
一
存
在
と
神
 

 
 
 
 

ヱ
，
 

ク
ハ
ル
ト
は
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
著
作
の
要
と
な
る
 筈
 で

あ
っ
た
日
三
部
作
総
序
文
目
に
お
い
て
、
自
ら
の
神
 字
体
系
の
第
一
命
題
㏄
 

-
l
-
 

 
 

と
し
て
「
存
在
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
掲
げ
て
い
 る
 。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
命
題
は
、
ト
マ
ス
の
「
 神
 ほ
 存
在
で
あ
る
」
と
い
 

八
 論
文
要
旨
 V
 

マ
イ
ス
タ
ー
・
 エ
ソ
 ク
ハ
ル
ト
の
思
想
 は
、
ド
 イ

ツ
 話
 説
教
に
見
ら
れ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
神
秘
主
義
と
ラ
テ
ン
 語
 著
作
に
お
け
る
 ス
 

コ
ラ
的
な
思
弁
神
学
と
い
う
二
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
 両
 著
作
が
有
機
的
に
考
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
そ
う
 古
 い
 事
で
は
な
く
、
 

今
日
の
新
し
い
研
究
も
両
著
作
の
関
係
を
真
に
有
機
的
に
理
解
 す
る
立
場
、
即
ち
ラ
テ
ン
語
著
作
か
ら
ド
イ
ッ
諸
説
教
へ
の
一
方
 通
行
で
は
な
く
、
 

ド
イ
ッ
話
説
教
か
ら
ラ
テ
ン
語
著
作
を
理
解
す
る
立
場
に
到
達
 し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
以
下
の
考
察
が
目
指
す
の
は
こ
う
 し
た
 ド
イ
ッ
諸
説
教
 

か
ら
ラ
テ
ン
語
著
作
を
理
解
す
る
立
場
を
開
く
事
で
あ
る
。
 そ
 れ
ゆ
え
考
察
 は
 、
ラ
テ
ン
語
著
作
か
ら
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
 い
ラ
テ
ソ
語
 著
作
の
 

文
脈
を
、
ド
イ
ツ
語
説
教
の
思
想
か
ら
解
明
す
る
、
と
い
う
 仕
 方
で
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
我
々
は
 、
 彼
の
存
在
理
解
が
そ
の
 知
性
論
と
分
か
ち
 難
 

く
 結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
存
在
論
を
考
察
す
る
為
に
は
、
 ド
 イ
 ソ
話
 説
教
の
核
と
な
る
神
的
な
知
性
（
Ⅱ
魂
の
火
花
）
の
 考
 察
 が
欠
か
せ
な
い
と
 

い
 う
 事
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 神
秘
主
義
と
思
弁
、
自
覚
、
魂
の
火
花
（
 神
 的
な
知
性
）
、
永
遠
の
存
在
、
創
造
の
場
所
、
根
原
（
 
笘
ぎ
 0
@
 
づ
 
ぎ
ョ
 ）
、
根
底
、
 

松
井
 
吉
康
 

存
在
と
知
性
 

ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
 神
 」
の
問
題
  
 



ほ
 、
そ
の
存
在
が
そ
の
存
在
と
は
別
な
本
質
に
よ
っ
て
 限
 産
 さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
り
、
他
方
神
に
関
し
て
 ほ
 、
そ
の
木
質
 は
 そ
の
 

存
在
と
別
な
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
本
質
は
そ
の
 存
 在
 そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
神
の
本
質
 ほ
 純
粋
現
実
態
で
あ
る
 

存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
 も
こ
の
議
論
を
踏
襲
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
多
と
 一
 」
「
 否
定
と
否
定
の
否
定
」
 

と
い
っ
た
表
現
で
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
 

円
 命
題
集
序
文
 ヒ
 に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

「
 一
 」
は
、
否
定
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
ら
 ゆ
る
存
在
を
一
挙
に
あ
ら
か
じ
め
持
ち
、
包
み
込
む
が
 故
 に
 、
そ
れ
に
 
っ
 

い
て
は
何
も
否
定
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
神
で
あ
る
第
一
の
 完
全
存
在
に
の
み
、
そ
れ
は
当
て
は
き
る
の
で
あ
る
。
（
 
Ⅰ
 圭
 H
 。
）
 
8
 ）
 

神
に
は
い
か
な
る
存
在
も
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
 、
そ
れ
は
存
在
の
否
定
の
否
定
で
・
あ
り
、
神
の
 

一
 性
と
 は
 、
ま
さ
し
く
こ
の
 

よ
う
な
否
定
の
否
定
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
 

 
 

が
 、
ト
マ
ス
の
「
神
は
 

存
在
で
あ
る
」
と
い
 5
 命
題
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
事
 は
 明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
両
者
の
命
題
の
 主
語
が
入
替
わ
っ
て
 い
 

る
 事
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス
の
場
合
、
 

神
 が
主
語
で
、
存
在
は
そ
の
述
語
の
地
位
に
留
ま
っ
て
 い
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
 

て
い
る
「
神
の
本
質
は
存
在
で
あ
る
し
と
い
う
の
も
、
 

あ
 く
ま
で
も
「
そ
の
本
質
は
そ
の
存
在
を
限
定
す
る
も
の
 で
は
な
い
」
と
い
う
 事
 

を
 意
味
す
る
に
留
ま
り
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
意
味
を
持
 っ
て
「
存
在
」
が
語
ら
れ
て
い
る
訳
で
ほ
な
い
。
つ
ま
 り
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
 

存
在
は
 、
 神
の
規
定
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
忙
な
い
 。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
場
合
、
存
在
が
神
だ
と
は
言
え
な
い
 

、
、
、
 

。
 し
ふ
 T
L
 
レ
 エ
ッ
ク
ハ
ル
 

「
の
命
題
に
目
を
向
け
る
と
、
存
在
ほ
明
ら
か
に
神
の
規
 定 と
し
て
、
即
ち
神
と
同
一
視
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
 語
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
 

語
っ
て
い
る
の
は
、
「
存
在
こ
そ
が
 
神
 な
の
だ
」
と
い
う
 事
な
の
で
あ
る
。
実
際
彼
は
次
の
よ
う
に
「
存
在
は
神
 で
あ
る
」
と
い
う
命
題
 

を
 説
明
し
て
い
る
。
 

た
 結
果
生
じ
た
結
論
で
あ
る
。
彼
の
存
在
論
で
は
、
本
質
 は
 存
在
と
い
う
現
実
性
を
制
約
す
る
要
因
な
の
で
あ
る
 。
被
造
物
が
有
限
な
の
⑧
 

 
 
 
 

ぅ
 命
題
を
想
起
さ
せ
る
。
ト
マ
ス
の
場
ム
ロ
、
「
神
は
存
在
 

で
あ
る
」
と
 ぃ
 5
 命
題
 は
、
 彼
の
存
在
と
本
質
に
関
す
 る
 議
論
を
神
に
応
用
し
 

 
 



存在と知性 

存
在
は
神
で
あ
る
。
こ
の
命
題
は
ま
ず
、
も
し
存
在
が
神
 と
は
異
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
神
は
存
在
せ
ず
神
は
神
 で
は
な
い
、
と
い
 

ぅ
 こ
と
に
な
る
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
 存
在
が
そ
れ
と
 ほ
 異
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
 他
 な
る
も
 の
で
、
そ
れ
か
ら
 

分
か
た
れ
て
い
る
も
の
が
、
い
か
に
し
て
存
在
し
、
何
か
 で
あ
り
得
よ
う
か
。
き
も
な
け
れ
ば
、
も
し
神
が
存
在
 し
て
も
、
存
在
と
 

は
 別
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
彼
は
い
ず
れ
に
せ
 よ
別
 な
も
 の
に
よ
っ
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
Ⅰ
 
圭
 （
。
 
1
 
の
の
）
 

以
上
の
引
用
か
ら
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
 0
 
ロ
、
存
在
が
神
の
 
積
極
的
な
規
定
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
は
明
ら
か
 で
あ
る
。
 シ
し
 
@
 
し
で
 =
=
 

目
 

わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
存
在
で
な
け
れ
ば
神
は
神
で
は
な
 
い
 」
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
 神
 規
定
は
 、
 直
ち
に
 汎
神
 

論
の
疑
い
を
生
ぜ
せ
し
め
る
。
実
際
 彼
は
 次
の
よ
う
な
 極
 端
な
発
言
を
す
る
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
に
お
い
て
神
が
天
と
地
を
創
造
し
た
そ
の
根
原
は
 、
 単
純
な
第
一
の
永
遠
の
今
な
の
で
あ
り
、
私
は
 @
 う
が
 、
そ
の
完
全
に
同
 

じ
 今
が
、
そ
こ
に
お
い
て
神
が
永
遠
の
昔
か
ら
あ
り
、
 永
遠
に
神
的
な
 ぺ
 ル
ソ
ナ
の
発
出
も
ま
た
そ
こ
に
現
在
 
あ
り
、
未
来
も
あ
 

り
 、
過
去
も
あ
っ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
…
：
 毛
 れ
ゆ
 え
私
は
 、
か
つ
て
「
ど
う
し
て
 神
は
 そ
れ
以
前
に
世
界
 を
 創
造
し
な
か
っ
 

た
の
か
」
と
問
わ
れ
た
時
、
「
（
神
が
）
存
在
し
な
か
っ
た
 
が
ゆ
え
に
、
為
し
得
な
か
っ
た
の
だ
」
と
答
え
た
の
で
 あ
る
。
世
界
が
存
 

在
す
る
以
前
に
ほ
神
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
 
ま
ヌ
 
@
 （
，
 

P
o
o
 

）
 

こ
れ
は
 円
 創
世
記
注
解
し
で
、
創
造
の
場
所
で
あ
る
「
 根
 原
 
（
 
口
 Ⅰ
 
@
 
コ
の
 
@
p
@
U
 

ヨ
 ）
」
を
論
じ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
 ，
 
し
 こ
で
は
は
っ
き
り
 

と
 創
造
と
い
う
万
物
の
成
立
と
神
自
身
の
存
在
の
成
立
の
 同
時
性
が
語
ら
れ
て
い
る
（
し
か
も
こ
こ
で
創
造
の
場
 所
で
あ
る
「
根
原
」
 こ
 

そ
が
神
の
本
来
的
な
場
所
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
事
に
 注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。
こ
の
 ょ
う
 な
同
時
性
 は
 、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
 

根
本
命
題
で
あ
る
「
存
在
は
神
で
あ
る
」
か
ら
は
自
然
に
 帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
ト
マ
ス
の
「
神
は
存
在
で
あ
 る
 」
か
ら
は
帰
結
し
ょ
 

う
が
な
い
。
ト
マ
ス
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
普
遍
と
し
て
 の
 存
在
（
の
拐
の
 
n
o
 
日
ョ
申
お
 
）
を
神
で
あ
る
存
在
そ
の
も
 の
 （
 
ぢ
の
由
ヨ
 
の
の
の
の
）
 

レ
し
混
 

同
し
て
い
る
事
に
な
ろ
う
か
ら
。
こ
う
し
て
 ェ
ッ
 ク
ハ
ル
 ト
は
 、
一
方
で
ト
マ
ス
の
存
在
論
を
受
継
ぎ
な
が
ら
、
 ト
マ
ス
が
恐
ら
く
は
 考
 
3  (159) 



ヱ
ソ
 ク
ハ
ル
ト
は
、
そ
の
 円
 創
世
記
注
解
目
で
、
神
の
存
 往
に
 つ
い
て
「
神
の
本
性
 は
 知
性
で
あ
り
、
 神
 自
身
に
 と
っ
て
存
在
す
る
 

（
の
の
の
の
）
と
は
、
知
性
認
識
す
る
（
 

@
 
コ
 （
の
三
の
の
。
の
）
事
で
あ
る
 

。
か
く
し
て
 神
は
 、
事
物
を
知
性
に
よ
っ
て
存
在
へ
と
 生
 ぜ
 し
め
る
」
 F
 ミ
 H
.
 

）
の
 
幸
 
）
と
言
っ
て
い
る
。
神
に
お
い
て
存
在
と
知
性
の
い
 ず
れ
に
優
位
を
見
て
取
る
か
、
と
い
う
の
は
 ヱ
，
ク
 
ル
ト
 の
 ラ
テ
ソ
語
 著
作
 

解
釈
の
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
が
、
存
在
に
優
位
を
 見
て
取
る
解
釈
者
た
ち
が
依
拠
す
る
二
部
作
 
ト
 に
お
 い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
 

言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
事
に
注
意
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
で
は
 い
っ
た
い
こ
の
「
神
に
と
っ
て
存
在
す
る
と
は
知
性
調
 識
 す
る
事
で
あ
る
」
と
 

い
 う
 言
葉
は
 、
 何
を
意
味
す
る
の
か
。
周
知
の
通
り
、
 神
 に
お
け
る
知
性
が
主
題
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
 ほ
、
初
 期
 の
 円
 パ
リ
討
論
集
ヒ
 

に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
パ
リ
討
論
集
ヒ
 は
 、
そ
の
存
在
理
解
に
お
い
て
 円
 三
部
作
 ヒ
と
 大
幅
に
異
 な
っ
た
見
解
を
表
明
し
 

「
存
在
は
神
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
一
方
で
は
神
の
 

存
在
の
完
全
性
を
意
味
し
、
一
方
で
は
存
在
と
神
の
端
的
 な
 同
一
視
と
も
 言
 

え
る
よ
う
な
事
態
を
語
る
。
し
か
し
創
造
と
同
時
に
神
の
 成
立
も
語
ら
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
先
の
引
用
に
も
あ
 っ
た
よ
う
に
、
神
が
存
 

在
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
 「
神
が
存
在
し
な
い
事
な
ど
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
第
一
 

の
 意
味
と
矛
盾
す
る
 ょ
 

ら
に
見
え
る
。
だ
が
実
は
、
こ
の
矛
盾
は
 、
 見
か
け
上
の
 
矛
盾
で
あ
り
、
両
者
を
整
合
的
に
解
釈
す
る
事
 は
 可
能
 で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
 

整
合
的
な
解
釈
の
地
平
は
 、
ヱ
，
 
ク
ハ
ル
ト
が
「
神
の
存
 在
 」
と
い
う
事
で
何
を
考
え
て
い
た
の
か
を
問
 う
 事
で
 初
め
て
開
か
れ
る
の
で
 

あ
る
。
 

三
 

知
性
と
神
 

-
2
@
 

 
 

 
 

独
自
に
切
り
開
い
た
地
平
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

え
も
し
な
か
っ
た
地
平
へ
と
そ
の
思
考
を
押
し
進
め
た
の
 で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
我
々
が
問
題
に
す
る
も
の
こ
そ
、
 

，
 
」
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
 

 
 



 
 

 
 

在
 

（
神
の
）
認
識
 は
 私
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
認
識
は
そ
の
 実
体
で
あ
り
、
本
性
で
あ
り
、
存
在
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
 

そ
こ
か
ら
彼
の
㏄
 

存
 

 
 

存
在
と
実
体
と
本
性
が
私
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
が
帰
 結
す
る
。
そ
し
て
彼
の
実
体
と
存
在
と
本
性
が
私
の
も
 
 
 

雛
と
 神
の
互
い
の
自
己
認
識
が
一
つ
に
な
る
と
い
う
 

仕
 方

で
の
主
体
的
合
一
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
た
次
の
 

よ
 う
 に
述
べ
て
い
る
。
 

て
お
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
知
性
と
存
在
の
関
係
に
 つ
い
て
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
す
 車
は
 出
来
な
い
。
と
は
 

言
え
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
彼
の
知
性
理
解
は
 、
 彼
が
 知
性
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
 か
に
し
て
く
れ
る
。
 
彼
 

は
 、
第
二
討
論
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

知
性
は
、
そ
れ
が
知
性
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
知
性
認
識
 す
る
物
の
内
の
何
か
で
は
な
く
、
視
覚
が
あ
ら
ゆ
る
 色
 を
 見
る
為
に
ほ
 
、
 

そ
れ
自
身
が
 
い
 か
な
る
色
も
持
た
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
万
物
を
認
識
す
る
為
に
は
 
、
ヨ
ア
 
・
ア
ニ
マ
 b
 

の
 三
巻
に
お
い
て
舌
口
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
そ
の
知
性
 自
身
が
「
混
じ
り
気
な
く
」
「
何
物
と
も
い
か
な
る
共
通
 す
る
も
の
も
持
た
 

な
い
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
 知
拒
伊
 、
 

 
 

佳
作
用
も
 、
 何
ら
 

存
在
で
ほ
な
い
。
 
F
 旧
デ
き
 。
傍
点
引
用
者
。
）
 

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
知
性
が
存
在
と
は
異
な
 っ
た
 次
元
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
れ
 ゆ
 え
そ
れ
は
、
 
無
と
 

す
ら
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
知
性
 の
 
「
混
じ
り
気
な
く
、
何
物
と
も
共
通
す
る
も
の
を
も
 た
な
い
」
と
い
う
規
定
 

は
、
 彼
が
ド
イ
ッ
話
説
教
で
「
魂
の
火
花
」
を
論
じ
る
 際
 に
 必
ず
と
言
っ
て
い
い
 程
 言
及
す
る
性
格
で
あ
り
、
 
そ
 う
い
う
意
味
で
は
彼
に
 

と
っ
て
決
定
的
と
も
言
え
る
知
性
の
理
解
な
の
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
我
々
は
更
に
、
ド
イ
ツ
語
説
教
で
論
じ
ら
れ
て
 い
る
 神
 認
識
の
能
力
と
 

し
て
の
知
性
（
Ⅱ
魂
の
火
花
）
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
 よ
 
力
し
 
、
。
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
、
 
神
 認
識
に
つ
い
て
、
そ
の
ド
イ
ツ
語
 説
教
の
一
 
つ
で
 
「
神
が
自
己
自
身
を
認
識
す
る
そ
の
 
同
 じ
 認
識
が
 、
 個
々
の
 

離
脱
し
た
精
神
の
認
識
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
 物
で
も
な
い
」
（
 O
 圭
 H
.
 

）
の
）
）
と
語
っ
て
い
る
。
彼
の
 

語
る
神
認
識
と
は
、
 
私
 



私
は
神
の
子
な
の
で
あ
る
。
（
 
し
毛
由
 。
 
健
 0
 
）
 

 
 

性
 作
用
が
 、
 神
の
存
在
で
あ
り
、
本
性
で
あ
る
と
言
っ
 て
い
る
が
、
こ
の
 引
 

用
か
ら
も
分
か
る
 よ
う
 に
 、
 彼
の
語
る
「
魂
に
お
け
る
 神
の
子
の
誕
生
」
と
い
う
事
態
は
、
「
神
の
存
在
は
そ
の
 知
性
認
識
で
あ
る
」
と
 

い
う
 神
 理
解
に
基
づ
い
て
の
み
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
 我
 々
が
、
 神
 認
識
を
神
と
の
主
体
的
合
一
と
呼
び
得
る
の
 は
、
 神
の
自
己
認
識
と
 

い
う
事
で
神
の
「
自
己
」
或
い
は
神
の
「
私
」
が
 考
 ，
え
ら
 
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
は
、
精
神
的
存
在
 或
 い
ほ
 知
性
存
在
な
る
が
ゆ
え
 

に
 、
そ
の
知
性
作
用
が
そ
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
知
性
作
 用
 
（
自
己
認
識
の
働
き
）
な
く
し
て
は
神
の
自
己
 
は
成
 立
 せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
 神
 

も
 存
在
し
な
い
。
 ェ
，
 ク
ハ
ル
ト
が
し
ば
し
ば
「
神
に
と
 っ
て
存
在
す
る
と
は
知
性
認
識
す
る
事
で
あ
る
」
と
 話
 っ
た
 所
以
で
あ
る
。
 知
 

性
 存
在
で
あ
る
神
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
は
自
ら
が
知
性
 認
識
す
る
事
に
か
か
っ
て
お
り
、
も
し
知
性
認
識
が
成
 立
し
て
 い
 な
け
れ
ば
 神
 

ほ
 自
ら
の
「
自
己
」
或
い
は
「
私
」
を
知
ら
ず
、
そ
の
 結
 果
 
「
 
神
 」
と
い
う
存
在
者
も
な
い
と
い
う
事
に
な
る
。
 ，
 
」
う
し
て
「
神
の
自
己
 

認
識
こ
そ
が
そ
の
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
 神
 理
解
に
基
 つ
い
て
の
み
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
「
魂
に
お
け
る
神
の
 子
の
誕
生
」
と
い
う
 神
 

と
の
合
一
を
語
り
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
合
一
の
 要
 と
な
る
の
が
、
魂
の
火
花
な
の
で
あ
る
。
 

魂
の
火
花
は
 、
 神
が
そ
う
で
あ
る
よ
 う
 に
「
脱
却
し
て
 自
 白
 で
あ
り
」
「
何
物
と
も
い
か
な
る
共
通
性
も
持
た
ず
」
 
「
無
名
で
あ
り
」
「
 

形
 

も
な
い
」
。
こ
の
よ
う
な
性
格
は
 
、
 先
に
見
た
知
性
の
性
 格
 そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
魂
の
火
花
が
こ
の
 ょ
う
 な
性
格
 の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
 

そ
 、
そ
れ
は
神
の
知
性
、
 或
 い
ほ
自
己
認
識
と
一
つ
に
 な
り
得
る
。
実
際
そ
の
火
花
が
持
っ
撫
釣
性
格
 は
 、
そ
れ
 が
し
ば
し
ば
、
（
存
在
 

そ
の
も
の
で
あ
る
神
を
も
絶
し
た
「
神
性
」
を
意
味
す
る
 ）
神
の
根
底
と
一
 つ
 で
あ
る
私
の
根
底
と
呼
ば
れ
て
い
 る
 事
か
ら
も
明
ら
か
で
 

-
3
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あ
る
。
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
、
神
性
と
神
の
区
別
を
「
神
は
 動
き
 、
神
性
は
働
か
な
い
」
と
い
う
事
に
見
出
し
て
い
 る
 。
そ
し
て
彼
は
 、
根
 

底
と
同
じ
も
の
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
魂
の
最
 内
 奥
 」
に
お
い
て
神
は
全
世
界
を
創
造
す
る
 
G
 圭
角
。
 
務
 ）
と
言
う
。
神
の
根
底
 

と
 私
の
根
底
は
、
何
物
に
も
限
定
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
 物
 を
 包
み
込
む
創
造
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
創
造
 の
場
所
で
あ
り
、
し
か
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存在と知性 

も
 既
に
別
 稿
で
 明
ら
か
に
し
た
よ
 う
 に
、
 

-
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神
 自
身
の
存
在
 の
 成
立
す
る
場
所
、
つ
ま
り
神
の
知
性
認
識
（
自
己
認
識
 
）
の
場
所
で
あ
る
が
ゆ
 

ぇ
に
 、
そ
れ
は
 
宙
宙
 か
か
か
か
か
か
神
ひ
 朴
し
 む
す
か
 仙
 

そ
れ
ゆ
え
存
在
と
は
呼
べ
ぬ
「
 無
 」
で
あ
る
。
そ
れ
は
 存
 

在
 と
い
う
 動
計
 す
ら
も
拒
む
の
で
あ
っ
て
、
自
身
は
「
 働
か
な
い
」
。
 働
 ぎ
の
場
所
は
、
そ
の
働
き
自
身
で
は
な
 い
 。
こ
の
「
な
い
（
Ⅱ
 

非
 ）
」
の
 無
 こ
そ
が
、
先
程
引
用
し
た
、
存
在
と
異
な
る
 次
元
を
形
成
す
る
神
の
知
性
の
無
に
他
な
ら
な
い
。
 

場
 所
 と
し
て
の
知
性
は
 、
 

勧
 ぎ
と
し
て
の
「
存
在
そ
の
も
の
」
を
包
み
込
む
無
で
あ
 る
 。
場
所
と
し
て
の
知
性
 は
 、
「
存
在
そ
の
も
の
」
と
 い
 5
 表
現
が
何
ら
か
の
 

働
 ぎ
を
意
味
す
る
限
り
、
そ
れ
に
対
し
て
他
で
あ
る
。
 

そ
 れ
は
、
存
在
そ
の
も
の
す
ら
も
絶
す
る
が
ゆ
え
に
、
「
 無 」
と
呼
ぶ
事
が
出
来
 

る
の
で
あ
る
。
 

放
下
と
は
究
極
的
に
は
、
 
神
 自
身
が
神
自
身
の
働
く
場
所
 と
な
る
 よ
う
 に
 、
 魂
が
「
そ
れ
自
身
が
神
そ
の
も
の
で
あ
 る
 場
所
」
に
な
る
、
 

創
造
と
い
う
事
態
が
端
的
に
存
在
の
成
立
を
意
味
す
る
の
 で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
所
は
、
必
然
的
に
無
で
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
 0
 こ
の
場
 

所
 の
 無
的
 性
格
が
強
調
さ
れ
る
時
、
そ
れ
ほ
最
早
知
性
と
 も
 存
在
と
も
呼
び
得
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
有
名
な
 「
精
神
の
賛
」
の
説
教
 

で
、
は
っ
き
り
と
「
神
は
存
在
で
も
知
性
的
で
も
な
く
、
 

あ
れ
や
こ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
な
い
」
 

G
 毛
 Ⅰ
。
 
A
 の
～
 

）
と
言
っ
て
い
る
。
 

こ
 

 
 

こ
で
言
わ
れ
て
い
る
神
の
非
存
在
或
い
は
非
知
性
的
性
格
 は
 、
そ
の
自
己
認
識
の
無
限
な
場
所
を
表
わ
し
て
い
る
 
の
で
あ
る
。
実
際
 彼
 

は
 、
こ
の
説
教
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

精
神
の
貧
と
い
う
も
の
が
意
味
す
る
の
は
、
人
が
 、
 神
が
 そ
の
魂
の
内
で
働
こ
 う
と
 欲
す
る
な
ら
、
そ
の
神
自
身
 が
そ
の
内
で
神
の
 

跡
 ニ
分
か
す
か
 婁
升
 か
か
か
か
 努
ひ
、
 神
と
あ
ら
ゆ
る
 そ
 の
 業
を
脱
却
す
る
と
い
う
事
な
の
で
あ
る
。
…
…
 そ
し
 て
 神
は
、
自
己
 自
 

身
の
内
で
 働
 く
者
で
あ
る
と
い
う
事
で
も
っ
て
 、
 彼
の
業
 の
 固
有
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
 

G
 韻
臣
も
 。
 
P
 傍
点
引
用
 者
 ）
 

と
い
う
事
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
の
根
底
は
 

神
の
根
底
、
神
の
根
底
は
私
の
根
底
」
 G
 旧
 （
 ，
き
 ）
 と
 い
ち
，
有
名
な
言
葉
は
こ
 

の
 究
極
を
語
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
 う
 し
た
神
の
場
所
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ほ
 
い
 か
な
る
 働
 ぎ
で
も
な
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「
魂
の
火
花
」
（
知
性
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
 

こ
こ
で
「
無
を
開
示
す
る
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
 い
 る
か
ら
 

火
花
と
い
う
主
体
が
 、
 自
ら
に
対
し
て
、
自
ら
と
は
別
な
 も
の
で
あ
る
無
を
開
示
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
 て
は
 な
ら
 

に
 火
花
 は
 、
「
私
」
と
い
う
限
定
（
Ⅱ
 
我
性
 ）
を
脱
却
し
 て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
や
は
り
何
ら
か
の
 働
 き
を
意
味
 

あ
る
限
り
、
そ
れ
は
ま
だ
究
極
の
根
底
で
は
な
い
。
「
 根
 底
は
 働
か
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
根
底
と
は
   

限
定
を
脱
却
し
た
自
己
（
無
限
な
自
覚
）
が
、
そ
の
自
己
 す
ら
も
捨
て
去
っ
て
 、
 働
き
で
す
ら
な
く
な
り
、
場
所
 そ
の
も
の
 

の
 、
そ
の
場
所
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 

厳
 密
 に
言
 う
と
 、
根
底
は
開
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
私
の
 自
覚
が
 、
 

 
 

な
ら
ず
「
無
限
な
自
覚
」
す
ら
も
そ
の
働
き
の
主
体
と
し
 て
 意
識
し
な
く
な
っ
た
時
、
自
己
そ
の
も
の
が
場
所
 そ
 の
も
の
と
 

る
 。
根
底
の
自
覚
、
即
ち
無
の
自
覚
と
は
、
実
は
自
己
 そ
 の
も
の
が
場
所
と
な
る
と
い
う
仕
方
で
の
自
覚
な
の
で
 
あ
る
。
 

「
自
己
認
識
」
の
代
り
に
「
自
覚
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
 

て
い
る
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
我
々
が
 並
 
日
 通
に
「
 

と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
自
覚
を
超
え
た
「
自
己
」
の
在
り
 様
 が
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
の
場
合
 
、
そ
れ
 自
 

「
私
」
で
ほ
な
い
根
底
の
自
覚
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
 
る
の
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
「
真
に
自
己
 を
 認
識
す
 

事
は
 、
 自
ら
を
神
の
内
に
見
出
す
と
い
う
事
で
な
け
れ
ば
 な
ら
ず
、
単
に
あ
る
が
ま
ま
の
自
分
を
認
識
す
る
と
い
 ぅ
 事
で
は
 

を
 認
識
し
た
事
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
を
放
下
し
 よ
う
 と
し
な
い
静
的
な
自
己
認
識
は
、
結
局
 我
性
 の
 自
 己
 認
識
で
 

@
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な
い
。
真
の
自
己
認
識
と
放
下
が
一
つ
の
事
と
し
て
語
ら
 れ
る
所
以
で
あ
る
。
だ
が
 実
は
、
よ
 り
厳
密
に
言
 う
と
 、
そ
れ
ほ
 

す
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
こ
に
お
い
て
 神
 自
身
が
自
覚
す
 る
 、
そ
れ
自
身
が
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
場
所
」
な
の
 で
あ
る
。
 

と
い
っ
て
、
 

な
い
。
確
か
 

す
る
も
の
で
 

私
 」
と
い
う
 

と
な
っ
た
 時
 

「
私
」
の
み
 

な
る
の
で
あ
 

こ
こ
で
私
が
 

私
」
で
あ
る
 

身
は
決
し
て
 

る
」
と
い
う
 

本
当
の
自
己
 

し
か
あ
り
 得
 

「
自
覚
」
で
 

そ
れ
ゆ
え
 根
 

 
 

場
所
的
性
格
を
よ
り
明
確
に
表
わ
す
の
は
、
知
性
の
方
で
 あ
る
。
確
か
に
 円
 創
世
記
注
解
 L 
に
見
ら
れ
る
よ
 
う
 に
 、
「
存
在
そ
の
も
の
」
 

 
 
 
 

い
 5
 

表
現
で
存
在
の
場
所
を
表
現
す
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
 う
が
、
本
当
に
「
 無
 」
が
開
示
さ
れ
る
の
は
、
 

ヱ
ッ
ク
 
ハ
ル
ト
舌
口
う
と
 卜
 し
ろ
ハ
 
レ
 

く
 、
そ
れ
ゆ
え
働
き
と
し
て
理
解
さ
れ
る
存
在
や
知
性
を
 拒
む
も
の
と
な
る
。
し
か
し
敢
え
て
存
在
と
知
性
を
比
 校
 す
る
な
ら
ば
、
こ
の
 

 
 



底
は
 、
最
早
「
私
」
の
内
な
る
場
所
で
は
あ
り
得
な
い
。
 

む
し
ろ
そ
れ
は
、
自
己
の
消
失
点
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
 ほ
我
 性
的
な
「
私
」
の
 

消
失
点
に
留
ま
ら
ず
、
神
的
な
「
自
己
」
す
ら
も
消
失
す
 る
 消
失
点
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
自
己
の
消
失
 点
 た
る
根
底
は
、
自
覚
 

 
 の

無
 と
し
て
の
み
 
露
わ
 と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
逆
に
手
一
 ロ
ぅ
と
 、
そ
れ
は
「
自
覚
を
通
し
て
」
の
み
 露
わ
 と
な
る
 。
こ
れ
が
、
知
性
の
存
 

在
 に
対
す
る
優
位
が
語
ら
れ
た
所
以
な
の
で
あ
る
。
 

「
存
在
そ
の
も
の
」
と
い
う
表
現
で
は
、
 

無
 な
る
場
所
と
 そ
こ
に
お
け
る
 働
 ぎ
の
間
に
区
別
を
見
て
取
る
事
が
出
 来
な
い
。
「
 無
 な
る
 

場
所
と
そ
こ
に
お
け
る
働
き
」
と
い
う
全
運
 関
を
露
わ
 に
す
る
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
存
在
で
は
な
く
知
性
な
の
で
あ
 る
 。
「
存
在
」
を
め
四
極
 

概
念
と
す
る
存
在
論
で
は
、
端
的
な
存
在
の
成
立
を
論
じ
 る
 事
は
出
来
な
い
、
自
覚
論
的
な
立
場
の
み
が
そ
れ
を
 可
能
に
す
る
の
で
あ
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る
 。
だ
が
最
終
的
に
そ
の
場
所
的
性
格
が
強
調
さ
れ
る
な
 ら
ば
、
火
花
は
最
早
存
在
と
も
知
性
と
も
呼
ば
れ
な
い
 。
そ
れ
は
万
物
が
成
立
 

す
る
場
所
な
る
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
存
在
（
働
 き
 ）
に
 対
し
て
も
 他
 な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
神
と
い
 5
 存
 在
 に
対
し
て
す
ら
 他
な
 

る
も
の
で
あ
る
。
神
の
根
底
（
そ
れ
ゆ
え
私
の
根
底
も
）
 

ほ
 、
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
神
を
も
絶
し
た
 無
 な
の
で
 あ
る
。
 

 
 

た
だ
し
そ
れ
が
知
性
の
無
と
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
働
き
と
 し
て
の
知
性
が
無
だ
と
高
 5
 
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
 な
く
て
、
そ
の
場
所
 

的
 性
格
か
ら
見
た
知
性
が
無
な
の
で
あ
る
。
 

ヱ
，
 ク
ハ
ル
 ト
は
 、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
「
知
性
の
豊
か
さ
」
と
呼
ん
 
で
い
る
。
 
そ
 -
 
の
 豊
か
 

さ
 、
つ
ま
り
そ
の
場
所
的
性
格
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
 

知
 性
は
 
「
 無
 」
で
あ
る
。
以
上
の
連
関
か
ら
、
我
々
は
 、
 ェ
，
 ク
ハ
ル
ト
が
「
 
神
 

の
 存
在
は
そ
の
知
性
認
識
で
あ
る
」
と
語
っ
た
所
以
を
知
 る
 事
が
出
来
る
。
つ
ま
り
神
の
存
在
（
そ
れ
ゆ
え
神
の
 自
己
認
識
）
と
は
、
 
何
 

物
 に
も
限
定
さ
れ
な
い
無
限
の
豊
か
さ
を
持
っ
た
「
場
所
 と
し
て
の
知
性
」
か
ら
そ
の
知
性
が
働
き
出
る
と
い
う
 事
を
意
味
す
る
の
で
あ
 

雛
る
 。
神
の
成
立
と
は
、
神
の
自
覚
と
そ
の
自
覚
に
お
 げ
る
 神
 自
身
の
自
己
の
消
失
点
を
巡
る
運
動
な
の
で
あ
 る
 。
神
の
存
在
の
成
立
と
 

 
 

在
は
、
 
神
の
自
覚
の
成
立
、
即
ち
神
の
「
自
己
」
の
 成
 立
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
言
 う
知
 性
 と
知
性
の
豊
か
さ
は
実
体
 

存
 

的
な
区
別
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
一
つ
の
（
知
性
認
識
 と
い
う
）
働
き
に
お
け
る
、
そ
の
場
所
と
働
き
そ
の
も
 の
の
間
の
区
別
な
の
で
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存
在
の
成
立
は
一
つ
の
事
態
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
 

く
、
 神
の
自
覚
の
内
で
成
立
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
 

が
 成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
自
覚
の
事
柄
と
し
て
は
神
か
 根
 

見
出
し
た
の
も
、
存
在
そ
の
も
の
と
い
う
表
現
で
は
、
 

，
 

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
区
別
が
、
神
性
と
神
の
区
別
な
の
 

を
 語
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
，
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
 

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

ハ
ル
ト
は
 、
 神
が
自
ら
の
自
己
を
成
立
せ
し
め
る
と
同
時
 

し
か
し
こ
の
何
物
に
も
限
定
さ
れ
な
い
場
所
（
Ⅱ
根
底
）
 

で
あ
る
。
「
神
性
が
動
か
な
い
」
と
言
わ
れ
た
の
も
、
 

そ
 

し
の
神
と
神
性
の
区
別
を
表
現
出
来
な
い
か
ら
な
の
で
あ
 

も
の
と
し
て
創
造
と
い
う
事
態
を
考
え
る
為
に
は
、
 

創
 

底
を
離
れ
る
の
は
神
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
本
論
の
冒
頭
 

が
 
「
存
在
そ
の
も
の
」
よ
り
も
「
知
性
」
の
方
に
神
に
 

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
実
際
彼
は
、
月
三
部
作
 

に
 、
創
造
と
い
う
事
態
が
成
立
す
る
、
 

と
 言
 う
 。
彼
に
 

を
、
 何
か
が
離
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
何
で
あ
れ
 存
 

 
 

総
序
文
 b
 
で
創
造
に
つ
 

造
 が
神
の
外
で
は
な
 

と
っ
て
、
創
造
と
神
の
 

れ
が
神
の
自
覚
の
場
所
 

る
 。
 

ょ
り
相
応
し
い
述
語
を
 

で
 見
た
よ
う
に
 ヱ
，
ク
 

在
 と
呼
び
得
る
も
の
 

創
造
は
、
存
在
を
譲
り
、
与
え
る
。
し
か
し
存
在
は
根
原
 で
あ
り
、
万
物
の
最
初
に
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
は
何
も
 な
く
、
そ
れ
以
外
 

に
は
何
も
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
神
で
あ
る
。
か
く
し
て
 彼
が
万
物
を
根
原
、
即
ち
自
己
自
身
に
お
い
て
創
造
し
 た
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
神
が
、
自
分
の
外
へ
被
造
物
を
投
げ
出
し
た
り
 、
自
分
の
外
の
何
ら
か
の
無
限
や
空
虚
に
お
い
て
創
造
 す
る
な
ど
と
、
 
誤
 

つ
て
想
像
し
て
ほ
な
ら
な
い
。
 

F
 旧
 （
。
）
の
 

日
 ）
 

創
造
は
 、
 神
の
内
的
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
神
の
自
覚
 の
 内
で
成
立
す
る
事
態
で
あ
る
。
創
造
は
 、
 神
の
自
覚
 と
 別
な
事
と
し
て
 成
 

立
 す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
端
的
な
存
在
の
成
立
を
立
 

息
抹
 す
る
の
で
あ
れ
ば
、
存
在
は
端
的
な
無
か
ら
成
立
し
 な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
 
そ
 

の
 成
立
が
見
て
取
ら
れ
る
為
に
は
、
い
か
な
る
存
在
も
成
 立
し
て
い
た
 い
 場
所
が
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
そ
し
て
こ
の
創
造
の
 

場
所
こ
そ
が
、
神
の
知
性
の
持
っ
無
限
の
豊
か
さ
、
即
ち
 知
性
の
場
所
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
創
造
の
場
所
で
 あ
り
、
 神
 自
身
の
自
覚
 

