
 に
つ
い
て
 

三
 

小
田
敏
雄
 



教
 神
学
が
現
わ
れ
る
直
前
の
時
代
の
宗
教
思
想
を
報
告
 し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
彼
の
著
作
は
非
常
に
重
 要
 な
文
献
で
あ
る
。
 し
 

フ
ル
タ
ル
コ
ス
は
直
接
キ
リ
ス
ト
教
と
交
渉
か
な
か
っ
た
 と
 思
わ
れ
る
が
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
地
中
海
世
界
に
 定
着
し
、
キ
リ
ス
ト
 

フ
ル
タ
 

を
デ
ル
フ
 

に
つ
い
て
 

観
が
そ
の
 

紀
元
一
 

各
地
に
誕
 

が
旺
盛
で
 

に
言
及
し
 

だ
と
結
論
 

ワ
の
 ㌣
）
。
 

料
 と
見
聞
 

ル
コ
ス
が
 

と
 書
い
て
 ル

コ
ス
（
 ト
 ・
 
ロ
 ・
 
4
 の
満
１
品
。
 航
 ）
は
、
中
部
ギ
リ
シ
ア
 の
 カ
イ
ロ
ネ
イ
 
ア
 の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
九
五
年
頃
か
ら
 後
の
晩
年
 

ォ
イ
 の
神
官
と
し
て
過
ご
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
 プ
 ラ
ト
ン
の
対
話
篇
に
似
た
形
式
で
、
数
人
の
も
の
に
「
 E
 」
の
 意
ヰ
体
 

討
論
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
こ
れ
こ
そ
正
解
だ
と
 い
 分
証
明
が
で
き
な
い
だ
げ
に
、
当
時
の
知
識
人
の
宗
教
 観
 と
く
に
 神
 

ま
ふ
討
論
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
 

0
0
 年
前
後
と
云
え
ば
す
で
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
地
中
海
 世界
に
伝
播
し
は
じ
め
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
に
も
ロ
ー
マ
 

に
も
教
会
が
 

生
し
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
で
勉
学
し
、
ロ
ー
マ
、
ア
レ
ク
 サ
ン
ド
リ
ア
に
も
旅
行
し
た
 ブ
 ル
タ
コ
ス
は
、
博
学
の
 
上
に
好
奇
心
 

、
当
時
の
世
界
で
見
聞
で
き
る
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
 事
 柄
 に
触
れ
て
い
る
に
も
か
 ュ
 わ
ら
ず
、
不
思
議
な
こ
と
に
 キ
リ
ス
ト
教
 

て
い
な
い
 0
 マ
ハ
 ツ
ブ
イ
 は
 、
 彼
は
偏
狭
で
頑
固
な
 ギ
リ
 シ
ァ
大
 な
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
 な
か
っ
た
の
 

し
て
い
る
（
）
・
 弓
目
曲
 す
り
 
音
ヂ
円
汀
 
の
お
栗
毛
 0
q
 
巨
 け
 コ
汁
Ⅰ
 オ
 0
 日
ド
コ
 の
 %
 安
 -
 オ
 0
 日
 
㌧
 0
 モ
 す
ぎ
の
（
 
0
 市
日
（
 
簿
 Ⅱ
の
 
ゴ
 ・
 ト
 
㏄
の
。
 

し
か
し
こ
れ
は
い
さ
さ
か
早
急
な
結
論
で
あ
り
、
 

ユ
 ダ
 ヤ
 教
に
も
舌
口
 及
 し
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
、
当
然
記
録
に
 価
い
 す
る
 史
 

に
恵
ま
れ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
に
も
舌
口
 
及
 し
た
は
ず
で
あ
る
 
マ
ハ
ッ
ブ
イ
 も
、
「
聖
パ
ウ
ロ
が
ア
テ
ネ
に
来
た
と
 き
、
プ
ル
 
タ
 

そ
の
地
に
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
使
徒
に
 ぅ
や
ぅ
 や
し
く
 耳
を
貸
し
た
最
初
の
人
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
に
」
（
回
書
 三
四
九
頁
）
 

い
る
。
 

て て   
た た ら 

し 

  
が 
  

    
の 
  
文 
字が 

も よ 

泊， @ 
し 

て 

ど 

づ @@ @ 
  

件ノ @   

思味 

で ・ 

そ 
    

v@ ヒ 

あ 
る 
の 

  

  
  
  
  
  
ス 

  
時 
： 子｜ h v 
v@ し 

  
す 
で ・ 

v@ @ 
不 
明 
と 

な 
  

  

今
日
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ア
ル
プ
 ァ
 ベ
ッ
ト
の
五
番
目
「
 E
 」
の
一
文
字
で
あ
っ
た
 0
 そ
し
 て
 
「
 エ
 イ
」
と
発
音
し
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提神 
刀て @% 
す 人 
る 生 
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官 話 

  
ドへ 

ミ， 神 

じ 託 
て な 

ま 通 
で し 
て て 解   
目 な 

  
ま ろ 
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か
し
そ
う
い
う
観
点
か
ら
の
研
究
は
、
従
来
決
し
て
多
く
 は
な
か
っ
た
。
プ
ル
タ
ー
ク
「
倫
理
論
集
」
の
抄
訳
を
   

は
 、
そ
の
序
文
を
「
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
哲
学
史
に
も
文
学
 更
 に
も
三
流
に
伍
す
る
文
人
で
あ
る
」
と
 書
ぎ
 初
め
て
 お
ら
れ
 

の
 文
献
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
時
々
の
興
味
に
ま
か
せ
 て
 面
白
い
と
感
じ
た
部
分
を
気
楽
な
態
度
で
訳
出
し
て
  
 

論
集
」
の
中
の
エ
ッ
セ
イ
が
一
部
邦
訳
さ
れ
て
い
る
（
 圭
 弓
木
慶
民
、
藤
井
義
夫
氏
、
戸
塚
七
郎
氏
、
柳
沼
重
刷
 氏 ）
。
 
ト
カ
 

@
 

史
の
史
料
と
し
て
学
界
で
充
分
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
は
 甘
 口
い
 難
い
 0
 

西
欧
に
お
い
て
も
同
様
で
、
二
十
世
紀
初
め
ジ
ョ
ン
・
 オ
 ｜
ク
 ス
ミ
ス
は
 、
 
「
フ
ル
タ
ル
コ
ス
の
倫
理
論
集
は
無
 
祝
 さ
 

で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
が
（
）
 
0
 オ
コ
 O
p
 

オ
お
 

目
 （
 
ゴ
 。
 ゴ
 ア
の
 刃
の
二
区
 
0
 コ
 0
 （
中
日
 % お
 F
.
 
お
 。
 と
 、
二
十
世
紀
後
半
に
 お
い
て
 

イ
ー
タ
ー
・
ベ
ッ
 
ツ
 は
「
学
問
的
に
は
言
い
難
い
他
の
理
 由
か
ら
、
故
意
に
無
視
さ
れ
て
い
る
著
作
者
」
の
一
人
 が
ブ
 ル
 

る
と
述
べ
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
典
・
新
約
学
の
分
野
で
史
 
料
 と
し
て
も
っ
と
研
究
す
る
必
要
を
説
い
て
い
る
（
コ
 
%
 が
 Ⅰ
の
 
ゴ
 "
 
の
 

キ
ミ
臣
 
-
 
臣
 ㏄
の
曲
 
コ
 口
目
 曲
 Ⅰ
）
せ
の
 

す
 二
の
 
ヱ
 が
 コ
 Ⅰ
岸
の
Ⅱ
の
 

叶
け
 
Ⅰ
の
・
の
 

年
 
ヴ
ペ
 下
の
 コ
 の
し
 ご
 Ⅰ
の
（
㏄
の
 

鯨
 ・
）
の
 
ぺ
 
S
 

こ
ム
 で
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
「
倫
理
論
集
」
の
中
の
 口
 
・
 
@
 
ア
ル
フ
ォ
イ
の
 E
 に
つ
い
て
 口
 を
材
料
に
し
て
、
彼
の
神
 観
、
 

世
紀
末
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
抱
い
て
い
た
 神
観
 の
一
端
を
 明
ら
か
に
し
て
み
た
い
 0
 そ
こ
で
先
ず
 ロ
 デ
ル
フ
ォ
イ
の
 
E
 に
つ
 

に
 沿
っ
て
 八
 E
V
 
の
諸
解
釈
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
 

た
 河
野
与
一
氏
 

研
究
の
た
め
 

他
に
も
「
倫
理
 

思
想
史
・
宗
教
 

れ
た
研
究
分
野
 

も
ハ
ン
ス
・
 
デ
 

タ
 ル
コ
ス
で
あ
 

円
甘
の
 
0
 ）
 
0
 彊
の
巴
 

む
し
ろ
紀
元
一
 

い
て
口
の
内
容
 



「
初
め
に
神
に
つ
い
て
の
知
を
求
め
た
も
の
た
ち
」
（
 
n
o
 
甲
 
め
 ぎ
 ふ
 も
 ぉ
め
 ハ
モ
～
 
じ
 七
 %
 ㌣
も
へ
 

%
0
q
o
 

今
も
 

q
Q
 

Ⅰ
 
q
Q
3
 
 

が
 、
，
 し
の
文
字
に
何
か
特
別
 

な
 力
を
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
至
高
な
る
も
の
の
象
徴
と
 し
て
使
っ
て
い
た
の
で
、
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
た
ど
し
 ブ
 ル
 タ
 

ル
コ
ス
は
、
こ
れ
ま
で
 八
 E
V
 が
議
論
の
対
象
と
な
る
た
 び
に
、
黙
っ
て
そ
れ
を
や
り
過
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
 思
 い
が
け
ず
、
彼
の
息
 

子
 た
ち
と
デ
ル
フ
ォ
イ
参
詣
の
他
国
人
と
の
議
論
に
巻
 き
 こ
ま
れ
、
逃
げ
出
す
こ
と
も
言
 い
 訳
す
る
こ
と
も
出
来
 な
く
な
っ
て
 、
 彼
は
神
 

殿
の
近
く
に
彼
ら
を
坐
ら
せ
て
答
え
て
や
ろ
う
と
し
た
。
 こ
の
情
況
と
会
話
の
内
容
が
フ
ル
タ
ル
コ
ス
に
、
土
日
子
 
ロ
丈
円
こ
ュ
 
に
き
下
っ
て
 
来
 

た
と
ぎ
 
（
紀
元
六
六
年
に
ネ
ロ
は
ギ
リ
シ
ア
を
巡
幸
し
て
 い
る
）
、
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
と
他
の
数
人
が
同
じ
よ
う
な
 情
況
下
で
こ
の
問
題
を
 

論
じ
た
こ
と
を
想
い
起
さ
せ
た
。
以
上
の
よ
う
な
情
況
 設
定
で
、
昔
、
師
の
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
を
中
心
と
し
た
討
論
 を
 回
想
す
る
形
式
で
記
 

述
 が
進
め
ら
れ
る
 0
 参
加
者
は
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
（
 ビ
モ
セ
き
 
ミ
 。
③
、
ラ
ム
フ
リ
ア
ス
（
ん
口
 

セ
卸
 
ち
へ
ぬ
③
、
フ
ル
タ
ル
 
コ
 ス
 （
 
ト
リ
 
㌧
 
0
u
r
 

ぬ
ち
Ⅹ
。
③
 

、
 

テ
 オ
ン
（
も
 
へ
 
e
 七
レ
、
エ
 
ウ
ス
ト
ロ
フ
ォ
ス
（
曲
学
Ⅱ
下
っ
も
っ
③
 

、
ニ
カ
ン
ド
ロ
ス
（
 毛
へ
 
片
な
Ⅰ
 

署
 。
③
、
そ
の
他
名
前
の
不
 明
 な
も
の
数
人
で
あ
 

る
 。
各
人
の
演
舌
の
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
典
の
 箇
所
は
ス
テ
フ
ァ
 ヌ
ス
版
 二
五
虫
一
年
）
の
負
数
に
 
よ
っ
て
示
す
。
 

㈲
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
（
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
 
師
 ）
の
導
入
 演
舌
（
三
八
五
 B
l
D
 ）
 

㈲
ラ
ム
プ
リ
ア
ス
（
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
兄
弟
）
の
 
演
 舌
 と
そ
れ
へ
の
反
論
（
三
八
五
 D
l
 三
八
六
 B
 ）
 

㈲
 

ニ
 カ
ン
ド
 p
 ス
 （
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
官
）
の
演
舌
 （
 二
 一
八
六
 
B
l
D
 ）
 

⑳
 
テ
 オ
ン
（
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
友
人
）
の
質
問
と
演
 舌
 
（
三
八
六
 
D
l
 三
八
 セ
 D
 ）
 

㈲
 

ェ
 ウ
ス
ト
ロ
フ
ォ
ス
（
ア
テ
ナ
イ
 大
 ）
の
答
え
（
 一
 
二
八
 レ
 
Ⅰ
 
D
l
F
 ）
 

㈹
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
演
舌
と
質
疑
応
答
（
三
八
 
セ
 F
 ｜
 三
九
一
 E
 ）
 

(420) 

る
 。
そ
の
こ
と
は
「
他
の
多
く
の
こ
と
に
お
い
て
も
明
ら
 か
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
 
八
 E
V
 

の
献
納
 

額
 に
明
ら
か
で
 
あ
る
」
（
三
八
四
 F
 ）
。
  

 

こ
の
文
字
が
こ
の
神
の
前
席
に
（
 へ
 
で
君
。
小
の
で
へ
 

%
 ）
在
 っ
 て
 、
神
聖
で
注
目
す
べ
 き
 も
の
の
序
列
を
得
て
い
る
の
 

 
 



 
 

怯
 
「
私
た
ち
の
聞
い
て
い
る
説
明
は
、
単
純
で
全
く
 短
い
も
の
で
す
」
と
云
っ
て
 、
け
 

 
 
 
 
 
 

 
 

の
 賢
人
（
ソ
 
7
 
ィ
ス
ト
）
を
意
味
す
る
と
い
う
説
を
招
 介
す
る
。
そ
れ
は
キ
ロ
ン
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

タ
 
レ
ス
、
ソ
ロ
ン
、
ビ
ア
ス
、
ピ
ッ
タ
コ
ス
の
五
人
で
あ
 っ
た
 。
と
こ
ろ
が
リ
ン
 ヂ
ィ
 7
 人
の
専
制
君
主
ク
レ
オ
 フ
 ー
ロ
ス
 左
ド
 

コ
リ
ン
 

ス の神 鏡 

（
「
 
&
 
て
 
ま
 0
 
の
）
で
あ
る
と
私
は
思
う
、
と
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
は
 語
っ
て
い
る
。
 

㈲
ラ
ム
プ
リ
ア
ス
の
演
舌
と
そ
れ
へ
の
反
論
（
三
八
 
五
 D
l
 三
八
六
 B
 ）
 

さ
れ
て
い
る
。
 ピ
ュ
 テ
ィ
オ
ス
（
 申
ふ
き
 
0
 
の
）
は
探
究
者
 

怯
 真
理
の
一
部
が
明
解
と
な
り
暴
露
さ
れ
る
こ
と
で
あ
 

神
は
託
宣
者
（
 セ
ふ
 
で
 
ハ
へ
 

の
）
で
あ
る
と
同
様
に
哲
学
者
③
 

け
ア
 ン
モ
ニ
オ
ス
の
導
入
演
舌
（
三
八
五
 B
l
D
 ）
 

㈲
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
の
最
終
演
舌
（
三
九
一
 
E
l
 三
九
 

以
下
順
を
追
っ
て
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
 

を
意
味
し
て
お
り
、
デ
ー
 り
 オ
ス
（
 憶
竜
へ
 
0
3
 
 

と
フ
ァ
 

る
 。
イ
ス
メ
ー
 ニ
 オ
ス
（
 べ
閂
 
セ
 %
 へ
っ
の
）
は
知
る
者
で
あ
 

口
 一
ハ
 

し
 
）
 

蚤
も
 
q
o
 
や
 0
 
の
）
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
神
の
数
多
く
 

ナ
 イ
オ
ス
（
 6
 険
ヒ
寝
 

～
 
0
3
 

り
 、
レ
ス
ケ
ー
 ノ
り
オ
 

0
 名
前
に
よ
っ
て
 示
 

ス
 （
Ⅰ
 
n
q
 
ミ
 ま
ち
 
さ
 の
）
は
談
話
者
で
あ
る
。
「
哲
学
の
初
 
ま
 り
は
探
究
で
あ
り
、
探
究
の
初
ま
り
は
驚
き
と
疑
心
で
 あ
る
の
だ
か
ら
、
神
に
 

関
す
る
多
く
の
こ
と
が
謎
に
か
く
さ
れ
て
お
り
（
 ゑ
 。
 
令
 セ
 a
s
t
q
R
 

。
 
R
 ：
苦
寒
 ら
災
 
（
）
、
源
泉
と
原
因
の
説
明
を
要
求
 
し
て
い
る
の
は
当
然
と
 

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
そ
の
多
く
の
こ
と
と
は
、
例
え
 
ば
 、
神
殿
の
「
不
死
の
火
」
、
月
桂
樹
の
薫
香
、
デ
ル
フ
 ォ
イ
 の
 モ
べ
う
 （
運
命
 

女
神
）
が
二
体
で
あ
る
こ
と
、
女
性
が
神
託
 殿
 に
出
入
 を
 禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
「
祭
壇
」
に
関
す
る
こ
と
な
 ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
 す
 

べ
て
は
「
 魂
と
 理
性
を
具
備
す
る
ほ
ど
の
 人
 す
べ
て
」
に
 、
そ
れ
ら
を
調
べ
て
、
読
み
、
語
る
 よ
う
 誘
い
招
い
て
 
（
め
心
 

わ
 
小
本
ハ
 

小
へ
 
木
ロ
 
叶
 片
白
 
う
飛
 
・
 

木
ロ
 
ゎ
 
の
 
ぢ
 い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
「
 汝
 自
身
を
知
れ
」
 や
 
「
極
端
を
避
け
よ
」
の
こ
れ
ら
の
銘
文
は
、
ち
ょ
う
ど
 
種
子
の
よ
う
に
、
多
く
 

の
 哲
学
的
探
究
を
引
き
起
し
て
ぎ
た
。
 こ
ュ
 で
問
題
と
な
 っ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
 八
 E
V
 

も
、
そ
れ
ら
と
 

同
様
に
「
生
産
的
」
 



ト
の
ぺ
 リ
ア
ン
ド
ロ
ス
が
 、
 徳
や
知
恵
に
よ
っ
て
で
は
な
 く
 、
権
力
と
友
人
の
恩
顧
に
よ
っ
て
賢
人
の
評
判
を
と
 り
、
 全
く
類
似
の
言
葉
 

を
 ギ
リ
シ
ア
中
に
広
め
た
と
 き
 、
 五
 賢
人
は
彼
ら
を
 嫌
亜
 
ゅ
 
し
た
。
 五
 賢
人
は
デ
ル
フ
ォ
イ
に
会
合
し
て
協
議
し
、
 賢
人
（
ソ
フ
ィ
ス
ト
）
 

は
 五
人
で
あ
っ
て
六
番
目
も
 セ
 番
目
も
彼
ら
と
関
係
な
い
 こ
と
を
神
前
に
証
言
し
て
、
五
を
表
わ
す
「
 E
 」
を
 献
 上
し
た
。
と
い
う
も
の
 

で
あ
る
。
こ
の
説
明
が
的
は
ず
れ
で
な
い
こ
と
は
、
神
殿
 の
中
で
黄
金
の
「
 E
 」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
皇
妃
 リ
ビ
ア
に
因
ん
で
 名
つ
 

け
ら
れ
て
お
り
、
青
銅
の
「
 E
 」
神
殿
は
ア
テ
ナ
イ
 人
 に
 因
む
も
の
で
あ
り
、
最
古
の
木
造
神
殿
が
今
日
ま
で
「
 賢
人
た
ち
の
 E
 」
と
 呼
 

ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
、
と
ラ
ム
フ
リ
ア
ス
が
 述
べ
た
と
 き
 、
 ア
ソ
 モ
ニ
オ
ス
は
ラ
ム
フ
リ
ア
ス
が
歴
史
 と
 伝
承
を
歪
曲
し
て
 自
 

分
の
意
見
を
開
陳
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
察
し
た
 が
、
 静
か
に
笑
っ
て
い
た
。
し
か
し
他
の
誰
か
は
、
 そ
 ん
な
説
明
は
し
ば
ら
く
 

前
に
や
っ
て
き
た
カ
ル
デ
ア
人
の
話
同
様
、
ナ
ン
セ
ン
ス
 だ
と
反
論
し
た
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
は
七
つ
の
母
音
 が
あ
り
、
「
 E
 」
は
そ
 

の
 二
番
目
で
あ
る
。
ま
た
独
立
し
た
動
ぎ
を
持
つ
七
つ
の
 星
 が
あ
り
、
太
陽
は
月
に
続
く
二
番
目
の
惑
星
で
あ
る
 。
し
か
も
ギ
リ
シ
ア
 人
 