の
場
所
で
も
あ
る
「
神
の
根
底
」
が
開
示
さ
れ
て
初
め
て
 、
創
造
と
い
う
事
態
の
全
連
関
が
明
ら
か
に
な
り
、
 

神
 自
身
の
存
在
の
成
立
も
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見
て
取
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

我
々
が
前
章
の
最
後
で
提
出
し
た
問
題
に
対
す
る
答
は
 、
 以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
神
の
存
在
で
 あ
る
そ
の
自
覚
は
 、
 

常
に
成
立
し
て
は
 い
 る
が
、
そ
の
自
覚
の
場
所
そ
の
も
の
 ほ
 そ
の
働
き
を
も
絶
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
所
を
 抜
き
に
し
て
ほ
 、
 神
と
 

い
 う
 無
限
者
の
自
覚
は
成
立
し
ょ
う
が
な
く
、
そ
の
場
所
 が
 神
を
し
て
 神
 た
ら
し
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
 そ
れ
は
、
「
神
の
根
底
」
 

か
 「
神
性
」
な
ど
と
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
所
 
に
お
い
て
は
、
神
も
な
く
被
造
物
も
な
い
。
し
か
し
だ
 か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
ま
 

た
 、
創
造
の
場
所
で
あ
り
、
 神
 自
身
の
存
在
の
成
立
の
場
 所
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
を
存
在
そ
の
も
 の
と
呼
ぶ
議
論
で
は
、
 

こ
の
 ょ
う
 な
存
在
の
端
的
な
成
立
は
語
り
得
な
い
。
そ
れ
 ゆ
え
 こ
こ
で
 は
、
ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
が
、
創
造
と
神
自
身
 の
 存
在
の
成
立
の
同
時
 

性
を
 、
創
造
の
場
所
で
あ
る
「
根
原
」
を
巡
る
議
論
と
し
 て
 語
っ
た
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
 げ
る
「
根
原
」
は
 、
実
 

は
 ド
イ
ツ
語
説
教
の
「
根
底
」
と
同
じ
も
の
を
表
わ
し
 

 
 

の
場
所
を
意
味
す
る
の
 

で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
「
世
界
が
存
在
す
る
以
前
に
ほ
神
も
 存
在
し
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
言
葉
も
 、
 先
に
見
た
 よ
 う
 に
「
根
底
 は
 神
の
 

自
己
す
ら
も
消
失
す
る
場
所
で
あ
る
」
と
い
う
事
を
意
 抹
 す
る
で
あ
ろ
う
。
「
根
底
に
お
い
て
は
神
の
自
己
す
ら
 も
 成
立
し
て
い
な
い
」
 

と
い
う
事
は
 、
 神
の
非
存
在
を
帰
結
す
る
の
で
は
な
く
、
 自
覚
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
自
己
の
消
失
 点
 を
表
わ
し
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
し
か
し
消
失
点
と
は
、
何
か
の
消
失
点
で
あ
っ
 て
 、
そ
れ
自
身
で
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ほ
 、
 （
 
根
 底
は
 常
に
「
何
か
の
Ⅰ
 

根
底
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
）
何
物
に
も
属
さ
な
い
 そ
れ
自
身
と
し
て
の
根
底
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
の
と
 同
 様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

自
覚
の
場
所
に
お
け
る
自
覚
の
無
と
は
、
そ
の
自
覚
そ
の
 も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
の
で
 は
な
い
。
場
所
に
お
け
 

姓
る
 自
覚
の
無
、
つ
ま
り
「
根
底
に
お
け
る
神
の
非
 存
 在
 」
と
い
う
の
も
、
決
し
て
実
体
的
に
神
の
存
在
が
成
 立
し
て
い
な
い
と
い
う
事
を
 

在
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
 

と
 

永
 遠
に
成
立
し
て
い
る
 神
 の
 完
全
な
存
在
（
で
あ
る
自
己
認
識
）
に
お
い
て
も
、
 そ
の
根
底
に
お
い
て
は
、
 そ
 

存
 

の
 自
己
（
知
性
認
識
）
そ
の
も
の
の
消
失
点
が
あ
る
と
い
 ぅ
 事
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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白 も の と る 
覚 そ が い 」 既 
の も 他 5 事 に 
内 先 の 表 で 見 
で に も 現 あ た あ あ の ヵ る よ     
わ っ に 使 と う 

  

存 そ を て れ ヱ 
在 れ 与 い る ッ 

ゆて存わ る " 在れわ 言に " 存在 

が 自 え る 一   
と 

戒 具 る か 方 " 
知 
性 ルト といとは立す らと で、 

る 別 う い そ に 

と な よ っ の と 

い存 う 在な、 うて与っ えて   
な ら を 引 た と 存在 の外ので ま、 考え 用で む 

端的に ある。に造り てはな ヱ ，ク は神宮 

@/ 

と     

っあ たっ性骨成場 一白がる 咲在 し 

の た 」 の 立 所 そ な 
を か を 在 す た の か った 考察し 時 らであ 語った 在の成 る。 し り得る 時 魂 の 

な る も 立 か の 根 の 
げ 。 の の し で 底 ょ う に ればかくであ 同時 そこ ある 十 よ、 
な し ろ 性 で 。 神 ま     

  し ヱ 存 な も な 
ヱ そ ッ 柱 根 起 ら 
ッ の ク と 底 越 な 
ク よ ハ は を し け 
ハ ラ ル い 何 て れ 
ル な ト つ 物 い ば 

ならな トがそ 同時性 発言、Ⅰ 0 えしし 、、 離 かが る 。し -8-   
の た に の 存 ら っ 

よ の こ で 在 こ た 
ぅ は の あ が そ の 
な 、 よ る 成 そ で、 
同 そ う う 立 れ あ   

  を も 造 今 の 神 官 

ど 神 と 我 で を 己 
の と 神 々 あ も が 
よ 在 日 が り 合 焦 
う 在 身 問 、 め と 

な の の 顕 そ た な 
「 端 在 に れ あ る 
存 的 在 し ゆ ら 程 に賢 在 」 成立な同 てい 倉 え ， U かる 

理 一 の る 造 存 し 
解 視 「 「 と 在 く 

の が 場 創 し が な 
下 前 坊 遣 う 成 る 

に 提 の と 車 立 な 
伍 ロロ ケ - - 同 神 能 す ら 

こ
の
 
ょ
う
 に
根
底
は
 、
い
 か
な
る
 働
 ぎ
も
絶
し
た
場
所
で
 あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
 は
 、
そ
の
開
示
の
 為
に
は
「
自
ら
が
 存
 

 
 

 
 



存在と知性 

が る な 葉 の 神 れ 自 

を で と ゆ こ ら   
が で ゆ 在 「神の の名のる 被 左 り知性 。だ る ハルト ところ そ ら 、 である ている うか。 祝 され らゆる   

造 に こ が が の の 限   

初 値 そ こ 存 知 対 り 

万物の は二様 するの 存 が 、 こで注 在を論 性は、 象が存 

の で 在 日 じ こ 存 在 ト 事 在 う 

存 あ さ す る こ す 在 は に は 表   
  士 ま   塊 

そ な 確 で 
の ら か 語 するの を神と ら転じ 純粋な 

日 な に ら 共 る 無 で ， 
    

部 。 の て 
と被 が 造把永存 ての「 し、 りに 、 よ 作 で 自 い はない に受取ならばである 

畑 物 損 遠 在 そ ア っ 総 は 覚 る 
る 

ら の す な 」 れ ビ て 序 そ の の 者 そ ; 彼 
れ 有 る る と ゆ ケ 計 文 も 内 が 
ね 往 事 存 い え ン ら 怯れ ら ; そ、 ほ 
ば に が 在 り に ナ れ 
な つ 可 を 語 時 に る 冒 ヱ 立 に 

ら い 能 担 が 間 よ べ 頭 ッ す 見 
な て な 握 意 な れ き に ク る て 
い も の す 味 抽 ば で お ハ の ぎ 

い か で た 

て ト あ     
" 注 ま し " ら も 間 在 と 。 自 

そ 解 た て 時 で の 性 
れ し そ 知 間 あ が に を同し 論一か 覚 」 
の の の 性 的 る す ょ じ 規 し を っ う 

原 中 ょ が な 。 べ   る す だ 意 
初 で   ぅ 挙 存 F て て 
胸 次 に げ 在 旧 の 計 

意 と い 事 

に に 握 い 
く、 

            っ て は 最 
" 述 さ る 初 き て い 

少 べ れ と 永 ほ で ， 

な て る ひ 遠 人 は の な 往 い   
く い 存 う な る な よ る が な （ 真 る 

ぅ も 喘 い   ち の。 い 
神 み あ 往 で 何 そ @ 的に な ニ ロ のな 。 。神が 。 H 口毛 なので 
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る
も
 

Ⅹ
 
カ
 O
  

 

ラ
チ
 こ

で
は
、
知
性
の
場
所
的
性
格
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
 だ
け
で
は
な
く
、
知
性
が
個
々
の
事
物
の
み
な
ら
ず
、
 
「
端
的
に
存
在
す
 

の
 」
を
自
ら
の
対
象
と
す
る
、
と
い
う
事
が
語
ら
れ
て
い
 る
 。
で
は
こ
の
知
性
は
普
通
に
我
々
が
言
 う
 知
性
と
同
 じ
も
の
で
あ
ろ
う
 

ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
は
 、
円
ョ
 ハ
不
仁
注
解
 目
 で
次
の
よ
う
に
 圧
 曲
っ
て
Ⅱ
 
リ
る
 
。
 

ラ
 チ
オ
は
、
二
様
に
受
け
取
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
 ラ
チ
 オ
は
、
 物
か
ら
受
け
取
ら
れ
、
或
い
は
知
性
に
よ
っ
て
 抽
象
さ
れ
た
も
の
 

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
、
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
抽
象
さ
れ
 た
 当
の
物
よ
り
も
後
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
 （
も
う
一
方
の
）
 

ラ
 チ
オ
は
 、
 物
に
先
立
ち
、
物
の
原
因
で
あ
り
、
定
義
が
 表
示
し
知
性
が
そ
の
 物
 自
身
の
内
的
な
根
原
に
お
い
て
 受
け
取
る
と
こ
ろ
 

の
ラ
 チ
オ
な
の
で
あ
る
。
 F
 圭
申
 ，
 
燵
 ）
 

こ
で
ラ
 チ
オ
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
謂
わ
ば
物
の
本
質
 規
定
と
で
も
言
 う
 べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
語
ら
 れ
て
い
る
二
つ
の
 

オ
が
、
 先
の
被
造
物
の
「
形
相
的
存
在
」
と
「
 力
 と
し
 て
勧
く
 存
在
」
、
或
い
は
「
あ
れ
こ
れ
の
存
在
す
る
も
の
 」
と
「
端
的
に
存
 

の
 言
葉
の
内
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
確
固
た
る
、
不
変
 の
 存
在
で
あ
る
。
…
…
も
 う
 一
方
は
、
事
物
が
外
的
に
 
そ
の
本
件
に
お
い
 

て
あ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
事
物
は
そ
の
固
有
の
形
相
 に
 持
つ
の
で
あ
る
。
前
者
は
 カ
 と
し
て
働
く
存
在
で
あ
 り
 、
後
者
は
、
 
一
 

般
 に
確
固
と
し
て
い
な
い
、
可
変
的
な
形
相
的
存
在
で
あ
 る
 。
 F
 毛
 H
,
 
舘
巴
 

「
存
在
は
神
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
も
、
彼
が
存
在
と
 い
う
言
葉
で
、
（
普
通
に
我
々
が
考
え
る
よ
う
な
時
間
的
 
存
在
で
は
な
く
て
）
 

こ
の
 ょ
う
 な
「
 力
 と
し
て
働
く
存
在
」
（
Ⅱ
永
遠
の
存
在
 

）
を
考
え
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
 ヱ
ッ
ク
 ハ
ル
ト
に
お
い
て
存
在
 

と
 知
性
は
相
関
概
念
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
彼
は
 、
 は
つ
ぎ
り
と
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
 

知
性
は
、
知
性
で
あ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
 の
 仮
像
で
あ
り
、
自
ら
の
内
に
、
あ
れ
こ
れ
の
排
他
的
 な
 存
在
で
は
な
 

く
 、
存
在
す
る
も
の
の
総
体
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
 。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
（
Ⅱ
知
性
の
）
対
象
と
は
、
あ
れ
 こ
れ
の
存
在
す
る
 

も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
端
的
に
存
在
す
る
も
の
で
 あ
る
 0
 （
Ⅰ
 
韻
 （
，
 
2
 品
）
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神
 が
神
の
自
覚
 と
 
一
 つ
 で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
事
か
ら
 も
 明
ら
か
な
 よ
う
 に
 、
 魂
の
火
花
は
 、
 我
々
自
身
が
そ
 の
 枝
道
 的
 性
格
を
脱
却
 
1
 

姓
 

被
造
物
を
そ
れ
ら
自
身
に
お
い
て
認
識
す
る
事
を
意
 抹

 し
、
「
朝
の
認
識
」
と
は
、
そ
れ
ら
を
神
に
お
い
て
 認
識
す
る
事
で
あ
る
。
し
か
 

 
 

と
 

 
 

%
 
 も
こ
の
「
朝
の
認
識
」
は
、
 

神
 認
識
の
能
力
で
あ
 る
 
「
高
貴
な
人
（
Ⅱ
火
花
）
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
認
識
 

な
の
で
あ
る
。
離
脱
し
た
 精
 
"
 

在
す
る
も
の
に
対
応
し
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 -
 
プ
 チ
オ
に
 は
 、
「
知
性
作
用
に
よ
っ
て
抽
象
さ
れ
て
獲
得
 き
れ
る
、
物
の
後
な
る
 

ラ
 チ
オ
」
と
「
物
の
原
因
と
な
る
、
物
に
先
立
つ
 ラ
 チ
オ
 」
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
知
性
が
対
応
 し
て
い
る
。
前
者
に
対
 

応
 す
る
知
性
は
 、
 我
々
に
な
じ
み
の
深
 い
 知
性
で
あ
る
が
 、
も
う
一
方
の
知
性
は
 、
 物
を
「
そ
の
内
的
な
根
原
に
 お
い
て
」
受
け
取
る
能
 

力
 で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
に
 と
っ
て
「
根
原
」
と
は
常
に
神
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
 こ
の
知
性
 は
 、
対
象
を
 

神
に
お
い
て
把
握
す
る
能
力
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 後
者
の
知
性
こ
そ
が
、
我
々
が
 今
 問
題
に
し
て
い
る
、
 、
 
永
遠
な
る
存
在
を
自
ら
 

0
 対
象
と
す
る
知
性
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
対
象
を
神
に
 お
い
て
認
識
す
る
よ
う
な
知
性
は
、
そ
れ
自
身
 神
 的
で
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
こ
で
我
々
は
再
び
、
ド
イ
ツ
語
説
教
で
語
ら
れ
た
神
謡
 識
の
能
力
で
あ
る
「
魂
の
火
花
」
に
立
ち
返
ら
ね
ば
な
 ら
な
い
。
彼
は
、
円
高
 

貴
 な
人
に
つ
い
て
口
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
先
の
二
様
の
 知
性
に
即
し
た
二
様
の
認
識
を
語
っ
て
い
る
。
 

神
を
露
わ
に
認
識
す
る
者
た
ち
は
、
神
と
共
に
被
造
物
も
 認
識
す
る
、
と
い
う
事
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

さ
て
 師
達
 

が
高
 う
 に
は
、
被
造
物
を
そ
れ
ら
自
身
に
お
い
て
認
識
す
 る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
夜
の
認
識
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
 、
そ
こ
で
 は
被
吐
坦
 

物
は
、
 様
々
な
差
異
の
像
に
お
い
て
見
て
取
ら
れ
る
の
で
 あ
る
。
し
か
し
被
造
物
が
神
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
な
 ら
ば
、
そ
れ
ほ
 朝
 

の
 認
識
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
被
造
物
は
、
い
か
な
る
差
異
 も
な
く
、
い
か
な
る
像
も
脱
却
し
、
い
か
な
る
相
等
性
 も
 脱
し
た
仕
方
 

で
、
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
者
に
お
い
て
直
視
さ
れ
る
の
 で
あ
る
。
…
…
高
貴
な
人
は
 、
 一
な
る
者
で
あ
り
、
 神
 と
 被
造
物
を
一
者
 

に
お
い
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
 6
 ミ
モ
 。
 P
P
o
 

）
 

こ
こ
で
、
「
高
貴
な
人
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
 
ほ
、
 言
 う
 ま
で
も
な
く
魂
の
火
花
の
ヴ
ァ
リ
 ヱ
 @
 シ
ョ
ン
で
あ
る
。
 「
夜
の
認
識
」
と
は
、
 



す
る
事
で
神
的
な
自
覚
の
能
力
と
な
る
。
そ
れ
は
、
謂
わ
 

ば
 私
自
身
の
無
限
な
自
覚
の
能
力
な
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
が
働
き
出
す
為
に
 

ほ
 
、
そ
れ
自
身
の
無
限
な
豊
か
さ
が
自
覚
さ
れ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
何
物
に
も
限
定
さ
れ
な
い
神
の
自
己
す
ら
 

も
が
そ
こ
か
ら
成
立
す
 

る
 
神
の
根
底
 

と
 一
つ
で
あ
る
私
自
身
の
根
底
を
自
覚
す
る
 

事
で
、
私
は
神
と
自
覚
的
に
一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
（
 

め
論
 
こ
れ
は
既
に
見
た
 

ぬ
く
自
覚
と
呼
べ
ぬ
自
覚
で
あ
る
が
）
。
火
花
が
神
認
識
 

の
 
能
力
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
で
は
そ
こ
 

で
は
、
存
在
は
ど
う
な
 

っ
て
い
る
の
か
。
 

私
の
根
底
は
 

、
 個
と
し
て
の
私
を
超
越
し
て
い
る
。
そ
れ
 

ほ
 
、
そ
こ
か
ら
し
て
初
め
て
私
も
神
も
そ
の
存
在
が
 

或
 立
 す
る
と
い
う
、
 

最
 

早
 
す
る
の
 
創
造
の
を
 
と
は
、
 
て
い
る
 
て
 

の
消
失
 

そ
れ
 
考
え
 
字
む
 

 
 

 
 

る
 
。
自
己
の
端
的
な
消
失
と
共
に
、
自
覚
の
無
（
Ⅱ
根
底
 

）
が
、
存
在
論
的
な
創
造
の
場
所
と
な
る
。
そ
の
際
、
 

知
性
は
、
自
己
の
消
失
 

点
を
突
破
す
る
事
で
、
自
ら
の
「
何
か
を
認
識
す
る
」
と
 

い
う
 
（
主
客
の
対
立
を
前
提
と
し
た
）
あ
り
方
を
脱
却
 

し
 
、
原
初
的
な
働
き
と
 

な
る
。
 

@
9
-
 

創
造
の
場
所
で
あ
る
無
の
根
底
に
 

、
 何
ら
か
の
 

働
 
ぎ
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
 

働
 ぎ
は
存
在
論
的
に
は
 

存
在
の
成
立
で
あ
り
、
 

そ
れ
ゆ
え
創
造
を
意
味
す
る
。
こ
の
根
底
に
お
い
て
成
上
 

止
す
る
原
初
的
な
働
き
が
、
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
 

。
し
か
し
こ
の
存
在
 

そ
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る
 。
ニ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
言
う
。
 

知
性
は
 、
 神
に
お
い
て
最
高
度
に
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
 万
 物
の
第
一
の
根
原
と
し
て
の
彼
に
お
い
て
の
み
全
面
的
 に
 本
質
的
に
知
性
 

で
あ
り
、
全
面
的
に
純
粋
な
知
性
作
用
そ
の
も
の
な
の
で
 あ
る
。
だ
が
こ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
物
と
知
性
は
同
 一
で
あ
る
。
そ
れ
 

ゆ
え
「
知
性
の
働
ぎ
か
ら
結
果
と
し
て
生
じ
て
く
る
 ラ
チ
 オ
 」
は
 、
 様
々
な
も
の
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
な
の
で
 あ
る
。
（
Ⅰ
 
圭
目
 。
 

㏄
Ⅱ
）
 

こ
こ
で
 
ェ
，
 ク
ハ
ル
ト
は
、
は
っ
き
り
と
神
に
お
い
て
 知
 性
 と
物
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
 物
 が
神
の
知
性
作
用
 

と
し
て
把
握
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
最
早
波
 造
 的
な
可
 変
約
存
在
で
ほ
な
く
、
そ
れ
自
身
が
直
ち
に
神
的
な
 永
 遠
の
存
在
で
あ
る
こ
と
 

に
な
ろ
う
。
 
ニ
，
 ク
ハ
ル
ト
の
語
る
永
遠
な
存
在
と
は
、
 

無
限
に
続
く
存
在
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
（
神
を
 も
 含
め
た
あ
ら
ゆ
る
 存
 

在
 が
成
立
す
る
）
端
的
な
創
造
の
場
所
か
ら
時
間
そ
の
も
 の
を
成
立
せ
し
め
る
始
源
的
な
働
き
を
意
味
す
る
の
で
 あ
る
。
 
ヱ
，
 ク
ハ
ル
ト
 

の
 語
る
存
在
の
永
遠
性
と
は
、
 

無
 時
間
性
或
い
は
無
限
の
 持
続
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
存
 在
 と
し
て
成
立
せ
し
め
 

る
 、
そ
れ
ゆ
え
個
々
の
「
 今
 」
を
ま
さ
に
そ
の
他
 な
 ら
ぬ
「
 今
 」
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
原
初
的
な
 働
 き
め
 ・
持
つ
永
遠
性
な
の
 

（
Ⅱ
Ⅱ
 

@
 

で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
原
初
的
な
 働
 ぎ
と
し
て
の
知
性
 を
 働
か
し
め
る
事
で
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
存
在
を
ま
さ
 に
そ
の
時
間
的
存
在
の
 

ま
ま
、
水
漬
な
る
存
在
と
し
て
捉
え
る
事
が
出
来
る
の
で
 あ
る
。
永
遠
な
る
存
在
と
は
、
創
造
の
場
所
で
あ
る
 無
 か
ら
具
体
的
な
時
間
的
 

空
間
的
存
在
へ
の
連
続
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
水
セ
 
退
 な
る
存
在
の
一
方
の
極
に
は
、
時
間
的
な
存
在
者
が
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
永
 

 
 

遠
 性
と
は
、
こ
の
よ
う
な
創
造
的
存
在
に
固
有
の
述
語
な
 の
で
あ
る
。
 

い
、
原
初
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
「
知
性
の
対
象
は
存
在
 で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
 、
 、
こ
の
知
性
と
永
遠
な
る
 存
 在
の
同
一
性
を
意
味
し
 

て
い
た
の
で
あ
る
。
「
永
遠
な
る
存
在
」
と
そ
れ
を
自
ら
 

0
 対
象
と
す
る
「
知
性
」
の
関
係
 は
 、
知
性
が
存
在
を
 自
ら
と
は
別
な
客
体
と
 

し
て
認
識
す
る
と
い
う
関
係
で
は
な
く
、
知
性
の
働
き
が
 直
ち
に
存
在
そ
の
も
の
の
成
立
即
ち
創
造
で
あ
る
、
 
と
い
う
関
係
な
の
で
あ
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具
体
的
な
時
間
的
存
在
な
く
し
て
は
、
そ
の
永
遠
な
る
 存
 在
も
成
立
し
得
な
い
。
具
体
的
な
時
間
的
存
在
を
抜
 き
 に
し
た
永
遠
な
ど
あ
 

り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
時
間
的
存
在
を
 ま
さ
に
そ
の
具
体
的
な
存
在
の
ま
ま
で
永
遠
な
る
存
在
 と
 捉
え
る
知
性
の
働
き
 

こ
そ
が
神
の
知
性
な
の
で
あ
る
 円
 そ
れ
ゆ
え
こ
の
永
遠
な
 る
 存
在
の
世
界
と
は
、
（
我
々
が
現
実
に
生
き
て
い
る
 こ
の
世
界
と
は
別
に
立
 

て
ら
れ
た
よ
う
な
）
イ
デ
ア
 的
 世
界
を
意
味
す
る
の
で
は
 な
く
、
こ
の
具
体
的
な
世
界
が
神
的
な
知
性
で
も
っ
て
 眺
め
ら
れ
た
場
合
に
 、
 

 
 

ト
が
 ラ
テ
ン
語
著
作
で
論
じ
る
「
 ラ
 チ
オ
」
は
 、
 先
の
 引
用
か
ら
も
明
ら
か
な
 

よ
う
に
、
神
的
な
知
性
が
把
握
す
る
物
そ
の
も
の
な
の
で
 あ
る
。
そ
れ
は
ょ
り
正
確
に
は
、
神
的
な
知
性
が
自
ら
 と
は
別
な
世
界
を
眺
め
 

る
の
で
は
な
く
、
神
的
な
知
性
作
用
の
成
立
が
直
ち
に
そ
 の
ま
ま
創
造
の
場
所
た
る
無
の
根
底
か
ら
の
世
界
の
存
 在
の
成
立
な
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
根
底
か
ら
成
立
す
る
（
Ⅱ
創
造
の
）
永
遠
な
る
 存
在
そ
の
も
の
が
 神
 な
の
で
あ
る
。
 

我
々
自
身
の
原
初
的
な
知
性
の
働
き
ほ
、
端
的
な
存
在
の
 
場
所
で
あ
る
自
ら
の
豊
か
さ
を
開
示
す
る
こ
と
で
、
 

そ
 れ
 自
身
が
存
在
論
的
 

な
 場
所
へ
と
転
化
す
る
。
更
に
そ
う
な
る
こ
と
で
、
 

そ
 @
 
」
で
働
く
原
初
の
知
性
も
、
最
早
認
識
の
働
ぎ
で
は
な
く
 
、
存
在
の
働
き
と
な
る
 

の
で
あ
る
。
 神
 認
識
と
は
、
認
識
の
働
き
が
直
が
直
ち
に
 押
 そ
の
も
の
と
一
 
つ
 で
あ
る
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
る
 。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
 
個
 

 
 

と
し
て
の
自
己
を
完
全
に
脱
却
し
た
我
々
自
身
の
自
覚
が
 、
 更
に
自
ら
が
自
覚
存
在
で
あ
る
こ
と
す
ら
も
忘
れ
去
 っ
た
 時
に
起
こ
る
出
来
 

事
な
の
で
あ
る
。
こ
の
原
初
の
出
来
事
こ
そ
が
、
我
々
 自
 身
の
自
覚
に
お
け
る
 神
 認
識
な
の
で
あ
り
、
 
或
 い
ほ
 端
 的
に
神
の
成
立
な
の
で
 

あ
り
、
或
い
は
端
的
な
存
在
の
成
立
、
即
ち
創
造
と
い
う
 事
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造
に
お
い
て
成
立
す
る
 存
 在
 、
そ
れ
こ
そ
が
 ヱ
ッ
 

ク
ハ
ル
ト
が
永
遠
な
る
存
在
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
 

そ
 の
 創
造
的
存
在
こ
そ
が
神
が
自
己
自
身
と
し
て
認
め
た
 、
 神
 自
身
の
積
極
的
な
 

姓
 

規
定
と
し
て
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
「
存
在
は
神
で
 

あ
る
」
と
い
う
極
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 命
題
が
主
張
さ
れ
 得
た
所
以
で
あ
る
。
彼
は
 

と
 

在
 

言
う
。
 

存
 

神
は
存
在
以
外
の
何
物
も
認
識
せ
ず
、
存
在
以
外
の
何
物
 も
 知
ら
な
い
。
存
在
ほ
彼
の
指
輪
で
あ
る
。
神
は
彼
の
 存
在
以
外
の
何
物
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を
 フ
ォ
ロ
ー
す
る
だ
け
で
は
 

踏
ま
え
な
け
れ
ば
、
そ
の
全
貌
を
理
解
す
る
事
は
出
来
な
 

 
 

な
く
、
ド
イ
ッ
話
説
教
に
お
け
る
 神
 認
識
の
能
力
で
あ
 る
 「
 
神
 的
な
知
性
」
即
ち
「
魂
の
 

が
 主
に
論
じ
る
存
在
は
、
「
永
遠
な
る
存
在
」
で
あ
り
、
 そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
対
象
に
す
る
 

で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
語
る
「
存
在
」
が
、
永
遠
な
る
 存
 花
 で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
 ラ
テ
 十

分
で
は
な
く
、
彼
の
知
性
に
関
す
る
議
論
を
 

テ
ン
 語
 著
作
の
知
性
に
関
す
る
議
論
だ
け
で
は
 

火
花
」
の
考
察
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
 

の
は
神
的
な
知
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
 

ン
語
 著
作
で
論
じ
ら
れ
る
存
在
概
念
も
 、
ヱ
，
 

結
論
 

も
 愛
さ
ず
、
彼
の
存
在
以
外
の
何
物
も
考
え
て
い
な
い
。
 私
堅
 =
 
ロ
ラ
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
は
一
つ
の
存
在
で
あ
る
 

神
の
固
有
 

性
は
存
在
で
あ
る
。
 G
 毛
 ～
。
～
 

3
0
 

）
 

神
は
、
自
己
を
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
自
覚
す
る
自
覚
 存
 在
 な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
覚
に
お
い
て
成
立
す
 る
 存
在
は
、
そ
れ
が
 

万
物
を
自
ら
の
自
覚
の
内
で
成
立
せ
し
め
る
神
の
自
覚
 と
 し
て
成
立
す
る
限
り
、
一
な
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
 
一
な
る
存
在
と
し
て
 

成
立
す
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
は
一
つ
の
存
在
で
あ
る
 
」
と
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
「
神
と
 存
在
」
と
い
う
両
者
の
 

同
一
視
は
 、
 神
の
自
覚
能
力
と
し
て
の
「
知
性
」
の
考
察
 を
 介
し
て
こ
そ
理
解
可
能
と
な
る
。
 神
 的
な
知
性
 は
、
 一
方
で
は
そ
の
 働
 ぎ
が
 

直
ち
に
万
物
の
存
在
の
成
立
で
あ
る
創
造
の
働
き
で
あ
り
 
他
方
そ
の
働
き
こ
そ
が
 神
 自
身
を
神
た
ら
し
め
る
。
 「
存
在
は
神
で
あ
る
」
 

と
は
、
前
者
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
「
 神
 ほ
 知
性
で
あ
る
」
と
は
、
後
者
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
た
 一
 
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
 

う
 に
考
え
て
初
め
て
、
存
在
と
神
の
端
的
な
同
一
視
と
 創
 造
 と
神
自
身
の
存
在
の
成
立
の
同
時
性
を
語
る
 ヱ
，
ク
 ハ
ル
ト
の
真
意
を
理
解
 

す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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引
用
は
注
記
す
る
以
外
総
て
 
，
も
 
@
e
 
驚
さ
 ～
 
の
う
 

記
さ
ま
 蓮
 
～
 
曲
 ～
 
め
 
～
 
さ
 
@
 
牡
ぃ
キ
い
 

3
%
 ぼ
ド
 
下
へ
 -
 
ヨ
卜
 目
 Ⅱ
 
づ
 
Ⅱ
 
り
 
㏄
隼
の
Ⅰ
 り
 0
%
 
㎡
の
り
 

す
 。
 
コ
何
 0
 Ⅰ
㏄
。
 

す
 Ⅰ
 コ
 ㏄
の
㏄
。
Ⅱ
Ⅰ
の
 

-
 
コ
 の
り
 
オ
リ
 
Ⅱ
（
 
"
 

亜
目
（
（
㏄
 

a
r
t
l
g
 

の
ひ
 
目
 ・
。
（
以
下
 

D
W
 

と
 
L
W
 
と
略
 ）
か
ら
で
 
あ
る
。
 
尚
 引
用
の
際
は
 、
 p
 １
％
数
字
で
巻
数
を
 、
 続
く
算
用
 数
字
で
ぺ
ー
ジ
数
を
 

表
わ
す
。
 

（
 
1
 ）
 く
巴
 ・
Ⅰ
 ミ
 （
。
 
p
 銅
ひ
 

（
 
2
 ）
た
だ
し
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
 と
 ト
マ
ス
の
立
場
の
相
違
に
つ
 い
て
は
、
簡
単
に
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
差
し
当
た
り
こ
こ
で
 は
、
 両
者
の
違
い
を
際
立
 

た
せ
て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
両
者
が
互
い
に
相
容
れ
な
 い
 思
想
を
語
っ
て
い
る
と
早
急
に
結
論
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
。
 

（
 
q
0
 
）
 
巾
 Ⅰ
 
じ
コ
 
Ⅰ
 勺
 Ⅱ
の
 
ネ
 
目
の
「
・
 

円
り
氏
悪
 

～
 
め
ハ
 
き
心
 
き
 Ⅰ
 め
こ
お
擾
ド
荘
い
 

の
～
 ね
 ・
 b
 さ
 
ミ
ャ
ミ
ミ
 

さ
目
 
Q
x
 
～
 
め
 
・
㏄
 卸
ぃ
夢
 ㌻
 ざ
べ
馬
黛
こ
 Q
 ミ
 -
 Ⅰ
由
で
田
 
的
 ）
㏄
 
り
ゴ
 
之
 の
け
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
の
 

オ
オ
 の
 
汀
コ
 

ト
の
 
ひ
の
・
の
・
 

ト
 
㏄
 ト
 

（
 
4
 ）
拙
論
「
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
同
根
 底
 b
 は
 つ
い
て
」
（
京
都
宗
教
哲
学
会
編
㍉
宗
教
哲
学
研
究
 

L
 第
 セ
号
 、
一
九
九
 0
 年
 ）
 

参
照
。
 

（
 
5
 ）
日
本
語
の
「
自
覚
」
と
い
う
語
は
 
、
 単
な
る
「
自
己
認
 識
 」
の
意
味
に
留
ま
ら
ず
、
自
己
認
識
に
お
け
る
そ
の
認
識
 そ
の
も
の
と
認
識
主
体
 

（
の
存
在
）
の
動
的
な
関
係
性
を
表
現
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
 

「
神
の
自
覚
」
と
い
う
の
も
、
 

神
 白
身
が
、
そ
の
根
底
を
認
識
 す
る
為
に
は
裸
に
 

な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
（
ペ
ル
ソ
ナ
を
脱
ぎ
さ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
 ）
と
言
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 或
る
意
味
で
神
な
ら
ざ
る
も
の
 （
神
の
根
底
）
 と
の
 

珪
 

動
的
な
関
係
性
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
や
は
り
そ
 こ
で
も
静
的
な
自
己
認
識
を
超
え
行
く
働
き
が
問
題
に
な
る
の
 で
あ
る
。
 尚
 、
こ
の
 

 
  
 

知
 

 
 

 
 

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
己
認
識
」
と
日
本
語
の
「
自
覚
」
 

0
 間
 顔
 に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
て
 よ
 -
@
@
 

串
ハ
 
@
.
 

ト
 
。
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

姉
掛
か
帥
 山
路
 弗
と
 見
る
立
場
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
 な
い
。
以
上
の
考
察
は
、
そ
の
確
立
に
向
け
て
の
最
初
の
 一
歩
な
の
で
あ
る
。
 

註
 

ク
ハ
ル
ト
自
身
の
実
存
に
お
い
て
開
か
れ
た
「
 神
 的
な
知
 性
 」
が
自
己
を
展
開
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
事
実
こ
の
論
文
で
我
 

々
は
 、
 彼
が
 ラ
テ
ソ
語
 著
作
で
語
る
「
存
在
」
も
、
ド
イ
 ッ
 話
説
教
の
「
知
性
」
か
ら
光
を
当
て
な
け
れ
ば
理
解
 出
来
な
い
と
い
う
事
を
 

明
ら
か
に
し
た
。
 ヱ
ッ
 ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
全
体
像
を
圧
 
幅
る
為
に
ほ
、
そ
の
存
在
論
を
も
我
々
自
身
の
自
覚
に
お
 い
 で
酔
わ
れ
か
 神
扮
か
 



Ⅰ
 毛
ヰ
，
 
㌫
 

 
 

 
 

（
 
7
 ）
こ
の
両
者
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、
 毛
ぃ
 三
の
の
 
す
ヨ
 N
,
 曲
 

目
り
 
㏄
 ま
ォ
雨
 

さ
ま
さ
 軋
 Ⅱ
「
 
R
 さ
 
ノ
ド
心
さ
由
も
あ
ら
Ⅰ
ミ
さ
 

荘
宙
 
タ
ミ
 お
し
 Ⅰ
Ⅰ
り
の
 

呂
 Ⅰ
 Ⅱ
（
の
 
@
 
ヴ
口
 
ト
的
 
・
）
の
㏄
の
・
が
 

 
 

指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
根
底
と
根
原
に
関
す
る
理
解
は
 、
根
底
の
場
所
的
性
格
を
指
摘
し
な
が
ら
も
（
 m
.
 ）
の
の
１
お
～
）
・
 

肝
心
の
「
創
造
の
眺
 

 
 

場
所
」
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
。
 

（
 
8
 ）
 
ぺ
 ㏄
 -
.
 
し
臣
目
 
。
 ち
巴
 ・
或
い
は
同
じ
説
教
の
む
圭
角
・
 

り
 o い
 

（
 
9
 ）
 
ヱ
ソ
 
ク
ハ
ル
ト
が
語
る
「
突
破
」
と
い
う
事
態
は
 、
ま
 さ
に
こ
の
よ
う
な
「
自
己
の
消
失
」
そ
の
も
の
を
語
っ
た
も
の
な
 の
で
あ
る
。
し
か
も
 

こ
の
「
突
破
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
非
常
に
動
的
な
語
感
か
 ら
 、
そ
れ
が
単
な
る
消
失
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
お
 い
て
起
こ
る
創
造
と
 

い
う
出
来
事
と
真
な
る
生
命
へ
の
目
覚
め
を
も
語
り
尽
く
さ
ん
 と
す
る
勢
い
を
持
っ
て
い
る
。
突
破
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
マ
リ
 ア
と
 マ
ル
タ
の
 説
 

教
の
解
釈
と
関
係
さ
せ
て
論
じ
て
み
た
い
。
 

（
Ⅳ
）
前
掲
拙
論
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
こ
の
「
働
か
し
め
る
」
と
い
う
表
現
は
、
勿
論
使
役
を
 意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
働
く
が
ま
ま
に
す
る
（
 き
卸
毬
 
。
 
ざ
 の
の
 
0
 口
 ，）
と
い
う
、
 

自
 

己
 な
 
（
神
で
あ
る
）
 

働
 ぎ
そ
の
も
の
に
委
ね
る
自
己
放
下
を
意
 抹
 す
る
の
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

な
さ
れ
て
き
た
。
一
九
世
紀
以
来
、
挿
し
 口
礎
浮
め
 
「
 ，
ド
 イ
ソ
 
農
民
戦
争
 L
 
を
中
心
的
な
視
点
と
す
る
マ
ル
ク
ス
 主
義
的
な
思
想
・
歴
史
 

@ 八   
  
マ   
  

  ワるこよ l 。 の う極 積はな 、 塑造 急要 言 

      考な 酌人の的 V   
    察能 な 間千 な   
  
  

  づ 性を史国交 世 
マ い格示社論 単組 

  
の   
急 ミ 神 えいの末末 ッ 

進 
的、 
  
ッ 萎 る忠実地 テ教 

社 
ァ と 申 わ然ベ ュ改 

ム本 

変 リン ｜、千 革 者、 千年三 心的な れるの の到来 著し て ｜ 

革 年 国論でに く ゲ ト 

的 
な 
思 ｜ 王国 マス 論、 理を、 ある。 期待さ 能動的 農 の ン 

想、 
論 あ 、 る彼 本 れな 民 
神 いの 稿て意戦 ミ 

秘 は神では 識争ュ 
及 
び 
活 
動 

  

の 

理 
解 
を 
め 

< 
    
て 

    
れ 
ま 
で， 
様 
  

の解 

釈 
と 
評   
価 
が ， に 基づ 、さらたいと 車輪 に へと同 国」の は、古 
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神
秘
主
義
と
社
会
変
革
 

ト
ー
マ
ス
・
ニ
ュ
ン
ツ
ア
ー
 0
 千
年
玉
国
論
を
め
ぐ
っ
て
 



し
か
し
、
 、
、
、
ュ
 

ン
ツ
ァ
ー
の
千
年
王
国
論
な
社
会
変
革
論
 

は
 、
そ
れ
を
古
典
的
な
千
年
王
国
論
あ
る
い
は
終
末
観
 

と
 比
較
す
る
と
き
、
 

て
 、
革
命
的
、
暴
力
的
な
形
を
と
る
に
至
っ
た
事
も
ま
た
 

確
か
で
あ
る
。
 

ぶ
 今
一
つ
の
思
想
的
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
ぎ
た
が
、
 そ
れ
は
必
ず
し
も
特
に
、
こ
れ
ら
の
 雨
 要
素
の
関
係
の
 理
解
と
い
う
点
で
十
分
 

@
2
"
 

に
 論
じ
尽
く
さ
れ
て
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
 ほ
 、
黙
示
録
的
・
千
年
王
国
主
義
的
な
思
想
に
し
た
が
 っ
た
 「
 
殺
 俄
の
予
言
者
」
 

と
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
 
背
神
 者
へ
の
（
死
の
）
判
決
」
 を
 呼
び
掛
け
る
「
審
判
の
予
言
者
」
と
し
て
の
 ミ
ュ
ソ
ッ
 ァ
 ー
の
思
想
・
活
動
 

が
 圧
倒
的
に
強
調
さ
れ
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
 、
伝
 統
的
 ・
古
典
的
な
終
末
観
、
あ
る
い
は
千
年
王
国
主
義
 的
 運
動
の
諸
特
徴
と
十
 

分
に
 区
別
さ
れ
る
こ
と
無
く
注
目
さ
れ
て
ぎ
た
と
考
え
 ろ
 れ
る
。
 

-
3
@
 
黙
示
録
的
な
使
命
に
従
っ
た
過
激
な
破
壊
活
動
 に

お
け
る
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
 

l
 へ
の
注
目
を
通
じ
て
、
彼
の
変
革
論
と
、
中
世
末
期
の
 異
端
的
セ
ク
ト
で
あ
る
 タ
 ボ
ル
派
の
革
命
的
な
千
年
玉
 国
主
義
的
運
動
と
の
類
 

仮
性
を
両
者
の
相
違
点
に
特
に
注
目
す
る
こ
と
無
く
 
強
調
す
る
傾
向
は
、
こ
の
一
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
  
 

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
を
、
そ
れ
を
 支
え
る
価
値
観
を
含
め
て
そ
の
根
底
か
ら
ト
ー
タ
ル
に
 批
判
し
、
そ
の
否
定
 

を
 通
じ
て
、
新
し
い
、
理
想
的
な
キ
リ
ス
ト
教
社
会
が
実
 現
さ
れ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
 彼
 の
 変
革
論
は
確
か
に
 千
 

牛
王
国
論
的
な
構
図
に
従
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
し
、
 ま
 た
 、
こ
の
変
革
 は
 、
そ
の
著
作
及
び
書
簡
に
お
い
て
、
 旧
約
・
新
約
の
黙
示
 文
 

学
的
、
終
末
論
的
な
文
章
か
ら
の
引
用
に
彩
ら
れ
、
そ
の
 解
釈
の
下
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
の
変
革
 論
が
 、
そ
の
帰
結
と
し
 

-
l
"
 

解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
様
な
諸
研
究
の
中
で
、
ミ
ュ
ン
 ッ
 ァ
 ー
の
神
秘
主
義
的
な
救
済
論
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
 終
末
論
的
な
思
想
と
並
 

が
 一
つ
の
大
き
な
潮
流
を
な
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
 思
 想
 ・
活
動
は
、
熱
狂
主
義
的
な
も
の
と
し
て
、
ど
ち
ら
か
 と
 言
え
ば
消
極
的
に
理
 

  
の 命 は 
広 恵   
統 想 特 
的 を に 
な 光 ミ 

崇 敬 ュ 
教 リ ン 
改 す ッ 

革 る ァ 

萌 も l 
究 の の 
に と 農 
お し 民 
い て 戦 
て 、 争 

ほ積へ " 極の 
「 的 関 
ュ に 与 

ン 評 に 

ッ 価 お 
ァ す い 

@ る て 
の よ 見 
す申 う ら 

学 に れ 
の な る   
録 。 な 
酌 ま そ 千 社・ た 0 
年 こ 会 
主 れ 的 
国 に   
論 村 政 
約 し 治   
微 罪 動 
に て 

力 め 
を、 

点、 ク 兵 
を ス 産 
お 生 生 
い 義 義 
た 釣 的 
解 立 な 
釈 場 社 
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義
 

「
自
然
悟
性
」
の
通
常
の
活
動
を
越
え
た
次
元
に
お
 

げ
る
認
識
作
用
に
 ｜
 求
め
て
い
る
。
こ
の
次
元
に
お
い
 て
 自
然
悟
性
は
「
認
識
の
究
 

 
 
 
 
 
 

和
 

極
の
限
界
に
」
達
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
 盗
 冗
 に
お
け
る
認
識
に
基
づ
い
て
の
み
人
々
は
正
し
い
信
仰
 へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
 

ひ
 

必
主
 

 
 

 
 

こ
う
い
っ
た
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
信
仰
理
解
は
 、
 明
ら
か
に
 
そ
の
基
本
的
枠
組
み
に
お
い
て
、
中
世
の
神
秘
主
義
、
 

と
り
わ
け
、
ド
イ
ッ
 
神
 
2
 

社会 : 

-
6
-
 

直
接
的
な
働
き
掛
け
な
受
け
止
め
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
 人
間
の
側
に
お
け
る
根
拠
を
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
「
 魂
 の
 根
底
」
に
 
｜
 即
ち
 、
 

@
5
-
 

鯖
た
 指
を
以
て
記
す
正
し
く
聖
な
る
文
書
」
即
ち
「
 神
 の
 生
き
た
言
葉
」
を
聞
く
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
 る
 。
ま
た
、
こ
う
し
た
神
の
 

こ
れ
と
 

ほ
 
異
な
っ
た
、
非
常
に
能
動
的
な
新
し
い
変
革
 

意
 
誠
 
に
導
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
が
こ
の
 

考
 
察
 
で
注
目
し
た
い
の
は
 

ま
さ
に
こ
の
点
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
様
な
 

く
ュ
 
ソ
ッ
プ
ー
の
社
会
変
革
論
を
形
作
っ
て
い
る
そ
の
中
心
 

的
な
論
理
は
、
ミ
ュ
ン
 

ツ
ァ
ー
の
神
秘
主
義
的
な
救
済
論
に
注
目
し
、
こ
れ
と
の
 

連
続
性
の
下
に
そ
の
社
会
変
革
論
を
理
解
し
よ
う
と
す
 

る
と
き
、
明
ら
か
に
な
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
一
五
二
四
年
ザ
ク
セ
ン
 

の
ョ
 
ハ
ン
公
達
の
前
で
行
わ
れ
た
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
 

説
 
教
 
、
ロ
ダ
 

ニ
ヱ
か
 

ま
日
常
 

 
 

 
 

 
 

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
信
仰
の
唯
 

一
の
根
拠
を
 

、
 
個
々
人
の
内
面
に
お
け
る
聖
霊
の
直
接
 

の
 
語
り
掛
げ
の
経
験
 

に
見
て
い
る
。
正
し
い
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
根
拠
と
な
る
 

も
の
は
、
神
が
人
々
の
心
に
「
 

イ
 
ソ
 
ク
 
を
以
て
で
は
な
 

く
 
、
自
分
自
身
の
生
き
 



て
 、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
場
合
に
は
、
聖
霊
経
験
が
聖
書
か
 ら
 全
く
非
拘
束
的
に
 、
 従
っ
て
、
聖
書
と
の
全
く
の
 隔
 絶
の
下
に
理
解
さ
れ
る
 

-
B
-
 

こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

そ
の
理
由
 は
 、
ま
ず
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
聖
書
と
聖
霊
の
 関
係
に
つ
い
て
の
理
解
を
考
え
る
と
き
明
ら
か
と
な
る
 。
確
か
に
上
記
の
如
 

く
ミ
ュ
 
ソ
ッ
プ
ー
は
「
た
と
え
 何
 十
万
回
聖
書
を
読
ん
で
 も
 神
に
つ
い
て
根
本
的
に
は
何
も
語
る
こ
と
は
で
 き
な
 い
 」
と
し
て
、
文
字
と
 

（
Ⅱ
 
@
 

し
て
の
聖
書
を
信
仰
の
根
拠
と
す
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
 。
し
か
し
、
ま
た
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
 @
 は
 、
外
的
聖
書
に
対
 し
て
、
信
仰
の
実
現
に
 

対
す
る
重
要
な
機
能
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
 、
信
仰
の
模
範
的
過
程
を
示
す
範
例
 集
 と
し
て
の
聖
書
 

  

ツ
ァ
 @
 ほ
 、
聖
書
の
中
に
多
く
の
人
々
が
真
の
キ
リ
ス
ト
 教
 信
仰
に
達
し
た
過
程
を
見
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
 

こ
 の
 過
程
は
、
そ
こ
に
 示
 

さ
れ
た
の
と
同
じ
方
法
に
お
い
て
現
在
の
人
々
が
信
仰
 へ
 と
 到
達
す
る
た
め
の
信
仰
の
模
範
に
他
な
ら
な
い
の
で
 あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
 

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
 
、
 人
々
の
聖
霊
経
験
に
対
す
る
規
範
的
 な
 拘
束
性
を
外
的
聖
書
に
見
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
 り
 、
こ
の
意
味
に
お
い
 

@
0
@
 

と
 言
 う
 こ
と
で
あ
る
 

@
8
@
 

秘
 主
義
の
諸
要
素
に
強
く
依
拠
す
の
も
の
で
あ
る
と
 言
，
 
え
 よ
 う
 。
こ
れ
ら
の
神
秘
主
義
的
 教
説
は
 、
と
も
に
、
 
教
 会
の
教
義
及
び
救
済
の
 

制
度
を
越
え
た
次
元
で
働
く
神
の
 力
 
（
 
口
 。
（
の
 

コ
 （
 
@
 
。
 0
%
 き
 の
 
o
-
u
t
a
 

）
と
、
こ
れ
を
受
け
止
め
る
人
間
の
側
の
 力
 、
即
 ち
 、
感
覚
、
悟
性
、
意
 

志
 と
い
っ
た
人
間
の
通
常
の
精
神
活
動
を
越
え
た
次
元
に
 ト
 
担
い
 ナ
二
 
働
く
 力
 
（
 
ロ
 0
 （
の
 
，
ぎ
ォ
 0
 ョ
 @
 
コ
一
 
s
 
a
 

す
の
 

0
-
,
 

（
㏄
）
と
に
 
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
 

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
 こ
 5
 
い
っ
た
諸
要
素
 は
、
，
 ヘ
ュ
 ン
ツ
ァ
ー
の
神
学
の
中
で
は
、
外
的
な
も
の
へ
の
 批
 制
約
・
攻
撃
的
な
性
格
 

を
 強
め
ら
れ
外
的
制
度
に
救
済
を
求
め
た
り
、
聖
書
の
文
 字
を
信
仰
の
根
拠
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
の
核
を
 成
し
て
い
る
の
で
あ
 

り
 、
実
際
に
、
こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
 ほ
 、
ロ
ー
マ
教
会
の
秘
蹟
救
済
、
あ
る
い
は
ル
タ
ー
派
 の
 聖
書
原
理
を
激
し
く
 

-
9
@
 

批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
確
認
し
て
お
 き
 た
い
の
は
、
ミ
ュ
 
ソ
 ツ
ァ
ー
の
こ
の
様
な
聖
霊
原
理
を
 、
い
 わ
ゆ
る
熱
狂
主
義
 

的
な
 ｜
 突
発
的
、
非
日
常
的
な
 霊
 、
あ
る
い
は
神
の
顕
現
 を
 特
徴
と
す
る
 ｜
 急
進
的
な
聖
霊
主
義
に
即
座
に
結
び
 付
け
る
べ
き
で
ほ
な
い
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と
 自
然
悟
性
的
判
断
の
限
界
の
自
覚
と
を
引
き
起
こ
し
 、
こ
れ
ら
の
不
信
仰
の
克
服
）
 

 
  
 

主
 

 
 

%
 
 
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
 

神
 

2
7
 

救
済
に
向
け
て
の
こ
の
よ
う
な
神
か
ら
の
働
き
掛
げ
に
 対
 し
て
、
人
間
の
側
に
お
い
て
も
こ
れ
に
対
す
る
協
力
が
 必
要
と
さ
れ
る
。
 
人
 

ま
た
さ
ら
に
、
聖
霊
経
験
そ
れ
自
体
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
 も
、
、
、
、
ュ
 

ン
ツ
ァ
ー
の
理
解
 は
 、
熱
狂
主
義
的
な
聖
霊
 主
義
か
ら
区
別
さ
れ
 

る
と
セ
 
す
つ
え
 
ら
 祈
什
る
 

@
 
。
と
い
 Ⅰ
 
た
 ノ
の
 
Ⅰ
臥
 

り
 
、
ミ
ュ
リ
 ア
リ
 
ノ
 ア
 ー
の
手
 
一
 
ロ
ラ
 
聖
霊
経
験
は
 、
 神
と
人
間
と
の
直
接
的
な
交
流
を
可
 能
 と
す
る
本
来
的
な
 接
 

触
点
と
し
て
の
「
魂
の
根
底
」
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
 次
 元
 に
お
け
る
神
の
人
間
に
対
す
る
恒
常
的
・
継
続
的
な
 働
 き
掛
 げ
に
基
づ
い
て
 

-
 
巧
 -
 

考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

以
下
、
聖
霊
経
験
の
過
程
に
つ
い
て
 く
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
の
 説
 明
を
通
じ
て
そ
の
構
造
と
特
徴
、
信
仰
の
中
で
そ
れ
が
 占
め
る
位
置
に
つ
い
 

て
見
て
み
た
い
。
 

ミ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
は
信
仰
へ
の
道
の
始
点
を
 、
 即
ち
救
済
過
 程
の
開
始
を
「
神
の
畏
れ
の
 霊
 」
 ケ
 
こ
見
る
。
 

@
6
 

l
 
 

）
 こ
れ
ほ
 神
 が
人
間
に
対
し
て
 行
 

ぅ
 最
初
の
働
き
掛
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形
で
聖
霊
が
 作
用
す
る
こ
と
で
救
済
の
過
程
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
 こ
の
聖
霊
の
働
き
は
、
 

人
間
の
内
に
極
度
の
驚
き
と
恐
れ
を
 

こ
し
・
 

、
 

ョ
ぎ
起
 

１
 
%
 
 @
7
-
1
 
 

、
 こ
れ
 に
よ
っ
て
人
間
は
自
己
の
現
状
に
対
す
る
満
足
を
打
ち
 砕
か
れ
、
激
し
い
 押
 へ
 

の
 畏
れ
に
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
神
の
畏
れ
の
 霊
 」
は
こ
う
し
て
人
間
に
、
そ
の
内
な
る
不
信
仰
を
自
 賞
 さ
せ
、
ま
た
こ
れ
を
 

ぬ
 
取
り
除
く
過
程
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
 、
、
、
ユ
ノ
 

ツ
ァ
ー
に
と
っ
て
不
信
仰
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
世
的
な
 欲
 求
 、
即
ち
被
造
物
へ
の
欲
求
 

齢
 
で
あ
り
、
ま
た
、
自
然
悟
性
的
判
断
へ
の
執
着
で
 あ
る
。
従
っ
て
「
神
の
畏
れ
の
 霊
 」
は
人
間
に
、
現
世
的
 ・
被
造
物
的
欲
求
が
真
の
信
 

救
済
を
与
え
る
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
ミ
サ
や
礼
拝
が
 、
や
は
り
、
聖
書
と
同
様
に
 、
 人
々
に
真
の
信
仰
を
示
 し
 、
彼
等
を
そ
れ
へ
と
 

-
 
Ⅱ
 @
 

導
く
こ
と
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
外
的
制
 度
 に
も
、
積
極
的
な
位
置
付
け
な
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
教
会
理
解
に
つ
 い
て
も
指
摘
で
き
る
。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
 は
 、
教
会
の
外
 的
 制
度
そ
れ
自
体
が
 



さ
て
、
こ
こ
で
 ｜
、
、
、
ュ
 

ン
ツ
ァ
ー
の
千
年
王
国
論
の
考
察
 の
た
め
の
基
本
的
な
認
識
と
し
て
 ｜
 注
目
し
た
い
の
は
 、
こ
の
 

作
用
に
基
づ
く
神
秘
主
義
的
救
済
過
程
（
Ⅱ
聖
霊
論
）
が
 
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
場
合
に
は
、
「
苦
悩
」
を
接
点
と
 

し
て
、
 

そ
 

論
 と
非
常
に
強
く
結
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
即
ち
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
上
記
の
過
程
を
 、
 神
が
人
 間
に
 
「
 キ 

肉
を
手
立
て
と
し
て
最
高
の
信
仰
を
与
え
る
」
過
程
で
あ
 る
と
し
、
人
間
が
「
キ
リ
ス
ト
の
苦
悩
と
生
涯
と
を
 真
 似
て
 、
キ
 

@
 
杓
 @
 

た
形
 
（
 
ヨ
ぎ
 の
の
ぎ
の
 

ヨ
 
-
 
ユ
 d
 の
 
コ
 の
 r
@
 
の
（
 

0
 注
の
ず
 
圧
 （
 
0
q
 
き
り
オ
 毛
の
 
r
d
 
の
 
口
 ）
」
と
な
る
過
程
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
 

リ
ス
ト
論
と
の
こ
 
う
 い
っ
た
結
合
は
 
、
 次
ぎ
の
よ
う
な
 ア
 ダ
ム
と
キ
リ
ス
ト
と
の
対
比
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
 い
る
。
 

様
な
聖
霊
の
 

の
キ
リ
ス
ト
 

リ
ス
ト
の
 受
 

リ
ス
ト
 と
似
 

聖
霊
論
 と
キ
 

な 「 引 
っ 露 き こ 

あ み 

て と 離 の ると「 ピにそ 
い な さ よ     
て、 の   
あ で 「 空仰 信 下性 脳 
るあ あ と の 

。 @ る な た 睾 へ無 のく 
。 る め 

」 の 

しては ・ し ぎ 執着か 

  

  間 も 自の れ、   
が に い 

は キ   現 リ 

、 は め 仕 ス 
的 ト 

「 魂のこ そ、 な 者 
0 周 れ 生 め 
振 り に 酒 肉 
底 を 耐 と 面 
」 取 え ま ィヒ 

に り る つ ャこ 

た 至 
囲ん け 時 お 、 く る 
る で こ 敵 こ 

聖 い こ 村 と 

霊 る に す は 
の 現 人 る で， 
働 世 間 よ き 

ぎ 的 もま う な 
に い 掛 け な 
ら そ 
ね め 
ば ，む 

な が 
ら 悲 
な し   か み 

め て か の と 

と l ら で 痛 

え 間 
る の 
こ 佃 @ 

と 0 
で 対 
あ 応、 
る 茂に 

。 @  お 
  
て 

取 。 ， 

Ⅰ b 
必 

要 

とさ 

  
る 

も 

の 

と 

し 
て 
  
  
  
  
  
  

が、 

強 
調 

す 
る 
の 
が 

神 
の 

業 
が 

１ %@ 
き 

起 
  
す 
激 
し 
@V 

苦 
  
ヤ - - 
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神秘主義と 圭 

範 し 
者 聖 域 
と 霞 上 
し を の 
て 適 者 
の じ 察 
キ て に 

ヴ 直 よ 

ス 接 る 
ト は な 

らば、 理解） 働き掛 

と げ 「 

の る 払   
な と ァ 
通 し @ 
じ て に 

て の と   
々 の 聖 
の 根 霊 

実底 存 」 の 経 
の を 験 
韓 神 は 
換 学   
へ 約 l 
給 所 ド 

び 提 ィ 

付 と ツ 

  
れ ま 宝 
て た 義 

、 るれ 、 こに 由 
と と 来 

言キす えりる 

｜ よう。 常に スト論 

従 （ 神 
っ Ⅱ が 

  
こ の に 

の 模 対 

29@ (185) 

群
 

道
を
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
木
の
 
ン
 ・
㌧
Ⅱ
の
日
の
（
 

，
し
 
巳
汀
 Ⅱ
 色
 e
 名
 曲
 0
 ゴ
円
 
0
 俺
 0
 の
す
 
曲
 ㌢
。
の
・
 白
い
 
Ⅱ
 
，
ト
 ト
 
l
 ト
Ⅱ
 

ム
本
 

上
 

「
ア
ダ
ム
は
、
堕
落
の
状
態
に
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
雛
形
 （
下
口
 

い
ヨ
ず
 
（
の
 
ぎ
ヨ
 /
 の
 
～
の
（
 

守
 @
 
の
 
（
 
@
@
 
ヨ
 B
 す
 い
 
年
の
き
で
あ
る
 
。
し
か
し
キ
リ
ス
 

ト
 は
こ
の
反
対
で
あ
る
。
被
造
物
の
不
服
従
 憶
 
言
葉
の
 服
従
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
。
こ
の
言
葉
 は
 、
自
然
に
お
 い
て
 ｜
 我
々
の
肉
的
自
 

然
が
 、
信
仰
の
働
き
掛
け
た
分
だ
げ
部
分
的
に
減
少
し
て
 い
く
と
い
っ
た
よ
う
に
し
て
１
府
と
な
っ
た
の
で
あ
る
 が
、
 頭
で
あ
る
キ
リ
ス
 

ト
 に
は
、
こ
れ
が
完
全
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
 
木
 Q
 臣
 -
 捷
 q
.
 
出
 o
,
 
P
 

の
い
の
。
）
 

ゆ
ト
 
0
.
 
 

の
・
の
の
～
。
 

N
 
の
 
l
 ロ
の
 G
@
.
 

の
の
）
 

こ
こ
に
は
聖
霊
の
働
き
掛
け
を
通
じ
、
キ
リ
ス
ト
が
堕
落
 の
 状
態
を
脱
し
て
、
言
葉
が
全
面
的
に
そ
の
 内
 と
な
っ
 た
 過
程
が
描
か
れ
て
 

い
ろ
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
人
間
が
「
聖
霊
を
信
仰
の
師
 と
し
て
聖
霊
の
あ
ら
ゆ
・
 
る
 作
用
を
受
け
取
る
 よ
う
 に
の
 み
造
ら
れ
た
」
と
 ミ
ュ
 

ソ
ッ
プ
ー
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
 ，
 
ヘ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
の
神
学
に
お
い
て
は
、
人
々
に
と
っ
て
 、
 神
秘
主
義
的
救
済
過
程
 

が
 、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
示
さ
れ
た
聖
霊
の
作
用
の
過
程
 を
 模
範
と
し
て
の
み
、
即
ち
 、
 コ
魂
の
根
底
」
を
接
点
 と
し
て
働
く
聖
霊
の
作
 

用
に
従
い
、
キ
リ
ス
ト
を
 師
 と
し
て
「
ア
ダ
ム
に
似
た
形
 の
も
の
」
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
に
似
た
形
の
も
の
」
と
な
 る
こ
と
に
お
い
て
の
み
 

実
現
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
 ろ
 う
 。
 

「
師
は
来
た
り
て
そ
の
似
顔
（
㏄
の
）
 

ヲ
の
汀
コ
ヴ
 

ぎ
 %
 ）
を
示
し
 た
 。
従
っ
て
、
そ
の
生
徒
達
は
彼
の
し
た
の
と
同
じ
様
に
 し
て
、
彼
と
同
じ
 



ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
一
五
二
一
年
の
日
プ
ラ
ハ
・
マ
ニ
フ
 

期
 
（
甘
の
 

z
c
 

の
 五
 
&
 浅
の
（
口
ロ
 
0
 ）
」
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、
  
 

@
l
-
 

国
」
が
こ
の
地
上
に
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
 
の
 

本
に
お
い
て
導
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
 刈
 @
 

げ
る
人
々
、
す
な
わ
ち
「
選
ば
れ
た
人
々
（
の
仁
の
の
（
毛
の
 

-
 
（
の
 
コ
  
 

ら
れ
た
人
々
 
?
 。
ヨ
 %
 
ロ
 （
の
 
，
 ）
」
が
分
か
た
れ
る
終
末
的
 
な
 

仰
の
試
練
に
基
。
つ
く
自
己
変
革
へ
と
目
覚
め
ん
と
し
て
 

l
.
 

Ⅴ
 エ

 ス
ト
 b
 の
中
で
、
自
分
の
時
代
を
 、
 神
に
よ
る
終
末
的
 な
 
「
刈
り
入
れ
の
時
 

ま
た
、
こ
の
「
刈
り
入
れ
」
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
千
 牛
王
国
的
な
「
神
の
 

認
識
は
、
以
後
、
基
本
的
に
変
わ
る
こ
と
な
く
、
彼
の
思
 想
 
・
行
動
を
そ
の
 根
 

入
れ
」
と
は
、
ミ
ュ
 
ソ
 ツ
ァ
ー
の
考
え
る
真
の
キ
リ
ス
ト
 教
 信
仰
へ
と
目
を
向
 

」
か
ら
、
こ
の
真
の
信
仰
を
妨
げ
ん
と
す
る
人
々
、
す
な
 わ
ち
「
滅
び
に
定
め
 

変
革
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
前
者
は
、
神
の
直
接
 的
な
語
り
掛
げ
と
 信
 

る
 人
々
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
後
者
は
、
前
者
の
人
々
 と
 は
 対
照
的
に
 
、
 自
ら
 

三
 

「
ダ
ニ
エ
ル
 書
 第
二
章
の
講
 解
 b
 と
「
時
候
 」
の
解
釈
 

過
程
は
一
時
的
な
合
一
を
目
的
と
し
た
体
験
か
ら
、
そ
し
 て
、
 神
か
ら
突
発
的
・
即
時
的
に
与
え
ら
れ
る
聖
霊
の
 ぬ
 現
や
霊
的
救
済
か
ら
 

も
 区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
意
味
か
ら
も
、
ミ
ュ
 ソ
ッ
イ
 ー
の
神
学
の
神
秘
主
義
的
特
徴
は
、
急
進
的
な
 聖
霊
主
義
へ
と
直
ち
に
 

結
び
付
げ
ら
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
 る
 。
確
か
に
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
 は
｜
 こ
れ
か
ら
考
察
す
 る
よ
う
に
 ｜
 終
末
的
な
 

緊
張
を
以
て
 、
 彼
の
時
代
に
お
い
て
、
聖
霊
の
作
用
が
非
 常
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
お
り
、
こ
れ
を
 キ
リ
ス
ト
教
社
会
全
体
 

に
わ
た
る
変
革
の
決
定
的
な
契
機
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
 こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
区
別
 は
、
あ
 る
 程
度
流
動
的
に
考
え
 

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ミ
ュ
 ソ
 ツ
ァ
ー
の
千
年
王
国
論
的
な
変
革
論
を
そ
の
神
秘
主
義
 的
な
救
済
論
と
の
関
係
 

に
お
い
て
注
目
し
、
考
察
し
ょ
う
と
す
る
時
、
 ｜
 特
に
 、
 そ
こ
で
、
 
、
、
ュ
ソ
 
ツ
ァ
ー
の
変
革
観
の
能
動
的
性
格
に
十
 公
 な
理
解
を
与
え
る
た
 

め
に
も
 ｜
 上
記
の
よ
う
な
区
別
は
、
そ
の
前
提
的
理
解
と
 し
て
明
確
に
意
識
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
 る
の
で
あ
る
。
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神
の
生
き
た
語
り
掛
げ
に
対
し
て
か
た
く
な
に
な
っ
て
 内
 的
 自
己
変
革
を
拒
む
ば
か
り
か
、
「
聖
書
の
死
ん
だ
 @
=
 

ロ
 
葉
 」
か
ら
捻
り
出
し
た
 

「
試
練
を
知
ら
ぬ
信
仰
」
を
他
の
人
々
に
注
ぎ
掛
け
て
、
 

人
々
が
自
ら
の
う
ち
に
聖
霊
を
認
識
す
る
こ
と
を
邪
魔
 す
 6
 人
々
で
あ
る
。
 
っ
 

ま
り
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
 
l
 は
、
自
己
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
 社
会
を
 、
 真
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
最
も
抑
圧
さ
れ
て
 い
る
史
上
最
悪
の
状
態
 

に
あ
る
と
の
判
断
に
立
ち
、
近
い
将
来
に
お
い
て
、
現
在
 こ
の
社
会
を
支
配
し
導
い
て
い
る
人
々
が
押
伍
よ
っ
て
 そ
の
支
配
の
座
か
ら
 引
 

ぎ
 下
ろ
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
現
在
に
対
し
て
、
社
会
全
体
に
わ
た
る
 歴
 史
 の
革
命
的
な
断
絶
を
見
る
 、
、
、
ュ
ソ
 

ツ
ァ
ー
の
認
識
は
 
、
 彼
の
論
文
及
び
書
 

簡
 に
お
い
て
、
確
か
に
旧
約
、
新
約
の
中
か
ら
、
多
く
の
 黙
示
録
的
・
終
末
論
的
な
引
用
を
借
り
て
語
ら
れ
て
い
 る
 。
し
た
が
っ
て
 、
本
 

稿
で
 考
察
す
る
 
円
 
御
前
説
教
 ヒ
 に
お
い
て
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
 
１
が
ダ
ニ
エ
ル
重
日
第
一
二
車
 
の
 
「
日
像
」
の
 警
，
 
え
を
引
い
 て
 示
し
た
そ
の
 
歴
 点
額
 

に
も
、
彼
の
期
待
す
る
変
革
の
持
つ
こ
 う
 い
っ
た
歴
史
 断
 絶
 的
な
性
格
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

あ
る
。
彼
は
、
こ
の
第
五
帝
国
を
構
成
す
る
「
 鉄
 」
を
 ｜
 

ダ
ニ
エ
ル
 書
 第
二
章
は
 、
バ
ビ
 p
 ニ
ア
 の
玉
ネ
 プ
カ
デ
 ロ

ー
マ
帝
国
と
同
様
に
 
｜
 剣
に
よ
る
強
制
を
好
む
性
質
 

不
 ザ
ル
が
み
た
 夢
 、
す
な
 ね
 ち
、
「
純
金
の
頭
」
「
銀
の
胸
 

を
 表
わ
す
も
の
と
し
 

と
 両
腕
」
「
青
銅
の
 

腹
 と
腿
」
「
鉄
の
す
ね
」
コ
部
 は
鉄
 、
一
部
は
粘
土
で
 で
き
た
 足
 」
を
持
っ
た
「
日
像
」
が
、
「
人
手
に
よ
ら
ず
 ゆ
り
出
さ
れ
た
一
つ
の
 

石
 」
に
よ
っ
て
、
そ
の
足
の
と
こ
ろ
か
ら
打
ち
砕
か
れ
、
 

そ
し
て
、
こ
の
「
日
像
」
を
打
っ
た
石
が
大
き
な
山
と
 な
っ
て
全
大
地
に
満
ち
 

-
 
㌶
 "
 

る
と
い
う
夢
を
 ダ
ニ
ヱ
め
 
が
説
き
明
か
す
と
い
っ
た
内
容
 も
の
で
あ
る
。
 

変
 

こ
の
ダ
ニ
エ
ル
書
の
「
日
像
」
に
対
し
、
ミ
ュ
 ソ
 ツ
ァ
ー
は
自
ら
を
「
新
し
い
 ダ
ニ
ヱ
ル
 」
に
擬
し
て
 

@
4
"
 

2
 、
 次

の
 ょ
 5
 な
 再
 解
釈
を
下
す
 

革
 

な
の
で
あ
る
。
即
ち
 、
 彼
は
上
記
の
「
日
像
」
の
肢
体
 を
 五
つ
の
世
界
帝
国
（
バ
ベ
ル
の
国
、
メ
デ
ィ
ア
 人
と
 。
ヘ
ル
シ
ャ
人
の
国
、
ギ
リ
シ
 

と
 

義
ャ
 人
の
国
、
ロ
ー
マ
帝
国
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
に
 讐
え
 、
現
在
、
最
後
の
第
五
帝
国
た
る
神
聖
ロ
ー
マ
 帝
 国
が
ま
さ
に
そ
の
破
局
的
な
 

 
 

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
後
の
第
五
帝
国
に
対
す
 る
 ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
説
明
で
 

@
5
@
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「
人
手
に
よ
ら
ず
に
山
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
石
が
」
 

今
 や
 
「
非
常
に
近
い
将
来
に
」
こ
の
第
五
帝
国
を
打
ち
砕
き
 
、
こ
の
世
界
全
体
に
く
 

-
 
答
 -
 

ま
な
く
満
ち
る
ほ
ど
に
 大
 ぎ
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
 で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
「
日
像
」
の
解
釈
を
見
 る
と
、
確
か
に
こ
こ
に
、
第
一
帝
国
か
ら
第
五
帝
国
に
 至
る
ま
で
の
全
人
類
 

の
 堕
落
の
歴
史
と
、
劇
的
な
破
局
と
審
判
に
よ
る
そ
の
 断
 絶
と
い
う
伝
統
的
な
黙
示
録
的
主
題
が
明
確
に
示
さ
れ
 て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
以
上
の
よ
う
な
，
 
、
ュ
 ン
ツ
ァ
ー
の
歴
史
観
の
黙
示
録
的
・
終
末
論
的
諸
持
 徴
 
に
も
か
か
わ
ら
 

ず
 、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
終
末
論
的
思
考
を
、
古
典
的
な
 千
 牛
王
国
論
や
終
末
観
と
同
一
の
枠
組
み
に
お
い
て
理
解
 す
る
こ
と
は
で
き
な
い
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

古
典
的
な
千
年
玉
国
論
及
び
終
末
観
で
は
、
終
末
的
な
変
 革
の
中
心
を
「
キ
リ
ス
ト
本
人
の
再
臨
」
の
期
待
、
 

い
 わ
ゆ
る
、
パ
ル
ー
シ
 

ア
 0
 期
待
が
占
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
終
末
 的
な
変
革
に
際
し
て
人
間
の
行
為
が
果
た
す
役
割
 は
｜
 単
に
終
末
を
静
か
に
 待
 

っ
 場
合
の
み
で
な
く
、
た
と
え
そ
こ
に
暴
力
的
・
革
命
的
 な
行
為
が
み
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
神
の
 来
臨
に
備
え
る
一
連
の
 

準
備
の
 
一
 っ
と
し
て
意
味
を
持
っ
も
の
で
あ
れ
ば
 ｜
 極
め
 て
 受
動
的
に
 
捉
 ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
 ま
 た
こ
の
場
合
、
突
発
的
 

で
 ・
劇
的
な
神
の
直
接
の
業
ス
ル
ー
シ
 
ァ
 、
天
変
地
異
 等
 ）
に
よ
っ
て
、
変
革
の
局
面
に
お
い
て
人
類
の
歴
史
 に
 決
定
的
な
断
絶
が
 期
 

侍
 さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
変
革
の
後
に
も
た
ら
さ
 れ
る
「
神
の
国
」
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
本
人
が
支
配
す
 る
 超
歴
史
的
な
楽
園
的
 

-
 
筏
 -
 

と
し
え
よ
う
 

、
 

O
-
6
-
2
 
 

そ
し
て
 
ミ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
は
、
こ
こ
で
「
 ナ
 

し
の
第
五
帝
国
の
終
末
の
過
程
は
現
在
、
ま
さ
に
進
行
中
 で
あ
る
」
と
、
即
ち
 

て
 、
第
五
帝
国
に
対
し
、
そ
こ
に
 大
 ぎ
く
成
長
し
た
堕
落
 と
そ
れ
を
ま
や
か
し
の
信
仰
で
扮
飾
し
よ
 A
@
,
 

と
す
る
 量
 悪
の
状
態
を
見
て
い
た
 

て
 、
ま
た
そ
れ
を
繕
 う
 
「
粘
土
」
を
 
、
 ま
や
か
し
の
信
仰
 に
よ
る
「
偽
善
の
も
く
ろ
み
」
と
し
て
考
え
て
い
る
の
 
で
あ
る
。
こ
の
両
者
 

は
、
 明
ら
か
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
「
 俗
権
 の
 所
 有
若
」
た
る
世
俗
の
統
治
者
と
「
 聖
 権
の
所
有
者
」
 た
 る
 ロ
ー
マ
教
会
を
指
し
 

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
ミ
ュ
 ソ
 ツ
ァ
ー
は
 、
現
 在
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
「
悪
魔
の
国
が
粘
土
で
化
粧
 を
し
て
い
る
」
と
し
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さ
て
、
こ
う
い
っ
た
 
ミ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
の
能
動
的
な
変
革
論
 
の
 諸
特
徴
、
及
び
そ
れ
を
導
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
 

中
心
的
な
救
済
の
論
 

理
は
 、
上
記
の
 ミ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
に
よ
る
 
ダ
ニ
ヱ
 ル
書
の
「
 
日
像
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
こ
の
「
日
像
」
を
打
ち
 

砕
 く
 「
 
石
 」
に
注
目
す
る
 

蝉
 
時
、
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

す
る
最
終
の
第
五
帝
国
を
打
ち
砕
く
と
い
う
意
味
で
は
 

｜
 ま
ず
、
終
末
的
な
対
立
の
 

駝
 
枠
組
み
の
中
で
、
即
ち
、
「
 

背
 神
の
人
々
」
の
支
配
 に
 対
す
る
「
選
ば
れ
た
人
々
」
の
革
命
的
な
戦
い
を
 

象
 徴
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
 

韓
 
れ
る
。
こ
の
枠
組
み
に
従
っ
て
具
体
的
に
理
解
す
 

る
な
ら
ば
、
こ
の
「
 
石
 」
は
 、
 人
々
に
終
末
的
な
戦
い
の
 
必
然
性
を
啓
示
し
、
こ
れ
 
へ
 

神
 

と
人
々
を
駆
り
立
て
る
聖
霊
の
働
ぎ
を
意
味
し
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
 

@
2
@
3
 
 

し
か
し
、
こ
こ
で
我
々
の
考
察
に
お
い
て
 

重
 要
 た
の
は
、
ミ
ュ
ン
 
ツ
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四
 
「
隅
の
頭
 石
 」
の
解
釈
 

王
国
と
し
て
、
ま
た
、
固
定
的
に
一
部
の
人
々
に
よ
っ
て
 の
み
享
受
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
静
的
・
限
定
 的
な
王
国
と
し
て
待
望
 

@
 
的
 "
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
 
く
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
は
、
終
末
的
な
変
革
に
際
 し
て
「
キ
リ
ス
ト
本
人
の
再
臨
」
 