は
 ア
ポ
ロ
ン
を
太
陽
と
同
一
視
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
 ら
の
話
し
も
、
無
駄
話
し
以
上
の
も
の
て
は
な
い
の
だ
 。
明
ら
か
に
ラ
ム
フ
リ
 

ア
ス
 の
作
り
話
は
、
デ
ル
フ
ォ
イ
神
殿
の
人
々
を
刺
激
し
 た
ら
し
い
。
 

㈲
 
ニ
 カ
ン
ド
ロ
ス
の
演
舌
（
三
八
六
 B
l
D
 ）
 

「
 
E
 」
は
神
に
対
す
る
祈
願
③
 
H
b
 

も
の
さ
。
も
の
 

ひ
、
 
h
 
て
よ
 
に
 
ゆ
へ
 
の
）
の
形
式
（
 
q
*
 
め
 て
な
 （
 
聚
 ～
 モ
 o
b
 
鳶
 ）
で
あ
る
。
つ
ま
 り
 神
託
に
尋
ね
求
め
 

 
 

 
 

る
と
き
 、
そ
の
最
初
の
言
葉
が
 エ
 イ
（
 
礼
 ）
で
あ
る
。
「
 勝
 利
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
」
、
「
結
婚
す
べ
 
き
で
し
ょ
う
か
」
、
「
 
航
 

海
 す
べ
ぎ
で
し
 よ
 
、
、
、
 

う
か
」
、
 

「
耕
作
を
始
め
る
べ
ぎ
で
し
ょ
 

ぅ
か
 」
、
こ
れ
は
み
な
 エ
 イ
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
 エ
 イ
は
疑
問
と
同
時
に
 

願
望
も
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
も
う
一
つ
シ
ラ
フ
ル
を
 加
え
て
 エ
イ
テ
 （
の
 
逆
 ③
「
…
・
・
・
で
あ
れ
ば
良
い
の
だ
が
 

」
と
な
る
が
、
そ
れ
は
 

つ
げ
加
え
な
く
て
も
十
分
願
望
の
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
 る
 
（
 
田
 0
 コ
 富
コ
（
 
0
 は
 。
 円
 す
の
し
の
 
守
三
 n
 
O
 
（
 
曲
ニ
の
 
参
照
）
 

㈲
 
テ
 オ
ン
の
演
舌
（
三
八
六
 D
 ｜
 三
八
七
 D
 ）
 

Ⅰ 422) 1 Ⅰ ， 4 



ぬ
 

が
で
き
る
 0
 
こ
の
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
順
序
は
、
大
変
 見
 事
で
あ
る
。
何
故
な
ら
三
段
論
法
は
、
現
在
に
そ
の
 源
 が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
 今
 

⑥
 

 
 
 
 
 
 

め
 

こ
 
う
 で
あ
る
な
ら
（
 エ
 イ
）
、
過
去
は
こ
う
だ
っ
た
 
」
、
「
 今
 こ
 
う
 で
あ
る
な
ら
（
 エ
イ
 ）
、
未
来
は
こ
う
な
る
 」
 0
 
ピ
ュ
 
テ
ィ
ア
の
神
は
昔
 

 
 

 
 

 
 

 
 

楽
を
好
ま
れ
る
の
だ
か
ら
、
哲
学
者
が
特
に
頻
繁
に
使
 っ
た
 論
証
の
こ
の
部
分
を
、
歓
迎
し
愛
好
し
た
と
し
て
も
 不
思
議
で
は
な
い
 
0
 
へ
 

こ
ュ
 で
友
人
の
 テ
 オ
ン
が
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
に
、
弁
論
 術
 
（
 
め
 
へ
 
れ
ゎ
 
c
n
.
T
 

へ
 
き
せ
）
に
も
発
三
口
 

権
 が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
尋
ね
 、
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
に
 

激
励
さ
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
神
が
最
も
論
 理
 に
長
け
た
方
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
神
託
が
明
ら
か
 に
 示
し
て
い
る
。
何
故
 

な
ら
解
決
を
与
え
同
時
に
疑
問
を
起
さ
せ
る
の
が
（
 ゎ
 0
%
 
寺
ぁ
 な
 ～
Ⅱ
 
っ
へ
め
 

㍗
も
 セ
寒
 
へ
も
。
 

特
 ㌔
 
災
 ③
、
こ
の
神
の
や
り
方
な
の
 で
あ
る
。
デ
ー
ロ
ス
の
 

祭
壇
の
大
き
さ
を
二
倍
に
せ
 よ
 、
と
の
神
託
を
与
え
た
 と
き
神
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
幾
何
学
を
学
ぶ
よ
う
促
し
て
 い
た
 @
n
 

り
で
あ
る
。
 
ゑ
 
民
心
殊
 

の
 不
明
な
神
託
を
発
す
る
と
き
神
は
、
論
理
的
思
考
（
㌢
 災
ゎ
の
ぁ
 

へ
へ
（
も
）
を
促
が
し
組
織
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

種
 の
 繋
合
 接
続
こ
そ
、
 

最
も
強
力
な
論
理
、
三
段
論
法
を
生
む
の
で
あ
る
。
 自
 然
は
人
間
に
の
み
、
原
因
結
果
の
観
察
と
判
断
の
 力
 を
与
 え
て
い
る
で
は
な
い
か
 

（
 
ふ
ホ
 
。
 
ん
っ
 
甲
も
 

O
c
 
 

ウ
ル
も
 

F
f
 

ち
へ
 

ぬ
 亡
失
心
～
 
ホ
ち
へ
 

q
 へ
史
 
あ
ヒ
 
も
ち
も
Ⅱ
 

せ
セ
 も
 
て
逼
農
ち
 
q
q
 
ヘ
輌
 
e
 （
 
e
 
 
も
 意
ミ
コ
 ）
。
「
今
、
日
中
で
あ
る
」
と
 
か
 、
「
今
、
明
る
い
」
 

と
か
は
、
動
物
も
感
覚
的
に
認
識
す
る
が
、
「
も
し
（
 ヱ
イ
 ）
日
中
な
ら
ば
、
明
る
い
」
は
人
間
以
外
は
理
解
で
 き
な
い
。
何
故
な
ら
 人
 

間
 だ
け
が
、
前
提
と
結
果
、
関
係
や
相
違
の
概
念
を
持
っ
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
が
真
理
に
関
わ
る
も
の
で
 あ
り
、
真
理
の
光
が
論
 

証
 
（
 
ふ
 R
&
 
の
 
め
（
 

ゆ
ぁ
 
）
で
あ
り
、
論
証
の
初
ま
り
が
三
段
論
 法
 
（
 
じ
 q
u
 
よ
セ
 穏
で
 
0
 
）
 
v
 
）
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
論
法
を
生
み
 出
す
 カ
 
（
 
ミ
ゥ
 
ひ
て
 
険
ミ
 
8
 

が
 賢
者
た
ち
に
よ
っ
て
 、
 最
も
真
理
を
愛
す
る
方
で
あ
る
 神
に
（
Ⅱ
も
セ
ミ
㌧
 

へ
 
q
 Ⅱ
 
礎
ハ
 も
て
 
ふ
 ㌧
も
も
ミ
 

%
 て
も
Ⅱ
皮
目
せ
き
 

ヘ
へ
 
（
も
 
小
 も
 ）
捧
げ
ら
れ
た
の
は
、
 

も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
神
は
託
宣
者
で
あ
り
、
 託
 宣
は
未
来
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
因
な
く
し
て
 起
 る
も
の
は
何
も
な
く
、
 

理
由
な
く
し
て
予
知
さ
れ
る
も
の
ほ
な
い
。
現
在
は
過
去
 か
ら
、
未
来
は
現
在
か
ら
生
じ
て
い
る
。
諸
原
因
相
互
 の
 結
合
と
関
連
を
本
性
 

0
0
W
 
ぬ
 
上
知
っ
て
お
ら
れ
る
 方
 
（
 
&
 
q
 

簿
の
ぬ
 
ヘ
ド
へ
ゑ
 
小
へ
の
。
 
ド
ワ
ー
 

T
 こ
七
ウ
 

小
 
Ⅱ
に
 
ド
 
小
科
 
ち
ウ
 
り
あ
ん
㌦
 

づ
ん
 
定
む
や
 
へ
 q
 丈
セ
 
円
わ
 
篠
 
き
へ
へ
Ⅰ
も
 

守
 
Ⅰ
 へ
 
れ
 む
り
 
m
R
 
へ
 
Ⅰ
 バ
 
ネ
セ
 

n
E
o
 

の
）
は
、
「
人
コ
 

の
 
在
る
も
の
、
こ
れ
か
ら
在
る
も
の
、
以
前
あ
っ
た
も
 の
 」
（
ホ
メ
ー
ロ
ス
ロ
イ
リ
ア
ス
し
五
・
七
 0
 ）
を
 知
 っ
て
お
り
、
明
言
す
る
こ
と
 



（
虎
の
威
を
借
り
る
）
だ
け
だ
と
い
う
の
が
、
お
判
り
に
 
な
っ
た
で
し
ょ
う
と
述
べ
て
、
彼
自
身
は
す
べ
て
の
事
 柄
 を
神
的
な
も
の
と
 人
 

間
 的
な
も
の
と
を
問
わ
ず
、
数
学
の
中
に
（
 ぬ
 
。
 &
b
 
へ
 
も
て
も
 
）
お
 き
 、
数
学
を
指
導
者
・
権
威
者
と
し
（
 &
 「
 
巾
や
 
&
 這
き
 へ
 
0
 Ⅰ
 
セ
 。
 
て
っ
 
守
り
 
ホ
 
羽
田
き
こ
ち
 

れ
 
0
 七
）
 

て
い
る
の
だ
か
ら
、
愛
す
る
数
学
の
初
穂
を
神
に
捧
ぐ
べ
 き
で
あ
る
（
 ふ
再
 
ふ
も
 
伽
漠
 
q
 も
 災
 （
 n
p
 

）
も
 

巾
 
g
 
T
 

（
 め
り
も
お
ミ
 

リ
モ
 
礎
も
 
せ
セ
漠
 

ま
き
 
諾
 ）
と
言
う
。
 

「
 
E
 」
は
 、
 力
に
お
い
て
も
、
形
に
お
い
て
も
、
話
し
言
 葉
 で
も
、
他
の
す
べ
て
の
文
学
と
は
 興
 っ
て
お
り
、
 偉
 大
な
権
威
あ
る
数
の
し
 

0
 
プ
 Ⅰ
 し
 （
 
モ
の
 
Ⅱ
 
ふ
ゎ
 
o
c
 
（
 
漠
 ～
（
 

c
b
 

へ
 
Q
c
 
ふ
 穏
も
 セ
 。
 
0
q
 せ
セ
 
小
ト
 

っ
 
七
）
 
す
 な
わ
ち
「
 五
 」
 父
温
で
 円
分
）
の
し
る
し
と
し
て
、
護
え
 
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

エ
 ウ
ス
ト
ロ
フ
ォ
ス
の
こ
の
演
舌
は
 、
 決
し
て
冗
談
で
は
 な
く
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
自
身
当
時
、
数
学
に
熱
中
し
て
 い
た
か
ら
に
体
な
ら
 

な
い
。
し
か
し
プ
ル
タ
ル
コ
ス
自
身
は
、
「
極
端
を
避
 げ
よ
 」
（
 て
せ
め
而
 

て
ぬ
Ⅱ
 
き
 ）
の
格
言
を
尊
重
す
る
、
と
言
っ
 て
い
る
。
 

一
 一
 

さ
て
残
る
二
つ
の
演
舌
、
フ
ル
タ
ル
コ
ス
自
身
の
演
舌
 と
 ア
ン
モ
ニ
オ
ス
の
最
終
演
舌
こ
そ
、
こ
の
 ヱ
ッ
セ
イ
 の
 核
心
で
あ
る
。
 

㈹
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
演
舌
と
質
疑
応
答
（
三
一
八
七
 F
 ｜
 三
九
一
 E
 ）
 

こ
ュ
 で
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
、
奇
数
・
偶
数
の
問
題
か
ら
 「
 
E
 」
（
五
）
に
接
近
す
る
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
数
は
 、
奇
数
 か
 偶
数
に
分
 

類
さ
れ
る
が
、
「
 一
 
」
は
両
者
に
共
通
で
あ
る
。
奇
数
に
 「
 一
 
」
を
加
え
れ
ば
偶
数
と
な
り
、
偶
数
に
「
 一
 」
 を
 加
え
れ
ば
奇
数
と
な
る
。
 

テ
 オ
ン
の
演
舌
に
答
え
て
 ェ
 ウ
ス
ト
ロ
フ
ォ
ス
は
 、
テ
オ
 ン
が
熱
 心
に
論
理
を
弁
護
し
な
が
ら
、
結
局
ラ
イ
オ
ン
 の
 皮
を
か
ぶ
っ
た
 

ポ ラ 

仁り ロ ク 

ノ ン 

エ と ス 

9 スっ 手 憶 
ト た 「 

口 フ がも " し 

オ 老 第 
ス 年 一 
の に の 

もの 答え なる 

（ と が ; 

  
l と 次 
F 論 に 

） 理 第 一 

ケ し 一 - 
長 の 
ず も 

る の 
ょ が 

ち @  あ 
に る 
な 」 
つ （ ． 下   

ナこ しへ O り 

  
ヌ Ⅰ 

G へつ 

  
    

朝市   
  

ちっ 

  
の 

論 。 
法 
を 
  
笑 
し 

て 
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数
の
中
で
最
初
の
偶
数
は
「
一
二
で
あ
り
、
最
初
の
奇
 数
は
「
 三
 」
で
あ
る
。
両
者
の
結
合
に
よ
っ
て
「
 五
 」
 が
 生
ず
る
。
当
然
「
 五
 」
 

は
 最
初
の
奇
数
・
偶
数
か
ら
造
ら
れ
た
最
初
の
数
と
し
て
 、
讃
 え
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
。
ま
た
奇
数
を
男
性
、
 偶
数
を
女
性
と
し
て
、
 

「
結
婚
」
 父
ふ
 
モ
男
）
と
も
呼
ば
れ
た
。
数
の
分
割
に
際
し
 
て
 、
偶
数
は
完
全
に
分
割
さ
れ
、
そ
の
中
間
に
は
空
間
 が
 残
る
だ
け
で
あ
る
 

が
 、
奇
数
の
場
に
は
生
産
的
中
間
（
 じ
恵
 q
o
v
v
 

め
の
 

v
i
 

セ
 

の
と
な
る
。
数
の
中
で
い
く
ら
乗
じ
て
も
同
一
性
を
保
っ
 &

q
m
 

援
ぺ
 &
 
ヒ
 
へ
て
 

o
e
 

）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
偶
数
と
 

て
い
る
の
は
「
 五
 」
と
「
 六
 」
で
あ
る
。
 六
 X
 六
は
三
 偶

数
の
組
合
せ
か
ら
は
 

六
で
あ
り
、
 五
 X
 五
は
 

生
ぜ
ず
、
奇
数
と
偶
数
の
組
ム
ロ
せ
に
生
ず
る
も
の
で
、
 
そ
 0
 組
合
せ
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
。
偶
数
同
士
で
は
 奇
数
は
生
れ
な
い
が
、
 

奇
数
は
偶
数
も
生
む
こ
と
が
で
き
る
。
 

「
 五
 」
は
ま
た
「
自
然
」
乞
食
 
q
 ぁ
 ）
と
も
呼
ば
れ
る
。
 そ
れ
は
、
そ
れ
自
体
の
中
で
増
殖
し
て
そ
れ
自
体
が
終
 る
か
ら
で
あ
る
。
 自
 

然
は
小
麦
を
種
の
形
で
受
け
取
り
、
生
長
の
過
程
で
様
 々
の
形
姿
を
与
え
、
最
後
に
は
小
麦
を
産
む
。
こ
う
し
て
 最
初
と
最
後
は
同
じ
も
 

二
五
で
あ
る
 0
 
 「
 六
 」
は
、
 六
 X
 六
の
場
合
一
例
し
か
な
 い
が
、
「
 五
 」
は
何
倍
し
ょ
う
と
、
 五
か
一
 0
 に
終
る
 と
い
う
。
そ
れ
は
こ
の
 

数
が
 、
全
体
を
貫
く
原
理
（
 鳶
 。
 匙
 &
 わ
 
定
め
へ
 

襄
 。
 ま
 o
o
q
Q
 

ヒ
ぁ
 
P
R
 
も
 モ
 
）
を
再
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
原
理
は
変
 化
に
よ
っ
て
、
そ
れ
 自
 

身
か
ら
宇
宙
を
造
り
、
ま
た
宇
宙
か
ら
再
び
そ
れ
自
身
を
 造
り
出
す
。
へ
 う
 ク
レ
イ
ト
ス
が
云
っ
て
い
る
よ
う
に
 、
 火
を
す
べ
て
も
の
に
 

代
え
、
す
べ
て
の
も
の
を
火
に
代
え
る
し
、
金
を
諸
事
 物
に
、
諸
事
物
を
金
に
代
え
る
。
同
じ
よ
う
に
、
「
 五
 」
 が
 
「
 五
 」
と
結
合
す
る
 

観
 
の
は
、
無
駄
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
厳
密
に
 限
定
さ
れ
た
変
化
を
す
る
（
包
ミ
 
q
 セ
ハ
ヒ
 

飛
の
ぜ
 
よ
セ
 e
q
a
 

も
。
 

杓
 
ふ
 ③
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
 

㎝
「
 五
 」
の
特
質
か
、
あ
る
い
は
「
 一
 0 」
つ
ま
り
 士
 
万
全
な
る
も
の
（
 し
ド
ぬ
ゎ
俺
へ
 

0
 
て
 
）
を
産
み
出
す
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

以
上
の
こ
と
が
ア
ポ
ロ
ン
と
何
の
関
わ
り
が
あ
る
か
と
吾
一
 

口
占
ん
心
は
、
こ
の
こ
 

乙
乙
は
 
ア
ポ
ロ
ン
バ
に
 
げ
 で
 み
 
は
 く
、
 ア
ポ
ロ
 ン
 同
様
デ
ル
フ
ォ
イ
 

 
 

ゆ
に
関
わ
り
の
深
い
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
も
関
係
す
る
 
の
で
あ
る
。
今
日
神
学
者
（
 0
 Ⅱ
 寒
 0
 
ゎ
 
%
 。
 
0
 た
ち
が
、
 詩
や
散
文
で
語
っ
て
い
る
と
 

 
 
フ
 
/
 

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
神
は
不
死
で
あ
り
本
性
上
永
遠
で
あ
 る
 
（
 
ミ
 も
も
 
漠
ち
 
q
O
 
の
 &
 
 
も
 n
o
 
の
 h
g
 
～
 ふ
へ
 
q
@
O
 

り
村
め
も
ま
も
③
、
し
か
 

し
 何
か
運
命
の
意
図
と
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う
 
@
 
@
@
 

。
 

ア
ポ
ロ
ン
は
常
に
不
老
の
青
年
と
し
て
描
か
れ
、
デ
ィ
オ
 ニ
ュ
ソ
ス
 は
多
面
 多
 相
に
描
か
れ
る
 0
 ア
ポ
ロ
ン
に
は
 統
一
、
整
然
、
真
面
 

目
さ
が
帰
せ
ら
れ
る
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
は
気
ま
ぐ
 ね
 、
冗
談
、
熱
狂
な
ど
の
変
り
易
さ
が
帰
せ
ら
れ
、
 変
 容
 の
一
つ
で
そ
の
特
性
 

を
 決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
 0
 こ
の
変
容
の
周
期
は
一
定
 で
は
な
い
が
、
飽
満
③
 
h
&
b
o
 

り
 
）
と
呼
ば
れ
る
時
期
 が
 長
く
て
、
欠
乏
 
父
 

寺
構
憶
 q
q
 

ひ
 
て
せ
）
と
呼
ば
れ
る
時
期
は
短
か
い
。
そ
れ
故
、
 
一
年
の
大
半
は
ア
ポ
ロ
 ソ
 に
対
す
る
賛
歌
（
パ
イ
ア
ン
 ）
を
犠
牲
の
際
に
使
 

い
、
冬
に
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
に
対
す
る
賛
歌
（
デ
ィ
ス
 ラ
ム
ボ
ス
）
を
使
 う
 の
で
あ
る
 0
 そ
の
比
率
は
三
対
一
 で
、
秩
序
の
あ
る
時
代
 

と
 終
末
の
大
火
（
 ふ
 m
a
 
滞
ひ
 
b
e
q
 

へ
の
）
の
時
の
比
率
と
同
じ
 

で
あ
る
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
人
々
が
、
「
 五
 」
を
こ
の
神
の
属
性
と
 し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
「
 五
 」
は
あ
る
と
 ぎ
 は
 、
そ
れ
自
身
か
ら
 

丁
度
 大
 の
よ
う
に
、
同
じ
「
 五
 」
を
産
み
出
し
、
あ
る
と
 き
は
そ
れ
自
身
か
ら
、
丁
度
宇
宙
（
 0
%
q
 セ
 0
 
の
）
の
 よ
 う
 に
「
 一
 0
 」
を
生
み
 

出
す
。
ア
ポ
ロ
ン
が
こ
と
の
 外
 好
ん
だ
音
楽
に
お
い
て
も
 
こ
の
数
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
 0
 弦
や
 ス
ト
 ッ
プ
 、
和
音
の
例
が
挙
 