を
 期
待
し
て
し
な
し
 

@
 
@
@
0
@
3
 

0
 彼
は
、
パ
ル
 
l
 シ
 

ァ
に
 示
さ
れ
る
よ
う
な
神
の
劇
的
・
直
接
的
な
歴
史
へ
の
 介
入
に
期
待
を
よ
せ
る
の
で
ほ
な
く
、
あ
く
ま
で
１
頁
 接
 的
に
は
１
人
間
自
体
 

の
手
に
よ
る
歴
史
 社
ム
 本
の
変
革
と
救
済
の
実
現
を
求
め
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
彼
の
千
年
王
国
 論
は
 、
古
典
的
な
千
年
 

王
国
論
及
び
終
末
観
に
比
べ
て
著
し
く
能
動
的
な
性
格
を
 持
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
故
に
 、
 彼
の
変
革
論
 に
お
い
て
ほ
、
終
末
的
 

な
 変
革
の
局
面
、
及
び
、
そ
こ
に
生
ず
る
千
年
王
国
的
 な
 
「
神
の
国
」
は
、
古
典
的
千
年
王
国
論
・
終
末
観
と
は
 

異
な
っ
た
性
格
と
意
味
 

-
 
皿
 @
 

を
 持
つ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
 



し
か
し
，
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
 初
期
の
時
代
に
お
い
て
ほ
小
さ
か
っ
た
「
隅
の
頭
 石
 」
 が
 、
今
や
、
こ
の
世
 

の
で
あ
る
。
 

@
G
"
 

 
 

 
 

の
で
あ
り
、
ま
た
、
使
徒
達
の
死
後
の
時
代
に
 

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
一
に
と
っ
て
こ
の
「
隅
の
頭
 石
 」
 

一
一
章
、
マ
ル
コ
一
一
葦
、
ル
力
 

一
 
0
 章
 ）
「
 
石
 」
 な
 

-
 
田
 -
 

小
さ
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
当
時
 の
著
り
 高
ぶ
る
人
々
は
、
「
隅
の
頭
 
石
 で
あ
る
 々

ヱ
ス
 
・
 キ
リ
ス
ト
に
全
く
目
を
 

れ 十 6  。 ト 教           りい 、 う 

した かの） 童 「 ，   会 ュ が ま の 

し で そ の 

ま あ れ 石 のン 時ッそ、 l た も、 
ュ ろ は は 代 ァ の こ ミ 

ン ピ 、 人 の l 司 の ュ 

ち 手   
            よ ヤ @ 」   
l " 下 う よ に ま な の ァ 

と ・ ら   ｜ま 神 、 ず、観点頭 石 @3- 3 
ニ章 姦註 に ヒ ， し に ヒ 」 " 

よ の し に こ   た 対 の 
り 置隅 「 がす タ     
か め つ る 二 

れ 頭 て ミ ヱ 

の   
出され の時期 ） 90 時代、   
ケ @ 甲 （ た 

ル 石 リ 、 ス l 、 る と 解を 釈ィ おいて ィ 教 者 に ザ 

ま、 f -"  ハ り   工会えは ス がら、 ヤ 書 
  

    - 仝 イ   
の 

早 ヱ   リ く か に 八 
ス す ス 始 ら 彼 章 

隅 「 ト め で の の 

の   「隅の 自身をられた 歴史 ある。 ｜ 

」 意 と 変 頭 

貝 『 

  革 石 
観 」 

ち、 

キ るもの に 結 即ち 、 の今 
一 び 

リ   
ス 
@ ヌ ス第 （ 

あ 往 付 で、 使 うの け 
が 、 の -- 

8 選   て 

ま 時 コ 

古 。 Ⅰ -   代 り 

ヨト に ソ   
常 て リ 

  
生 ト 

し で 

ヤ @ し ま 第 い ス ぃ あ 
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ァ
 一
に
と
っ
て
こ
の
「
 石
 」
の
持
つ
意
味
が
こ
う
い
っ
た
 枠
組
み
の
中
で
の
理
解
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
と
 

 
  

 



「
 
頭
 」
た
る
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
は
肉
の
自
然
が
消
え
、
 

一
 
二
口
 

薬
 （
聖
霊
）
が
全
面
的
に
肉
と
な
っ
た
。
従
っ
て
 

こ
 の
 「
 
頭
 」
に
従
 う
 そ
の
 

「
肢
体
」
と
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
に
示
さ
れ
た
模
範
に
 

倣
 っ
て
 、
 彼
に
作
用
し
た
の
と
同
様
の
神
の
言
葉
（
聖
霊
）
 

の
 働
き
掛
け
せ
心
の
 

内
に
受
け
止
め
、
聖
霊
を
自
分
の
魂
の
所
有
者
と
す
る
人
 

々
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 

舛
 

従
っ
て
、
こ
こ
で
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
、
使
徒
 

達
 の
時
代
に
お
け
る
「
隅
の
頭
 
石
 」
に
 イ
 ニ
ス
・
キ
リ
ス
 ト
 本
人
を
見
て
い
る
の
に
 
対
 

酸
し
、
現
在
に
お
け
る
「
隅
の
頭
 石
 」
の
拡
大
に
ほ
 
、
 こ
の
キ
リ
ス
ト
に
十
分
に
目
を
止
め
、
彼
に
従
お
う
と
 

す
る
人
々
の
拡
大
を
見
て
い
 

翻
 
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
人
々
と
は
、
キ
リ
ス
ト
に
お
 

い
て
神
が
示
し
た
真
の
信
仰
の
模
範
的
な
過
程
、
即
ち
 

、
神
秘
主
義
的
な
救
済
の
過
 

 
 

「
似
た
形
」
の
新
た
な
る
「
隅
の
頭
 

石
 」
の
 一
 っ
と
な
ら
 
ん
と
す
る
人
々
に
 
他
 な
ら
な
 

い
 。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
新
た
な
る
「
隅
の
頭
 

石
 」
と
 は
 、
ま
さ
に
、
現
在
打
ち
立
て
ら
れ
、
拡
大
さ
れ
ん
 

と
 し
て
い
る
真
の
キ
リ
ス
 35  (191) 

「
キ
リ
ス
ト
は
隅
の
頭
 
石
 で
あ
る
。
こ
の
隅
の
頭
 石
 を
切
 り
 整
え
る
と
き
に
し
た
の
と
同
じ
扱
い
方
を
 、
神
は
 我
々
 に
 対
し
て
も
す
る
 

ほ
 ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
我
々
が
生
き
た
正
し
い
建
物
へ
と
 成
長
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
木
 
Q
 臣
 -
 の
 p
 
g
 

い
め
が
 

い
干
 
い
の
（
 
づ
 
・
切
切
）
 

を
 満
た
し
始
め
て
お
り
、
「
近
い
将
来
に
こ
の
世
を
完
全
 に
満
た
す
で
あ
ろ
う
」
。
 

@
7
"
3
 
 

と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
 現
 在
 、
こ
の
 

（
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
）
が
こ
の
世
を
満
た
し
始
め
て
い
る
と
は
 
一
体
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
で
我
々
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
一
の
神
秘
主
義
的
な
救
済
 論
 に
注
目
し
て
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
 
O
 と
い
 

ュ
 シ
ッ
プ
ー
の
神
学
に
お
い
て
は
、
「
隅
の
頭
 
石
 」
と
い
 う
 概
念
の
下
に
、
キ
リ
ス
ト
と
現
在
の
「
選
ば
れ
た
人
々
 」
と
が
 

て
お
り
 

、
、
 
-
8
@
3
 
 

ま
た
、
こ
の
場
合
明
ら
か
に
、
そ
の
一
体
化
の
 根
拠
は
、
そ
の
神
秘
主
義
的
な
救
済
論
に
、
と
り
わ
け
 、
そ
こ
で
 

論
 に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

「
隅
の
頭
 石
 」
 

う
の
も
、
 
、
 
、
、
 

一
体
化
さ
れ
 

の
キ
リ
ス
ト
 



ト
 教
会
を
支
え
る
「
隅
の
頭
 石
 」
の
ひ
と
つ
を
意
味
す
る
 も
の
と
い
え
よ
う
っ
 

以
上
の
よ
う
な
「
隅
の
頭
 石
 」
の
解
釈
に
注
目
す
る
な
ら
 ば
 、
こ
こ
に
「
日
像
」
を
打
ち
砕
く
ダ
ニ
エ
ル
書
の
「
 石
 」
が
、
そ
の
歴
史
 

破
壊
的
な
意
味
と
並
ん
で
、
救
済
史
の
発
展
を
示
す
 、
む
 し
ろ
、
歴
史
創
造
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
 明
 ら
か
と
な
ろ
 う
 。
こ
れ
 

ま
で
の
終
末
論
的
・
黙
示
録
的
な
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
解
釈
に
 お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
終
末
的
な
「
刈
り
入
れ
 」
へ
の
注
目
か
ら
、
 

、
、
、
 

ュ
ソ
 ツ
ァ
一
の
「
 石
 」
に
お
け
る
前
者
の
意
味
に
圧
倒
的
 な
 強
調
点
が
お
か
れ
て
ぎ
た
。
ま
た
、
そ
の
中
で
、
 

，
、
、
 

ュ
 ン
ツ
ア
 l
 の
神
学
 思
 

想
 に
お
け
る
神
秘
主
義
的
、
あ
る
い
 は
 聖
霊
主
義
的
な
要
 素
は
、
終
末
的
変
革
の
人
々
へ
の
啓
示
、
な
い
し
は
こ
 の
 変
革
へ
の
準
備
と
し
 

て
 、
終
末
的
な
戦
い
に
対
し
て
の
付
随
的
な
、
あ
る
い
は
 二
次
的
な
要
素
と
し
て
位
置
付
げ
ら
れ
て
ぎ
た
と
考
え
 ら
れ
る
。
 

-
9
@
3
 
 

し
か
し
、
 
こ
 

こ
で
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
一
の
「
 石
 」
の
持
つ
今
一
つ
の
側
面
 に
 注
目
す
る
な
ら
ば
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
変
革
論
に
お
 い
て
は
、
神
秘
主
義
的
 

な
 救
済
論
そ
れ
自
身
が
、
現
在
の
変
革
の
根
拠
と
し
て
、
 

ま
た
目
的
と
し
て
、
こ
の
変
革
に
お
け
る
終
末
的
な
 救
 済
の
中
心
的
な
論
理
を
 

形
作
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
ま
さ
に
、
こ
の
様
な
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
変
革
論
 を
 導
く
そ
の
中
心
的
な
論
理
に
注
目
す
る
と
き
、
我
々
 は
 、
そ
こ
に
、
ミ
ュ
 

ソ
ッ
プ
ー
の
千
年
王
国
論
を
古
典
的
な
そ
れ
か
ら
区
別
す
 る
 、
そ
の
能
動
的
な
性
格
の
根
源
を
見
る
こ
と
が
で
き
 る
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ン
 

ツ
ァ
ー
は
、
現
在
の
変
革
が
基
本
的
に
は
、
 

背
神
 者
達
 と
 の
 
「
選
ば
れ
た
人
々
」
の
戦
 
い
と
 説
教
に
 よ
 る
「
選
ば
 
れ
た
人
々
」
自
体
の
拡
 

@
 
即
 -
 

大
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

す
 な
ね
 ち
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
一
の
千
年
王
国
論
に
お
け
る
 地
 上
の
 
「
神
の
国
」
 ほ
、
 

「
選
ば
れ
た
人
々
」
と
彼
等
を
導
く
説
教
者
の
活
動
を
通
 
じ
て
、
す
な
 ね
 ち
、
人
間
自
身
の
 
力
 を
持
っ
て
創
造
さ
れ
 る
の
で
あ
る
。
そ
し
 

て
こ
の
よ
う
な
能
動
的
な
変
革
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
論
 理
 こ
そ
、
ま
さ
に
、
そ
の
神
秘
主
義
的
な
救
済
論
に
他
 な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
千
年
王
国
論
の
実
現
は
、
神
秘
主
義
的
な
 

救
 済
 過
程
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
（
Ⅱ
「
 
頭
 」
）
と
真
の
キ
リ
ス
 
ト
 教
会
（
Ⅱ
「
肢
体
」
）
 

と
の
霊
的
一
体
化
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
そ
の
決
定
的
 な
 契
機
は
 、
 決
し
て
「
キ
リ
ス
ト
本
人
の
再
臨
」
（
。
ハ
ル
 
｜
シ
ア
 ）
に
求
め
ら
れ
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神秘主義と社会変革 

「
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
私
の
真
実
な
意
見
で
あ
る
。
 
す
な
わ
ち
私
は
 、
 ル
タ
ー
と
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
で
 は
な
く
、
こ
の
 地
 

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
神
秘
主
義
的
な
教
 説
 そ
れ
自
体
が
持
つ
 
普
遍
的
な
性
格
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
我
々
が
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
う
い
っ
た
 ミ
ュ
 ソ
ッ
ァ
 一
の
変
革
論
に
お
け
る
こ
の
千
年
王
国
の
動
的
 
普
遍
的
性
格
が
 、
 

を
 通
じ
て
自
ら
を
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

と
は
考
え
ら
れ
な
し
 

、
、
 

力
 ら
で
あ
る
 

。
 0
-
2
@
4
 
 

「
選
ば
れ
た
人
々
」
 

ほ
 現
在
の
変
革
を
、
そ
の
主
体
と
し
て
導
き
な
が
ら
、
 

そ
の
変
革
の
過
程
自
体
 

-
 
何
 "
 

変
革
論
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
る
モ
チ
 一
 フ
が
、
そ
の
 日
 牧
的
 観
点
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
 る
 。
こ
の
観
点
の
下
で
 

は
 、
ミ
ュ
 
ソ
 ツ
ァ
ー
の
変
革
は
、
過
去
へ
の
審
判
と
い
う
 よ
り
も
、
む
し
ろ
、
将
来
に
お
け
る
真
の
キ
リ
ス
ト
教
 会
の
拡
大
へ
と
 向
 げ
ら
 

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
注
目
す
る
時
 、
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
、
ミ
ュ
 ソ
 ツ
ァ
ー
の
 変
革
論
の
動
的
・
普
遍
 

的
な
性
格
が
明
確
に
浮
き
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
 は
 、
ミ
ュ
 
ソ
 ツ
ァ
ー
の
千
年
王
国
論
に
お
い
て
ほ
 、
現
 在
の
変
革
に
よ
っ
て
 実
 

現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
将
来
の
千
年
王
国
、
す
な
わ
 ち
 
「
新
し
い
使
徒
的
教
会
」
が
 
｜
 古
典
的
な
千
年
王
国
論
 に
お
け
る
静
的
・
限
定
 

的
な
性
格
の
千
年
王
国
と
は
異
な
り
 ｜
 動
的
・
普
遍
的
な
 拡
大
過
程
の
中
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 る
 。
と
い
う
の
も
、
 
、
、
、
 

ュ
 ソ
ッ
プ
ー
の
場
合
に
は
、
変
革
主
体
と
し
て
の
「
選
ば
 れ
た
人
々
」
自
体
が
、
特
定
の
人
々
に
限
定
的
・
固
定
 的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
 

さ
て
、
上
記
の
よ
う
な
我
々
の
「
隅
の
頭
 石
 」
へ
の
注
目
 は
 、
変
革
活
動
自
体
の
レ
ベ
ル
で
見
る
な
ら
ば
、
ま
た
 、
そ
の
司
牧
的
な
観
 

煮
 、
あ
る
い
は
活
動
へ
の
注
目
で
あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
 そ
 の
 変
革
の
急
進
的
な
展
開
の
中
で
 ミ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
の
 変
 革
 活
動
に
お
い
て
、
 背
 

神
 者
と
の
「
戦
い
」
と
い
う
局
面
が
大
き
く
浮
上
し
て
き
 た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
我
々
 は
 、
ミ
ュ
ン
ツ
ア
 l
 の
 

る
こ
と
で
、
古
典
的
な
千
年
王
国
論
の
受
動
性
を
こ
え
る
 能
動
的
な
性
格
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

て
は
い
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ミ
ュ
 ソ
 ツ
ァ
ー
の
 千
年
王
国
論
は
、
神
秘
主
義
的
な
救
済
論
を
そ
の
中
心
 的
な
変
革
の
論
理
と
す
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さ
て
以
上
の
よ
う
に
「
 石
 」
の
成
長
に
つ
い
て
の
 ミ
ュ
ソ
 ッ
ァ
 一
の
解
釈
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
 

歴
 史
上
に
「
 石
 」
が
 投
 

ト
 
何
の
 
ト
 ・
㏄
Ⅰ
㏄
。
 
り
 ・
 み
 ㏄
 0
 。
 ね
 0
 １
ム
㏄
Ⅰ
・
㏄
 

こ
こ
で
 ミ
ュ
ソ
 ツ
ア
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
現
在
 ま
 で
 普
遍
化
さ
れ
る
の
を
妨
げ
た
原
因
を
聖
書
学
者
達
が
 信
仰
を
聖
書
の
外
的
 

文
字
に
の
み
基
づ
け
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
、
 

こ
 5
 
い
っ
 た
 信
仰
と
は
対
照
的
に
、
自
分
の
説
く
信
仰
が
全
て
の
 人
々
の
心
の
中
で
同
一
 

の
 仕
方
で
作
用
す
る
聖
霊
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
 に
 、
こ
の
神
秘
主
義
的
信
仰
に
、
聖
書
の
文
字
の
障
害
 を
 超
え
て
、
異
邦
人
を
 

含
む
全
て
の
人
々
に
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
可
能
性
 が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
神
秘
主
義
的
 信
 仰
の
持
っ
普
遍
的
な
性
 

格
が
 、
ま
さ
に
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
千
年
王
国
論
に
対
し
 て
 古
典
的
な
千
年
王
国
論
と
ほ
異
な
る
よ
う
な
動
的
 
普
遍
的
な
方
向
性
を
与
 

-
 
牝
 -
 

え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

従
っ
て
、
、
神
秘
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
と
人
々
と
の
一
体
化
 

と
い
う
主
題
は
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
変
革
論
に
お
い
て
 、
現
在
の
変
革
に
対
 

す
る
根
拠
を
与
，
 乙
 」
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
変
革
に
よ
 っ
て
導
か
れ
る
将
来
の
千
年
王
国
、
す
な
わ
ち
「
新
し
 い
使
徒
的
教
会
」
の
性
 

格
 、
そ
れ
自
体
を
も
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

五
 

救
済
史
の
弁
証
法
的
な
展
開
 

の と 

と ， え 
同 ト 

じ ル 
よ コ 

5 人 
な に 

債 主 
仰 ま 

め れ 
根 つ 
源 い 

を た 
も も 
ち の 
ぅ で 
る あ 
の っ 

で ・ て 

、ある も 

。 使 
こ 徒 
の 右 行 
信 広 
仰 第 
の - 

O 草 根源 

  

  
  
げ コ 

に - ル 

  
い つ   

  
下て 
l. Ⅴ 

求 る 

(194) 

上
の
選
ば
れ
た
・
人
々
の
す
べ
て
の
心
の
中
に
お
い
て
同
一
 

の
形
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
説
教
し
た
い
の
で
あ
 る
 。
（
詩
篇
 六
セ
篇
 ）
 た
 

3
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神秘主義 と
 

自 白 
寛 骨 ミ   の ュ 

を 罪 ソ 
通 を ッ 

じ 自 ァ   
こ ろ よ 

の と れ 

堕こ 落ろ @ " 
史 か 現 
自 ら 在 
体 始 め 
を ま 変 革 克服る。 は 
  
と @ 現 

する は在 、 に - 
神 こ お 
の こ げ 
教 は ろ 
育 神 キ 
的 の リ 

意 救 ス     
の す の 
で な 堕 
あ わ 落 

っち 六 こ 44 @  " 状 の 
ぃ 塵 泥 

そ 落 の 
し 史 認     
ュ す じ 

ンるて ッ人、 
ア 々 自 

l の 己 
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群
 
が
物
顔
の
統
治
と
支
配
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
 で
あ
る
。
」
 
沐
 Q
 臣
 。
戸
戸
 ひ
い
 ㏄
 u
.
 
 

で
し
 
（
 
づ
，
 
P
 
ぎ
 ）
 

ム
ム
 

社
 

じ
ら
れ
、
成
長
し
、
全
世
界
へ
満
ち
る
と
い
っ
た
、
進
歩
 

史
的
な
救
済
史
の
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
 

う
 。
こ
こ
で
は
、
歴
史
 
全
 

体
が
、
 神
の
救
済
意
志
の
実
現
の
過
程
と
し
て
、
す
な
わ
 

ち
 、
キ
リ
ス
ト
の
受
肉
に
お
い
て
決
定
的
な
模
範
を
与
 

え
ら
れ
た
真
の
キ
リ
ス
 

ト
教
 信
仰
の
普
遍
的
実
現
の
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
せ
ね
ば
 

な
ら
な
い
の
は
、
ミ
ュ
 

ソ
ッ
プ
一
の
場
合
に
は
 
｜
 こ
こ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
明
ら
 

か
な
よ
う
に
 
｜
 こ
の
よ
う
な
進
歩
史
的
性
格
が
 

、
 決
し
 て
 、
一
定
の
速
度
に
従
 

っ
た
 、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
連
続
的
な
進
歩
を
示
す
も
の
で
 

ほ
 な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
進
歩
史
は
人
類
の
 

堕
落
 史
 と
の
結
合
関
係
 

の
下
に
、
い
わ
ば
弁
証
法
的
な
歴
史
展
開
を
構
成
し
て
い
 

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
「
 

石
 」
の
 解
 釈
を
見
る
と
 
き
 、
 彼
は
 

歴
史
上
に
二
度
、
こ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
な
発
展
に
と
っ
 

て
の
決
定
的
な
局
面
を
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

そ
 れ
は
、
キ
リ
ス
ト
 
と
便
 

徒
 達
の
時
代
、
及
び
、
現
在
の
変
革
の
時
代
に
体
な
ら
 

な
い
。
 

「
（
そ
れ
ゆ
え
に
）
 

、
 神
の
恩
寵
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
と
、
 

キ
リ
ス
ト
の
受
胎
と
に
よ
っ
て
上
口
 

卸
 さ
れ
た
時
期
に
は
、
 
こ
の
世
の
貴
族
の
 

袋
か
ら
滴
り
落
ち
た
信
心
ぶ
っ
た
血
で
あ
る
 

へ
ロ
デ
 
が
 支
 配
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
最
も
気
高
い
、
最
高
の
宝
 

（
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
）
 

ポ
八
 

背
神
 者
と
の
対
比
を
通
じ
て
明
確
に
さ
れ
る
た
め
で
あ
っ
 

た
 。
同
様
に
 、
 我
々
の
時
代
に
お
い
て
、
現
在
、
神
が
 

そ
の
光
を
贈
っ
て
い
る
 

と
い
う
こ
と
は
正
気
を
無
ぐ
し
た
 

背
 神
の
人
々
の
 
、
 神
と
 神
に
油
を
注
が
れ
た
全
て
の
人
々
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
 

乱
暴
 狼
 籍
を
伴
っ
た
 我
 



を
 通
じ
て
、
ま
た
こ
の
対
立
の
克
服
に
よ
っ
て
の
み
も
た
 ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
変
革
は
 、
い
 ず
 れ
の
場
合
に
も
、
根
源
 

代
の
矛
盾
が
露
呈
し
て
い
る
時
期
な
の
で
あ
る
。
 

す
た
 ね
ち
、
こ
の
二
つ
の
変
革
局
面
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
 れ
の
「
新
し
い
時
代
」
は
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
 古
 い
 時
代
」
と
の
対
立
 

と
す
る
人
々
と
の
対
立
、
こ
の
対
立
も
ま
た
古
 い
 時
代
と
 新
し
い
時
代
の
対
立
で
あ
る
と
い
え
よ
 う
 。
現
在
は
ま
 さ
に
こ
れ
ら
新
旧
 両
時
 

こ
れ
と
同
様
に
現
在
の
時
代
に
お
け
る
対
立
、
す
な
わ
ち
 、
今
度
は
、
使
徒
達
の
時
代
に
お
い
て
神
が
キ
リ
ス
ト
 を
 通
じ
て
示
し
た
 真
 

の
 信
仰
か
ら
離
れ
、
堕
落
の
道
を
進
ん
で
き
た
現
在
の
 キ
 リ
ス
ト
教
会
と
使
徒
達
の
時
代
の
真
の
信
仰
を
再
び
 担
 っ
て
こ
れ
を
実
現
せ
ん
 

か
ら
離
れ
、
堕
落
し
た
ユ
ダ
ヤ
の
信
仰
と
そ
れ
を
代
表
す
 る
 支
配
者
達
、
こ
れ
ら
「
古
い
時
代
」
を
保
持
せ
ん
と
 す
る
人
々
と
「
新
し
い
 

時
代
」
を
示
す
キ
リ
ス
ト
に
従
う
人
々
と
の
対
立
と
矛
盾
 が
 明
確
と
な
っ
た
時
期
、
こ
れ
が
こ
の
使
徒
達
の
時
代
 な
の
で
あ
る
。
 

使
徒
達
の
時
代
に
お
け
る
対
立
、
す
な
 ね
 ち
、
神
が
示
し
 た
そ
の
最
高
の
宝
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
背
神
の
支
配
者
 と
の
対
立
、
こ
れ
は
 

ま
さ
に
「
古
い
時
代
」
と
そ
こ
に
芽
生
え
た
「
新
し
い
 時
 代
 」
と
の
対
立
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
 う
 。
神
が
最
 初
に
示
し
た
真
の
信
仰
 

の
 激
し
い
対
立
が
、
堕
落
と
進
歩
と
の
対
立
と
し
て
現
れ
 る
こ
と
に
な
る
。
す
な
 ね
 ち
、
二
つ
の
局
面
は
、
と
も
 に
 、
そ
の
前
後
の
両
 時
 

代
の
対
立
的
な
接
点
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
歴
史
の
 連
続
性
と
と
も
に
ま
た
、
歴
史
の
断
絶
性
を
含
ん
で
い
  

 

い
た
弁
証
法
的
な
転
換
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

従
っ
て
ま
た
こ
れ
ら
の
二
つ
の
変
革
の
局
面
で
は
、
当
然
 、
そ
れ
ぞ
れ
、
過
去
の
「
古
 い
 時
代
」
と
将
来
の
「
 新
 し
い
時
代
」
と
の
間
 

は
こ
の
現
在
に
お
け
る
神
の
救
済
意
志
を
、
使
徒
達
の
時
 代
の
状
況
に
お
い
て
作
用
し
た
神
の
救
済
意
志
と
同
様
 の
も
の
と
し
て
位
置
付
 

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
々
が
堕
落
し
た
信
仰
と
真
の
信
 仰
 と
の
区
別
を
、
堕
落
し
た
信
仰
を
代
表
す
る
 背
 神
着
 0
 行
い
か
ら
認
識
す
る
 

よ
う
に
と
い
う
神
の
教
育
的
意
志
、
こ
れ
は
、
現
在
と
使
 徒
 達
の
時
代
と
い
う
 両
 時
代
に
お
い
て
同
様
に
作
用
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 即
 

ち
 、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
 は
 、
こ
の
 雨
 局
面
に
、
と
も
に
、
 堕
 落
の
自
覚
を
通
じ
て
の
そ
の
堕
落
自
体
の
止
揚
と
い
う
 神
の
救
済
意
志
に
基
づ
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的
な
真
の
信
仰
 ｜
 そ
れ
ぞ
れ
の
「
古
 い
 時
代
」
も
、
そ
の
 初
め
に
お
い
て
ほ
こ
の
信
仰
に
基
づ
い
て
い
た
１
 0
 再
 実
現
の
運
動
な
の
で
あ
 

る
 。
 

し
か
し
こ
こ
で
最
後
に
注
目
し
た
い
点
、
そ
れ
は
、
こ
の
 再
 実
現
の
運
動
が
 、
 単
な
る
 再
 実
現
で
ほ
な
い
と
い
う
 こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
 

ほ
 同
時
に
、
根
源
的
な
真
の
信
仰
が
、
現
在
の
変
革
に
よ
 っ
て
、
最
初
の
変
革
の
時
代
、
す
な
 ね
 ち
、
キ
リ
ス
ト
 と
 使
徒
達
の
時
代
に
お
 

い
て
実
現
さ
れ
た
よ
り
も
、
よ
り
完
全
な
形
に
お
い
て
 再
 実
現
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
 ソ
 ツ
ァ
 l
 は
、
現
在
の
 

変
革
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
近
き
将
来
の
正
し
い
キ
リ
ス
ト
 教
会
」
で
は
、
「
福
音
（
マ
タ
イ
福
音
書
第
八
章
）
が
 使
徒
達
の
時
代
に
お
 け
 

る
よ
り
も
ず
っ
と
完
全
に
実
現
さ
れ
」
、
こ
こ
で
は
「
 多
 く
 地
域
や
異
国
の
様
々
な
選
ば
れ
た
人
々
が
 、
 我
々
 怠
 惰
で
 怠
慢
な
キ
リ
ス
ト
 

者
 よ
り
も
は
る
か
に
（
信
仰
に
お
い
て
）
ま
さ
る
こ
と
に
 な
ろ
う
」
 と
 述
べ
て
、
 

。
Ⅰ
 

@
6
@
4
 
 

る
 
使
徒
 達
 に
お
い
て
確
立
さ
 れ
た
真
の
信
仰
は
 、
そ
 

の
 堕
落
を
克
服
す
る
こ
と
で
「
使
徒
達
の
時
代
よ
り
も
、
 よ
 り
完
全
に
実
現
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
歴
史
観
の
全
体
的
構
図
が
明
ら
 か
に
な
ろ
う
。
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
と
っ
て
歴
史
全
体
 は
 、
 真
の
信
仰
が
 、
そ
 

こ
か
ら
生
じ
た
不
信
仰
の
克
服
を
通
じ
て
、
以
前
よ
り
も
 よ
り
拡
大
さ
れ
て
実
現
さ
れ
て
い
く
過
程
に
体
な
ら
な
 い
の
で
あ
る
。
神
の
示
 

し
た
本
来
的
な
信
仰
か
ら
堕
落
し
た
ユ
ダ
ヤ
の
支
配
を
克
 服
し
、
新
た
な
る
時
代
を
導
く
た
め
に
キ
リ
ス
ト
 と
使
 徒
達
 に
よ
っ
て
再
び
 本
 

来
 的
な
信
仰
が
説
か
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
信
仰
が
再
び
 堕
 落
し
た
こ
と
を
示
す
現
在
の
ロ
ー
マ
教
会
の
支
配
の
克
 服
 に
よ
っ
て
 、
 真
の
信
 

ぬ
 
仰
は
以
前
よ
り
も
完
全
な
形
で
普
遍
的
に
実
現
さ
 れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
歴
史
は
 、
 神
の
救
済
の
 発
展
の
場
を
 、
 自
ら
の
力
学
 

齢
的
 ・
動
的
な
展
開
の
中
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

駝
 

以
上
の
考
察
で
明
ら
か
な
よ
 5
 に
、
ミ
ュ
ソ
ッ
プ
 １
 0
 終
末
論
的
思
考
を
理
解
す
る
場
合
に
お
い
て
重
要
 な
こ
と
、
そ
れ
は
、
ダ
ニ
 ヱ
 

緯
 
ル
書
 啓
章
 の
日
像
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
人
類
の
堕
 藩
史
 を
 、
「
隅
の
頭
 石
 」
の
成
長
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
 救
済
の
進
歩
 史
 と
と
も
に
、
 

神
 

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
結
合
関
係
の
下
に
理
解
す
る
こ
と
で
 あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
 う
 い
っ
た
 理
 解
 に
お
い
て
の
み
、
 、
、
、
 
4 Ⅰ (197) 



以
上
の
考
察
に
基
つ
い
て
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
千
年
王
国
論
 を
 考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
神
秘
主
義
的
な
救
済
 論
が
 、
救
済
史
的
な
 

終
末
論
と
結
合
し
、
現
在
の
変
革
の
根
拠
と
方
向
性
 室
 亦
 す
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
典
的
な
千
年
王
国
論
に
比
べ
て
 非
常
に
能
動
的
な
性
格
 

の
 変
革
論
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
が
明
か
と
な
ろ
う
。
 

六
 

結
語
 

ュ
 シ
ッ
プ
ー
の
弁
証
法
的
な
歴
史
観
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
 
同
時
に
、
歴
史
の
連
続
の
中
に
歴
史
の
断
絶
を
見
る
 、
、
、
 

ュ
 ン
ツ
ア
ー
の
変
革
 観
 

が
 明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
に
お
 け
 

だ
 信
仰
の
新
た
な
る
発
展
、
拡
大
の
時
と
し
て
よ
り
は
、
 る

ミ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
の
終
末
論
的
・
黙
示
録
的
な
思
想
へ
 

む
し
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
の
堕
落
に
対
す
る
、
従
っ
 の

 注
目
は
、
こ
の
様
な
 

て
背
神
 者
に
対
す
る
 審
 

ミ
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
の
歴
史
・
変
革
観
に
お
け
る
特
徴
を
明
確
 に
す
る
上
で
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
 考
，
 
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
 

ほ
｜
 前
述
の
よ
う
に
 ｜
 ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
 0
 人
類
の
歴
史
に
お
け
る
堕
落
史
の
進
行
と
、
そ
の
 破
 壊
 と
し
て
の
黙
示
録
的
 

な
 「
刈
り
入
れ
」
、
審
判
と
い
っ
た
、
現
在
の
変
革
局
面
 
に
お
け
る
歴
史
の
断
絶
性
を
示
す
要
素
が
圧
倒
的
に
強
 謝
 さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
 

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ま
た
、
そ
こ
で
は
 、
ミ
ュ
ソ
ッ
プ
一
の
意
図
し
た
変
革
は
、
キ
リ
ス
ト
 や
 使
徒
達
か
ら
受
け
継
い
 

判
 と
罰
の
執
行
の
時
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
 。
無
論
、
後
者
の
要
素
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
歴
史
・
 変
 革
 観
を
理
解
す
る
上
で
 

重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
終
末
的
主
題
 を
 構
成
す
る
二
つ
の
側
面
の
一
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
 我
々
は
、
ミ
ニ
ン
ツ
ァ
 

１
 の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
（
後
者
の
）
側
面
が
 、
 何
よ
 り
も
、
前
者
の
側
面
と
の
結
合
の
下
に
語
ら
れ
て
お
り
 、
救
済
史
の
弁
証
法
的
 

な
 発
展
の
中
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
 注
 目
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
 
現
在
の
「
刈
り
入
れ
」
 

は
 、
歴
史
の
破
壊
で
あ
る
と
と
も
に
、
新
た
な
る
歴
史
 形
 成
 に
向
け
て
の
積
極
的
な
変
革
意
識
を
も
示
し
て
い
る
 の
で
あ
る
。
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腱
 
い
わ
ば
、
人
々
の
心
の
中
へ
の
キ
リ
ス
ト
の
来
臨
に
 

求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
変
革
に
際
し
て
、
人
々
の
 

行
 為
は
 、
受
動
的
な
終
末
の
待
 

神
璽
で
は
な
く
、
自
ら
の
 力
 に
 よ
 る
能
動
的
な
地
上
 
の
 「
神
の
国
」
の
創
造
へ
と
 

向
 げ
ら
れ
る
。
 

43  (l 

磁
る
 。
こ
こ
に
お
い
て
終
末
的
変
革
の
決
定
的
な
契
機
 

は
 、
古
典
的
な
千
年
王
国
論
に
お
け
る
よ
う
に
「
キ
リ
 

ス
ト
本
人
の
再
臨
」
、
あ
る
 

 
 

翻
 
い
は
神
の
力
の
直
接
的
な
到
来
に
で
 

は
 な
く
、
人
々
 
が
 神
秘
主
義
的
な
救
済
過
程
を
以
て
「
キ
リ
ス
ト
 

と
似
 た
 形
と
な
る
」
と
こ
ろ
に
、
  

 

こ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
、
最
後
に
、
ミ
ュ
ソ
ッ
プ
ー
の
 千
 牛
王
国
論
に
お
け
る
神
秘
主
義
と
社
会
と
社
会
変
革
と
 の
 結
合
に
際
し
て
 注
 

目
さ
れ
る
諸
特
徴
に
つ
い
て
 ｜
 古
典
的
な
千
年
王
国
論
 と
の
 対
 此
を
通
じ
て
 ｜
 ま
と
め
、
さ
ら
に
、
そ
の
社
会
 変
 革
論
 と
し
て
の
限
界
、
 

あ
る
い
は
問
題
点
 は
 つ
い
て
触
れ
て
お
ぎ
た
い
。
 

草
一
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
一
の
千
年
王
国
論
に
お
い
て
 神
 秘
 主
義
的
救
済
論
は
、
パ
ル
ー
シ
 ァ
 に
替
わ
る
新
し
い
 変
革
の
論
理
を
与
え
て
い
 

神
秘
主
義
的
な
思
想
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
 話
 研
究
に
 お
い
て
は
、
主
に
、
世
俗
逃
避
的
な
思
想
・
運
動
と
の
 結
び
付
き
に
お
い
て
 

注
目
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
神
秘
主
義
 思
想
は
、
教
会
を
媒
介
と
す
る
制
度
的
、
秘
蹟
的
な
神
 と
の
関
係
を
越
え
た
と
 

こ
ろ
に
、
そ
し
て
、
文
字
と
し
て
の
聖
書
と
自
然
悟
性
的
 な
神
の
認
識
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
究
極
的
な
権
威
を
求
 め
る
と
い
う
意
味
に
お
 

い
て
、
本
来
的
に
超
制
度
的
・
超
伝
統
的
な
性
格
を
持
っ
 て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
性
格
は
 、
 外
的
な
も
の
へ
積
極
的
 

に
 関
わ
る
方
向
性
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
 世
俗
逃
避
的
に
展
開
す
る
傾
向
を
強
く
持
っ
て
い
る
と
 い
え
よ
う
。
し
か
し
、
 

ミ
ュ
ン
 ッ
ァ
 一
の
神
学
に
お
い
て
、
そ
の
神
秘
主
義
的
な
 救
済
論
 は
 、
能
動
的
な
社
会
変
革
へ
と
結
合
さ
れ
、
 そ
 の
中
心
的
な
変
革
の
論
 

理
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
秘
主
義
 思
想
に
お
い
て
超
制
度
的
・
超
伝
統
的
な
次
元
に
求
め
 
ら
れ
る
究
極
の
権
威
 

が
 、
む
し
ろ
、
制
度
的
・
伝
統
的
な
信
仰
に
対
す
る
 反
 抗
の
根
拠
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
こ
 う
 い
っ
た
信
仰
の
支
 配
す
る
社
会
全
体
の
革
 

命
 的
な
変
革
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
 あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
で
の
考
察
を
通
 じ
て
、
神
秘
主
義
の
持
 

-
 
仰
 "
 

つ
 １
世
俗
逃
避
的
な
方
向
性
と
と
も
に
 ｜
 革
命
的
な
あ
る
 い
は
変
革
指
向
的
な
展
開
の
可
能
性
が
注
目
さ
れ
ね
ば
 な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 



二
、
 ミ
ヱ
 ン
ツ
ア
ー
に
と
っ
て
千
年
王
国
的
状
態
の
実
現
 ほ
 、
神
秘
主
義
的
な
信
仰
に
よ
る
救
済
自
体
の
 、
 従
っ
 て
 、
信
仰
自
体
の
普
 