 
 

理
由
に
よ
っ
て
（
ひ
目
 つ
 句
心
 

T
@
 

ヒ
拐
ミ
で
寝
ち
東
 
よ
り
で
も
 セ
づ
 
の
き
 ～
 b
o
 
で
 c
 ）
、
自
分
自
身
の
変
容
を
経
験
し
、
あ
る
 

時
は
自
ら
の
性
質
（
。
 
革
 、
 

 
  

 

も
 u
 （
 
q
@
 

て
 ）
を
火
に
燃
や
し
て
、
そ
れ
を
全
く
他
の
も
の
と
 等
し
く
し
た
り
、
あ
る
時
は
そ
の
形
に
お
い
て
（
㍗
 宗
 セ
 0
 
ち
号
 
6
u
q
 

③
、
そ
の
感
情
 

 
  
 

ト
 
卜
 ム
如
 
い
 Ⅰ
（
 

ア
 
ぎ
 
も
か
も
 
卜
 
{
q
t
 

レ
 
Ⅰ
そ
の
 カ
ト
ド
 
お
い
 ナ
 
Ⅰ
（
 

K
b
t
 

～
 ヮ
 Ⅰ
 逮
 ミ
ミ
）
、
世
界
が
今
日
経
験
し
て
い
る
 

よ
う
 に
あ
り
と
 あ
ら
ゆ
る
変
化
を
経
験
㎝
 

す
る
。
火
へ
の
変
容
は
大
衆
に
は
か
く
さ
れ
て
い
る
が
、
 賢
者
た
ち
は
そ
の
孤
独
の
ゆ
え
に
ア
ポ
ロ
ン
 と
 呼
ん
だ
 り
 、
清
潔
さ
の
ゆ
え
に
 

フ
ォ
イ
ボ
ス
と
呼
ん
だ
り
し
て
い
る
。
ま
た
風
や
水
、
大
 ぬや
 星
、
植
物
や
動
物
へ
の
変
容
に
関
し
て
は
、
分
裂
 と
か
解
体
と
か
謎
め
い
 

た
 語
り
方
を
し
て
お
り
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
か
ザ
グ
レ
 タ
 ス
と
か
、
ニ
ュ
ク
テ
リ
ナ
ス
と
か
、
イ
ソ
 ダ
エ
 テ
ス
 と
か
呼
ん
で
い
る
。
 
そ
 

れ
ら
は
破
壊
と
消
滅
に
続
い
て
、
生
へ
の
帰
還
と
再
生
の
 謎
 
（
 
ミ
ヒ
 令
長
 鍵
 ）
や
物
語
り
（
 ミ
簗
ひ
セ
災
さ
 
）
と
し
て
 語
ら
れ
る
。
こ
の
神
に
 

対
し
て
彼
ら
は
、
は
 げ
 し
い
酒
神
賛
歌
（
 ヮ
へ
 
も
ひ
で
 

災
モ
 
b
 。
 
て
 
）
 を
歌
う
。
し
か
し
ア
ポ
ロ
ン
に
対
し
て
は
上
品
な
喜
び
 の
歌
（
 目
災
 
へ
ぬ
さ
を
 歌
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げ
ら
れ
る
。
 

他
に
も
多
く
の
こ
の
種
の
実
例
が
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
を
 挙
げ
る
だ
げ
に
し
て
お
こ
う
。
彼
は
、
も
し
こ
の
宇
宙
 の
 他
に
他
の
宇
宙
が
 

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
数
は
五
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
 で
は
な
い
と
云
 う
 。
も
し
こ
の
宇
宙
し
か
な
い
の
だ
と
し
 て
も
、
こ
の
宇
宙
は
五
 

つ
の
宇
宙
の
結
合
と
ム
ロ
 成
 
（
 
q
c
 
で
 え
 ミ
き
で
 ホ
驚
 Ⅰ
 き
鳶
憶
 q
 穏
 お
こ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
 0
 そ
の
五
つ
の
宇
宙
の
 一
 つ
は
地
球
で
あ
っ
て
 
、
 

一
つ
は
水
の
 、
 
一
つ
は
火
の
 、
 
一
つ
は
空
気
の
 、
 
一
つ
は
 天
の
宇
宙
で
あ
る
 0
 最
後
の
も
の
は
、
光
と
か
 エ
 ー
 テ
 ル
 と
か
第
五
元
素
と
も
 

呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
が
他
か
ら
の
 力
 を
加
え
 も
 れ
ず
に
、
本
性
上
、
 
循
還
 運
動
を
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
 ま
 た
 、
自
然
の
中
に
あ
る
 

も
の
に
五
つ
の
最
も
美
し
く
完
全
な
形
（
 q
 ぎ
 養
さ
）
を
 認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
角
錐
、
立
方
形
、
八
面
体
、
二
 土
面
体
、
十
二
面
体
で
 

あ
る
。
 

あ
る
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
元
素
に
感
覚
（
母
の
 ゑ
 q
 も
 も
 q
 の
 釜
 
0
%
 
Ⅰ
 
憶
ま
 
の
へ
の
）
を
組
合
せ
る
。
す
な
わ
ち
触
覚
、
味
覚
 、
聴
覚
、
嗅
覚
、
視
 

覚
 で
あ
る
。
生
物
は
こ
れ
以
外
の
感
覚
を
持
た
な
い
し
、
 

宇
宙
も
他
の
自
然
を
持
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
驚
嘆
 す
 べ
 き
 配
分
で
あ
る
。
 

下
の
境
界
で
あ
る
大
地
と
、
そ
の
中
間
は
細
分
割
し
な
 

フ
ル
タ
ル
コ
ス
は
 
こ
ュ
 で
、
「
 
ェ
 ウ
ス
ト
ロ
フ
ォ
ス
 
よ
、
 

い
で
 三
 柱
の
神
に
配
分
し
た
事
を
招
介
す
る
。
 

私
た
ち
が
ホ
メ
ー
ロ
ス
を
見
過
し
に
し
た
の
は
心
が
痛
 む
ね
、
 彼
 こ
そ
は
 宇
 

宙
を
五
つ
の
部
分
に
分
割
し
た
最
初
の
人
で
は
な
か
っ
た
 か
ね
」
と
云
っ
て
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
コ
ス
モ
ス
を
 、
上
 の
 境
界
で
あ
る
 天
と
、
 

し
か
し
 
エ
 ウ
リ
ピ
デ
ス
の
言
に
沿
っ
て
、
さ
ら
に
議
論
を
 進
め
る
。
つ
ま
り
「
 四
 」
の
数
を
尊
ぶ
人
た
ち
が
あ
っ
 て
 、
そ
の
教
え
は
 無
 

価
値
で
ほ
な
い
、
す
な
わ
ち
「
 四
 」
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
 
固
体
は
存
在
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
 固
体
（
 隷
韓
き
 
q
n
 

小
束
手
）
 



さ
ら
に
「
 五
 」
の
数
の
持
つ
均
整
と
力
は
、
生
物
の
種
類
 を
 無
限
に
増
加
さ
せ
た
が
、
す
べ
て
の
 生
 あ
る
も
の
の
 五
つ
の
形
式
（
 斡
 八
月
（
 

～
 
飲
捧
 ）
を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
は
神
々
、
竿
秤
（
㌢
や
。
 
棺
 ③
、
英
雄
、
人
間
と
動
物
で
あ
る
。
も
し
 魂
 そ
の
も
 の
を
、
そ
の
性
質
に
従
 

っ
て
分
割
す
れ
ば
、
第
一
は
滋
養
部
分
、
第
二
は
感
覚
部
 分
 、
第
三
は
欲
求
部
分
、
第
四
は
精
神
部
分
、
最
後
の
 最
も
高
度
な
部
が
理
性
 

部
分
（
 芭
わ
 0
 
ヱ
 q
n
 
へ
ぁ
 
&
 
て
 
）
で
、
魂
の
本
性
は
こ
れ
で
完
成
 さ
れ
る
。
 

こ
の
偉
大
な
力
を
持
っ
た
数
の
起
源
は
 、
 前
に
述
べ
た
よ
 う
 に
二
と
三
か
ら
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
最
初
 の
数
 と
最
初
の
一
一
乗
 

と
 結
合
し
て
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
数
の
 初
ま
り
父
音
 薫
 ）
は
一
で
あ
り
、
最
初
の
二
乗
は
四
 で
あ
る
。
も
し
最
初
の
 

二
乗
が
一
だ
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
は
初
め
の
二
つ
の
 一
 一
乗
か
ら
五
が
生
じ
て
く
る
。
 

ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
が
月
の
名
前
に
関
し
困
惑
し
た
よ
う
 に
 （
 
円
 ク
ラ
テ
 ュ
 ロ
ス
二
四
 0
 九
八
八
 
参
昭
 S
 、
イ
ノ
ラ
ト
ン
は
 
私
が
聞
い
た
次
の
重
 

大
な
こ
と
に
困
惑
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
プ
ラ
ト
 ン
は
 コ
ソ
フ
ィ
ス
テ
ス
 口
 の
中
で
、
最
高
原
理
（
を
の
 ホ
ニ
 
で
（
 
ミ
ド
ネ
 

ド
 
災
 り
ふ
 
ち
 お
ふ
 
っ
 
）
 

は
 、
 有
 、
同
、
異
、
動
、
静
の
五
つ
だ
と
証
明
し
た
が
 （
二
五
六
 
C
 ）
 
、
 「
 7
 ィ
レ
ボ
ス
」
で
は
、
別
の
分
類
法
を
 採
用
し
て
、
無
限
、
限
 

度
 、
そ
の
混
合
、
生
成
の
原
因
と
分
解
の
原
因
（
最
後
 か
 
り
も
 か
 
り
は
プ
ラ
ト
ン
は
舌
ロ
 

及
 し
て
Ⅱ
 
リ
 な
 卜
 
Ⅵ
が
、
プ
ル
タ
ル
 コ
ス
 は
そ
う
推
測
し
て
 

い
る
）
の
五
つ
だ
と
し
て
い
る
（
二
三
 C
 ）
か
ら
で
あ
る
 。
さ
ら
片
片
「
フ
ィ
レ
二
 

十
ス
 L
 大
エ
 
ハ
 で
け
 
体
 、
善
（
 患
 Ⅱ
な
も
 

き
 ）
が
五
つ
の
 ヵ
テ
ゴ
 

リ
ー
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
節
度
、
均
整
、
知
性
、
知
識
 、
快
楽
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

以
上
に
加
え
て
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
、
ニ
カ
ン
ド
ロ
ス
に
 一
 つ
の
短
い
詩
を
招
介
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
新
月
の
 六
日
目
に
巫
女
（
 ピ
 

ュ
 テ
ィ
ア
）
が
プ
リ
 ユ
 タ
不
イ
オ
ン
（
行
政
長
官
の
室
）
 に
 降
り
て
来
る
時
、
お
前
の
三
つ
の
く
じ
の
最
初
は
五
 と
な
っ
た
。
彼
女
が
三
 

ぬ
ち
 

y
y
o
 

Ⅰ
）
は
、
孤
独
、
不
完
全
で
、
何
の
役
に
も
立
た
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
魂
を
そ
の
中
に
生
み
出
す
活
動
 あ
 る
い
 ほ
意
向
、
 五
 要
素
 

に
よ
っ
て
実
現
す
る
変
容
こ
そ
、
自
然
に
そ
の
完
成
を
与
 え
る
も
の
で
あ
る
」
宝
器
 
ふ
ヒ
恩
 ま
や
 音
 a
o
 
へ
 
o
O
q
 

寝
 ホ
ヘ
 
に
 
せ
 
Ⅰ
へ
り
 
も
 め
 
ヘ
 
憶
も
か
Ⅰ
 

あ
 。
 

セ
小
 
Ⅱ
漠
も
。
 

わ
 
革
め
Ⅱ
 
か
討
 ヘ
七
ハ
 

市
 
Ⅱ
㏄
 

づ
七
っ
セ
 

ヘ
セ
 
せ
 
"
 Ⅱ
も
下
ホ
 

q
 小
ロ
 
目
ウ
 
Ⅱ
篠
山
林
 

ヘ
 
っ
 
に
ふ
 卸
 。
 
包
へ
め
 

G
q
 
ヘ
 
）
。
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彼
ら
仁
一
般
の
風
習
と
長
年
月
に
わ
た
っ
て
戦
 

う
 も
の
と
 

ポ
ロ
ン
の
 

里
 数
「
 
大
 し
に
つ
い
て
も
、
そ
の
 

力
 を
語
る
と
 

数
 で
も
、
位
置
で
も
、
接
続
詞
で
も
、
他
の
い
か
な
る
 

文
 

ロ
ン
 
と
 よ
り
 
関
係
が
深
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
 

コ
 ど
を
 
栄
 

若
者
た
ち
と
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
余
り
厳
密
に
議
論
す
 

㈲
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
最
終
演
舌
（
三
九
一
 

E
 ｜
 三
九
四
 

数
に
関
す
る
議
論
の
間
、
彼
ら
の
演
舌
を
楽
し
ん
で
 

聞
 

 
 

の
 従
属
部
で
も
な
い
と
 

思
 5
 。
「
そ
う
で
は
な
く
て
こ
れ
 

す
れ
ば
日
が
暮
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
し
賢
人
た
ち
 

る
の
は
価
値
が
な
い
。
す
べ
て
の
数
が
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
 

C
 ）
 

い
て
い
た
ア
ン
モ
ニ
オ
ス
 

ポ
八
 
こ
ふ
で
口
を
開
い
て
舌
口
 

う
 

の
 烙
印
を
押
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
 

誉
 あ
る
地
位
か
ら
追
い
出
し
、
「
 

五
 」
を
神
聖
な
る
も
の
 

 
 

、
こ
の
文
字
の
意
味
は
 

が
 、
「
 
五
 」
の
方
が
 

ア
 ポ
 

は
 、
独
立
し
た
、
神
へ
 

と
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
 

 
 

を
 持
っ
て
い
る
 

0
 ア
 

 
 あ

る
。
 

121 (429) 

四 

を
 出
し
、
お
前
が
二
を
出
し
た
」
 

、
と
 云
 う
 も
の
で
あ
る
 
0
 ニ
 カ
ン
ド
ロ
ス
は
、
そ
の
通
り
だ
と
答
え
、
し
か
し
 

そ
の
理
由
は
他
人
 

し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
と
云
う
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
 

微
 笑
 し
て
、
神
が
真
実
を
知
る
の
を
お
許
し
に
な
る
ま
 

で
は
、
こ
れ
も
 

「
 
五
 」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
 

と
 答
え
る
。
 

に
話
 

ま
た
 



実
の
と
こ
ろ
私
た
ち
は
現
在
、
存
在
を
何
ら
分
有
し
て
 

い
な
い
（
 

i
 
り
き
色
ペ
へ
モ
の
 

陳
 
q
n
 

へ
 
て
 
0
 
め
 
八
で
）
の
で
士
ハ
り
っ
て
 

、
 
死
す
べ
き
性
質
の
す
 

 
 

 
 

 
 

に
 
過
ぎ
な
い
。
存
在
を
把
 

え
よ
う
 

と
し
て
全
精
神
を
用
い
 

る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
猛
烈
に
水
を
つ
か
む
に
似
て
お
 

り
、
 

握
っ
て
圧
迫
す
れ
 

ぱ
 
手
の
中
の
水
は
指
か
ら
逃
れ
て
し
ま
う
。
理
性
も
同
 

様
で
あ
っ
て
、
変
形
 

し
 
変
化
す
る
事
物
の
現
象
を
追
求
し
 

て
も
、
一
方
で
は
生
成
 

の
 
様
相
に
、
一
方
で
は
消
滅
の
様
相
に
妨
げ
ら
れ
て
、
 

真
 
に
 
留
ま
り
存
在
す
る
も
の
を
何
一
つ
 

抱
 
え
 
ろ
 
こ
と
が
で
 

き
な
い
の
で
あ
る
。
 

「
同
じ
川
の
水
に
二
度
と
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
は
 

へ
 
う
 
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
で
あ
る
が
、
死
す
べ
き
 

本
 
質
 
の
も
の
を
二
度
と
静
 

止
 
状
態
で
押
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
 

0
 
そ
の
突
然
の
速
 

や
か
な
変
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
と
ぎ
は
分
散
し
、
あ
る
と
 

き
は
集
合
す
る
、
あ
る
 

い
は
同
時
に
結
 

ム
 
ロ
と
分
離
が
起
る
、
つ
ま
り
「
来
り
つ
つ
 

も
あ
り
、
去
り
つ
つ
も
あ
る
」
（
 

再
 
ち
ふ
 

目
へ
 

<
J
 

へ
 
（
 
寵
ぬ
 

a
f
 

（
 
q
 
じ
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
 

生
 
あ
る
も
の
は
、
決
し
て
存
在
に
ま
で
到
達
 

し
な
い
（
 

o
b
 

め
 
・
穏
の
 

n
o
 
m
 

～
 
ミ
へ
目
ち
治
ヘ
ヒ
 

n
 
。
）
、
そ
れ
は
 

絶
，
 

ぇ
ず
 

変
容
を
も
た
ら
 

し
 
、
種
子
か
ら
胎
児
を
、
そ
れ
か
ら
赤
子
を
、
そ
し
て
 

子
 
供
 
、
青
年
、
成
年
、
熟
年
、
老
人
を
産
み
出
す
不
断
の
 

生
成
の
た
め
で
あ
る
。
 

し
か
も
私
た
ち
は
、
お
ろ
か
に
も
た
っ
た
一
つ
の
死
を
怖
 

れ
る
（
 

鱗
 
羽
音
 
も
 
0
 
ぞ
の
も
寝
も
ふ
で
 

p
T
O
 

こ
 
、
す
で
に
多
く
の
 

死
を
死
ん
で
い
る
私
た
 

ち
で
あ
る
が
、
今
も
な
お
死
に
つ
っ
あ
る
の
で
あ
る
 

父
 
幼
せ
Ⅱ
 

O
q
o
 

ら
ハ
 

へ
り
Ⅱ
小
も
亡
せ
 

ホ
ヘ
 

Ⅱ
 
小
り
ホ
な
ゎ
 

も
て
も
 

q
 
ホ
っ
 

に
Ⅱ
 

ハ
り
 

）
 
0
 
 

へ
ラ
 

片
ノ
 

レ
イ
ト
ス
が
号
ロ
っ
て
 

い
た
よ
う
に
、
熱
の
死
が
蒸
気
の
誕
生
で
あ
り
、
蒸
気
の
 

死
 
が
水
の
誕
生
で
あ
る
、
こ
の
事
は
私
た
ち
自
身
の
中
 

に
さ
ら
に
明
ら
か
に
 

見
 

ら
れ
る
（
八
ま
Ⅰ
定
食
ロ
 

バ
 
n
 
小
 
p
o
 

ヒ
 
%
 
。
 
9
 
津
 
ひ
に
も
 

下
 
ら
に
む
 

っ
あ
 

ふ
て
）
。
老
人
が
や
っ
て
来
る
と
壮
年
は
い
な
く
な
り
、
 

壮
 
年
に
お
い
て
青
年
は
消
 

え
 
、
青
年
の
中
に
子
供
は
、
子
供
の
中
に
幼
児
は
消
滅
 

す
る
。
今
日
の
人
 

な
 q
&
 

な
 
n
b
o
 

て
 
）
に
昨
日
の
人
は
死
ん
 

で
 
行
く
の
だ
か
ら
、
 

死
 

留
 
る
こ
と
は
な
く
、
一
人
で
い
る
こ
と
も
な
い
、
私
た
ち
 

け
は
多
く
の
人
に
な
 

ス
 
り
の
で
あ
 

ス
 
㌧
（
Ⅰ
「
Ⅰ
 

ヘ
セ
 

小
も
漠
 

討
 
。
㍉
 

拍
 
0
 
へ
リ
 

。
丁
度
事
物
が
、
感
知
 

で
き
な
い
動
ぎ
に
よ
っ
て
或
る
一
つ
の
現
象
と
印
象
の
周
 

り
を
駆
け
め
ぐ
っ
て
い
る
よ
さ
に
。
そ
う
で
な
い
と
し
 

た
ら
、
私
た
ち
が
今
と
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  タ ルコスの神 観 

先
程
と
で
は
、
違
う
も
の
を
喜
ん
だ
り
、
反
対
の
も
の
を
 愛
し
た
り
憎
ん
だ
り
す
る
こ
と
、
称
賛
や
不
賛
成
、
用
 語
や
感
情
が
異
な
る
こ
 

と
、
 同
じ
容
姿
や
容
貌
、
同
じ
意
向
を
持
た
な
い
の
は
ど
 う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
変
容
が
な
け
れ
ば
、
同
じ
人
が
 違
っ
た
経
験
や
感
情
を
 

持
つ
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
し
、
も
し
変
容
す
る
の
な
 ら
ば
、
同
じ
人
で
は
な
い
、
同
じ
人
で
な
け
れ
ば
、
 彼
 は
 何
も
の
で
も
な
く
、
 