通
約
拡
大
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
こ
 う
 い
っ
た
普
遍
的
な
 
性
格
の
千
年
王
国
の
構
図
が
可
能
と
な
る
根
拠
は
 、
、
、
、
 

ュ
 ン
ツ
ァ
ー
の
神
学
に
 

お
い
て
、
神
秘
主
義
的
信
仰
自
体
の
基
盤
が
持
つ
と
さ
れ
 て
い
る
そ
の
普
遍
的
性
格
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 、
霊
的
な
信
仰
の
基
盤
 

す
る
積
極
的
な
理
解
を
与
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
、
 

が
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
共
通
の
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
 人

間
の
歴
史
形
成
能
力
に
対
す
る
積
極
的
な
理
解
を
導
 

、
ま
た
、
こ
れ
が
現
在
の
変
革
の
根
拠
と
し
て
組
み
込
 ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
 

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
変
革
論
に
お
い
て
は
、
将
来
に
期
待
 さ
れ
る
千
年
王
国
が
 、
 （
古
典
的
千
年
王
国
論
に
お
い
て
 
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
 千
 

牛
王
国
の
）
限
定
的
な
共
同
体
と
し
て
の
閉
鎖
的
 ハ
 
静
的
 口
 な
枠
組
み
を
越
え
て
、
普
遍
的
 
口
 
動
的
 u
 な
 地
平
を
 獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

三
 、
歴
史
全
体
は
、
霊
的
な
信
仰
が
、
そ
の
堕
落
を
克
服
 す
る
こ
と
で
よ
り
完
全
な
形
で
普
遍
的
に
実
現
さ
れ
て
 い
く
過
程
と
し
て
、
 

い
わ
ば
、
「
内
的
な
も
の
」
が
「
外
的
な
も
の
」
と
の
 戦
 い
を
通
じ
て
弁
証
法
的
に
発
展
し
て
い
く
過
程
と
し
て
 理
解
さ
れ
る
。
従
っ
 

て
 、
現
在
の
（
終
末
的
）
変
革
は
 、
 単
な
る
人
類
の
（
 堕
 落
の
 ）
歴
史
の
破
壊
で
は
な
く
、
歴
史
の
新
た
な
る
 発
 展
を
 、
す
な
わ
ち
歴
史
 

の
 最
終
的
な
発
展
段
階
を
導
く
も
の
と
し
て
位
置
付
げ
ら
 れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
神
秘
主
義
的
な
信
仰
は
、
人
間
 の
 救
済
実
現
能
力
に
対
 

@
8
@
 

神
秘
主
義
的
な
救
済
論
は
、
こ
の
よ
う
に
、
人
間
自
身
の
 内
的
自
己
変
革
を
核
と
し
た
能
動
的
な
社
会
変
革
を
導
 く
 可
能
性
を
持
っ
て
 

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
、
後
の
宗
 数
社
会
主
義
的
運
動
の
よ
う
な
近
代
的
な
「
神
の
国
」
 運
動
の
基
盤
と
も
な
る
 

可
能
性
を
ひ
め
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
し
か
し
、
そ
こ
で
 問
題
と
な
る
の
は
、
こ
 う
 い
っ
た
神
秘
主
義
的
救
済
論
 が
 、
そ
の
救
済
の
関
心
 

を
 個
人
の
内
面
に
お
け
る
救
済
過
程
に
集
中
す
る
も
の
で
 あ
り
、
従
っ
て
、
本
来
的
に
、
共
同
体
的
な
次
元
自
体
 を
通
じ
て
の
救
済
に
対
 

す
る
積
極
的
な
視
点
を
欠
い
て
い
る
と
言
 う
 こ
と
で
あ
 @
9
"
 

荻
 。

こ
の
性
格
の
ゆ
え
に
、
信
仰
の
実
践
の
場
を
共
同
体
 的
な
枠
組
み
の
中
で
日
 

学
的
な
社
会
的
行
為
へ
と
結
び
付
け
る
視
点
が
欠
落
し
、
 

そ
こ
で
の
社
会
的
・
経
済
的
な
倫
理
の
形
成
へ
と
向
か
 ぅ
 方
向
性
が
拒
ま
れ
る
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神秘主義と社会変革 

;
 
主
 本

稿
で
の
 ミ
ュ
ソ
 ツ
ア
ー
の
論
文
・
手
紙
・
説
教
の
引
用
は
 

、
全
 て
 円
す
 
0
 
ヨ
 の
の
 
旨
臣
コ
 
紬
の
 
r
,
 
め
も
 
ミ
ニ
 ざ
さ
 
-
 ま
 
さ
 
随
 ㏄
 ふ
隈
弁
本
ふ
 
よ
ま
 
い
 
も
 の
め
れ
さ
ま
 

き
 %
 お
薄
 
き
 。
 

仁
コ
 
㎡
 
0
 
Ⅰ
 ヲ
目
 
㎡
 
い
 
Ⅰ
 
す
 
0
 
耳
く
 0
 
コ
下
の
け
 

-
 木
ロ
 
コ
オ
 
0
 
Ⅱ
の
臣
の
的
 

0
 
四
の
 
す
 
0
 
コ
せ
 
0
 
コ
 の
 屈
ま
耳
目
 鎧
ダ
 0
%
 
（
の
（
の
 

-
0
 

下
い
 ま
㏄
（
以
下
、
本
の
 

レ
 に
略
記
）
 に
 基
づ
き
、
既
に
 
邦
 

訳
 （
 
徳
善
 義
和
 編
 「
宗
教
改
革
著
作
集
 

ヒ
 第
 7
 巻
、
教
 
文
 館
、
一
 
九
八
五
年
）
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
参
考
と
し
、
 

そ
の
ぺ
 ー
 ジ
 な
 （
 -
 

内
に
示
し
た
。
た
だ
し
訳
文
は
基
本
的
に
は
 

拙
訳
に
よ
 る
。
 

ハ
 
略
号
し
 け
い
 
の
 巾
 「
㏄
的
の
（
 

絃
曲
 
三
 %
 の
 
（
・
 

，
 こ
目
上
㌧
 
目
 （
 
円
 
ブ
ラ
 ハ
 
マ
ニ
フ
 ヱ
 ス
ト
ト
）
 

、
ロ
 の
臣
の
宰
の
 

つ
 い
コ
的
 

色
 @
 
お
ア
 
の
ま
 薬
お
 ・
 セ
 。
 
Ⅱ
Ⅱ
の
り
の
 

-
 
局
の
㎏
 
岸
リ
 
ア
 

宙
 ず
の
の
「
Ⅰ
 

0
 
ヴ
 
㏄
の
の
リ
コ
的
の
・
 

P
 
印
け
下
 

!
 玉
モ
 
0
 
「
（
の
ら
 

臼
 （
 
コ
 
ド
イ
ツ
 壺
幅
福
 
土
日
 
ミ
サ
へ
の
序
文
三
（
そ
の
 

1
 ）
）
 
、
 。
 
ロ
 の
巳
の
 

0
 
ゴ
 ・
の
 

づ
ジ
 
コ
 
%
 臼
 @
 
の
 
0
 
オ
の
 
ヲ
 白
の
の
の
の
 

-
 メ
ト
 

0
 
「
Ⅱ
の
 

ヰ
 
の
・
 

，
 

乙
 ぎ
よ
 せ
 0
 
「
お
年
の
い
（
 

ヨ
 
ド
イ
ツ
語
福
音
ミ
サ
へ
の
序
文
 

b
 （
そ
の
 
2
 ）
）
、
，
 

目
 0
 
コ
 年
の
 
コ
 的
の
臼
。
 

ゴ
 （
の
（
の
 

コ
 の
 鯨
岸
す
 
0
 
コ
 ・
 
，
 p
 
り
い
 
ト
 
l
 。
の
 
Q
 
宅
で
っ
ち
上
げ
の
 
信
 

仰
に
つ
い
て
 
ヒ
 
）
 
、
 。
 
憶
 「
 
0
 
富
の
（
 

a
t
 

ざ
コ
 0
 
ヰ
隈
 ロ
こ
 
ざ
 巨
コ
 
9
.
,
 

こ
瞠
 よ
弔
 
Ⅱ
（
 
ヨ
 
信
仰
の
表
明
あ
る
い
は
 
提
 @
=
 

ロ
口
）
。
 

下
 Ⅰ
の
 
-
 
の
窄
品
汁
 い
 い
 
コ
 Ⅰ
。
Ⅱ
の
コ
ロ
コ
 

ヰ
 
。
Ⅰ
 

の
り
 
王
 。
 
目
 し
の
三
四
 

%
.
,
 
）
り
い
年
上
戸
ロ
 

円
 ダ
ニ
エ
ル
 
書
 第
 2
 章
の
講
 
僻
目
）
 
,
 。
く
仁
目
の
的
①
 

年
 Ⅱ
 
目
 。
 
オ
 （
の
 
0
 
コ
片
 
す
 
-
0
 

の
㏄
㏄
 

岸
コ
 
n
.
 
。
 ト
旬
 
㎏
 
幸
 
ル
く
Ⅰ
⑨
（
 

l
 

ヨ
 
ま
や
か
し
の
信
仰
の
あ
 

か
ら
さ
ま
な
 
暴
路
ヒ
 
）
、
，
 
由
 0
 
冬
毛
 宰
 u
r
s
a
c
 

牙
 （
の
の
り
 

下
 Ⅰ
（
 

z
r
 

の
ら
の
・
 

，
 ）
の
 
ぃ
 
年
上
ま
の
 
宙
 き
わ
め
て
や
む
を
 
得
 ざ
る
弁
護
論
 
じ
 、
 ロ
ユ
 
の
め
 
毛
 の
り
 
プ
 の
の
 

-
t
 
け
 「
・
手
紙
 

（
 
1
 ）
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
つ
い
て
の
研
究
 
史
 と
し
て
は
、
 ヱ
 ・
一
 

 
 

オ
 E
@
 
幅
 ・
 
，
 （
 
ト
の
 
Ⅱ
 
ひ
 
）
 @
 
臣
 

づ
き
。
ま
い
 

わ
ノ
 
や
ま
 
笘
叶
 
N
 
も
 
マ
 
・
 す
 Ⅱ
の
 

m
.
 

せ
 0
 
二
戸
・
下
コ
の
の
の
 

コ
 ・
 由
 ・
１
日
の
 

0
 
の
 
笘
 s
.
 
ロ
の
 
「
 
ヨ
の
 
（
 
い
 
ま
・
 る
お
，
 （
以
下
 T
M
 
に
略
記
）
 
、
 け
り
㊧
 
ま
 
及
び
、
田
中
夏
 

造
円
 ト
ー
マ
ス
：
 く
ュ
ソ
 ツ
ァ
ー
（
革
命
の
神
学
と
そ
の
周
辺
 

L
 
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
四
年
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
 

行
論
、
 ミ
ユ
 ン
ツ
ア
 

も
め
 

｜
 ャ
カ
軋
 

像
の
変
遷
」
を
参
照
。
ま
た
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
終
末
論
的
 

ミ
ま
 

a
t
@
o
n
:
 

づ
 ・
 ミ
む
 
巳
 お
 q
,
 
の
む
（
（
 

ぎ
お
丑
ト
の
 

「
の
 
@
 の
 

 
 

 
 

 
 

や
 っ
 
o
 
オ
 a
-
 
Ⅱ
 つ
 
目
打
 円
 乙
む
 
コ
 （
 
N
 
目
の
 

u
.
 

ヒ
ロ
（
 

オ
の
 
～
の
 
や
ヴ
 
s
a
 

㎎
の
り
ロ
耳
 

鰍
 ㏄
の
珪
の
Ⅰ
 

コ
 「
の
 
づ
 0
-
 

年
 ヱ
 0
 
コ
 。
（
（
の
印
の
・
㏄
の
「
 

由
 二
）
・
 

ぎ
 ド
 ニ
 二
の
・
 
宮
 ぎ
 。
 
P
 
 
。
 
づ
 ・
 ミ
ぎ
 

 
 

お
の
「
注
の
日
 

ゴ
の
 
0
-
0
 

ユ
 0
 目
め
の
 
Q
 簗
ざ
ゴ
あ
 
・
 
，
 （
）
の
㍉
 

い
 
）
 ぎ
月
 三
・
一
 

オ
 ・
の
 
0
 
す
毛
の
「
 

ダ
田
 り
に
 

Q
b
o
 

か
 
Q
@
 

セ
も
 
～
 
@
 
め
も
あ
 

南
 づ
か
 
n
o
-
0
 

ぬ
 @
 
ぬ
づ
 ・
 コ
ら
隠
 

き
 @
N
 

氏
 
ベ
 
㏄
 ミ
 
お
 
%
 態
も
べ
 

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神
秘
主
義
的
な
救
済
論
は
、
持
続
的
 な
 社
会
改
革
運
動
へ
と
結
実
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
 、
 
く
ュ
ソ
 ツ
ア
ー
の
千
年
 

王
国
論
的
な
変
革
論
に
お
け
る
よ
 う
 に
、
激
動
の
時
代
に
 め
げ
る
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
の
革
命
論
を
導
く
 ほ
 と
ど
ま
る
と
い
え
よ
 

ぅ
 。
こ
の
点
に
、
神
秘
主
義
的
救
済
論
の
、
歴
史
社
会
の
 変
革
力
と
し
て
の
可
能
性
に
と
っ
て
の
一
つ
の
大
き
な
 試
金
石
が
あ
る
と
考
え
 

-
 
㏄
 -
 

ら
れ
る
。
 



づ
 Ⅰ
 卜
 Q
*
 
㌔
 ぬ
 n
.
 円
 由
江
 コ
 的
の
ヨ
ト
の
ロ
メ
一
寸
ス
・
の
（
 

0
 の
の
 

N
.
 

ト
 ～
～
寸
ぃ
Ⅰ
 

可
ミ
 
さ
 Q
a
 
～
 
@
0
 
さ
め
 母
 
ら
さ
 驚
 Q
b
 
～
 
@
 め
蓋
卜
簗
 9
Q
 
セ
母
ソ
き
薄
ぉ
 ～
 
N
n
 
ぺ
 -
 由
 む
ぉ
 
の
 む
へ
 
ま
寺
 Q
s
 
臣
 

 
  

 

由
 Q
 ）
 
@
@
@
@
 

由
ま
，
之
 ゾ
そ
 ぺ
 0
 「
 @
@
 
・
 %
 ミ
 

（
 2
 ）
こ
の
様
な
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
立
 
@
 ・
の
 0
 の
（
（
 
ド
の
 研
究
で
あ
る
。
彼
は
 、
ス
 ・
 
由
 0
 由
 （
Ⅰ
Ⅰ
（
 

ゴ
の
 
～
 庄
コ
宙
 ㏄
 り
す
毛
 
リ
 Ⅱ
 日
 0
 コ
円
 む
ま
 コ
的
 
0
 コ
・
 
犯
 

お
 ㌶
）
が
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
神
秘
主
義
的
思
考
と
終
末
論
的
 ｜
 黙
示
録
的
な
思
考
と
の
間
の
矛
盾
を
強
調
す
る
（
の
・
 

4
6
2
f
 

）
の
を
 批
判
し
、
ミ
ュ
ン
 

ツ
ァ
ー
の
神
秘
主
義
的
思
考
と
終
末
論
的
 ｜
 黙
示
録
的
な
思
考
 と
の
結
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
導
い
て
い
る
も
の
自
体
が
神
秘
主
 義
的
 思
考
で
あ
る
 

と
し
て
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
思
考
全
体
に
お
け
る
神
秘
主
義
的
 思
考
の
圧
倒
的
な
主
導
性
を
主
張
す
る
。
（
車
中
 00
 

の
～
（
 

z
-
,
 
ロ
の
 Ⅱ
 富
せ
降
日
 耳
目
 ぎ
 

片
ヨ
 
ぎ
日
ョ
ミ
 ・
 
，
 （
）
の
 

ま
 ）
 ぎ
 
円
目
（
以
下
 
G
 ｜
 M
 
に
略
記
 ）
の
・
 丼
 ㏄
 卜
｜
 ㏄
が
し
の
Ⅰ
の
：
Ⅱ
さ
さ
 

雨
 Ⅰ
 い
 ま
さ
 
笘
 Ⅰ
 き
 め
り
も
Ⅰ
も
 

0
 ド
薄
お
 
ミ
 %
 吋
 @
 ミ
亀
 Q
s
 づ
か
 
Q
Q
 
～
 
お
ぎ
 

ヨ
襄
桧
 %
 ら
 
簿
 @
 
）
（
 
べ
の
 
「
の
 
，
目
ぎ
臼
 ・
 %
 ミ
（
以
下
午
（
に
略
記
）
 卯
 
）
㏄
 
い
目
 
・
一
口
の
お
：
日
す
 

0
 ヨ
 の
の
目
安
 
コ
 蒔
の
「
・
 
コ
 
ハ
ヒ
 
簗
連
ぬ
 
「
Ⅰ
 
ト
で
 
も
 ト
ぬ
 
せ
も
 ～
 
@
 
か
氏
ャ
 

Ⅰ
 再
め
 
e
Q
 
～
 
ま
 

～
～
も
さ
や
・
 

ミ
む
目
ゴ
 0
 コ
・
 
ロ
の
 
0
 ア
，
ト
の
き
 
・
 
0
.
 
卜
さ
申
 ・
）
・
他
に
ミ
ュ
ン
 ッ
 ァ
 ー
の
神
秘
主
義
的
な
思
考
に
関
す
る
考
察
と
し
て
は
、
の
・
 

口
 o
q
 
?
 
Q
 
㌻
 寮
 ・
 可
 @
 
の
 
の
め
さ
 

悪
ミ
毘
 
%
 安
札
ま
さ
的
す
 

め
 ～
 づ
ト
っ
 
き
ら
め
 ミ
へ
簿
ぉ
 

㌃
 ぬ
 へ
ま
ま
 
下
マ
 Ⅰ
 さ
 さ
安
さ
に
 ま
き
 き
め
 ：
甲
田
 品
 の
 戸
 
）
 
貌
だ
 
0
 。
 き
 。
 ，
 ～
・
 
寒
 遠
洋
洋
 ま
 
Ⅰ
 き
も
 @
 
め
肋
雨
 

養
ニ
Ⅰ
 0
 臣
年
 
0
 コ
，
 

）
の
～
㏄
 
口
 ・
～
ー
 お
 
（
以
下
目
し
に
略
記
）
を
見
よ
。
 

（
 3
 ）
 
出
 ・
 
巾
 0
0
 
す
ヨ
 の
 1
.
,
 
づ
 ・
 
ン
 ミ
 
E
 。
二
ヰ
 

N
e
 
Ⅱ
 屈
コ
 
Ⅰ
隼
の
の
）
 
由
コ
 
的
の
目
 

e
 年
 e
 岸
 （
の
 
0
 三
が
 コ
 &
.
,
 
ぎ
 
Q
 め
め
い
 

ま
ま
隠
に
卜
ま
 い
ぬ
 ～
 
め
ぬ
 
・
 Q
0
 
（
 
す
ヂ
 Ⅰ
の
㏄
Ⅱ
 
の
 ・
い
つ
の
 

帝
 

P
 目
銭
 0
 コ
 -
 ：
 P
o
.
-
 
ひ
 
ひ
 下
 ～
 聴
 ・
彼
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
を
一
般
 的
な
意
味
で
。
キ
 ロ
 0
 ぎ
 守
宮
田
 浅
 ，
 と
 言
え
な
い
と
し
て
ミ
ュ
ン
 ツ
ァ
ー
の
黙
示
録
 

的
な
思
想
の
特
殊
性
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
場
 ム
ロ
 
に
は
、
こ
の
特
殊
性
が
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
神
学
に
お
け
る
「
 刈
り
入
れ
」
、
「
 背
神
 

者
の
抹
殺
」
い
っ
た
要
素
の
 、
 他
の
黙
示
録
的
主
題
（
 パ
ル
｜
 
シ
ア
、
千
年
王
国
等
）
に
対
す
る
圧
倒
的
な
優
位
性
と
い
っ
た
 立
 思
 味
か
ら
語
ら
れ
て
 

お
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
は
、
本
稿
が
注
目
す
る
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
 の
 変
革
論
の
特
殊
性
と
は
観
点
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
（
 
m
.
 
ま
 ）
 

（
 4
 ）
 
0
.
 

ワ
ミ
 

ド
 「
 0
 口
・
 

p
.
p
.
O
.
.
 

の
・
 

ひ
 白
の
（
：
 
勺
 ・
 
ヒ
ぃ
戸
 a
.
p
.
O
 

：
の
 

ひ
め
 
・
こ
れ
に
、
 才
 ・
の
 
0
 け
 三
寸
心
 ま
悪
驚
母
 
%
 安
き
 ミ
 き
～
ま
き
（
 

技
 。
 ま
 の
の
 
宙
ゆ
 コ
ミ
 0
 ポ
ロ
 
ヰ
コ
巨
 
。
Ⅰ
 

0
%
 
ぎ
一
 
0
 コ
 ）
 ，
ロ
の
 
Ⅱ
㎏
 0
 メ
ト
 
。
片
口
 
C
 コ
 @
 
づ
の
 
Ⅰ
の
 
ご
 Ⅱ
 勺
 Ⅱ
の
の
 

0
.
 

宕
 。
 毛
ぺ
 。
Ⅱ
 
ギ
 ，
ワ
 ㌧
㏄
 
鋼
ヰ
ノ
こ
 
た
れ
に
 
叫
刊
 
し
て
、
 日
 
㍗
 s
c
 
ゴ
鴇
銭
 む
は
 、
タ
 ボ
ル
 脆
林
レ
し
 

ミ
ニ
ン
ツ
ァ
 
l
 と
 

の
 思
想
的
な
類
似
性
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
ま
た
同
時
に
 、
両
 者
の
相
違
に
も
注
目
し
て
い
る
。
 

宙
 ・
 
p
.
O
.
.
 

の
～
の
 

宇
 ）
ま
た
こ
の
 
点
 に
つ
い
て
は
 
本
 

補
注
（
 き
 ）
を
見
 よ
 。
 

（
 5
 ）
 
木
 Q
p
.
 ㌧
 ミ
 ・
の
・
 
&
0
 
の
・
 
N
 の
 l
 （
 
っ
 ・
）
は
 

め
 
）
他
に
木
の
 p
-
 つ
 ま
 ・
卯
の
 0
 ）
。
 ふ
｜
 （
 
口
 ・
）
の
（
）
「
 

羊
 達
は
、
彼
等
が
 、
 神
の
生
き
た
 声
 （
 
宙
セ
 
。
す
 け
 。
 コ
年
 
俺
の
臣
 

の
 （
 
@
 ョ
 の
の
。
 打
 ）
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
知
ら
な
い
 。
し
か
し
、
 
ョ
ヱ
 ル
書
第
三
章
、
詩
篇
六
八
に
お
け
る
ダ
ビ
デ
 ハ
 
ツ
 祈
り
が
舌
口
っ
て
Ⅱ
 
リ
 

る
 よ
 う
 に
、
彼
等
は
全
て
啓
示
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
 あ
る
。
」
 

（
 6
 ）
木
の
 レ
 ，
 下
 0
.
0
.
 
き
 0
,
 ）
こ
の
 他
 
「
魂
の
根
底
（
㏄
 ヴ
 ㏄
「
 
岸
 コ
年
年
 
浅
 
お
の
す
こ
」
と
い
う
語
は
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
論
文
、
書
簡
 
、
説
教
の
随
所
に
お
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（
 M
 ）
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
 
臼
 ド
イ
ツ
語
福
音
ミ
サ
の
序
文
目
に
 お
い
て
、
現
在
に
至
る
教
会
の
腐
敗
の
原
因
の
一
 つ
を
 ラ
テ
ン
 五
 巾
に
よ
 る
魔
術
師
的
な
 

 
 

 
 

説
教
や
ミ
サ
に
よ
る
も
の
と
考
え
、
こ
れ
が
人
々
を
正
し
い
 信
 仰
か
ら
遠
ざ
け
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
 説
 教
や
 ミ
サ
を
ド
イ
ツ
 

語
 で
行
 う
 こ
と
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ヌ
 Q
 卸
 ・
 せ
 。
 ハ
亡
 
の
隼
の
め
。
㏄
・
 

窯
こ
 。
 ミ
｜
一
 
@
 り
 
こ
 
@
 こ
ミ
ュ
ソ
 ツ
ア
ー
は
 、
こ
 @
 
」
で
、
ド
イ
ッ
語
に
 

獅
 

よ
る
正
し
い
ミ
サ
が
人
々
に
 、
 
真
の
信
仰
の
「
よ
り
多
く
の
 模
 範
 」
を
示
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
ド
イ
ッ
 語
 で
 歌
い
説
教
を
し
て
 

人
々
を
キ
リ
ス
ト
と
似
た
形
に
に
な
る
よ
う
に
導
く
」
こ
と
に
 教
会
の
正
し
い
司
牧
的
機
能
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
（
木
の
下
 
，
せ
 0
q
 

「
の
年
の
）
 

，
の
 

ト
の
ド
 

・
 ト
の
白
 

）
 

（
 蝸
 ）
 
由
 ・
Ⅰ
 

0
0
 

の
「
（
 

ド
は
、
の
 ・
 巾
 0
 ヨ
守
・
 

p
.
O
.
 

）
を
批
判
し
て
 、
神
秘
主
義
に
お
け
る
よ
う
な
「
魂
の
根
底
」
に
既
に
与
え
ら
 れ
て
い
る
本
源
的
な
 

神
と
人
間
と
の
同
一
性
を
前
提
と
し
な
い
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
解
釈
 を
も
否
定
し
て
い
る
。
（
の
・
 -
-
 ダ
注
 ）
 

（
 巧
 ）
木
の
 レ
 ・
馬
ま
 -
0
.
 
お
の
。
 ら
 。
「
神
の
畏
れ
の
 霊
 
（
 
&
 の
 「
の
の
 
セ
 タ
ロ
 の
 ャ
 ～
 
0
 ぺ
の
オ
 
（
 0
0
 
宙
 」
あ
る
い
は
そ
の
働
 
き
掛
 げ
に
よ
っ
て
 明
確
と
な
る
「
神
の
 

畏
れ
（
Ⅱ
 0
 （
 り
オ
 
（
 Q
0
 
ま
 の
）
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
木
の
 
レ
 ・
戸
口
，
 の
 ・
 ド
下
ひ
 

Ⅱ
 

（
 け
 ）
木
の
下
・
オ
ロ
・
 m
.
2
 

の
）
，
 

1
1
1
 

（
 
ロ
 ・
ミ
ミ
・
）
 

（
㎎
）
こ
の
苦
悩
は
ま
た
、
神
が
人
間
の
信
仰
を
試
す
た
め
に
 人
間
に
与
え
る
「
信
仰
の
た
め
試
練
宝
石
 
ぃ
コ
 
坑
の
の
 

下
 （
 
岸
コ
 
の
の
 片
 ㏄
 め
団
 ㌍
 ヴ
の
コ
 
の
）
木
の
卜
 

中
ミ
・
の
も
 9
 。
 馬
 １
お
」
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
 
試
 練
 に
耐
え
よ
う
と
し
な
い
人
々
の
信
仰
を
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
は
 、
 「
試
練
を
知
ら
な
い
 

（
二
コ
 
づ
 心
の
 

E
n
 

巨
 ）
本
の
中
・
ナ
ロ
・
の
㏄
 お
 。
㍉
」
信
仰
と
呼
ぶ
。
他
 に
木
の
 ト
 ・
の
 

G
.
 

め
が
の
㎏
～
の
。
 

ミ
ト
 
を
見
よ
。
 

（
 杓
 ）
「
魂
の
根
底
の
Ⅰ
開
示
に
つ
い
て
は
、
特
に
 パ
 0
 ト
 ・
 巾
目
 ・
の
め
 ぎ
 。
 丁
 （
 
p
 の
や
）
。
紳
も
の
 
0
 。
）
の
 

l
G
.
 

乙
 ）
及
び
 
木
 0
 下
 ・
中
ロ
・
の
・
㏄
。
 

9
 ㏄
）
 
｜
 

a
.
 

）
か
 

い
 ）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

甲
白
 
Q
o
 
の
 q
S
 は
 、
レ
 ・
 オ
む
 田
 
（
も
谷
田
ぎ
も
ま
め
 

め
簿
雨
 
「
 ノ
 
ハ
ヒ
 
の
 
ま
や
Ⅰ
 
ゑ
い
ぬ
ま
ト
ぬ
き
 
ま
さ
荘
内
 
き
ミ
 沌
も
や
 

～
 
求
ミ
下
簿
 
も
め
Ⅰ
安
さ
心
心
さ
 

い
 ま
～
 
キ
め
 
「
・
 
ミ
蓮
目
お
 ，
お
き
）
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
「
神
秘
主
 

義
 的
な
思
考
形
態
は
、
神
秘
主
義
的
な
体
験
を
通
じ
て
示
さ
れ
 る
も
の
で
あ
り
、
 
神
 

と
人
間
と
の
関
係
を
神
の
人
間
と
の
究
極
的
な
一
体
性
か
ら
 理
 解
す
る
認
識
形
態
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
 よ
う
な
本
源
的
一
体
 

性
 
（
 ヨ
臼
 「
 オ
コ
ゆ
コ
 

の
 オ
 の
白
目
の
 @
 
（
）
を
神
秘
主
義
的
思
考
の
神
学
 

的
な
始
点
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
人
間
が
こ
の
様
な
一
体
性
を
 喪
失
し
て
い
る
と
い
 

ぅ
 認
識
に
神
秘
主
義
的
思
考
の
司
牧
的
な
始
点
を
見
る
。
し
た
 が
っ
て
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
始
点
を
共
に
理
解
す
る
と
，
 
」
ろ
に
、
神
秘
主
義
 

に
お
け
る
魂
の
神
か
ら
の
下
降
と
、
神
へ
の
上
昇
と
い
う
主
題
 が
 理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

コ
 ・
Ⅰ
の
 0
 の
Ⅱ
（
 

ド
 は
こ
の
二
つ
の
始
点
 が
 ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
 

の
 思
考
形
態
の
中
で
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
中
世
神
秘
主
 義
が
ミ
ュ
ソ
 
ツ
ァ
ー
の
神
学
の
不
動
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
 
主
張
す
る
の
で
あ
 

る
 。
（
 ネ
由
 Ⅰ
ハ
り
 
o
 簗
 G
 
ハ
 
Ⅱ
七
の
の
め
 田
 
（
・
）
な
お
 
く
へ
ュ
 
ン
ツ
ァ
ー
 
に
お
け
る
神
秘
主
義
の
司
牧
的
視
点
は
 、
、
、
、
ュ
 
ン
ツ
ァ
ー
の
 
次
 ぎ
の
一
節
に
示
さ
 

れ
て
い
る
。
「
人
間
は
神
か
ら
被
造
物
に
堕
落
し
て
い
る
の
で
 人
 間
が
 
（
信
仰
を
損
な
っ
て
）
神
 
よ
 り
も
被
造
物
を
畏
れ
る
と
 い
 5
 こ
と
は
、
全
く
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こ
の
う
ち
 
タ
 ボ
ル
派
に
つ
い
て
は
、
千
年
王
国
論
に
基
づ
く
そ
 の
 過
激
な
破
壊
活
動
の
展
開
と
い
う
点
に
お
い
て
、
 

ミ
ム
 ン
ツ
ァ
 １
 0
 変
革
活
動
 

 
 

 
 

と
の
類
似
性
が
、
こ
れ
ま
で
の
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
研
究
に
お
い
て
 し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
ぎ
て
い
る
。
し
か
し
、
 

タ
 ボ
ル
派
に
っ
 
い
 て
は
そ
の
多
様
な
 

変
革
観
を
示
す
資
料
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
特
定
の
場
所
へ
の
 集
 佳
と
他
の
都
市
の
破
壊
の
呼
び
掛
け
、
キ
リ
ス
ト
本
人
の
再
 
臨
 、
甦
っ
た
殉
教
者
 

棚
 

と
と
も
に
享
受
さ
れ
る
楽
園
的
な
千
年
王
国
等
を
示
す
も
の
が
 あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
 

タ
 ボ
ル
派
の
連
動
が
、
ミ
ュ
 

ソ
 ツ
ア
 l
 の
 変
革
思
想
に
お
 

げ
る
の
と
同
様
の
能
動
的
な
歴
史
変
革
意
識
に
支
え
ら
れ
て
 ぃ
 る
と
は
考
え
難
い
。
こ
の
意
味
か
ら
、
ミ
ュ
ソ
ッ
プ
 一
と
タ
ボ
ル
 
派
の
変
革
思
想
 及
 

び
そ
の
関
係
の
考
察
に
お
い
て
は
、
神
の
審
判
と
し
て
の
 背
神
 者
に
対
す
る
破
壊
活
動
と
い
う
点
に
お
け
る
両
者
の
共
通
性
と
 と
も
に
、
ま
た
、
 
両
 

者
の
相
違
点
も
十
分
に
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
 る
 。
 タ
 ボ
ル
派
の
変
革
観
の
多
様
性
、
及
び
、
こ
れ
と
ミ
ュ
ン
 ツ
ァ
ー
の
変
革
 
観
と
 

の
 相
違
点
に
つ
い
て
は
、
特
に
勾
の
 
c
h
 
毛
ド
 （
 z
 。
 p
.
p
.
O
.
 

を
 参
 照
 。
 

（
㏄
）
 オ
 ・
㏄
。
二
毛
 

き
い
 も
 タ
 ボ
ル
派
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
本
人
 の
 再
臨
へ
の
期
待
と
の
対
比
に
お
い
て
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
 
る
 。
 力
 ・
㏄
 
り
 二
毛
の
 

q
N
 

。
 

P
.
p
.
 

ハ
リ
・
・
白
の
Ⅱ
 

（
 頷
 ）
以
上
の
よ
う
な
区
別
の
う
ち
、
特
に
、
古
典
的
な
千
年
 
王
国
論
と
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
能
動
的
な
千
年
王
国
論
に
つ
い
て
の
 区
別
は
、
一
般
に
知
 

ら
れ
て
い
る
 
巾
 Ⅰ
の
ヨ
ぎ
 
呂
 ま
田
ず
 ョ
と
巾
 0
 降
ョ
ヨ
亀
臣
ぃ
ヱ
 の
 ヨ
 
と
い
う
区
分
と
非
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 -
 
刑
 者
は
、
古
典
的
な
 

キ
リ
ス
ト
教
初
期
の
千
年
王
国
論
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
 ス
ト
本
人
の
再
臨
に
よ
る
千
年
王
国
の
開
始
と
、
ま
た
ギ
リ
ス
ト
 本
人
の
地
上
で
の
 

支
配
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
、
黙
示
 録
 に
お
け
る
よ
う
な
劇
的
で
突
然
の
千
年
王
国
の
開
始
を
期
待
 せ
ず
、
福
音
の
説
教
 

に
よ
っ
て
 、
 人
々
の
心
の
中
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
支
配
が
普
 通
化
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
千
年
王
国
の
実
現
を
考
え
る
も
の
で
 あ
り
、
こ
の
場
合
 

に
 キ
リ
ス
ト
本
人
の
再
臨
は
、
こ
の
千
年
王
国
の
終
了
時
に
 、
 従
っ
て
歴
史
の
終
焉
時
に
 、
 全
て
の
義
人
及
び
 背
神
 者
の
復
活
と
 最
後
の
審
判
と
 伴
 

に
 期
待
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
性
格
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
 

下
 「
の
 
ョ
 ま
籠
 三
生
ア
ヨ
と
古
典
的
な
千
年
王
国
論
、
㌧
。
 

降
邑
 -
-
 

の
コ
田
ぃ
コ
 

の
 目
と
ミ
ニ
ソ
ッ
プ
 

一
の
能
動
的
な
千
年
王
国
論
、
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
類
似
 性
 は
か
 な
り
明
確
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
区
別
は
 、
 主
に
現
代
に
お
 

け
る
千
年
王
国
論
の
展
開
に
視
点
を
置
い
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
 が
 強
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
考
察
で
の
区
別
と
 の
 関
係
に
つ
い
て
は
 

慎
重
な
扱
い
を
要
す
る
と
言
え
よ
う
 
弔
 お
ヨ
 ぎ
 宝
田
ぃ
 コ
 の
 日
と
 
㌧
 0
 二
日
ぎ
の
 口
田
 p
-
@
 

の
日
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
 ミ
 ・
 ロ
 Ⅱ
 @
n
 
ガ
の
 
。
 目
 -
 い
 つ
 さ
ト
 
も
 ま
 ㌧
 っ
ド
さ
ド
せ
 

0
p
t
@
o
n
 

め
ぎ
 

目
め
卜
 
き
さ
～
 

っ
 ～
 
つ
吋
卜
卜
め
 ～
 
ま
も
ヒ
 
。
 
卜
 ～
 ぎ
寒
 ～
 
-
 
～
 
ぬ
 n
n
 

～
ま
ま
・
 

由
 の
ギ
 
の
（
 援
 0
0
 

村
立
 

o
E
 

お
 ・
）
の
Ⅰ
 

づ
 ・
 づ
 ・
の
の
 

l
 ）
 
0
9
 

及
び
 

づ
蕊
 。
 ぎ
な
ぬ
お
 ぬ
ち
～
 

ぬ
さ
楢
 
ま
る
黒
き
 ミ
 

い
 の
 
@
 
（
 目
コ
 
。
し
こ
の
 

メ
ヰ
ペ
 
0
 「
 ガ
，
 ）
の
 
臼
 Ⅰ
 ，
の
 
@
@
@
@
-
@
a
 

の
 口
口
 

丼
 
の
，
 ㏄
・
 弍
 
、
 
い
の
（
Ⅱ
 

一
 
-
.
 
を
 参
照
。
 

（
㌍
）
木
の
 レ
，
 レ
ロ
・
 縛
め
ま
 。
 め
宇
 

（
㏄
）
 木
 Q
 ト
 ・
戸
ロ
 ，
卯
 
㏄
 ト
ひ
 
。
 P
 
銅
 l
 ～
の
（
 

ワ
 ㏄
の
）
。
宙
の
「
の
 

c
 ガ
降
宙
 コ
 ：
・
 
"
 つ
つ
コ
キ
 
。
村
す
。
ヨ
ロ
の
の
守
の
い
㏄
（
 

@
 ト
む
 
）
の
 ウ
的
 
（
・
）
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キ
キ
 
の
 0
 の
「
に
（
の
。
 

ナ
 P
 
に
 u
 。
の
ま
 ，
 の
お
 目
 ・
）
は
、
あ
く
 ま
で
内
的
な
「
キ
リ
ス
ト
と
の
同
一
 

像
 化
」
が
外
的
な
変
革
を
 導
く
点
を
強
調
し
て
 

 
 

 
 

い
ろ
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
変
革
の
 一
 ち
の
方
向
性
は
、
統
一
的
 に
 捉
え
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
内
的
な
変
革
が
 、
 外
的
な
変
革
を
導
 

き
 、
そ
し
て
外
的
な
変
革
に
よ
っ
て
さ
ら
に
内
的
な
変
革
が
拡
 太
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
に
お
い
て
前
者
 の
方
向
性
空
ホ
す
も
 
狐
 

の
と
し
て
は
、
 
木
 Q
 ト
 ・
 巾
 q
.
 