次
々
と
別
人
と
な
っ
て
自
分
自
身
を
変
え
て
行
く
の
で
あ
 る
 0
 私
の
感
覚
は
実
在
に
無
知
で
あ
る
の
で
、
現
象
が
 存
在
す
る
の
だ
と
偽
り
 

を
 五
 %
 つ
て
い
 ヱ
勺
 （
寒
し
㌣
 
さ
へ
 輿
も
災
や
も
 
蟻
 へ
り
 
ふ
 「
で
も
㌻
Ⅱ
 

0
0
%
 

七
ハ
 

も
 
り
か
 
連
 な
へ
 
ハ
 
も
本
心
 
へ
 
Ⅰ
も
天
牛
せ
つ
に
）
。
 

で
は
真
実
在
（
映
せ
 
ぺ
 
f
 の
 さ
 ）
と
は
何
か
。
永
遠
で
不
生
 
不
滅
（
Ⅱ
 
ウ
ミ
へ
め
 

へ
っ
 

ヒ
き
え
簿
 
Ⅱ
へ
て
 

せ
 
T
o
 
で
 あ
漠
 
～
 ぬ
 も
も
 
寝
憶
 
T
o
 
て
レ
、
 
時
間
が
何
一
 つ
 変
化
 

さ
せ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
時
間
（
 ぺ
 で
 &
c
o
 

の
）
と
は
動
く
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
（
 
力
ヘ
 
E
s
 
づ
 
&
c
 
「
 
へ
 
）
 で
あ
り
、
動
か
さ
れ
る
 

物
質
と
と
も
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
常
に
流
動
す
 る
も
の
、
 堰
 ぎ
と
め
ら
れ
な
い
も
の
、
消
滅
と
誕
生
の
容
 器
 で
あ
っ
て
、
 八
後
 

で
 V
 と
か
、
 八
 以
前
に
 V
 と
か
、
八
で
あ
っ
た
 V
 と
か
 八
 で
あ
ろ
う
 V
 と
か
は
、
非
存
在
の
告
白
（
 ぬ
ゆ
 
っ
 
て
っ
ゎ
へ
 

「
 
せ
 
a
 ぁ
 n
o
0
 
 

で
も
 

q
c
n
o
3
 
 

な
 

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
存
在
の
中
に
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
 も
の
や
、
す
で
に
存
在
を
止
め
た
も
の
を
、
現
に
存
在
 す
る
よ
う
に
語
る
の
 

は
、
 愚
か
で
あ
り
不
合
理
で
あ
る
。
私
た
ち
が
時
間
の
概
 念
を
依
存
さ
せ
る
こ
と
の
多
い
表
現
、
八
現
存
す
る
 V
 と
か
入
合
 V
 も
 、
現
わ
 

れ
て
は
消
え
る
も
の
で
あ
る
。
八
介
 V
 を
最
高
点
と
し
て
 見
よ
う
と
欲
す
れ
ば
、
そ
れ
は
未
来
か
過
去
に
押
し
出
 さ
れ
、
必
然
的
に
分
割
 

さ
れ
る
。
自
然
も
測
ら
れ
る
と
 き
 、
測
る
も
の
に
従
属
す
 る
 。
自
然
に
は
 八
 永
続
す
る
も
の
 V
 も
 八
 現
存
す
る
も
 の
 V
 も
な
い
 0
 す
べ
て
 

の
も
の
は
そ
の
八
時
間
に
対
す
る
配
分
 V
 
 （
 
ぁ
 
a
q
 
簿
 Ⅱ
も
 
七
 Ⅱ
で
 
堵
 Ⅱ
㌢
 ポ
ち
ぎ
き
 
v
u
 

（
 達
ヘ
 
モ
ミ
 
q
 き
 ）
に
応
じ
て
、
創
造
か
 破
壊
の
途
上
に
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
 八
 か
つ
て
在
っ
た
も
の
 V
 や
入
在
る
で
あ
ろ
う
 も
の
 V
 に
つ
い
て
語
る
の
は
適
当
で
は
な
い
 0
 そ
れ
ら
 の
も
の
は
本
来
存
在
に
 

留
 る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
（
 S
 。
 穏
 。
 
m
 
き
ぎ
芯
小
 ぎ
ミ
蕊
 a
 。
も
。
 

h
&
n
 

あ
 ）
 八
 派
生
物
 V
 、
 八
 転
位
し
た
も
の
 V
 、
 八
 変
更
さ
れ
た
も
 

の
 V
 で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
「
神
は
在
し
、
無
限
の
時
間
に
在
す
の
で
あ
る
」
 （
。
も
㍉
ね
。
 

奴
 
q
1
 

へ
で
も
も
 

へ
 
つ
 
め
 ネ
羽
～
八
 

%
 Ⅱ
 
へ
 
（
 
災
 n
-
O
 

ら
筋
 
へ
で
羽
沢
ち
も
 

ヒ
 
Q
 
で
 
）
。
し
か
も
不
動
の
 、
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無
 時
間
の
、
無
偏
差
の
、
以
前
も
以
後
も
な
い
、
未
来
も
 過
去
も
な
い
、
老
若
も
な
い
永
遠
に
わ
た
 ヮ
て
 %
 安
 ゃ
 ド
 
㌣
 飛
 ～
 
w
v
D
t
 

）
在
す
の
 

で
あ
る
。
神
は
一
で
あ
る
か
ら
、
永
遠
（
 乱
 ふ
か
 
へ
 
）
を
 一
 つ
の
今
で
満
た
し
て
お
ら
れ
る
、
神
に
従
っ
て
い
る
も
 の
だ
け
が
（
 恵
き
 Ⅰ
③
 

r
D
f
r
 

や
 g
 守
き
）
真
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 在
っ
 た
で
も
な
く
、
在
ら
ん
と
す
る
で
も
な
く
、
存
在
の
初
 め
も
終
り
も
な
い
の
で
 

あ
る
。
私
た
ち
は
こ
の
神
を
崇
め
て
、
次
の
よ
う
に
 挨
 抄
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
「
汝
は
在
し
 
結
う
 」
（
 
3
 、
否
 む
し
ろ
古
人
の
あ
る
 人
 

々
の
よ
う
に
 コ
 
汝
は
一
な
り
し
（
 隠
 ㍗
）
と
。
 

実
際
、
神
的
な
る
も
の
 
尖
ゥ
 も
の
Ⅱ
も
Ⅰ
）
は
 

、
 多
で
は
な
い
 。
私
た
ち
は
生
の
経
験
に
お
い
て
生
ず
る
何
百
と
い
う
 臭
 っ
た
要
素
か
ら
 構
 

成
さ
れ
て
お
り
、
偶
然
に
結
ム
ロ
さ
れ
た
 
集
 ム
ロ
 
体
 
（
 
ぬ
も
 
-
0
0
 

へ
 
ミ
ミ
 ）
で
あ
る
。
存
在
は
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
 師
 
七
へ
 
N
 
モ
飛
 
へ
 %
 
小
 
Ⅱ
 へ
つ
 
笘
に
）
Ⅱ
 

同
様
に
一
は
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
の
相
異
 か
ら
 他
 
（
吝
か
 
q
n
b
&
 

ド
 
d
3
 

が
現
わ
れ
て
、
非
存
在
の
誕
 

生
 に
至
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

最
初
の
神
の
名
は
 、
 神
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
し
、
 第
二
の
名
も
第
三
の
名
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
 神
 は
、
 多
を
否
定
す
る
と
 

こ
乙
 Ⅰ
の
（
 
ふ
 ち
て
き
 
榛
小
 
き
の
Ⅱ
や
Ⅰ
 
っ
ゎ
 
㌧
 
ふ
 ）
 ア
よ
ハ
 
ロ
ン
で
あ
り
 
一
で
あ
り
か
 つ
 単
一
で
あ
る
が
ゆ
え
に
イ
ェ
ー
 4
 オ
 ス
 （
。
～
も
へ
 

0
 
の
）
で
あ
り
、
 

古
人
が
清
浄
で
汚
れ
の
な
い
も
の
を
そ
 う
 呼
ん
で
い
た
 ょ
 う
に
フ
ォ
イ
ボ
ス
（
 驚
運
毬
 ）
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
 手
 
ノ
ッ
 サ
 Ⅱ
ノ
ア
 
人
ト
は
林
示
 

己
心
 

口
に
祭
司
た
ち
が
神
の
外
で
時
を
つ
ぶ
す
 と
き
 、
祭
司
 た
 ち
は
 フ
ォ
イ
ボ
ス
を
行
っ
て
い
る
（
驚
も
 m
 ）
 
ミ
小
 
i
f
!
 

も
険
 
（
 
）
と
云
っ
て
い
る
。
 

一
は
 、
単
純
、
清
純
で
あ
る
（
③
 め
，
ぬ
 

c
 
h
 

へ
わ
へ
東
 

b
@
 
て
ゅ
 
の
 ぁ
険
 
～
 ま
遷
 Q
b
&
 

て
 
）
。
汚
れ
 宋
セ
き
 q
 て
埼
 
）
が
生
ず
る
の
は
 別
 々
の
も
の
を
混
合
す
 

る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
も
 、
 赤
く
染
色
さ
れ
た
 象
 牙
は
汚
染
さ
れ
た
の
だ
と
云
っ
て
い
る
（
イ
リ
ア
ス
 四
 
一
四
一
）
。
染
色
者
 

は
 、
混
合
 色
 を
八
そ
こ
な
わ
れ
た
 V
 色
 と
言
い
、
混
合
を
 八
 損
壊
 V
 
 （
 驚
 。
 息
 ）
 と
 名
づ
げ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
 八
一
で
あ
り
混
合
さ
れ
 

ざ
 る
こ
と
 V
 
 （
㍗
 r
,
 
ぎ
ミ
 
（
 
寝
 ～
 ぬ
 K
p
a
n
o
 

七
）
が
 

、
 朽
ち
 ぎ
る
も
の
、
清
純
な
る
も
の
の
特
色
で
あ
る
。
 

ア
ポ
ロ
ン
と
太
陽
を
同
一
視
す
る
人
々
を
歓
迎
し
 、
 愛
す
 る
の
は
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
 彼
 が
 知
っ
て
い
る
す
べ
 

て
の
も
の
の
中
で
最
も
尊
崇
す
る
も
の
に
、
神
の
・
概
念
を
 
あ
て
は
め
る
（
め
へ
の
 

q
o
o
n
O
q
 

へ
も
ヘ
 

ヒ
ド
 
援
 目
色
 も
 n
O
O
 
q
 

予
臥
 下
 へ
に
 
ミ
ぬ
 
Ⅰ
）
と
い
う
豊
口
土
日
 

ぃ
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観 １口 （ 
（ 
明 

  る 
  

    