お
 。
 こ
滞
 。
 串
 Ⅰ
㏄
の
 
0
 田
ぃ
 q
 。
の
下
り
 ダ
パ
 男
十
 Ⅱの
・
の
 
ひ
 き
・
そ
し
て
後
者
の
方
向
を
示
す
の
も
の
 と
し
て
は
木
の
下
。
 

㏄
Ⅰ
 銅
 P
 ）
の
 
い
 &
 。
Ⅱ
Ⅰ
）
の
。
の
 

下
 ）
）
。
 
ホ
 の
中
・
㏄
Ⅱ
Ⅱ
 
9
 
）
 
印
い
 
P
 
俺
 Ⅰ
 ぎ
 
0
 円
ま
 。
の
も
 鱒
 ・
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
 イ
 
し
け
 
休
 、
本
・
 こ
サ
 
の
Ⅰ
 
ダ
 

づ
 ・
 寒
 悪
さ
 

-
z
 

㏄
Ⅰ
も
 

0
%
 由
 @
 
心
心
さ
ま
さ
さ
ま
さ
 

笘
穏
 -
 
良
馬
Ⅰ
 

め
も
べ
ど
へ
タ
向
 

Ⅱ
 
ぃ
コ
オ
 
目
ユ
ぃ
ヨ
匡
 己
身
下
手
の
 コ
ピ
ヨ
 -
 の
 
）
の
の
 

h
.
 

を
見
よ
。
 

（
 悠
 ）
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ル
タ
ー
を
批
判
し
て
 
ミ
ュ
 ン
ツ
ァ
ー
が
一
五
二
二
年
の
三
月
に
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
宛
て
た
 次
の
手
紙
が
あ
げ
ら
れ
 

る
 。
「
し
か
し
私
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
君
た
ち
を
非
難
す
る
。
 

す
な
ね
 
ち
、
君
達
は
も
の
を
言
わ
ぬ
神
を
拝
み
、
ま
た
、
 無
 知
 の
ゆ
え
に
・
・
・
…
 

主
 

の
 知
識
が
最
も
十
全
に
開
示
さ
れ
る
将
来
の
教
会
を
も
否
定
す
 る
の
で
あ
る
。
君
達
の
こ
の
誤
り
は
、
一
重
に
君
達
の
無
知
に
記
 因
 し
て
い
る
。
 
聖
 

 
 

な
く
、
神
の
口
よ
り
生
ず
る
舌
口
葉
の
全
て
に
お
い
て
生
き
る
の
 

で
あ
る
。
 ヒ
 （
第
五
 モ
 

｜
ゼ
書
 第
八
章
の
三
、
マ
タ
イ
第
四
章
の
四
 、
 ル
力
第
四
章
の
 
四
）
聖
書
の
外
な
る
文
字
か
ら
で
な
く
、
神
の
生
き
た
口
か
ら
 生
 ず
る
言
葉
に
注
目
 

せ
よ
。
」
木
の
卜
・
㎏
「
・
㏄
 

P
 。
）
 ひ
 ㏄
 N
 。
㏄
Ⅰ
 
い
 q
 。
の
㏄
㏄
 0
 。
 ウ
 1
,
 
）
 い
 

（
 何
 ）
 
木
 G
A
.
 巾
口
 ・
 の
 の
。
の
・
 
2
 の
 0
 。
）
 ヱ
の
 （
 
づ
 ・
の
 
0
 ）
 

（
 巧
 ）
こ
の
様
な
歴
史
上
の
変
革
局
面
に
つ
い
て
の
ミ
ュ
ン
 
ツ
 ァ
 ー
の
理
解
に
関
し
て
は
、
 

コ
 ア
キ
ム
（
 よ
注
 
（
 如
 ）
）
の
歴
史
 観
 と
の
そ
の
思
想
的
 

な
 類
似
性
が
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

下
キ
 Q
0
 

の
「
 

t
N
 

は
 、
後
 者
の
変
革
観
の
受
動
性
と
連
屈
性
な
仙
洞
 し
 、
こ
れ
に
ミ
ュ
ン
 ツ
ァ
ー
の
変
革
の
能
 

動
 性
を
対
比
し
て
い
る
。
し
か
し
、
 

ョ
ア
 キ
ム
の
歴
史
観
に
お
 げ
る
変
革
の
時
代
は
、
 

G
.
 

「
の
目
に
よ
っ
て
「
非
連
続
の
底
に
 

あ
る
連
続
」
（
 b
@
Q
 

～
 
@
o
x
 

Ⅰ
「
セ
キ
 き
馬
 き
め
～
も
さ
 
Q
 
ヰ
 こ
き
 拝
っ
 ・
の
 
ミ
 ・
）
と
表
現
さ
れ
 る
 よ
 う
 に
、
歴
史
の
連
続
 牲
 と
断
続
 性
 と
の
双
方
を
底
に
含
む
 も
の
で
あ
る
と
考
え
 

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
再
考
が
必
要
と
な
ろ
 う
 "
 
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
に
 ミ
 ・
 オ
 の
の
 
セ
 の
の
・
 
P
 ザ
 O
 
（
 
ド
の
 
㍉
 ひ
 ）
。
 づ
 ・
㏄
の
 
円
 
@
 

を
 見
ょ
。
 

（
 蝸
 ）
 
木
 G
A
.
 下
め
 ・
の
・
の
）
 

0
,
2
0
 

１
 の
 ）
）
。
～
の
（
 

づ
 ・
 1
 か
肚
１
 
）
臣
の
）
 

（
 蛆
 ）
ま
た
、
 
け
 
o
N
 
ヨ
の
 且
は
こ
う
い
っ
た
神
秘
主
義
の
持
つ
 
「
反
抗
の
素
材
」
が
、
中
世
末
期
か
ら
宗
教
改
革
の
時
代
に
か
け
 

て
の
多
く
の
思
想
家
 

に
お
い
て
活
性
化
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
（
目
口
 

や
 ）
 
ひ
 ～
・
）
 
ま
 た
 、
 由
 ・
Ⅰ
 

0
0
 

の
「
（
 

z
 は
、
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
の
神
学
に
お
い
て
は
 、
内
的
変
革
が
人
 

間
の
魂
に
お
け
る
罪
の
支
配
を
打
砕
く
神
の
革
命
的
な
働
 き
掛
 け
 へ
の
人
間
の
協
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
と
同
様
の
形
で
、
 

ま
 た
 外
的
変
革
が
導
 

か
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
に
、
 

、
、
、
ュ
 

ン
ツ
ァ
ー
の
変
革
論
に
お
け
る
 内
 
・
外
面
・
変
革
を
貫
く
論
理
と
し
て
、
人
間
の
神
と
の
 コ
共
 働
 （
 
n
o
o
 

ロ
の
 
q
p
 
ヱ
 o
 ）
」
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若
 き
へ
｜
 ゲ
ル
の
 思
 素
の
歩
み
は
、
近
代
と
の
苦
闘
 と
 捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
「
近
代
」
は
 、
狭
 く
 捉
え
れ
ば
、
 

ド
ィ
 

  

若 
き 
へ 

  
ゲ 
」 し 

の 
古 

示教、 

そ 
の 
時 
代 
ィ生 

を 
手 
が 

か 
@ 
1 

(211) 

    
キ価 性 性の的 判 「 論     の 代 意図 ピ 、 う。 ものと は、強 を強め して現 める。 ュ 的、伝 判の近 求めて   

ィ で は 向い も キ 意の若 スム は な ど " あ で るそリ義 もれ ス を かき " へ 

ス、     
ヤ 開 あ かに数値 聖教     
ビ 契 れ精の ょ 哲へ 
  機 変 神 も っ 学 l 

と やは の て に ゲ 
し 美相と の 向 か 
て の反 しみ かの 
捉 世 すて 形 ぅ 近 

え ょ 昇るの へ二 みさ 成 の か 代 」 

ぅ 逃 方でれ を と 

と れ向はた 究の 
す る性な も 明達   
ぎ です ヤ も 仁人六口 

中 何なる へ一ゲ ある。 一 る 。 コ ビ ー 力し よ、。 て若 ぎ 

か しつに そ へ も 

の かは 伐 れ     
島 

姿 も反 表は ゲ で 
勢 こ 省 さ ピ ル あ 秀 は 今 二 のに よる れヱ テ の 「 の る 

生母   
荷 方 個 清 ム 」 彼 
評 同朋 神ス 批が 

若
き
へ
 ｜
 ゲ
ル
と
近
代
 の 
m- 一 口 一 一 

仰 



ッ
の
 一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
 啓
 豪
的
精
神
が
ム
コ
 
顕
 し
て
ぎ
た
時
代
を
言
 う
 。
更
に
限
定
 す
れ
ば
、
 へ
｜
 ゲ
ル
の
 

近
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
そ
の
中
で
精
神
が
疲
 葬
 し
病
ん
で
い
る
近
代
を
、
ま
ず
「
宗
教
」
で
も
っ
て
 克
服
し
ょ
う
と
す
る
。
 

し
か
し
や
が
て
、
彼
は
「
宗
教
」
の
内
に
限
界
を
見
い
だ
 し
 哲
学
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
こ
の
「
 宗
教
し
は
決
し
て
教
義
 

的
 、
伝
統
的
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
 へ
｜
ゲ
 ル
 独
自
の
個
別
性
の
み
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
も
 な
い
。
そ
れ
は
、
 へ
｜
 

ゲ
ル
の
み
な
ら
ず
当
時
何
ら
か
の
時
代
の
矛
盾
、
世
界
の
 破
局
の
予
感
、
人
間
精
神
の
神
性
喪
失
等
に
苦
悩
す
る
 人
々
か
ら
各
々
の
信
仰
 

を
も
っ
て
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
た
、
生
命
あ
る
キ
リ
ス
 ト
教
 な
の
で
あ
る
。
 

我
々
が
西
洋
の
「
近
世
」
を
理
解
す
る
場
合
、
中
世
は
神
 中
心
の
世
界
、
近
世
以
降
は
人
間
中
心
の
世
界
と
図
式
 的
に
把
握
し
て
し
ま
 

う
 。
こ
の
把
握
は
概
略
的
に
見
た
場
合
、
誤
り
で
は
な
い
 で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
世
以
降
に
あ
っ
て
は
宗
教
的
 精
神
が
全
く
消
滅
し
て
 

い
る
、
と
捉
え
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
。
一
九
世
紀
前
後
の
 ド
イ
ツ
は
、
政
治
・
経
済
・
産
業
の
各
分
野
に
於
て
は
 近
隣
の
イ
ギ
リ
ス
 や
フ
 

ラ
ン
ス
に
大
き
な
遅
れ
を
取
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
 は
 理
性
の
 未
 発
達
を
意
味
し
な
い
。
い
や
思
想
の
分
野
 ほ
 、
カ
ン
ト
を
始
祖
と
 

す
る
ド
イ
ッ
観
念
論
に
見
ら
れ
る
如
く
、
近
隣
諸
国
よ
り
 も
 盛
況
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 ，
 
し
の
啓
蒙
思
想
家
た
る
 

カ
ン
ト
に
し
て
も
、
理
念
と
し
て
の
宗
教
を
求
め
て
い
る
 の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
思
想
界
を
揺
る
が
し
た
も
 の
は
哲
学
論
争
よ
り
む
 

し
ろ
、
無
神
論
論
争
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
一
セ
 八
一
年
に
始
ま
る
レ
ッ
シ
 ソ
グ
 を
巡
る
ヤ
コ
ー
ビ
 と
メ
 ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
と
の
 

間
の
無
神
論
論
争
や
、
一
七
九
八
年
に
始
ま
る
 ブ
イ
ヒ
 -
 
ア
を
 巡
る
無
神
論
論
争
に
現
れ
て
い
る
。
前
者
の
論
争
に
 つ
い
て
ほ
、
ヤ
コ
ー
ビ
 

が
 ゲ
ー
テ
の
詩
に
つ
い
て
の
レ
ッ
シ
ン
グ
の
感
想
を
根
拠
 に
し
て
、
「
レ
ッ
シ
ン
グ
は
無
神
論
者
で
あ
る
」
と
断
定
 
し
、
 「
レ
ッ
シ
ン
グ
は
 

無
神
論
者
で
は
な
い
」
と
弁
護
す
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
 ソ
 と
の
間
に
激
論
が
戦
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
論
 争
は
 つ
い
て
は
、
道
徳
 

的
な
立
場
で
キ
リ
ス
ト
教
を
捉
え
よ
う
と
し
た
 ブ
イ
ヒ
 -
 
ァ
の
 論
文
「
 神
 的
世
界
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
の
根
拠
に
 関
し
て
 ヒ
 が
問
題
と
な
 

り
 、
フ
ィ
ヒ
テ
の
対
処
の
不
手
際
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
 彼
は
無
神
論
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
ま
ま
、
一
七
 九
九
年
、
当
時
教
授
の
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イ
ェ
 テ
ィ
ス
 ム
ス
 
の
創
始
者
（
 せ
 ゅ
締
つ
ま
り
父
祖
と
 呼
ば
れ
る
）
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ル
タ
 一
 の
 教
理
を
主
知
主
義
的
に
理
 

 
 

 
 

か
 

解
し
ょ
う
と
す
る
正
統
派
と
は
異
な
り
、
宗
教
感
情
 を
 重
ん
じ
、
生
々
し
い
体
験
と
し
て
の
信
仰
を
強
調
し
 た
 。
ま
た
、
彼
ら
は
隣
人
愛
は
 

 
  

 

若
 

に
 基
づ
い
た
倫
理
的
生
活
の
中
に
信
仰
を
実
践
し
て
い
 き
 、
禁
欲
を
尊
ん
だ
。
 
ピ
ヱ
 
テ
ィ
ス
ム
ス
は
ま
と
ま
っ
た
 宗
派
と
し
て
展
開
し
た
 

ルと近代の信仰 

と
 善
 き
 行
政
の
た
め
の
配
慮
を
意
図
し
、
査
察
に
あ
た
っ
 て
は
 単
に
聖
職
者
の
教
義
や
行
状
の
み
な
ら
ず
、
官
吏
 の
 職
務
遂
行
状
態
を
も
 

調
査
す
る
よ
う
に
は
っ
き
り
指
示
し
て
い
る
が
、
逆
に
 領
 法
令
は
、
た
だ
公
民
と
し
て
の
生
活
に
関
す
る
規
定
 は
 か
り
で
な
く
、
礼
拝
 へ
 

@
l
@
 

の
 出
席
に
つ
い
て
の
規
定
も
与
え
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
 る
 。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
改
革
本
来
の
教
え
に
遠
隔
 し
よ
う
と
い
 
5
 気
運
が
 

強
ま
り
、
ヤ
コ
ブ
・
 
べ
｜
メ
 等
の
ド
イ
ツ
の
、
マ
ダ
ム
 
ギ
ュ
イ
コ
ン
等
の
フ
ラ
ン
ス
の
神
秘
思
想
の
影
響
も
受
 け
 、
一
七
世
紀
末
か
ら
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
故
郷
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
や
ハ
レ
を
中
、
心
に
 

シ
ュ
ペ
 ナ
 ー
や
フ
ラ
ン
ケ
 
、
ェ
 テ
ィ
ン
ガ
ー
、
ツ
ィ
ン
 

ツ
ヱ
 ン
ド
ル
フ
等
の
 
ピ
 

ッ
ン
ク
 は
 
円
 ド
イ
ツ
国
制
定
 b
 の
中
で
「
例
え
ば
、
 
ヴ
ュ
 ル
テ
ソ
 ベ
ル
ク
の
教
会
査
察
 合
 は
、
福
音
的
な
教
義
、
 
キ
リ
ス
ト
教
的
な
規
律
 

教
 改
革
が
及
ん
で
い
る
全
て
の
地
方
に
長
い
間
存
続
し
た
 の
で
あ
る
。
か
く
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
も
 カ
ト
 

ク
 教
会
と
同
じ
 

く
 、
次
第
に
実
定
的
な
も
の
と
な
り
、
民
衆
の
生
活
か
ら
 遊
離
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
国
家
と
教
会
の
「
 癒
 着
 」
に
つ
い
て
、
ハ
ル
 

教
会
の
 
メ
ソ
 バ
ー
た
る
領
邦
君
主
が
「
非
常
時
の
監
督
者
 」
と
し
て
暫
定
的
に
教
会
問
題
に
対
し
具
体
的
施
策
を
 と
る
こ
と
を
希
望
 

た
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
教
会
巡
察
や
教
会
規
則
な
ど
が
制
定
 さ
れ
た
。
が
 
、
 ル
タ
ー
の
意
図
に
反
し
、
こ
の
領
邦
君
 玉
主
導
の
教
会
は
 、
 寒 し 

於
け
る
心
の
集
団
と
し
て
の
霊
的
・
内
面
的
教
会
の
み
を
 認
め
、
神
と
個
人
の
間
の
外
的
な
権
威
を
持
つ
媒
介
 つ
 ま
り
身
体
的
・
外
面
的
 

教
会
を
認
め
な
か
っ
た
。
彼
は
真
の
教
会
が
直
ち
に
築
か
 れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
 、
 真
の
教
会
が
秩
序
 つ
 げ
ら
れ
る
ま
で
は
、
 

職
 に
あ
っ
た
 ィ
ヱ
ナ
 大
学
を
追
放
さ
れ
て
い
る
。
 

宗
教
界
そ
の
も
の
を
見
て
み
よ
う
。
一
セ
世
紀
か
ら
一
九
 世
紀
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
は
、
一
五
一
七
年
に
始
ま
っ
 た
 宗
教
革
命
の
新
た
 

な
 革
命
と
も
言
う
べ
き
運
動
、
即
ち
 ピ
ヱ
 テ
ィ
ス
 ム
ス
 が
 盛
ん
と
な
っ
て
い
た
。
ル
タ
ー
は
神
と
個
人
の
間
の
直
 接
 的
関
係
及
び
信
仰
に
 



流
 と
激
し
い
抗
争
が
生
じ
て
い
た
。
故
に
 ピ
 エ
テ
ィ
ス
 ム
 

も
の
で
な
く
、
各
セ
ク
ト
に
よ
っ
て
、
信
者
の
階
層
、
教
 

ト
に
 該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
 レ
 義

 、
聖
書
観
、
社
会
観
、
教
会
親
等
が
異
な
っ
て
お
り
 

｜
 マ
ン
の
定
義
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。
 

一
 、
 ビ
ェ
 -
 

ス
の
 全
体
像
を
捉
え
る
こ
と
ほ
不
可
能
に
近
い
が
、
 

こ
 、

セ
ク
ト
間
で
篤
い
 交
 

こ
で
は
 、
大
半
の
セ
ク
 

ア
イ
ス
ム
ス
に
あ
っ
て
 

は
 、
教
会
で
の
礼
拝
よ
り
も
、
小
さ
な
サ
ー
ク
ル
に
お
 け
 る
 宗
教
的
教
化
の
方
が
上
位
に
置
か
れ
た
。
 

ピ
ヱ
 テ
ィ
 ス
ト
つ
ま
り
神
の
国
の
 

子
は
、
意
識
的
に
厳
格
に
そ
の
集
団
に
属
し
て
い
る
キ
リ
 ス
ト
教
徒
の
こ
と
を
言
 う
 。
彼
ら
は
自
ら
を
、
主
に
お
 げ
る
再
生
者
と
意
識
 

し
 、
教
会
に
の
み
属
し
て
い
る
大
多
数
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
 に
 優
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
。
 

ニ
、
ピ
ェ
 
テ
ィ
ス
 ム
 ス
は
 、
宗
教
的
な
新
生
 

や
 宗
教
的
な
内
面
化
へ
の
運
動
・
宗
教
的
な
個
人
主
義
と
 定
義
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
 

ピ
ェ
 テ
ィ
ス
ム
ス
成
立
 の
 数
十
年
後
に
既
に
確
 

固
 と
し
た
伝
統
が
生
じ
て
い
た
。
一
七
 0
0
 
年
頃
に
 ピ
ェ
 テ
ィ
ス
ト
達
は
シ
ュ
ペ
 
ナ
 ー
を
、
改
革
を
継
続
し
 ピ
ヱ
 -
 
ア
イ
ス
ム
ス
を
基
礎
 
づ
 

げ
た
人
と
捉
え
、
ル
タ
ー
と
同
等
に
置
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
 宗
教
的
私
的
集
会
で
は
、
聖
書
と
並
ん
で
、
父
祖
 達
に
 よ
っ
て
書
か
れ
た
教
化
 

の
 木
が
読
ま
れ
た
。
 
三
 、
礼
儀
正
し
く
生
き
、
自
ら
を
 再
 生
者
と
見
な
す
だ
け
で
は
、
ま
だ
 ピ
ヱ
 テ
ィ
ス
ト
 と
墜
 @
 え
な
い
。
 集
ム
ム
 
の
 仲
 

間
か
ら
兄
弟
と
呼
ば
れ
再
生
者
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
 こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
 ピ
ヱ
 テ
ィ
ス
ト
た
り
え
る
。
 
俗
 世
か
ら
の
分
離
（
こ
れ
 

は
 他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
言
え
る
が
）
は
、
兄
弟
 達
の
 同
朋
感
情
を
深
め
た
。
彼
ら
は
、
生
き
方
や
信
仰
に
 於
 て
 俗
世
か
ら
分
離
し
て
 

し
ま
っ
た
と
い
う
意
識
の
中
で
生
活
し
、
将
来
に
放
い
て
 も
 大
多
数
の
生
ぬ
る
い
臨
時
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
教
会
 及
び
そ
の
他
の
様
々
な
 

形
式
の
公
的
な
生
活
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
確
固
た
る
 五
 
忌
志
を
右
し
て
い
た
。
個
々
の
 
ピ
ェ
 テ
ィ
ス
ト
は
自
ら
の
 
再
生
に
つ
い
て
常
に
お
 

ほ
つ
か
な
く
思
っ
て
い
た
が
、
兄
弟
 達
 に
支
え
ら
れ
て
、
 
迷
 う
 こ
と
な
く
神
の
恩
寵
を
信
じ
、
悔
い
改
め
に
よ
っ
 て
 罪
を
克
服
す
る
こ
と
 

@
2
@
 

を
 求
め
、
回
心
の
深
い
感
情
を
通
じ
、
個
人
的
な
癒
し
の
 様
々
な
段
階
を
経
て
、
永
遠
の
癒
し
に
達
す
る
こ
と
を
 求
め
た
。
次
い
で
 

右
の
定
義
を
幾
分
補
足
し
よ
う
。
 

ル
タ
 L
 
 カ
ル
ヴ
ァ
 
ソ
 、
ピ
ェ
 
テ
ィ
ス
ト
の
神
の
像
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
は
 、
 ル
タ
 
I
 に
あ
っ
て
 

は
 計
り
が
た
く
公
正
、
厳
格
で
慈
悲
深
い
神
で
あ
り
、
 

ヵ
 ル
ヴ
ァ
ン
に
あ
っ
て
は
、
計
り
が
た
く
絶
対
的
な
万
物
 に
 対
す
る
支
配
者
で
あ
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る
 。
シ
ュ
ペ
 
ナ
 ー
に
あ
っ
て
は
、
 
神
は
、
 全
て
を
包
み
 
@
 
し
む
純
粋
な
愛
の
原
理
 

愛
は
相
互
に
関
係
し
ム
ロ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
 

ピ
 ヱ
 テ
ィ
ス
ト
に
あ
っ
 

ね
 、
ま
た
神
と
の
融
和
感
或
い
は
神
と
の
融
和
を
求
め
る
 心
が
 、
花
婿
 イ
ヱ
ス
 

の
 融
和
感
に
よ
っ
て
、
た
と
え
あ
る
事
柄
が
人
間
の
計
 ら
い
で
な
さ
れ
て
も
、
 

は
神
の
意
志
決
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
人
間
の
計
ら
い
 は
神
の
唯
の
道
具
 だ
 

-
3
@
 

確
信
や
直
感
が
神
的
・
絶
対
的
な
も
の
に
変
じ
て
い
く
の
 で
あ
る
。
 

で
あ
り
、
神
へ
の
関
係
に
 掩
 い
て
の
み
、
人
類
の
全
て
の
 
の
 

て
は
、
神
が
父
性
的
に
の
み
な
ら
ず
母
性
的
に
も
捉
え
ろ
 
ら
 

と
の
結
婚
と
い
う
 ィ
メ
一
ジ
を
 生
む
こ
と
に
も
な
る
。
こ
 
 
 

そ
の
背
後
に
神
の
示
唆
が
情
緒
的
に
求
め
ら
れ
、
「
そ
れ
 

」
と
解
釈
さ
れ
て
し
ま
う
。
か
く
て
、
人
間
自
身
の
個
的
 
的
 



自
己
の
本
性
の
美
し
さ
を
自
覚
せ
し
め
る
べ
き
教
会
が
 、
 こ
の
悲
し
む
べ
 
き
 状
態
を
助
長
せ
し
め
て
い
る
と
 
い
う
こ
と
に
な
ろ
 
う
 。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
既
成
的
な
宗
教
の
内
に
で
は
な
く
、
実
践
 理
 性
の
内
に
現
状
を
克
服
す
る
力
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
 彼
は
ま
ず
、
人
々
を
 し
 

て
 内
な
る
実
践
理
性
或
は
神
性
を
目
覚
め
し
め
、
よ
っ
て
 心
情
の
ま
ま
に
道
徳
律
を
実
現
せ
し
め
、
次
い
で
公
的
 な
 徳
を
復
活
せ
し
め
 ん
 

と
 考
え
る
。
こ
の
実
践
理
性
に
基
づ
く
宗
教
は
主
観
的
な
 も
の
で
あ
り
、
悟
性
に
対
立
す
る
。
悟
性
は
倫
理
に
つ
 い
 て
普
遍
的
な
原
理
を
 

定
立
し
 、
 個
々
の
義
務
や
徳
に
つ
い
て
厳
密
な
規
程
を
考
 察
し
て
い
く
。
し
か
し
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
定
理
や
規
程
に
 従
 う
 行
為
を
道
徳
的
と
 

は
 見
な
さ
な
い
。
ま
た
、
近
代
社
会
は
、
定
理
や
規
程
に
 

従
っ
て
道
徳
的
行
為
が
成
し
得
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、
 悟
性
的
定
理
を
越
え
る
 

ほ
ど
複
雑
化
し
て
い
る
、
と
彼
は
考
え
る
。
道
徳
は
理
性
 に
よ
る
感
性
の
抑
圧
と
い
う
側
面
を
も
つ
。
し
か
し
、
 

道
徳
性
を
行
為
に
よ
っ
 

て
 現
実
化
し
よ
う
と
す
る
時
。
我
々
は
感
性
と
共
に
働
か
 ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
宗
教
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
 。
理
性
 は
 一
方
で
、
 子
 

僕
 ら
し
い
想
像
力
が
生
み
出
す
奇
怪
で
不
気
味
な
も
の
を
 除
去
し
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
が
、
同
時
に
他
方
で
、
 

理
性
ほ
素
朴
で
暖
か
い
 

感
情
を
抑
圧
し
て
し
ま
う
。
我
々
は
 、
 自
ら
の
倫
理
的
立
 ゑ
 思
を
神
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
嘆
 や
 ポ
順
 、
感
謝
の
感
情
で
 

も
っ
て
倫
理
的
行
為
を
な
す
の
で
あ
る
。
 

イ
ヱ
ス
 
・
キ
リ
 ス
ト
は
道
徳
的
理
想
が
人
間
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

我
 々

は
彼
を
超
人
と
し
て
 

で
は
な
く
、
自
己
と
し
て
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
 
但
し
、
宗
教
の
公
的
性
と
い
う
点
で
 へ
｜
 ゲ
ル
は
 、
イ
 
ヱ
ス
 の
内
に
不
十
分
さ
 

そ
の
教
義
が
個
々
の
人
間
の
内
面
性
の
聖
化
を
目
指
 し
た
こ
と
、
初
期
の
教
団
に
於
て
、
人
間
の
関
係
が
そ
 の
 小
さ
な
サ
ー
ク
ル
 
内
 

に
 閉
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
捉
え
る
）
。
ロ
イ
 
ヱ
ス
 の
 生
涯
 目
に
 於
て
は
、
道
徳
の
教
師
イ
エ
ス
と
い
う
面
の
 み
が
捉
え
ら
れ
、
そ
の
 

口
調
に
は
何
ら
批
判
め
い
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
 

同
 実
定
案
 教
 と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
 b
 に
あ
っ
て
は
、
イ
エ
ス
は
や
 は
り
「
宗
教
と
徳
 と
 

を
道
徳
性
に
ま
で
高
め
、
そ
の
本
質
が
存
す
る
と
こ
ろ
の
 

 
 

ス
の
 宗
教
を
実
定
性
に
 

お
と
し
め
る
要
素
が
直
弟
子
達
の
間
に
存
在
し
て
い
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
が
 イ
ヱ
ス
 の
教
え
に
つ
い
 
て
 抱
い
て
い
た
信
念
の
 

基
礎
を
な
す
も
の
は
、
 
イ
ヱ
ス
と
 友
人
で
あ
る
こ
と
、
 
イ
 ヱ
ス
 の
権
威
へ
の
依
存
で
あ
っ
た
 0
 こ
う
し
て
、
イ
ェ
 
ス
の
 教
え
は
、
人
間
を
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若 き 

 
 

っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
 
へ
｜
 ゲ
ル
は
「
 愛
 」
と
答
え
る
。
 
彼
は
「
理
論
的
総
合
は
全
く
 

ゆ
 

客
観
的
な
も
の
と
な
り
、
主
観
と
全
面
的
に
対
立
す
 る
 。
実
践
活
動
は
客
観
を
否
定
し
て
完
全
に
主
観
的
で
 あ
る
。
た
だ
愛
に
お
い
 

埼
 

て
の
み
人
は
客
観
 と
 一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
客
観
は
 

支
配
す
る
こ
と
も
支
配
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
 愛
 が
 想
像
に
よ
っ
て
実
在
と
さ
 

「
愛
さ
れ
た
も
の
は
我
々
に
 

対
立
し
て
い
な
い
。
愛
さ
れ
る
も
の
は
、
我
々
の
実
在
 と
 一
つ
で
あ
る
。
我
々
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ほ
、
 愛
さ
れ
る
も
の
の
内
に
た
だ
我
々
自
身
を
見
る
。
 

し
 か
し
そ
の
人
 は
 我
々
自
身
で
は
な
い
。
奇
跡
な
の
だ
」
 と
 表
現
し
、
「
 愛
 」
の
 

(
 

 
 

内
に
 、
 自
に
し
て
他
、
他
に
し
て
 白
 な
る
真
の
総
合
を
捉
 え
る
。
し
か
し
 へ
｜
 ゲ
ル
の
「
 愛
 」
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
 ヱ
 ロ
ス
の
如
く
現
実
界
 

6
 

へ一 ゲル。 

超
越
し
た
神
の
命
令
に
変
え
ら
れ
た
。
内
な
る
実
践
理
性
 か
ら
自
発
的
に
生
じ
る
義
務
は
、
権
威
的
な
宗
教
上
の
 義
務
に
変
え
ら
れ
た
の
 

で
あ
る
。
 

一
九
九
七
年
一
月
、
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
 誘
 い
を
受
 け
 フ
ラ
ン
グ
フ
ル
ト
に
移
る
 0
 こ
の
年
の
七
月
 か
ら
彼
は
急
速
に
へ
 

ル
ダ
ー
リ
ン
の
思
想
に
接
近
し
て
い
く
。
こ
の
当
時
の
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
 円
 
饗
宴
 b
 や
円
 パ
イ
ド
 p
 ス
 b
 に
表
れ
て
い
る
 

思
想
っ
ま
り
「
純
粋
な
美
は
神
的
な
も
の
を
捉
え
得
る
」
 と
い
う
思
想
に
立
脚
す
る
。
彼
は
人
類
の
歩
み
を
、
 根
 頓
的
和
合
か
ら
分
裂
 

へ
、
分
裂
か
ら
 再
 和
合
へ
と
捉
え
る
。
近
代
は
分
裂
の
時
 代
 で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
分
裂
に
あ
っ
て
も
、
和
合
は
 美
 と
し
て
現
前
し
て
い
 

る
 。
美
は
最
も
愛
を
か
き
た
て
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 我
 々
は
、
理
論
的
活
動
や
実
践
的
活
動
を
通
し
て
で
は
な
 く
、
 美
を
通
し
て
高
相
 

0
 
ロ
ヘ
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
 と
 高
 5
 の
で
あ
る
。
こ
の
 当
時
の
へ
 ｜
 ゲ
ル
の
思
索
に
放
い
て
顕
著
な
こ
と
は
、
 道
徳
性
が
消
極
的
な
評
 

価
を
受
け
、
よ
り
高
次
な
も
の
と
し
て
宗
教
が
現
れ
て
 い
 る
こ
と
で
あ
る
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
道
徳
的
実
践
活
動
 ほ
 所
与
の
多
様
な
も
の
 

を
 統
一
で
き
ず
、
多
様
な
も
の
か
ら
単
に
離
れ
、
自
己
の
 内
に
の
み
統
一
を
得
よ
う
と
す
る
。
か
く
て
道
徳
性
は
 主
観
的
な
も
の
と
し
 

て
 、
客
観
性
や
非
我
、
現
実
性
と
の
対
立
を
有
し
て
い
る
 。
道
徳
性
を
越
え
る
宗
教
に
つ
い
て
、
彼
は
「
宗
教
は
 、
神
性
を
自
由
に
崇
拝
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す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
神
性
を
主
観
と
客
観
の
合
 一
 と
す
る
。
で
は
更
に
、
具
体
的
に
 、
 我
々
生
身
の
人
 間
 に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
 



を
 超
越
し
て
死
と
結
び
付
い
た
り
し
な
い
。
そ
れ
は
、
 ，
 
」
の
現
実
界
に
あ
っ
て
ム
ロ
 
一
 を
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 。
こ
の
「
 愛
 」
を
必
要
 

と
す
る
の
は
、
世
界
と
の
っ
 ぽ
 が
り
を
喪
失
し
た
近
代
の
 人
々
で
あ
る
。
近
代
人
に
つ
い
て
彼
は
、
「
個
人
は
 、
 諸
事
物
の
中
心
で
あ
る
 

と
い
う
誇
り
を
持
た
な
い
。
個
人
に
と
っ
て
は
集
合
的
 全
 体
 が
最
高
次
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
他
の
全
て
 0
 個
別
者
と
同
じ
く
、
 

@
8
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全
体
の
中
の
取
る
に
足
ら
な
い
部
分
と
し
て
自
ら
を
軽
蔑
 す
る
」
と
言
 う
 。
こ
れ
ら
の
人
々
が
愛
に
よ
っ
て
相
互
 の
 絆
を
回
復
し
、
共
同
 

体
 と
の
有
機
的
連
関
を
も
て
ば
、
愛
が
実
在
的
な
も
の
と
 し
て
把
握
せ
ら
れ
、
神
的
な
も
の
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
 の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
 

わ
か
る
よ
う
に
、
 へ
｜
 ゲ
ル
の
言
う
「
神
性
」
は
決
し
て
 人
間
を
越
え
た
も
の
で
は
な
く
、
人
間
に
内
在
す
る
も
 の
、
或
は
 人
間
共
同
体
 

に
 現
前
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

次
い
で
 へ
｜
 ゲ
ル
の
「
 愛
 」
 ほ
 、
生
命
の
場
で
捉
え
直
さ
 れ
る
。
 彼
は
 、
「
愛
は
感
情
で
あ
る
が
、
個
別
的
な
感
情
 で
は
 な
い
。
 

愛
 

に
掩
 い
て
生
命
は
自
己
自
身
を
見
 ぃ
 出
す
。
自
己
自
身
の
 二
重
性
と
し
て
、
そ
し
て
生
命
の
 一
 性
と
し
て
。
 

変
 に
 掩
 い
て
分
離
し
た
 

も
の
は
存
在
す
る
。
し
か
し
も
は
や
、
分
離
し
た
も
の
と
 し
て
で
は
な
く
、
一
な
る
も
の
と
し
て
。
そ
し
て
生
命
 あ
る
も
の
が
生
命
あ
る
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も
の
を
感
じ
る
」
、
「
芽
は
自
ら
を
解
き
放
ち
対
立
へ
と
 
向
 い
 始
め
る
。
そ
の
展
開
の
各
段
階
は
分
離
で
あ
る
が
、
 し
か
し
再
び
生
命
の
全
 

ぎ
 富
を
獲
得
す
る
。
つ
ま
り
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
者
、
 分
離
し
た
も
の
、
再
合
一
し
た
も
の
。
ム
ロ
 
一
 さ
れ
た
も
 の
ほ
再
び
分
離
し
得
 

る
 。
し
か
し
、
子
供
に
 掩
 い
て
合
一
そ
の
も
の
ほ
分
離
さ
 
れ
 得
な
い
も
の
と
な
っ
 て
 し
る
」
 

、
 
@
0
@
i
 
 

と
 述
べ
る
。
愛
の
関
 係
 そ
の
も
の
を
考
え
る
 

と
 、
そ
れ
ほ
や
は
り
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
 へ
｜
 ゲ
ル
 は
そ
の
愛
の
限
界
を
「
生
命
」
で
乗
り
越
え
よ
う
と
す
 る
の
で
あ
る
。
し
か
し
 

へ
 @
 ゲ
ル
は
動
揺
を
隠
し
得
な
い
 0
 へ
｜
 ゲ
ル
は
シ
ェ
イ
 ク
ス
ピ
ア
の
 円
 p
 メ
オ
と
 ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
 b
 を
引
用
し
 て
い
る
が
、
そ
の
中
で
 

ジ
ュ
リ
 ヱ
，
ト
は
 「
私
が
あ
な
た
に
与
え
る
も
の
が
多
 
げ
 れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
一
層
多
く
の
も
の
を
私
は
 

 
 

う
 。
こ
の
よ
う
に
、
愛
が
無
私
無
欲
の
献
身
的
な
も
の
で
 あ
れ
ば
、
そ
れ
は
 へ
｜
 ゲ
ル
が
理
想
と
す
る
も
の
に
 近
 い
か
も
知
れ
な
い
。
 し
 

か
し
、
 へ
｜
 ゲ
ル
が
考
え
る
に
、
人
の
心
に
は
完
全
な
 献
 身
 と
否
定
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
自
己
性
と
の
 間
 の
 自
己
矛
盾
が
存
在
す
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訓
 
要
の
並
存
か
ら
生
じ
た
、
も
 
ほ
や
 一
つ
の
全
体
像
 
の
 存
在
し
な
い
分
裂
と
見
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
内
部
に
 

掩
 い
て
 も
 、
分
裂
を
克
服
し
ょ
う
 
と
 

ゆ
す
る
様
々
な
運
動
（
パ
リ
サ
イ
派
 
、
ヱ
 ，
セ
ネ
派
 
、
 サ
ド
 ヵ
ィ
 派
等
の
改
革
の
試
み
）
が
生
じ
た
が
、
高
ム
 

口
 一
 を
遂
げ
る
こ
と
は
不
可
能
 

ぬ
 
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
原
理
そ
の
も
 

の
が
、
 異
縁
 な
る
も
の
（
の
 

@
n
F
r
e
 

日
色
 

呂
 ）
に
対
す
る
 
従
 層
 で
あ
り
、
人
間
と
神
性
と
 

 
 

イ
の
 最
も
根
源
的
な
分
裂
に
体
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
 

。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
こ
の
点
に
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
根
底
か
ら
 

攻
 撃
 す
る
イ
ェ
ス
の
出
現
の
必
 

か
 
無
性
を
捉
え
よ
う
と
す
る
。
断
片
中
の
 

ィ
ヱ
ス
 は
 、
 ま
ず
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
主
義
に
対
し
て
、
道
徳
的
に
行
 