ンダ 
p ク 忠 ス 

ス ァ 去 Ⅱ コ 

、 ナ と テ 
エ イ 沈 ィ 

ウ オ 黙 オ 
リ ス ス 

ピ （   

暴露） 闇 デス、 ） 
ス 
ア 
  
  
  
ス 

  
  
  
  
  
ス 
ら 

セ @ ヒ 

  
  
証 

が 

求 
め 

ら 

れ 
る 

楽 

器 
ノ @ し 

関 

125 (433; 
 
 

（
不
一
 

n
,
 

ロ
元
）
 

 
 

R
.
R
 

～
 つ
み
 
で
 o
o
q
 

ぎ
こ
 、
そ
の
映
像
を
崇
め
（
ハ
モ
 
注
 ㌣
 
鳶
 七
の
～
 

ホ
 &
 て
ゑ
 、
そ
れ
に
備
わ
る
能
力
を
拝
せ
し
め
よ
う
。
 

感
 覚
を
通
し
て
知
覚
を
 、
 

受
動
か
ら
静
止
を
得
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
か
ら
、
 何
 と
か
し
て
神
の
思
 寵
と
 祝
福
の
像
を
（
 き
ぎ
目
雰
 q
n
n
 

で
 

小
 
ら
モ
 
小
に
へ
へ
ぬ
 

り
 

ミ
 ～
 遷
 き
ま
 簿
せ
 。
 0
 の
）
鏡
に
映
す
よ
 5
 に
反
映
さ
せ
て
 
見
 よ
，
ヮ
 
。
 

神
 が
火
を
送
っ
て
、
彼
自
身
も
地
や
海
も
、
動
物
も
植
 物
 も
一
掃
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
、
神
の
忘
我
 
や
 変
容
（
 m
 
。
 
q
 惹
 q
 。
。
の
 

K
D
c
 

～
 ミ
 。
 Q
 も
。
 
ゎ
ふ
 
の
）
に
は
耳
を
傾
げ
る
価
値
は
な
 
い
 。
さ
ん
な
け
れ
ば
神
は
、
詩
人
の
描
く
子
供
が
砂
遊
び
 で
、
造
っ
て
は
こ
わ
し
 

て
 喜
ん
で
い
る
の
よ
り
、
な
お
悪
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
 と
は
反
対
に
 、
 神
は
世
界
に
臨
在
す
る
か
ぎ
り
（
 斡
 o
e
 
Ⅰ
 
Ⅱ
Ⅱ
 
ヘ
ぺ
 
o
n
 
市
ハ
も
ホ
ヘ
 

q
 セ
モ
 ）
 
、
 

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
木
質
を
結
集
し
（
 q
c
 
で
 &
m
q
q
 

寺
 
0
 審
ぎ
こ
、
破
滅
に
 向
 わ
ん
と
す
る
そ
の
物
質
的
 弱
 点
を
支
配
し
て
い
る
 

（
モ
ミ
 
n
n
N
-
 

「
め
 
り
 @
q
n
 

て
 
-
 
～
Ⅱ
 
む
 q
 ゼ
 ～ 
R
n
 
い
 
き
 ㌣
 
ふ
俺
 
止
り
 
巾
 
て
ホ
 
へ
 
（
 
*
 
の
 
）
 0
 そ
 れ
ゆ
え
こ
の
神
に
、
「
 
汝
 在
し
 結
う
 」
と
呼
び
か
け
る
 の
は
正
し
い
と
私
に
は
 

タ
イ
モ
ノ
 

思
わ
れ
る
。
忘
我
や
変
容
の
物
語
り
は
む
し
ろ
、
誰
か
 他
の
神
、
あ
る
い
は
 半
 神
に
相
応
し
い
。
彼
ら
は
自
然
の
 破
滅
や
誕
生
を
そ
の
役
 

目
 と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
の
対
照
的
な
名
前
 か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 

フ
 
ノ
ポ
ロ
ン
ハ
ん
 
笏
ノ
で
な
 Ⅰ
 
リ
 ）
フ
ル
ー
ト
ン
（
多
で
あ
る
 
 
 

を
 示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
心
地
ょ
 い
 夢
の
中
で
神
を
夢
見
て
い
る
（
 ド
 
ひ
で
も
③
 
て
 

七
 Ⅱ
 
漠
り
 
）
 

ら
を
目
覚
し
て
さ
ら
に
高
く
進
む
よ
う
い
 ぎ
 な
っ
て
や
 
ろ
 う
 。
そ
し
て
神
の
白
日
夢
と
そ
の
本
質
を
見
さ
せ
（
も
 
か
 
寝
 
な
へ
）
も
 

q
 
 

の
だ
か
ら
、
 

彼
 

 
 

 
 

Ⅱ
 っ
 
二
円
 険
で
黛
守
ド
っ
守
 



  

題 後 て た が 
の し の い と " 以 

焦 か ァ る ぎ ッ 上 
ィ の   

な の 二 あ 0 グ ラ 

っ 否 オ る 年 う な 
五 

た 定 ス （ 代 l 対 

  

し   え   
秘 抱 コ 上 
主 い 
議 て   
で， い ル 谷 ア 代 
あ た コ 銭 テ ） 

っ 考 
た え   
ラ 断 
ム 片 る 行 
フ 。 的     
ア 示 含 ? サ た 
ス さ め ） う ち 
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ほ で 演 借 本 も 
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い 一 が て を れ 

て 番 、 詔 書 な 
  話 最 つ い い 

ら の め 意 混 
で に て 味 神 託 
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せド G 語ら立 h -   
9,  か つ て 揮 

め 目 。 げ咲いや る 
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） べ 敬   
た き を あ 
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ダ
イ
モ
ン
 

 
 

っ
た
 。
他
の
こ
と
に
も
同
じ
現
象
が
う
か
が
え
る
。
と
く
 は
 
神
に
関
す
る
も
の
と
 半
 神
に
関
す
る
も
の
と
を
混
合
 し
た
人
た
ち
は
、
自
ら
 

 
 

し
て
は
、
ア
ポ
ロ
 
ソ
 の
楽
器
は
堅
 
琴
 で
あ
っ
て
 、
 笛
は
 本
来
は
悲
嘆
の
場
合
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
慶
事
 に
も
使
わ
る
よ
 
う
 に
 な
 

 
 



ぬ
 
す
べ
て
の
も
の
は
神
か
ら
存
在
を
分
有
す
る
こ
と
も
 で
 ぎ
ず
、
存
在
に
留
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
常
に
誕
 生
か
 破
壊
の
途
上
に
あ
る
。
 

め
 

 
 

け
し
か
し
神
に
従
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 真
に
存
在
す
 る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
神
は
「
 一
 」
で
あ
っ
て
 、
不
 変
 ・
不
動
で
あ
る
 0
 ブ
ル
タ
 

 
 

 
 

 
 

ル
コ
ス
は
そ
れ
ゆ
え
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
特
有
の
 、
 神
の
変
 容
 物
語
り
を
拒
否
し
て
、
変
容
は
他
の
混
在
で
あ
り
、
 非
存
在
（
 ド
ウ
 
Ⅰ
 み
 &
 で
 ）
 

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
五
の
数
に
特
別
の
意
味
を
見
出
そ
 ぅ
と
 試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
 ア
 ン
モ
ニ
オ
 ス
の
 演
舌
で
、
「
余
り
 

厳
密
に
議
論
す
る
価
値
は
な
い
」
と
一
蹴
さ
れ
て
い
る
。
 

む
し
ろ
「
神
に
関
す
る
多
く
の
こ
と
が
謎
に
か
く
さ
れ
 て
 」
お
り
、
人
間
に
探
求
心
を
起
さ
せ
る
た
め
に
「
 E
 」
 が
 掲
げ
て
あ
る
と
い
 

ぅ
 舌
口
業
 
は
、
 多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
プ
ル
 タ
 ル
コ
ス
は
、
哲
学
と
宗
教
あ
る
い
は
神
学
を
基
本
的
に
は
 同
一
視
し
て
い
た
と
 思
 

わ
れ
る
 0
 
ニ
ル
ソ
ン
は
 、
 
「
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
一
方
で
は
 
哲
学
的
確
信
と
、
他
方
で
は
父
祖
の
宗
教
へ
の
依
存
 と
 い
う
、
彼
の
二
つ
の
一
別
 

提
 を
一
致
さ
せ
よ
う
と
努
め
、
常
に
中
道
を
見
出
そ
 う
 と
し
て
い
た
」
、
と
言
っ
て
い
る
（
で
 

ト
 0
 の
）
。
彼
は
理
性
 の
 立
場
を
尊
重
し
て
い
 

た
が
、
そ
の
た
め
に
神
々
を
否
定
す
る
よ
う
な
啓
蒙
 主
 義
 に
は
断
固
と
し
て
反
対
し
て
お
り
、
む
し
ろ
神
学
こ
そ
 哲
学
の
完
成
で
あ
る
と
 

考
え
て
い
た
客
神
託
の
衰
退
に
つ
い
て
口
四
一
 O
B
 
）
。
 そ
の
神
学
は
決
し
て
特
定
宗
教
の
神
学
で
は
な
く
、
 

す
 べ
て
の
宗
教
に
通
ず
る
 

一
種
の
八
宗
教
の
神
学
 
V
 で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
 、
太
陽
や
月
、
天
 や
 地
や
海
が
一
 
つ
 で
あ
る
 よ
う
 に
 、
 
一
つ
の
理
性
、
一
つ
の
 

神
意
の
み
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
仕
え
る
も
ろ
 も
ろ
の
 力
 が
世
界
が
支
配
し
て
お
り
、
各
民
族
は
そ
れ
ぞ
 れ
の
習
慣
に
し
た
が
っ
 

て
 、
そ
れ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
の
名
前
を
与
え
て
い
る
に
過
ぎ
 な
い
と
考
え
て
い
る
（
「
イ
シ
ス
と
オ
シ
リ
ス
し
三
七
 
七
 F
 ）
 o
 彼
は
ギ
リ
シ
ア
 

の
神
々
 と
 エ
ジ
プ
ト
の
神
々
、
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
神
と
 
ッ
コ
ス
 と
の
習
合
を
認
め
る
宗
教
 混
渚
 
（
シ
ン
ク
レ
 テ
 イ
ズ
ム
）
を
説
い
て
い
 

る
 。
こ
れ
は
他
の
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
官
た
ち
の
伝
統
的
 神
 学
と
 、
は
た
し
て
調
和
で
き
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
 

観
 

プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
神
を
八
真
実
在
 V
 
 （
 
ヘ
笘
 Ⅰ
Ⅱ
 
f
 の
 ぎ
 ）
と
哲
学
的
に
表
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