為
す
る
傾
向
を
対
置
せ
し
め
 

若
る
 。
し
か
し
道
徳
的
行
為
は
、
対
立
と
の
和
解
で
は
 

な
く
、
対
立
の
排
除
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
対
立
と
の
 

対
 立
 」
を
纏
 う
 不
完
全
な
も
の
 63 (219) 

宗
教
へ
到
達
せ
し
め
ん
と
す
る
。
 へ
一
 ゲ
ル
は
、
古
代
 ュ
 ダ ャ
社
会
の
状
況
を
捉
え
て
、
こ
れ
を
多
様
な
教
養
、
 生
活
形
態
、
要
求
や
必
 

れ
た
時
代
目
（
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
 円
 キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
 の
た
め
の
基
本
草
稿
 b
 と
名
付
げ
ら
れ
て
い
る
）
に
 於
 い
て
で
あ
る
。
 へ
一
ゲ
 

か
 は
ま
ず
、
彼
が
そ
の
中
に
近
代
を
読
み
と
ろ
り
と
し
て
 い
る
古
代
古
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
を
設
定
す
る
。
そ
し
て
、
 自
ら
が
展
開
し
て
き
た
 

思
索
の
道
、
つ
ま
り
㈲
道
徳
㈲
 
愛
 と
い
う
過
程
を
 、
 そ
の
時
代
状
況
の
中
で
イ
ェ
ス
を
し
て
歩
ま
し
め
、
 限
 界
を
突
破
せ
し
め
、
㈲
 

関
し
て
等
し
い
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
財
産
の
所
有
 か
ら
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

生
命
や
愛
と
い
う
概
念
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
た
時
期
 、
 即
ち
一
七
九
七
年
か
ら
一
七
九
八
年
に
か
け
て
の
 へ
 ｜
 ゲ
ル
 ほ
 、
イ
ニ
ス
 

の
 行
為
そ
の
も
の
を
解
釈
す
る
立
場
を
離
れ
て
い
た
。
 再
 び
ィ
ヱ
ス
 が
現
れ
る
の
 ほ
、
一
セ
 九
八
年
秋
に
書
か
れ
 た
 断
片
白
 々
ヱ
ス
 が
 現
 

る
の
で
あ
る
。
献
身
的
な
愛
が
存
在
し
得
る
の
は
、
一
方
 ほ
 愛
す
る
も
の
、
他
方
は
愛
さ
れ
る
も
の
と
い
う
 
関
 係
に
拾
 い
て
の
み
で
あ
 

る
 。
こ
の
二
人
の
関
係
の
外
に
あ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
 彼
ら
は
多
く
の
死
せ
る
も
の
、
つ
ま
り
財
産
や
権
利
の
 多
様
な
取
得
や
所
有
と
 

結
合
し
て
い
る
。
彼
は
「
所
有
や
財
産
が
人
間
の
重
要
な
 
部
分
、
人
間
の
配
慮
や
思
索
の
重
要
な
部
分
と
な
っ
て
 い
 る
の
で
、
愛
す
る
も
の
 

と
 言
え
ど
も
、
自
ら
の
関
係
の
こ
の
側
面
を
反
省
せ
ざ
 る
か
一
得
Ⅱ
 

わ
 
は
し
」
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Ⅱ
 
と
 述
べ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
例
え
共
有
 財
産
制
社
会
に
あ
っ
て
 

も
 、
思
想
と
し
て
の
権
利
は
存
在
す
る
。
そ
の
社
会
の
成
 員
は
 、
財
産
の
私
有
に
関
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
の
で
 は
な
く
、
共
有
財
産
に
 



っ
 た
時
、
彼
は
美
の
み
を
ま
ず
再
興
す
る
た
め
に
全
て
を
 放
棄
 

初
頭
に
書
き
上
げ
ら
れ
、
後
に
ノ
ー
ル
に
よ
っ
て
ま
と
め
 ら
れ
 

同
基
本
草
稿
 畦
 と
ほ
 ば
 同
じ
で
あ
る
。
構
成
的
に
は
 ユ
 ダ
 ヤ
教
、
 

た
 時
代
状
況
が
神
的
な
も
の
と
人
間
と
の
分
裂
で
あ
る
、
 

イ
ヱ
 

ら
 逃
避
し
た
心
の
内
面
へ
の
閉
塞
で
あ
る
と
い
う
事
柄
が
 対
応
 

用
 し
て
み
よ
う
。
「
教
会
と
国
家
、
礼
拝
と
実
生
活
、
信
 何
心
 

-
 
比
 @
 

し
て
し
ま
っ
た
」
と
解
釈
す
る
。
 

一
セ
 九
九
年
夏
、
ま
た
 ほ
 一
八
 

0
0
 

年
 

た
 断
片
ロ
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
ヒ
 

は
 、
構
成
 的
 、
内
容
的
に
 

道
徳
、
愛
、
宗
教
の
区
分
が
対
応
し
、
内
容
的
に
ほ
 、
ィ
 
ヱ
ス
 が
現
れ
 

ス
の
 宗
教
の
原
理
 は
愛
 と
美
で
あ
る
、
 
イ
ヱ
ス
 の
宗
教
の
 運
命
は
現
実
か
 

し
て
い
る
。
 
円
 
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
と
そ
の
運
命
ヒ
 

0
 景
 後
の
文
章
を
引
 

と
 道
徳
的
行
為
、
宗
教
的
行
為
と
世
俗
的
行
為
こ
の
 二
つ
が
決
し
て
 

@
 
巧
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「
 彼
 （
 ィ
ヱ
ス
 ）
の
改
革
の
普
遍
性
は
放
棄
さ
れ
る
」
と
、
 

第
十
三
章
の
「
故
郷
ナ
ザ
レ
で
の
イ
ェ
ス
」
を
「
美
が
 全
て
か
ら
逃
れ
て
し
ま
 

で
あ
り
、
限
界
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
つ
い
で
イ
ェ
ス
は
 

、
道
徳
よ
り
も
一
層
高
い
運
命
と
い
う
地
平
に
立
つ
。
 

運
命
の
場
に
あ
っ
て
 
生
 

合
 は
 、
 愛
に
よ
っ
て
生
命
と
和
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

へ
 一
 ゲ
ル
は
、
「
運
命
と
は
、
行
為
を
意
識
す
る
こ
と
で
 

な
く
、
自
己
自
身
を
 
、
 

全
体
と
し
て
の
自
己
自
身
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

，
 
」
の
全
体
の
意
識
が
反
省
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
た
も
の
で
 

あ
る
。
こ
の
全
体
は
 
、
 

@
 
㍑
 -
 

自
ら
を
傷
つ
け
た
生
命
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
再
び
自
ら
の
 

生
命
、
愛
へ
と
遣
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
捉
え
る
 

 
 

㈲
 愛
、
 ㈹
宗
教
と
い
う
過
程
か
ら
も
分
か
る
よ
 

う
 に
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
こ
の
愛
の
段
階
、
愛
に
よ
る
運
命
と
の
和
解
 

を
 、
宗
教
の
究
極
 
形
 

態
と
ほ
 児
 な
さ
な
い
。
彼
は
更
に
㈲
愛
を
乗
り
越
え
、
 
真
の
宗
教
へ
向
か
う
運
動
を
探
ろ
う
と
す
る
。
「
 

愛
 」
 の
 限
界
を
㈲
宗
教
の
 

 
 

で
は
な
く
、
客
体
と
和
解
す
る
こ
と
。
支
配
す
る
も
愛
そ
の
も
の
ほ
感
情
で
あ
り
、
感
情
と
反
省
と
は
ム
ロ
 

一
 

  

清
 に
留
ま
る
愛
は
多
様
な
教
養
や
複
雑
な
現
実
社
会
に
 

あ
っ
て
は
限
界
を
有
す
る
、
 
と
 言
 う
 の
で
あ
る
。
彼
は
。
 
、
宗
教
の
章
の
中
で
、
 

主
と
し
て
マ
タ
イ
の
福
音
書
に
沿
っ
て
、
イ
ニ
ス
の
宗
教
 

の
 歴
史
の
中
に
「
 
愛
 」
を
越
え
る
原
理
を
見
 
ぃ
だ
 そ
 う
 と
す
る
が
、
結
局
、
現
 

実
を
逃
れ
美
の
世
界
に
閉
じ
込
も
る
と
い
う
「
 

愛
 」
の
 原
 理
し
か
見
い
だ
し
得
な
い
。
例
え
ば
第
十
重
の
「
 
兄
 弟
は
兄
弟
と
争
い
」
を
 (220)  64 



 
 

二
 

近
代
と
宗
教
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
ヤ
コ
ー
ビ
批
判
 
を
手
が
か
り
に
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

若
 
き
 

一
八
 0
0
 

年
 十
一
月
 へ
｜
 ゲ
ル
は
、
当
時
医
学
研
修
の
た
 め
に
一
時
 ィ
エ
 
ナ
近
く
の
バ
ン
ベ
ル
ク
に
滞
在
し
て
い
 

 
 

  ル と近代の信仰 

一
つ
に
融
合
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
会
 の
 運
命
で
あ
る
。
」
、
（
 

j
@
l
 

へ
｜
 ゲ
ル
が
そ
の
若
 き
 日
を
過
ご
し
た
 ヴ
ュ
ル
テ
ソ
 
ベ
ル
 ク
 公
国
は
べ
ン
ゲ
ル
 
や
ェ
 テ
ィ
ン
ガ
 l
 等
を
産
ん
だ
 ピ
 
エ
テ
ィ
ス
ム
ス
の
 
一
 

大
中
心
地
で
あ
り
、
ツ
イ
ン
 ッ
ェ
ソ
 ド
ル
フ
を
始
め
と
し
 て
 他
の
地
方
の
多
く
の
 ピ
 ニ
テ
ィ
ス
ト
が
訪
れ
て
い
る
 

ェ
 テ
ィ
 ソ
ガ
 ー
 は
一
 

セ
三
 0
 年
代
に
テ
ュ
ー
 ビ
ソ
 ゲ
ン
神
学
校
の
補
習
教
師
を
 勤
め
て
い
る
。
そ
の
後
役
 は
 一
七
五
二
年
ま
で
ヴ
ァ
ル
 
ト
ド
ル
フ
に
住
む
が
、
 

バ
イ
ロ
イ
タ
ー
に
よ
れ
ば
「
近
く
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
 か
 ら
 多
数
の
神
学
生
が
彼
の
も
と
を
訪
れ
、
彼
の
説
教
を
 聴
 き
、
 飽
く
こ
と
な
く
 

@
 
ぬ
 @
 

彼
と
語
ら
っ
た
」
。
私
の
現
段
階
の
研
究
で
は
、
 

へ
｜
ゲ
 ル
 在
学
中
（
一
七
九
 0
 年
代
前
後
）
に
 、
 ル
タ
ー
正
統
派
の
 神
学
校
の
中
に
 、
如
 

何
な
る
系
譜
、
ど
の
程
度
の
強
さ
で
 ピ
 エ
テ
ィ
ス
ム
ス
が
 
生
命
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
す
 
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
宗
教
の
原
理
た
る
「
道
徳
」
 
、
「
 愛
 」
、
「
生
命
」
は
正
統
派
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
 

ピ
 ヱ
 テ
ィ
ス
ム
ス
的
で
あ
 

る
 。
（
も
ち
ろ
ん
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
宗
教
と
 ビ
ヱ
 テ
ィ
ス
 ム
 ス
が
 全
く
同
一
で
あ
る
と
言
 う
 の
で
は
な
い
。
 
へ
一
 ゲ
ル
 の
 宗
教
の
内
に
は
、
 

「
民
族
の
宗
教
」
や
「
愛
を
越
え
る
宗
教
」
と
い
う
 
ピ
ヱ
 テ
ィ
ス
ム
ス
 
的
 宗
教
を
越
え
る
 彼
 独
自
の
概
念
が
存
す
る
 ）
 

へ
｜
 ゲ
ル
 ほ
 自
ら
の
宗
教
の
内
に
限
界
を
見
い
だ
し
た
の
 だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
彼
の
限
界
把
握
は
不
十
分
な
も
 の
で
し
か
な
い
。
 
こ
 

の
 宗
教
は
現
実
世
界
や
時
代
精
神
と
の
関
わ
り
の
中
で
探
 求
 さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
か
ら
逃
避
 し
 て
い
る
。
彼
の
思
索
の
 

内
で
ほ
、
宗
教
と
時
代
精
神
と
の
積
極
的
な
内
的
連
関
に
 つ
い
て
の
鋭
 
い
 考
察
は
未
だ
生
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
 、
哲
学
の
場
に
於
け
る
 

時
代
精
神
に
対
す
る
彼
の
考
察
の
深
ま
り
を
待
た
ね
ば
な
 う
な
い
の
で
あ
る
。
 



ヱ
 リ
ン
グ
の
い
る
 イ
ヱ
ナ
 に
移
り
、
上
の
手
紙
に
あ
る
よ
 う
 に
本
格
的
に
哲
学
者
へ
の
道
を
歩
み
始
め
る
。
そ
し
 て
 同
年
七
月
、
最
初
の
 

著
作
で
あ
る
 日
 フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
体
系
と
 シ
ヱ
リ
 ソ
グ
哲
学
 体
系
の
差
異
 J
 二
股
に
円
差
異
論
文
ヒ
 
と
 呼
ば
れ
る
）
 
を
 公
刊
し
、
そ
の
 翌
 

年
に
は
シ
ェ
リ
ン
グ
と
共
同
で
円
哲
学
批
判
雑
誌
口
を
発
 付
 す
る
。
 

こ
の
時
期
の
へ
 
｜
 ゲ
ル
は
、
一
八
 
0
 セ
 年
の
円
精
神
現
象
 孝
 三
に
到
る
ま
で
は
、
宗
教
に
つ
い
て
体
系
的
論
述
を
 た
 
行
っ
て
い
な
い
 0
 少
 

量
 な
が
ら
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
形
で
は
、
 

円
 
差
異
論
文
ヒ
 
と
「
哲
学
批
判
雑
誌
口
中
の
 
円
 信
仰
 ど
知
 b
 
の
中
で
 宗
 教
が
 論
じ
ら
れ
て
い
る
 

が
 、
も
は
や
 メ
 イ
ソ
テ
ー
マ
と
し
て
で
は
な
い
。
し
か
し
 メ
イ
ン
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
思
索
に
あ
 っ
て
、
時
代
精
神
の
全
 

体
 構
造
の
把
握
の
鋭
さ
と
共
に
宗
教
に
対
す
る
洞
察
が
深
 さ
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
 0
 こ
の
二
つ
の
論
文
は
 

@
 
簗
 -
 

主
題
を
異
に
す
る
も
の
の
、
以
下
で
論
じ
る
如
く
、
「
 
時
 代
 精
神
と
宗
教
の
連
関
」
と
言
う
事
柄
に
関
し
て
は
、
 

内
 容
 が
一
貫
し
て
い
る
。
 

で
は
 
円
 差
異
論
文
目
か
ら
考
察
し
て
行
こ
 う
 。
 

円
 差
異
論
文
 b
 の
中
で
 
へ
一
 ゲ
ル
 ほ
 近
代
の
状
況
を
次
の
 よ
 う
 に
表
現
す
る
。
「
ム
ロ
一
の
 力
 が
人
間
の
生
命
よ
り
 消
 滅
し
、
諸
対
立
が
 

そ
の
生
 き
生
 ぎ
と
し
た
関
係
や
相
互
作
用
を
喪
失
し
て
し
 ま
っ
た
。
教
養
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
し
て
 分
 裂
 が
入
り
込
み
得
る
生
 

命
の
表
現
が
多
様
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
分
裂
 の
力
 は
大
き
く
な
り
、
そ
の
風
土
的
な
神
聖
性
（
 仁
ぎ
 ㏄
 由 s
c
 
ゴ
 の
 ヱ
 の
二
 
%
 オ
色
（
）
 

ほ
 

固
定
し
た
も
の
と
な
り
、
再
び
調
和
へ
と
生
ま
れ
出
よ
 ぅ
 と
す
る
生
命
の
努
力
 は
 、
教
養
の
全
体
に
と
っ
て
疎
遠
 な
も
の
、
無
意
味
な
も
 

の
と
な
っ
 て
 Ⅰ
 
，
 る
 
@
,
@
2
 
 

」
 と
。
 
へ
 l
 ゲ
ル
は
こ
の
分
裂
の
源
を
 、

無
限
と
有
限
と
を
分
離
し
、
無
限
に
対
立
し
つ
つ
 右
 限
を
生
み
出
す
反
省
の
 

て
た
手
紙
の
中
で
、
哲
学
へ
の
志
向
を
明
確
に
表
明
し
て
 い
る
。
「
１
１
人
間
の
低
い
欲
求
か
ら
出
発
し
た
私
の
学
 
間
 的
形
成
に
 於
 い
て
、
 

私
は
哲
学
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
 青
年
時
代
の
理
想
は
反
省
の
形
式
へ
、
同
時
に
一
つ
の
 体
系
へ
と
変
わ
ら
ね
ば
 

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 
私
は
 な
お
そ
の
体
系
に
取
り
組
み
 な
が
ら
、
今
や
人
間
の
生
活
に
立
ち
入
る
た
め
に
は
ど
 の
よ
う
な
帰
路
が
見
い
 

@
 
ぬ
 @
 

出
さ
れ
る
か
、
と
自
問
し
て
い
ま
す
。
」
と
。
翌
年
 、
つ
ま
り
一
八
 0
 
一
年
一
月
に
へ
 l
 ゲ
ル
 ほ
 、
フ
ラ
ン
 
ク
フ
ル
ト
を
去
り
、
 
シ
 

㏄ 22) 66 



若きへ 一ゲ 

に き は 
有 る 禁 
限 。 欲 
性 そ 的 
な の で 
満 現 あ 

喫 し生、 実り 
て 清 ヨ 

永世 い にあ ろ 」 秋 

    

  
識 と ， 

か 

  
それ 的に否 常識 

定 は は 
さ つ 俗 
れ ま 世 
ず ず に 
ほ く ち 

そこ のとて っ 
ま な 力 
ま く 強 
生 十 く 

か 分 里 

67  (223) 
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び 憤 っ 
自 や ま 

己 内 り 

白 面 個 
身 性 別 

はと的 、 い 上 局、 
永 う 識 

を確 遠 な 無意 

も 識 か 
の に に 

或 於 否 
は い 定 
真 て す 
実 は る 
な 侍 Ⅱ   

  

  

  
廿 」 ま 」 。 
の なす 
    な 
に 意 わ 
於 識 ち   
も の は 
常 有   
識 限 こ 

う
 ち
に
捉
え
る
。
し
か
し
、
 

的
な
も
の
で
な
い
、
有
限
性
 

性
と
の
合
一
の
意
識
を
産
み
 

@
2
-
 

眠
性
で
あ
る
）
」
と
述
べ
る
。
 

り
 込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

が
制
限
さ
れ
て
い
た
も
の
と
 

一
般
的
な
人
間
悟
性
）
 
な
の
 

べ
ル
 の
理
性
即
ち
絶
対
的
確
 

無
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
 

そ
 

る
 。
彼
に
 ょ
 れ
ば
「
制
限
性
 

こ
れ
に
対
し
て
、
同
一
に
っ
 

の
 反
省
は
こ
の
態
度
に
 掩
 い
 こ

の
有
限
性
の
世
界
は
無
な
る
も
の
と
し
て
単
に
否
定
さ
 れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界
の
根
底
に
、
抽
象
 

と
の
生
命
的
連
関
を
有
し
て
い
る
無
限
性
が
捉
え
ら
れ
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
こ
の
有
限
性
と
無
限
 

出
す
も
の
を
思
弁
と
呼
び
、
「
思
弁
に
と
っ
て
は
有
限
性
 は
 無
限
性
の
放
射
で
あ
る
（
有
限
性
の
焦
点
は
無
 

か
く
し
て
反
省
は
超
越
的
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
 生
命
の
表
現
と
し
て
積
極
的
に
理
性
の
下
に
取
 

し
か
し
反
省
は
末
 だ
 哲
学
に
達
し
て
い
な
い
。
こ
の
生
の
 反
省
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
世
界
つ
ま
り
全
て
 

し
て
対
立
的
に
存
在
し
て
い
る
世
界
、
「
生
命
の
真
昼
」
 
に
 安
ら
っ
て
い
る
の
が
常
識
（
健
全
社
人
間
悟
性
、
 

で
あ
る
。
常
識
は
、
日
常
生
活
の
個
々
の
事
柄
に
つ
い
て
 反
省
や
推
理
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
常
識
的
な
 レ
 

信
や
絶
対
性
の
感
情
に
従
っ
て
対
処
し
て
い
る
。
反
省
の
 世
界
は
、
調
和
や
合
一
と
い
う
宗
教
性
と
は
全
く
 

の
中
で
生
き
て
い
る
常
識
は
十
分
「
宗
教
」
的
で
あ
る
。
 へ
｜
 ゲ
ル
自
身
、
常
識
を
「
信
仰
」
と
呼
ん
で
い
 

の
 絶
対
へ
の
態
度
、
関
係
が
信
仰
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
 関
 係
 に
あ
っ
て
は
、
意
識
の
面
で
は
単
に
対
立
が
 、
 

@
 
㌍
 @
 

い
て
ほ
完
全
な
無
意
識
が
存
す
る
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
 「
信
仰
は
反
省
の
絶
対
者
へ
の
関
係
で
あ
る
。
 
こ
 

て
 確
か
に
理
性
で
あ
り
、
分
離
す
る
も
の
及
び
分
離
さ
れ
 た
も
の
と
し
て
の
自
己
自
身
と
、
自
ら
の
産
物
と
 



さ
れ
て
い
る
場
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
抽
象
的
な
も
 の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
信
仰
」
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
 無
意
識
的
同
一
性
が
意
 

識
の
内
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
恐
怖
で
あ
る
。
な
ぜ
な
 ら
 、
感
情
的
な
も
の
で
し
か
な
 い
 無
意
識
的
同
一
性
 は
 、
意
識
の
場
で
は
空
虚
 

な
も
の
、
否
定
さ
れ
る
べ
 き
 も
の
な
の
だ
か
ら
。
 

へ
 l
 ゲ
 ル
が
 
「
差
異
論
文
 b
 で
語
る
「
信
仰
」
は
、
原
始
キ
リ
 ス
ト
教
か
ら
中
世
キ
リ
 

ス
ト
 救
 世
界
ま
で
の
信
仰
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
 

そ
 れ
は
一
般
大
衆
の
信
仰
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
 ほ
 近
代
世
界
と
い
う
 土
 

壌
か
ら
養
分
を
得
、
ま
た
自
ら
そ
の
形
成
に
携
わ
っ
て
 い
 な
が
ら
、
そ
の
世
界
及
び
自
ら
に
何
ら
絶
対
的
な
価
値
 を
見
 ぃ
 だ
せ
ず
、
眼
差
 

し
を
彼
岸
に
向
け
る
の
で
あ
る
。
 

@
 
あ
 "
 

さ
て
、
常
識
の
内
の
相
矛
盾
す
る
方
向
性
、
つ
ま
り
「
 宗
教
」
性
と
俗
世
性
或
い
は
有
限
性
に
関
し
、
 

円
 信
仰
 と
 期
目
 中
 の
ヤ
コ
ー
ビ
 

に
つ
い
て
の
叙
述
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
代
 人
の
ヤ
コ
ー
ビ
像
を
伝
え
る
も
の
は
、
断
片
的
な
形
で
 は
 、
ゲ
ー
テ
 や
レ
ソ
シ
 

ソ
グ
、
フ
 4
 ヒ
テ
 、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
等
の
多
数
の
書
 簡
 が
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
Ⅰ
 
q
.
 

シ
ュ
 

レ
 ー
ゲ
ル
の
 
円
ヤ
コ
 l
 

ビ
の
 ヴ
ォ
ル
 テ
 マ
ー
ル
論
口
と
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
自
信
仰
 と
知
 口
中
の
「
ヤ
コ
ー
ビ
」
の
章
が
あ
る
。
例
え
ば
、
 

ゲ
 @
 テ
は
 、
ヤ
コ
 
l
 ビ
の
 

円
 ス
ピ
ノ
ザ
の
教
え
に
つ
い
て
 b
 を
 旺
 
-
m
 
ん
だ
後
、
ヤ
コ
 
一
 ビ
 に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
そ
の
中
で
、
ス
ピ
 ノ
ザ
 を
無
神
論
と
す
 

る
 説
に
ほ
同
意
で
き
な
い
と
述
べ
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
「
 信
 仰
 」
と
い
う
舌
口
葉
の
多
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
諫
め
て
 

い
る
。
「
信
仰
と
い
う
 

言
葉
は
信
仰
ソ
 
7
 ィ
ス
ト
達
に
と
っ
て
の
み
ふ
さ
わ
し
い
 も
の
で
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
最
高
次
に
重
要
と
な
ら
 ざ
る
を
得
な
い
こ
と
 

は
 、
意
志
の
全
て
の
確
信
を
曇
ら
せ
、
動
揺
し
て
空
虚
で
 あ
る
 富
 と
い
う
濁
り
を
も
っ
て
、
そ
の
確
信
を
覆
っ
て
 し
ま
う
こ
と
で
す
。
 
な
 

@
 
四
 "
 

ぜ
な
ら
彼
ら
は
、
真
理
の
根
本
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
 動
 括
 さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
」
と
。
 

田
イ
 
・
 シ
 ュ
レ
 ー
ゲ
ル
 ほ
 前
述
の
 

論
文
に
 掩
 い
て
、
独
自
の
評
論
方
法
、
即
ち
性
格
描
写
 （
の
す
り
（
 

牛
 零
下
降
 
ぎ
 ）
に
従
っ
て
、
ヤ
コ
 l
 ビ
の
小
説
 円
ヴ
 ォ
 ル
デ
マ
一
ル
 口
 を
 批
 

評
し
て
い
る
。
性
格
描
写
と
い
う
の
は
、
対
象
の
個
性
を
 取
り
上
げ
、
そ
の
個
性
の
発
展
過
程
や
自
己
形
成
と
い
 ぅ
 観
点
か
ら
、
複
雑
な
 

意
識
の
関
連
を
解
明
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

キ
 
シ
ュ
レ
 一
 ゲ
ル
は
ま
ず
現
代
文
化
に
つ
い
て
、
「
人
間
 

の
 諸
々
の
 力
は
 自
由
な
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そ
 そ
れ
に
基
づ
く
ス
ピ
ノ
ザ
 
や
ヵ
 ン
ト
批
判
を
、
「
無
限
 

性
や
永
遠
性
の
中
で
の
有
限
性
や
時
間
性
の
消
滅
」
に
 

対
 す
る
不
安
と
捉
え
る
。
 6
 

結
合
に
 掩
 い
て
の
み
健
康
で
あ
り
得
る
の
だ
が
、
こ
の
 話
 々

の
 力
は
 全
く
分
離
し
個
別
化
し
て
い
る
。
こ
の
分
離
 と
 個
別
化
が
現
代
文
化
 

 
 

コ
 ー
 ビ
 の
文
学
・
哲
学
活
動
を
、
分
離
や
個
別
化
を
押
 し
 進
め
る
啓
蒙
的
理
性
 

に
 対
し
て
心
の
権
利
や
信
仰
を
守
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
 す
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
限
界
も
捉
え
る
。
そ
の
 眼
 界
レ
こ
は
、
円
 
ヴ
ォ
ル
ミ
ノ
 

マ
一
ル
 b
 を
含
め
 ヤ
コ
一
ビ
の
 
哲
学
や
文
学
が
、
主
観
的
 、
個
別
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
客
観
性
を
有
し
得
な
 い
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
ヤ
コ
ー
ビ
は
 
ロ
 ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
 
ヒ
 の
序
文
で
、
 こ
 の
 叙
述
の
目
的
を
、
「
言
葉
で
表
現
で
き
て
も
で
き
な
く
 
て
も
、
人
間
性
（
 目
 。
 
コ
 の
の
・
 

婁
キ
 ）
を
あ
る
が
ま
ま
に
、
最
も
確
か
に
、
眼
前
に
 呈
す
 る
こ
と
し
と
し
て
い
る
が
、
 

出
イ
 
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
 
文
 中
の
「
人
間
性
」
を
 皮
 

肉
 っ
て
、
こ
れ
を
「
ヤ
コ
ー
ビ
性
」
（
）
 a
c
o
F
@
 

ゴ
堅
 ）
 と
呼
 ぶ
 。
つ
ま
り
 何
 コ
シ
ュ
レ
 l
 ゲ
ル
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
が
表
現
 す
る
人
間
性
の
内
に
 、
 

全
て
の
人
に
通
じ
る
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
 、
ヤ
コ
ー
ビ
と
い
う
個
人
的
な
性
格
し
か
読
み
取
れ
な
 い
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

ロ
コ
シ
ュ
レ
 
l
 ゲ
ル
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
活
動
全
体
を
 、
概
 念
 と
言
葉
へ
と
も
た
ら
さ
れ
た
個
別
的
生
命
の
精
神
と
 呼
ぶ
。
 

ゲ
 @
 テ
や
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
評
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 

一
般
に
ヤ
コ
ー
ビ
の
哲
学
 
は
 、
感
情
哲
学
や
信
仰
哲
学
 と
 呼
ば
れ
て
い
る
。
 

つ
ま
り
有
限
性
や
悟
性
を
逃
れ
感
情
や
信
仰
に
 於
い
 て
 無
 限
 と
の
合
一
を
得
よ
う
と
す
る
面
が
捉
え
ら
れ
る
。
 

し
 か
し
 へ
｜
 ゲ
ル
は
 、
ヤ
 

コ
 ー
ビ
哲
学
の
根
底
に
有
限
性
の
絶
対
化
を
探
ろ
う
と
す
 る
 。
ヤ
コ
ー
ビ
は
「
全
体
が
部
分
よ
り
先
で
あ
る
こ
と
 ほ
 必
然
で
あ
る
」
と
い
 

ぅ
 根
拠
 律
を
 、
論
理
的
根
拠
 律
 
（
「
同
じ
も
の
は
同
じ
で
 あ
る
」
と
い
う
命
題
で
表
さ
れ
る
）
と
因
果
関
係
（
 原
 因
 と
結
果
、
継
続
）
 
と
 

に
 分
け
、
前
者
を
抽
象
的
統
一
、
後
者
を
経
験
概
念
と
す
 る
 。
彼
は
、
論
理
的
根
拠
 律
 に
ほ
客
観
的
な
生
成
や
継
 起
 が
欠
け
て
お
り
、
 
こ
 

れ
が
真
の
統
体
性
た
り
得
る
た
め
に
は
、
因
果
関
係
が
付
 加
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
彼
は
こ
の
理
論
を
 武
器
と
し
て
、
ス
ピ
 ノ
 

ザ
に
 対
し
て
ほ
、
そ
の
継
起
や
時
間
の
欠
如
を
批
判
す
る
 。
ま
た
 ヵ
ソ
ト
 に
対
し
て
は
、
そ
の
先
験
的
構
想
 力
を
 

一
般
の
意
味
の
想
像
 

力
と
 捉
え
、
 ヵ
ン
ト
 の
「
時
間
」
、
「
空
間
」
を
空
想
の
産
 
物
 と
決
め
つ
げ
る
の
で
あ
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
、
ヤ
コ
 
｜
 ビ
の
 経
験
概
念
の
重
視
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こ
の
へ
 ｜
 ゲ
ル
の
ヤ
コ
ー
ビ
把
握
が
正
鵠
を
射
て
る
こ
と
 は
 、
ヤ
コ
ー
ビ
の
直
弟
子
 ケ
ッ
ベ
ソ
 の
以
下
の
表
現
 
か
 ら
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
 

ヤ
コ
ー
ビ
は
 
円
 批
判
論
の
企
て
 ロ
 の
執
筆
の
途
中
、
健
康
 上
の
理
由
で
ケ
ッ
ペ
ソ
に
筆
を
継
ぐ
よ
う
依
頼
し
て
 
い
る
。
こ
の
依
頼
を
受
 

げ
、
ケ
 
，
ペ
ン
は
述
べ
る
。
「
も
し
も
純
粋
に
多
様
な
も
 の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
何
に
よ
っ
て
結
合
が
可
 能
 と
な
る
の
で
あ
ろ
う
 

か
 。
明
ら
か
に
そ
れ
は
第
三
者
の
内
で
結
合
が
生
じ
る
と
 い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
 

@
 
@
0
@
3
 
 

と
。
ケ
ッ
ペ
ン
の
第
三
 者
 と
ほ
意
識
の
こ
と
で
 

あ
る
。
つ
ま
り
、
種
々
の
空
間
的
対
象
が
、
空
間
が
能
動
 
的
に
働
き
か
け
 ろ
 こ
と
が
な
い
の
に
、
空
間
の
内
に
結
合
 さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 

わ
れ
わ
れ
が
多
様
性
を
意
識
の
内
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
 れ
ば
、
 結
 ム
ロ
は
既
に
、
多
様
性
が
「
受
動
的
感
受
性
」
 
と
し
て
の
意
識
の
内
に
 

現
存
す
る
こ
と
の
内
に
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
 る
 。
 ケ
 ：
 ヘ
ン
は
 こ
の
意
識
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
 定
立
し
 、
 次
の
よ
う
に
 

言
 う
 。
「
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
 見
る
。
知
覚
す
る
と
い
う
超
自
然
的
な
啓
示
に
よ
っ
て
 、
諸
事
実
と
し
て
詰
物
 

を
 受
け
取
る
。
こ
の
 ょ
う
 に
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
 （
よ
り
良
い
器
官
、
よ
り
良
い
感
覚
を
有
す
る
人
は
よ
り
 
悪
い
器
官
よ
り
悪
い
感
 

覚
を
有
す
る
人
よ
り
も
良
く
経
験
す
る
の
だ
が
）
は
 、
既
 に
 元
々
総
合
さ
れ
て
い
る
で
あ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
 ょ
っ
 て
、
 始
め
て
総
合
さ
れ
 

る
 必
要
は
な
く
、
ま
た
総
合
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
 

と
い
う
の
は
、
こ
の
 総
 ム
ロ
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
 向
 か
 5
 わ
れ
わ
れ
の
活
動
 

は
 総
合
の
反
対
で
あ
る
。
そ
の
活
動
 は
 総
合
を
分
析
す
る
 こ
と
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
見
 ぃ
 出
す
こ
の
 
ょ
 う
 な
分
析
的
統
一
は
 、
 

総
合
即
ち
多
様
な
も
の
の
総
合
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 む
し
ろ
多
様
な
も
の
、
素
材
は
分
析
的
統
一
に
よ
っ
て
 ゆ
断
 さ
れ
る
の
で
あ
 

@
 
Ⅲ
 -
 

る
 」
と
。
こ
の
ケ
ッ
ペ
ン
の
文
章
 は
 そ
の
ま
ま
ヤ
コ
ー
ビ
 
全
集
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
思
想
 を
 代
弁
し
た
も
の
と
 捉
 

え
て
よ
い
。
事
実
ヤ
コ
ー
ビ
は
、
有
限
性
の
絶
対
化
を
信
 仰
 或
は
宗
教
と
見
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
次
の
表
現
「
 キ
リ
ス
ト
教
は
命
じ
て
 

こ
そ
い
な
い
が
永
遠
な
も
の
へ
の
信
仰
、
つ
ま
り
人
間
の
 有
限
的
で
偶
然
的
な
本
性
を
対
象
と
し
、
そ
れ
を
そ
の
 ま
ま
肯
定
す
る
信
仰
も
 

@
 
㌍
 -
 

教
え
て
い
る
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 

へ
一
 ゲ
ル
の
 把
 握
に
 従
っ
て
ヤ
コ
ー
ビ
 や
 ケ
ッ
ペ
ソ
の
主
張
を
敷
 延
 す
れ
 ば
 、
「
現
実
の
分
裂
的
 

状
況
や
多
様
性
に
関
し
て
、
意
識
を
越
え
た
思
弁
を
も
っ
 て
そ
の
合
一
を
図
ろ
 う
 と
し
て
も
無
益
で
あ
る
。
現
実
 を
あ
る
が
ま
ま
に
受
容
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意
識
へ
と
、
主
観
性
や
個
別
性
の
高
揚
と
聖
化
へ
と
変
容
 し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
。
こ
の
事
態
を
へ
 ｜
 ゲ
ル
 は
 、
ロ
フ
ィ
ヒ
テ
へ
の
 

す
れ
ば
事
足
り
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 彼
 ら
ほ
 こ
の
意
識
を
「
健
全
社
人
間
悟
性
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
 「
健
全
な
（
の
。
 

目
 コ
リ
の
）
」
 

と
い
う
表
現
に
は
、
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
を
始
め
と
す
る
 観
念
論
者
の
心
は
不
健
康
で
病
ん
で
い
る
と
い
ろ
非
難
 が
 潜
ん
で
い
る
。
 へ
｜
 

ゲ
ル
は
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
比
し
て
ヤ
コ
ー
ビ
を
非
難
 す
る
。
認
識
と
信
仰
の
間
に
不
動
の
対
立
を
固
定
し
 、
、
 
永
遠
な
も
の
の
認
識
を
 

放
棄
し
 、
 従
っ
て
有
限
性
そ
の
も
の
を
絶
対
的
な
も
の
と
 し
て
固
定
す
る
と
い
う
点
で
ほ
三
者
と
も
共
通
の
性
格
 を
 有
す
る
。
し
か
し
、
 

カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
有
限
性
や
時
間
的
な
も
の
の
 内
 に
は
い
か
な
る
真
理
も
存
在
し
な
い
と
い
う
否
定
性
の
 貞
に
 拾
 い
て
偉
大
な
の
 

で
あ
る
。
 ヤ
コ
一
ビ
は
 、
こ
の
無
に
等
し
い
も
の
が
否
定
 さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
こ
れ
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
 定
立
し
ょ
う
と
す
る
の
 

で
あ
る
。
 

へ
 I
 ゲ
ル
は
次
い
で
ヤ
コ
ー
ビ
の
内
に
、
も
う
一
つ
の
方
 向
性
つ
ま
り
有
限
な
も
の
を
否
定
し
て
永
遠
な
も
の
に
 向
か
う
信
仰
を
捉
え
 

る
が
、
こ
れ
ほ
 カ
ソ
ト
 、
フ
ィ
ヒ
テ
の
信
仰
と
性
格
を
同
 じ
く
す
る
。
彼
ら
に
あ
っ
て
は
、
有
限
者
た
る
人
間
は
 真
の
絶
対
的
認
識
に
到
 

達
 で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
認
識
は
か
く
て
、
有
限
者
 が
 自
ら
を
否
定
し
無
限
者
へ
と
焦
が
れ
る
信
仰
の
場
に
 定
立
さ
れ
る
。
 へ
｜
ゲ
 

か
 は
彼
ら
の
信
仰
を
哲
学
的
信
仰
と
呼
び
、
反
省
や
哲
学
 と
は
無
縁
な
常
識
の
内
の
素
朴
な
信
仰
と
対
比
す
る
。
 ，
 
」
の
素
朴
な
信
仰
に
あ
 

っ
て
は
、
現
実
世
界
の
諸
事
物
や
自
己
自
身
に
い
か
な
る
 絶
対
的
な
価
値
も
与
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
は
 無
 な
る
も
 の
と
意
識
さ
れ
る
。
 そ
 

の
 意
識
は
素
直
な
も
の
で
あ
り
反
省
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
 。
だ
が
哲
学
的
信
仰
の
場
合
、
「
信
仰
に
逃
れ
て
い
る
 の
は
、
素
朴
な
信
仰
 と
 

は
 全
く
異
質
の
理
性
で
あ
る
。
こ
の
理
性
が
有
限
性
を
否
 定
し
 、
主
観
性
を
廃
棄
す
る
た
め
に
反
省
か
ら
逃
れ
て
 い
る
の
で
あ
り
、
反
省
 

@
 
㏄
 @
 

や
 主
観
性
に
対
す
る
対
抗
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
い
る
」
 と
へ
｜
 ゲ
ル
は
 言
 5
 。
哲
学
的
信
仰
に
 掩
 い
て
は
、
 反
 省
や
主
観
性
が
廃
棄
さ
 

れ
 つ
り
、
逆
に
「
反
省
の
否
定
」
の
反
省
や
、
「
主
観
性
 
の
 廃
棄
」
を
意
識
す
る
主
観
性
が
救
わ
れ
、
正
当
化
さ
れ
 て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 

へ
一
 ゲ
ル
 は
 、
こ
の
「
否
定
さ
れ
た
主
観
性
」
の
意
識
と
 い
う
主
観
性
が
 ヤ
コ
一
ビ
の
 内
で
、
自
ら
の
純
粋
性
 や
 美
し
さ
を
誇
る
と
い
う
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書
状
口
の
中
の
次
の
表
現
に
探
ろ
 

う
 と
す
る
。
「
そ
う
で
 

す
 。
私
は
無
神
論
者
で
あ
り
、
神
を
喪
失
し
た
も
の
で
 

す
 。
私
ほ
 

無
 な
る
も
の
 

@
 
田
 
@
 

を
 欲
す
る
意
志
に
逆
ら
っ
て
嘘
を
つ
く
こ
と
を
欲
し
ま
す
 

」
。
ヤ
コ
ー
ビ
に
よ
れ
ば
、
神
は
人
間
を
超
越
し
て
い
る
 

の
で
あ
り
、
も
し
 

神
 

 
 

 
 

 
 

動
を
人
間
の
内
な
る
神
と
す
る
。
こ
の
衝
動
 

は
 
個
別
的
で
 

あ
り
、
各
人
ほ
自
ら
の
固
有
な
確
信
に
従
っ
て
行
為
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ヴ
ォ
ル
デ
マ
 

l
 ル
は
こ
の
典
型
と
し
て
ブ
ル
 

l
 タ
ス
を
 

引
 く
 。
民
族
や
公
共
に
反
し
て
自
ら
の
信
念
の
ま
ま
に
 

シ
 
一
ザ
 
ー
を
殺
し
た
彼
の
 

行
為
は
 

、
 真
に
正
し
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

へ
｜
 
ゲ
ル
は
 

、
ロ
 
ヴ
ォ
ル
デ
マ
ー
ル
 

b
 に
限
ら
ず
、
 

ヤ
 コ
 
ー
 
ビ
 の
小
説
の
中
の
 

登
場
人
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
非
難
す
る
。
「
し
か
し
 

、
こ
れ
ら
の
諸
形
態
の
根
本
基
調
 

は
 
、
客
体
性
の
こ
の
 

上
 
思
識
 
的
な
欠
如
で
あ
り
、
 

思
慮
深
さ
で
は
な
く
、
常
に
自
ら
の
人
格
性
を
反
省
す
 

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
永
遠
に
主
観
へ
と
立
ち
還
る
 

考
 察
 で
あ
る
。
こ
の
考
察
 

ほ
 
、
人
倫
的
な
自
由
の
代
わ
り
に
、
最
高
次
の
苦
し
み
、
 

憧
れ
に
満
ち
た
利
己
主
義
、
そ
れ
に
人
倫
的
虚
弱
性
を
 

定
立
す
る
。
こ
の
自
己
 

考
察
は
 

、
 美
し
い
個
体
を
も
っ
て
、
信
仰
に
 

掩
 い
て
生
じ
 

る
 次
の
変
革
を
企
て
る
。
そ
の
変
革
と
ほ
、
こ
の
 

よ
う
 
な
 個
別
的
な
美
の
意
識
 

に
よ
っ
て
、
主
観
性
が
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
意
識
と
、
 

利
 己
 主
義
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
意
識
と
を
与
え
、
だ
が
 

ま
さ
に
こ
の
（
個
別
的
 

な
 美
の
）
意
識
に
よ
っ
て
極
端
な
主
観
性
と
内
面
的
な
 

邪
 
神
 崇
拝
と
を
も
た
ら
し
、
同
時
に
そ
れ
を
正
当
化
し
て
 

し
ま
お
 

う
 と
す
る
こ
と
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へ
｜
 ゲ
ル
は
ヤ
コ
ー
ビ
的
信
仰
と
、
客
観
的
に
教
団
と
し
 て
 成
立
し
て
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
ス
 ム
ス
 と
の
、
 或
は
啓
蒙
的
理
性
に
 

対
し
宗
教
的
直
観
の
内
に
信
仰
の
独
自
の
生
命
を
捉
え
、
 こ
れ
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
 ヒ
ヱ
 ル
 と
の
連
関
を
探
ろ
う
 

と
す
る
。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
の
 性
 格
を
内
面
性
、
彼
岸
や
未
来
へ
の
 撞
惧
 、
純
粋
な
 撞
惧
 の
 美
し
さ
に
捉
え
る
。
 

（
こ
れ
ら
の
性
格
は
 
、
 ル
タ
ー
正
統
派
よ
り
も
 ピ
ヱ
 テ
ィ
 ス
 ム
ス
に
よ
り
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
 へ
 ｜
 ゲ
ル
は
こ
の
性
格
 

に
 ヤ
コ
ー
ビ
的
原
理
（
主
観
性
や
有
限
性
の
絶
対
化
）
が
 潜
ん
で
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
。
な
る
ほ
ど
シ
ュ
ラ
 イ
エ
ル
マ
ッ
 ヒ
ヱ
ル
 に
 

放
 い
て
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
的
和
解
、
つ
ま
り
主
観
の
内
に
と
 ど
ま
っ
て
い
る
憧
れ
と
日
常
性
や
現
実
性
、
個
別
性
 と
 の
 和
解
が
乗
り
越
え
 も
 

ね
 、
宗
教
的
直
観
の
内
の
、
主
観
性
と
、
主
観
性
を
越
 ，
 
え
 た
宇
宙
或
は
有
機
的
生
命
と
の
和
解
と
い
う
普
遍
性
が
 成
就
さ
れ
て
い
る
。
 だ
 

が
へ
｜
 ゲ
ル
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 ヒ
ヱ
め
 が
 ヤ
コ
｜
 ビ
を
 真
に
克
服
し
て
い
る
と
ほ
 見
 な
さ
ず
に
、
か
え
っ
 て
 前
者
を
後
者
の
延
長
 

線
上
に
捉
え
、
前
者
が
後
者
を
最
高
の
境
 位
 に
高
め
た
、
 と
考
，
 
え
る
 0
 へ
｜
 ゲ
ル
 ほ
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 ヒ
ヱ
ル
 0
 
円
宗
教
論
 
b
 を
取
り
 

上
げ
、
「
（
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 
ヒ
ヱ
ル
 の
如
き
）
宗
教
的
 芸
術
家
は
、
宗
教
の
悲
劇
的
厳
粛
さ
の
中
に
主
観
性
を
 混
入
す
る
こ
と
が
許
さ
 

れ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
主
観
性
 は
 、
自
分
自
身
 0
 字
宙
の
直
観
を
叔
 述
 す
る
こ
と
に
 拾
 い
て
も
、
ま
た
 同
じ
く
、
自
ら
の
直
観
 

樺
を
他
者
の
内
に
産
出
す
る
こ
と
に
 
放
 い
て
も
、
本
質
 的
な
生
命
性
や
真
理
を
形
成
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
 。
芸
術
作
品
（
客
観
的
生
命
）
 

梗
 
な
き
芸
術
 は
 、
多
年
生
の
草
の
ご
と
く
永
続
し
て
は
 び
こ
る
も
の
と
さ
れ
、
最
高
次
の
直
観
と
い
 5
 自
由
は
 、
個
別
佳
の
内
に
、
自
分
だ
 

と
 
け
で
何
か
特
殊
な
も
の
を
有
す
る
こ
と
の
内
に
存
す
 る
と
さ
れ
る
」
 

-
7
"
3
 
 

と
述
べ
る
 0
 シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
 ヒ
エ
 か
 は
若
 き
 日
を
へ
 ル
 ン
フ
 l
 

近
 

 
 

ゲ
ト
 派
の
神
学
校
で
送
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ヤ
コ
ー
ビ
 も
 青
年
時
代
に
「
繊
細
者
達
」
と
い
う
改
革
派
 糸
ピ
ュ
 -
 
ア
 れ
ス
 ム
ス
 の
セ
ク
ト
に
 入
 

 
 

 
 

 
 

か
っ
て
い
が
。
双
方
共
に
後
に
 
ピ
ヱ
 テ
ィ
ス
 ム
ス
 を
 離
 れ
て
独
自
の
宗
教
を
目
指
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
 彼
ら
の
内
面
性
や
直
感
性
、
 
は
 

-
8
@
 

 
 

若
 
個
別
性
、
 憧
 慢
性
と
い
う
原
理
は
 ピ
 エ
テ
ィ
ス
 ム
ス
 的
で
あ
る
。
 

@
6
@
 

で
あ
る
」
と
。
 



い
な
い
。
反
省
は
生
命
あ
る
者
を
結
合
（
抽
象
的
同
一
性
 、
「
宗
教
」
性
）
 と
 非
結
合
（
多
様
性
、
有
限
性
）
と
に
 
分
離
し
、
再
び
結
合
す
 

る
こ
と
な
く
各
項
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
定
立
し
 、
一
 方
 の
 頃
 と
他
方
の
項
の
間
を
と
め
ど
も
な
く
揺
れ
動
き
 

一
方
の
項
に
位
置
す
 

る
 時
は
他
方
の
項
に
つ
い
て
は
全
く
無
意
識
な
の
で
あ
る
 。
そ
し
て
、
抽
象
的
無
限
性
の
項
に
あ
っ
て
 、
 自
ら
の
 本
質
の
有
限
性
の
否
定
 

の
 抽
象
性
を
忘
れ
去
っ
て
い
る
精
神
が
 、
ピ
 ニ
テ
ィ
ス
 ム
 ス
的
 宗
教
、
シ
ニ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 ヒ
ヱ
ル
 、
常
識
を
体
 現
し
て
い
る
ヤ
コ
ー
ビ
 

的
 精
神
の
信
仰
の
側
面
に
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 こ
 ）
 
」
に
精
神
の
自
己
反
省
が
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
 
哲
 学
 が
必
要
と
な
っ
て
く
 

る
の
で
あ
る
，
彼
は
㍉
差
異
論
文
 b
 の
中
で
、
「
哲
学
の
 
歴
史
」
を
「
無
限
に
多
様
な
形
式
に
放
い
て
自
ら
を
表
す
 永
遠
に
し
て
一
つ
な
る
 

-
 
㏄
 "
 

理
性
の
歴
史
」
と
捉
え
る
。
哲
学
の
歴
史
（
 ヰ
 @
 
の
の
の
の
の
 

ゴ
 @
c
 

オ
 （
の
 
d
 
の
～
下
臣
 
0
 
の
 
0
 
審
⑤
 、
 即
ち
哲
学
の
「
叙
述
」
（
の
の
お
す
 

@
c
 

ォ
 （
の
）
と
は
、
個
々
の
 

哲
学
に
つ
い
て
そ
の
偶
然
的
な
事
柄
を
「
説
明
す
る
」
 ，
 
し
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
哲
学
 
或
は
 思
想
を
有
機
的
 に
 一
つ
の
理
性
の
歩
み
 

と
 捉
え
、
こ
れ
を
描
写
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
彼
は
円
 信
仰
と
知
目
の
結
び
の
章
で
、
カ
ン
ト
、
ヤ
コ
ー
ビ
 、
 フ
ィ
ヒ
テ
の
各
哲
学
に
 

つ
い
て
、
「
そ
こ
に
 
掩
 い
て
教
養
の
諸
側
面
と
見
な
さ
れ
 る
も
の
、
即
ち
総
体
性
の
中
の
個
々
の
次
元
を
絶
対
的
に
 定
立
し
、
体
系
に
ま
 

-
 
㏄
 -
 

で
 仕
上
げ
る
こ
と
が
完
全
に
表
現
さ
れ
て
い
る
Ⅰ
と
述
べ
 る
 。
教
養
即
ち
近
代
精
神
は
学
と
し
て
、
個
々
に
で
は
 あ
る
が
、
そ
の
契
機
を
 

網
羅
し
て
自
ら
の
全
き
像
を
組
み
立
て
て
い
る
。
し
か
し
 、
 個
々
の
精
神
 は
 、
精
神
全
体
の
中
の
自
ら
の
位
置
を
 未
だ
知
ら
ず
、
相
互
に
 

偶
然
的
敵
対
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
 
へ
｜
ゲ
 か
 は
「
信
仰
 と
知
 b
 と
い
う
哲
学
的
叙
述
に
放
い
て
、
 近
代
精
神
の
全
体
的
な
 

真
理
 像
き
 、
つ
ま
り
主
観
性
（
ヤ
コ
ー
ビ
）
、
客
観
性
（
 カ
ン
ト
）
、
主
観
，
客
観
性
（
フ
ィ
ヒ
テ
）
を
描
写
し
、
 
そ
の
真
の
姿
、
つ
ま
り
 

主
観
性
或
は
人
間
中
心
主
義
の
範
囲
の
内
で
既
に
頂
点
に
 登
り
つ
め
て
い
る
姿
を
露
に
し
、
各
契
機
に
自
己
 
反
 省
を
迫
る
の
で
あ
る
。
 

の 存 
精 在 

神も し、 
常 見 
調 っ 

と 一 目 lJ 
同 者 
じ が 

  
そ の 
の 根 
水 底 
質 で 

な あ 
反 る 省 
と と 

する 言 う 

の こ 

  
る 明 ら 
但 か 
し に さ 
常 れ 
識 た 
ヤ @ 甲   
あ や 
つ もよ 

  
自 現 
ら 象 
の 形 
本 態 
質 は 
が 異 
禾 な 

対る だ も 

白 め 

の、 的に 

現 ヤ 
象 コ 

し l 
て ピ   
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以
上
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
精
神
の
内
に
、
二
方
向
性
つ
ま
り
 有
 根
性
の
絶
対
化
及
び
有
限
性
の
否
定
の
場
に
成
り
立
つ
 無
限
性
へ
の
 
憧
惧
が
 

 
  

 



前
述
し
た
よ
う
に
、
 へ
 l
 ゲ
ル
の
思
索
の
歩
み
は
、
反
省
 

や
 個
別
性
、
主
観
性
を
原
理
と
す
る
近
代
を
克
服
し
ょ
 

う
と
い
う
も
の
で
あ
 

る
 。
彼
は
当
初
、
「
宗
教
」
を
以
て
そ
の
克
服
の
手
だ
て
 

と
し
ょ
う
と
す
る
。
 
愛
 と
美
を
最
高
原
理
と
す
る
こ
の
 
古
 
示
教
 
は
、
 強
く
 ピ
ヱ
テ
 

訓
ィ
ス
 ム
ス
 的
 性
格
を
有
す
る
。
（
無
論
、
そ
の
教
団
 

の
み
に
限
定
さ
れ
得
な
い
が
）
。
や
が
て
 

へ
｜
 ゲ
ル
は
「
 宗
教
」
の
内
に
反
省
か
ら
の
 

ゆ
 
逃
避
と
い
う
消
極
面
し
か
見
い
だ
せ
ず
、
哲
学
へ
と
 

方
向
転
回
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
の
場
で
彼
は
、
近
代
 

精
神
が
相
反
す
る
二
方
向
性
 

荻
を
有
す
る
こ
と
を
把
握
す
る
。
一
方
は
、
反
省
や
個
 
別
性
 、
主
観
性
を
押
し
進
め
る
方
向
で
あ
り
、
他
方
は
 

、
ピ
ヱ
 テ
ィ
ス
ム
ス
に
 
掩
 い
 

づ
て
 最
も
純
粋
に
現
れ
て
い
る
（
と
同
時
に
精
神
会
 

体
 に
顕
現
し
て
い
る
）
、
反
省
や
個
性
を
逃
れ
抽
象
的
 

融
 和
へ
と
向
か
う
方
向
性
で
あ
 

卜
る
 。
し
か
も
彼
は
、
両
方
向
性
が
相
互
に
他
を
補
強
 

し
 合
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
洞
察
す
る
の
で
あ
る
 

0
 へ
｜
 ゲ
ル
の
こ
の
近
代
精
 

若
 
神
の
二
方
向
性
把
握
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
が
、
 

ヤ
 コ
 ー
ビ
 的
 精
神
に
対
す
る
彼
の
考
察
な
の
で
あ
る
。
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（
 
ヨ
 信
仰
と
知
日
の
副
題
は
ロ
カ
ン
ト
、
ヤ
コ
ー
ビ
、
フ
ィ
 ヒ
テ
哲
学
と
し
て
の
、
そ
の
形
式
の
完
全
性
に
於
け
る
 主
観
性
の
反
省
哲
学
三
 

で
あ
る
）
。
こ
の
哲
学
的
叙
述
に
あ
っ
て
初
め
て
、
精
神
 は 自
ら
を
眺
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
反
省
す
る
こ
と
 が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

か
く
し
て
時
代
精
神
は
 、
 自
ら
の
姿
１
１
最
高
地
点
に
達
 し
て
い
る
が
、
そ
の
地
点
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
 制
約
さ
れ
た
も
の
で
 

あ
る
と
い
う
こ
と
、
自
ら
の
歩
み
が
神
的
な
も
の
を
喪
失
 し
た
主
観
性
の
歩
み
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
 

を
 認
識
し
 、
 真
の
主
 

観
 
・
客
観
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
 ヤ
コ
ー
ビ
哲
学
に
つ
い
て
は
、
真
の
絶
対
性
で
あ
る
か
 の
ご
と
き
仮
面
が
 
剥
さ
 

ね
 、
そ
の
真
の
姿
つ
ま
り
主
観
性
や
有
限
性
の
絶
対
性
が
 朗
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
、
ヤ
コ
 ｜
ビ
 哲
学
を
無
視
し
 ま
 

る
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
、
時
代
精
神
の
哲
学
的
表
現
 た
 る
 ヤ
コ
ー
ビ
を
超
越
的
に
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
 

そ
 れ
は
月
神
学
論
 b
 中
の
 

「
 
イ
ヱ
ス
 の
宗
教
」
の
「
現
実
を
離
れ
主
観
性
へ
逃
れ
る
 」
と
い
う
失
敗
の
二
の
舞
を
踏
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
 。
 へ
一
 ゲ
ル
が
狙
う
 

こ
と
は
、
近
代
精
神
が
哲
学
の
場
に
放
い
て
、
自
己
反
省
 に
 到
り
、
自
ら
の
「
近
代
性
」
を
超
克
す
る
こ
と
で
あ
 る
 。
 



一
 
%
 

-
1
 ）
 
下
 
ハ
ル
ツ
ン
グ
ロ
ド
イ
ツ
国
別
主
し
（
成
瀬
 

治
訳
 、
岩
 波
 書
店
、
一
九
八
 0
 年
 ）
 

え
 に
こ
こ
で
我
々
 は
 余
り
に
歴
史
的
 ビ
ェ
 テ
ィ
ス
 ム
ス
 に
 捕
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
と
信
仰
の
 関
連
が
論
じ
ら
れ
る
 場
 

合
 、
信
仰
の
中
に
反
近
代
の
面
の
み
が
読
み
込
ま
れ
る
 ナ
 
し
 と
が
多
い
が
、
 へ
一
 ゲ
ル
は
近
代
精
神
の
構
造
そ
の
も
 の
の
中
に
一
契
機
と
し
 

て
 信
仰
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
 

本
論
文
で
扱
っ
て
い
る
近
代
は
 、
 確
か
に
場
所
的
時
代
的
 に
 制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
敢
え
て
 括
 弧
 を
つ
げ
な
か
っ
た
。
 

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
近
代
の
原
理
即
ち
反
省
や
個
別
性
、
主
 観
性
は
、
 我
々
の
現
代
に
も
脈
々
 と
 受
け
継
が
れ
て
 ぃ
 る
の
で
あ
っ
て
 、
 強
め
 

ら
れ
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
克
服
さ
れ
て
は
い
な
い
。
丹
精
 神
 現
象
学
 ロ
に
掩
 い
て
 へ
 I
 ゲ
ル
は
、
近
代
精
神
の
上
 位
の
ヱ
 レ
メ
ン
ト
 と
し
 

て
 、
宗
教
を
定
立
し
て
い
る
。
こ
の
宗
教
の
最
高
形
態
 た
 る
 啓
示
宗
教
は
、
も
は
や
「
神
学
論
 L
 や
初
期
哲
学
論
 丈
 に
於
け
る
よ
う
な
 愛
 

と
 美
の
宗
教
で
は
な
い
。
 へ
｜
 ゲ
ル
は
思
弁
的
に
啓
示
 出
 
示
教
の
中
に
 、
 例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
団
や
 々
ヱ
ス
 の
死
の
 中
に
絶
対
的
な
真
理
を
 

捉
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
と
も
す
れ
ば
、
 
へ
｜
 ゲ
ル
の
神
学
論
と
初
期
哲
学
論
文
中
の
キ
リ
ス
ト
教
 も
 、
 円
 
精
神
現
象
学
 転
 

中
の
そ
れ
も
同
じ
 範
碍
 で
く
く
っ
て
し
ま
う
が
、
各
々
の
 間
 に
は
質
的
な
相
違
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
体
系
完
成
 の
 途
上
に
あ
る
と
は
 言
 

え
 、
初
期
哲
学
論
文
即
ち
「
差
異
論
文
目
や
円
信
仰
と
知
 b
 に
於
け
る
 へ
｜
 ゲ
ル
の
信
仰
の
捉
え
方
、
即
ち
近
代
 精
神
の
構
造
の
契
機
と
 

し
て
信
仰
を
捉
え
る
方
法
は
 、
 我
々
が
現
代
の
信
仰
を
考
 え
る
上
で
何
ら
か
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
 ろ
 う
 。
ま
た
、
彼
の
近
 

代
 批
判
や
信
仰
批
判
も
現
代
に
お
い
て
何
ら
か
の
意
義
を
 持
つ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

押
し
進
め
る
と
同
時
に
信
仰
を
定
立
せ
ざ
る
を
得
ず
 、
し
 か
も
こ
の
信
仰
は
 ピ
ヱ
 
テ
ィ
ス
 ム
ス
 
に
通
じ
る
性
格
を
 有
す
る
の
で
あ
る
。
 
ゆ
 

あ 

  
そ テ 
れ 々 

は ス 
、 ム 

持 ス 
伏 そ 
的 の 
場 も 

祈 め 
的 が 

割 強 
杓 い 

を 影 
免 響 
れ カ 
る を 

  
は た 
で， の 

  
い ド   イ 
し ッ 

か な 

し 、 中 ，、 む 

へ と 

l し 
ゲ て 

ル 一 
の 七 
現 世 
点 、 紀 
に 末 
立 か 
て ら 
サゴ ー一 九 
近 世 
伏 組 
精 紡 
神 頭 
サま サこ 

近 か 
代 げ 
化 て 
な で 
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る
 。
 カ
ソ
ト
 自
身
も
、
「
純
粋
理
性
批
判
 
b
 
の
第
二
版
（
一
七
八
 セ
年
 ）
で
付
け
加
え
た
「
観
念
論
の
反
駁
」
に
於
て
、
ヤ
コ
 
｜
ビ
の
 主
要
著
作
、
 

 
 

例
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
 
ド
 
・
ヒ
ュ
ー
ム
 

b
 
を
考
察
し
て
い
る
 。
一
八
一
一
年
シ
ェ
リ
ン
グ
に
 向
 げ
ら
れ
た
宗
教
哲
学
的
論
難
 書
司
神
助
事
物
に
っ
 
8
 

 
  
 

い
て
巴
は
あ
ま
り
注
目
を
集
め
な
か
っ
た
。
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n
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p
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若きへ 一 ゲルと近代の 信仰 

（
 
轄
 ）
 亡
 
す
ご
・
の
・
下
の
 

0
1
 心
の
目
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
ヤ
コ
ー
ビ
批
判
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
 若
 き

へ
｜
 ゲ
ル
の
ヤ
コ
ー
ビ
批
判
㍉
信
仰
と
知
ヒ
を
め
ぐ
っ
て
」
 
（
 
円
へ
｜
 ゲ
ル
 学
 

朝
日
創
刊
号
、
京
都
 へ
｜
 ゲ
ル
読
書
会
編
、
一
九
九
 0
 年
 ）
 を
 参
照
頂
け
れ
ば
幸
 い
 で
あ
る
。
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い な 

う ら お 
め が よ 

もぃそ 、 ， 一 
彼と 人 

の 著 はの " 思、 
作治 言 う 想 家 
動 ま な 
は で 理 
巧 も 解 
妙 な し 
に い よ 

仕 。 ぅ 

とす 組まこれ 

れ が る 

てし おか 時 、 
彼の 、り、 し 

  
も 全 

そ な 体 

しい て 困が 像 
居 、 難 統 
想 に 一 
の 出 的 

に把 断片 会 う 

的 こ 握 
な と さ 
舞 に れ 
白 な な   
も と もま 
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一
 
は
じ
め
に
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
 う
 に
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
一
か
め
 思
想
に
は
、
 
前
 
・
後
期
の
間
に
無
視
し
が
た
い
亀
裂
と
下
 統
一
性
が
あ
る
。
本
稿
 

は
そ
の
原
因
を
一
八
四
八
年
の
「
 漬
 罪
体
験
」
に
帰
し
、
こ
れ
 以
前
を
前
期
、
以
降
を
後
期
と
す
る
。
彼
が
提
示
し
た
キ
リ
ス
ト
 教
 も
こ
れ
に
よ
っ
て
 

変
化
し
、
前
期
に
強
調
さ
れ
た
「
反
復
」
の
キ
リ
ス
ト
教
は
後
 期
 に
至
っ
て
「
倣
い
」
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
と
転
ぜ
ら
れ
た
。
 

反
 復
は
 
「
キ
リ
ス
ト
の
 隣
 

人
愛
」
を
ま
な
 び
、
 倣
い
は
「
キ
リ
ス
ト
の
 卑
賎
 」
を
ま
な
ぶ
 。
一
方
は
世
界
を
肯
定
し
、
他
方
は
世
界
を
否
定
す
る
。
そ
れ
 は
靖
罪
 受
容
の
二
つ
の
 

仕
方
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
の
二
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
前
期
 キ
 =
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
「
反
復
」
を
 噴
罪
 受
容
の
唯
一
の
可
能
性
 と
し
て
待
望
し
た
。
 
し
 

か
し
現
実
に
彼
の
状
況
の
中
で
贈
罪
を
体
験
し
た
と
 き
 、
彼
は
 反
復
の
道
を
歩
む
こ
と
を
阻
ま
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
体
験
を
契
機
 に
 、
そ
れ
ま
で
予
想
 

だ
に
し
な
か
っ
た
「
倣
い
」
の
キ
リ
ス
ト
教
が
 標
傍
 さ
れ
、
 
こ
 れ
が
彼
の
唯
一
の
 賄
罪
 受
容
の
仕
方
と
な
っ
た
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 
 罪
の
宗
教
性
、
反
復
の
キ
リ
ス
ト
教
、
 

倣
 い
の
キ
リ
ス
ト
教
、
 
贈
罪
 
（
罪
の
赦
し
）
 、
 神
の
卑
 賎
 、
啓
示
 と
 そ
の
受
容
（
テ
ィ
 
リ
ヴ
 

ヒ
 ）
、
実
存
的
・
実
存
論
的
（
ハ
イ
デ
 

ソ
ガ
 一
）
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
二
つ
の
 
キ
リ
ス
ト
教
 

荒
井
 

優
 



困
っ
た
こ
と
に
、
こ
う
し
た
二
つ
の
キ
 ス
 ル
ケ
ゴ
 l
 ル
 像
 ほ
、
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
 

ど
 ち
ら
も
間
違
っ
て
は
い
 

な
い
の
で
あ
る
。
 

我
々
は
こ
の
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
を
端
的
に
「
反
復
」
と
 「
倣
い
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
峻
別
し
、
特
徴
づ
 

け
 る
こ
と
が
で
き
る
。
 

両
者
は
と
も
に
「
 賠
罪
 」
に
関
係
し
て
い
る
。
 
キ
ヱ
ル
ケ
 
コ
ー
ル
が
 贈
 罪
の
受
容
と
し
て
、
前
期
で
は
「
反
復
」
 

な
る
概
念
を
提
示
し
、
 

@
3
"
 

だ
も
の
」
が
あ
る
と
し
、
ど
こ
ま
で
も
「
反
復
（
受
け
取
 り
 直
し
）
」
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
原
点
が
あ
っ
た
 
と
の
旨
に
固
執
す
る
。
 

係
を
受
け
取
り
直
す
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
 信
仰
と
と
も
に
キ
リ
ス
ト
に
殉
教
を
も
っ
て
倣
う
キ
リ
 
ス
ト
教
で
あ
る
。
 

方
は
 
（
否
定
性
を
内
包
し
て
は
い
 
ろ
 が
）
人
生
肯
定
の
 
キ
 リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
他
方
は
徹
底
的
に
人
生
否
定
的
・
 反
 世
界
論
的
キ
リ
ス
 

教
 で
あ
る
。
こ
こ
に
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
解
釈
が
真
っ
 一
 一つ
に
分
か
れ
る
分
岐
点
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
 

相
 矛
盾
す
る
二
つ
の
 キ
 

ス
ト
教
を
統
一
的
に
把
握
接
合
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
 も
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
著
作
そ
の
も
の
か
ら
は
不
可
能
 だ
か
ら
で
あ
る
。
 
ブ
 

-
2
@
 

ン
デ
ス
 や
へ
 フ
デ
ィ
ン
 グ
 は
後
者
の
「
世
俗
離
脱
的
」
 

キ
 ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
像
を
打
ち
出
し
、
ガ
イ
ス
マ
 l
 ル
は
後
 者
の
そ
れ
に
 は
 
「
 
歪
 ん ％ リ ト 一 

-
l
"
 

中
に
二
様
の
キ
リ
ス
ト
教
が
あ
る
」
（
ガ
イ
ス
マ
ー
ル
）
 

こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
信
仰
の
「
二
重
連
 動
 」
を
通
し
て
世
界
関
 

る
 。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
著
作
間
相
互
の
連
関
 ほ
 彼
に
よ
っ
て
意
図
的
に
切
断
さ
れ
、
し
か
も
著
作
に
 散
り
ば
め
ら
れ
た
 謎
と
 

困
難
と
を
解
く
「
鍵
を
自
ら
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ
た
」
（
 
黒
や
ポ
 。
 
卜
 二
の
）
こ
と
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
統
一
的
理
 
解
を
著
し
く
困
難
に
し
 

ズ
か
 

し
か
も
謎
に
み
ち
た
無
数
の
か
げ
ら
は
最
初
 か
ら
欠
け
て
お
り
、
 
そ
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
ジ
グ
ソ
ー
・
 

れ
ゆ
え
完
結
す
る
こ
と
の
な
い
ジ
グ
ソ
ー
・
パ
ズ
ル
を
 -
 
別
に
し
た
と
ぎ
の
困
難
さ
に
似
て
い
る
。
 

そ
こ
か
ら
く
る
避
け
が
た
い
不
統
一
性
は
、
し
ば
し
ば
 指
 摘
 さ
れ
る
よ
 
う
 に
彼
の
諸
々
の
概
念
に
見
て
と
れ
る
 
の
だ
が
、
と
り
わ
け
 

「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
概
念
に
お
い
て
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
 

る
 。
試
し
に
彼
の
著
作
全
体
を
眺
め
や
れ
ば
、
我
々
は
 
宰
ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
 

(240) 

い
 い
 う
 6
 
日
誌
記
述
こ
れ
ら
三
つ
の
著
述
分
野
が
巧
 み
な
操
作
の
も
と
に
彼
の
著
作
活
動
の
全
体
を
織
り
な
 し
て
い
る
か
ら
で
あ
 

 
  

 



ス
ト
 教
 」
 か
 「
倣
い
の
キ
リ
ス
ト
教
」
か
こ
の
二
つ
 の
 キ
リ
ス
ト
教
は
明
ら
か
に
対
立
し
た
関
係
に
あ
る
。
 

し
か
も
そ
れ
は
互
い
に
 

重
な
り
合
う
点
の
な
い
対
立
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 

ま
 さ
し
く
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
的
遍
歴
に
は
、
い
か
 

な
る
統
一
的
解
釈
の
試
 

み
も
寄
せ
つ
げ
 
ぬ
 一
つ
の
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
 

い
る
。
か
か
る
思
想
上
の
 
"
 
断
絶
 "
 も
ま
た
、
統
一
的
 
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
像
を
 

形
成
す
る
た
め
の
重
大
な
構
成
要
素
と
な
る
は
ず
で
あ
る
 

 
 

我
々
は
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
 
史
 を
た
ど
り
な
が
ら
、
 
と
り
わ
け
 罪
と
 罪
の
赦
し
（
 
贈
罪
 ）
に
焦
点
を
あ
て
 
っ
 つ
 、
こ
れ
を
巡
っ
て
 

「
反
復
」
と
「
倣
い
」
が
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
あ
る
 

の
か
、
ま
た
両
者
の
対
立
な
い
し
亀
裂
が
彼
自
身
の
実
存
 

史
 の
な
か
で
如
何
な
 

る
 事
情
か
ら
生
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
 

ぅ
 と
す
る
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
施
す
に
せ
 

よ
 、
多
分
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
l
 

か
め
 完
結
的
な
理
解
に
は
決
し
て
到
達
し
え
な
い
で
あ
ろ
 

ぅ
 と
い
う
こ
と
は
、
肝
に
銘
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
 

よ
 
申
 
た
 @o
 

@
 
り
 

教
 

 
 

 
 

 
 

二
 
著
作
以
前
、
特
に
一
八
三
八
年
の
瞬
間
体
験
 
を
め
ぐ
っ
て
 

 
 

 
 

0
 

 
 

の
 実
存
を
根
底
か
ら
覆
し
、
彼
に
新
た
な
実
存
と
思
想
 

と
を
産
み
出
さ
し
め
る
。
 
そ
 

輔
 
の
よ
う
な
垂
直
的
体
験
と
し
て
、
 
キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
｜
 

 
 

ル
 に
は
一
つ
の
哲
学
的
体
験
と
二
つ
の
宗
教
的
体
験
（
「
 

 
 

瞬
間
」
体
験
）
が
あ
っ
た
 
と
 

点
と
し
て
い
る
。
 

ケ
 ゴ
ー
ル
研
究
を
見
渡
す
眼
 

 
 

一
ル
 研
究
者
の
誰
も
が
認
め
て
い
る
。
一
八
三
五
年
、
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
二
十
二
歳
 

 
 

の
夏
、
八
月
一
日
付
の
有
名
な
日
誌
「
ギ
ー
レ
ラ
イ
 

ヱ
 の
手
記
」
と
し
て
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。
「
私
は
私
の
思
 

想
の
展
開
を
客
観
的
と
 85 く 241) 

後
期
に
至
っ
て
「
倣
い
」
こ
そ
を
 贈
罪
 受
容
の
必
然
的
な
 行
為
と
し
て
強
調
し
た
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
 あ
る
。
「
反
復
の
キ
リ
 



在
 主
義
の
実
存
性
を
標
 傍
 し
た
そ
の
原
体
験
を
な
す
も
の
 で
あ
る
。
自
己
の
内
に
無
限
性
を
抱
え
た
主
体
は
 、
ィ
 p
 二
 一
的
な
無
に
よ
っ
 

て
 外
的
世
界
を
無
化
し
、
世
界
か
ら
 超
 出
す
る
。
外
か
ら
 来
る
あ
ら
ゆ
る
 神
 観
念
は
、
美
的
空
想
つ
ま
り
偶
像
と
 し
て
排
除
さ
れ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
内
在
主
義
は
、
世
界
関
係
に
対
す
る
絶
望
 と
 疎
外
と
を
通
し
て
、
自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
真
理
に
自
 力
 的
に
到
達
し
ょ
う
 と
 

す
る
。
そ
れ
ほ
「
倫
理
的
あ
る
い
は
倫
理
的
宗
教
的
」
 な
 道
で
あ
る
。
 

そ
の
三
年
後
の
一
八
三
八
年
、
彼
は
浄
福
に
満
ち
た
最
初
 

 
 

あ
る
。
あ
れ
こ
れ
 

の
 喜
び
で
は
な
く
、
（
舌
と
口
も
て
心
の
底
か
ら
）
溢
れ
 
出
づ
る
喜
び
。
…
…
 マ
ム
レ
 の
森
（
ヒ
目
。
 お
お
 。
 
P
 
）
か
ら
 永
遠
の
 館
 へ
と
吹
き
 

抜
け
る
一
陣
の
貿
易
風
。
五
月
一
九
日
午
前
十
時
三
十
分
 。
」
（
 
下
づ
 ・
Ⅰ
 卸
い
瞬
 
）
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
者
の
間
で
 も
 表
現
上
の
差
異
は
あ
 

る
も
の
の
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
彼
の
実
存
的
 転
回
を
決
定
づ
け
る
宗
教
的
な
体
験
で
あ
っ
た
と
解
す
 る
 点
で
ほ
、
一
致
 

し
て
い
る
。
事
実
、
そ
の
直
後
か
ら
五
十
日
間
の
（
ま
さ
 し
く
大
転
回
の
た
め
の
 !
 ）
長
い
空
白
期
間
を
経
て
再
 び
 書
き
記
さ
れ
た
彼
の
 

日
誌
に
は
、
彼
が
「
今
ま
で
（
キ
リ
ス
ト
教
の
）
外
部
 に
 立
ち
」
、
認
識
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
「
キ
リ
ス
ト
 
数
 に
対
し
て
内
的
な
関
 

係
 に
人
 り
 」
、
「
キ
リ
ス
卜
者
に
な
る
」
べ
く
決
断
す
る
 
ロ
 
日
 が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
 曳
宅
 ・
目
下
 
ぃ
 
ひ
 
い
 
）
。
 

し
か
し
そ
れ
が
宗
教
的
回
心
だ
と
し
て
も
、
彼
の
著
作
あ
 る
い
は
 
レ
ギ
 ー
ネ
事
件
の
顛
末
が
示
す
 よ
う
 に
 、
 彼
が
 こ
の
体
験
を
も
っ
て
 

信
仰
に
到
達
し
た
と
解
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
 

翌
 三
九
 年
の
日
誌
の
中
に
 、
 我
々
は
あ
の
「
喜
び
」
と
は
対
照
 的
な
不
安
と
絶
望
を
見
 

出
す
。
そ
れ
は
、
サ
ル
ト
ル
の
「
嘔
吐
」
に
も
似
た
 、
現
 存
在
へ
の
根
源
的
か
つ
異
様
な
虚
無
感
で
あ
る
。
「
 全
 存
在
が
私
を
不
安
に
す
 

る
 。
存
在
の
意
味
が
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
全
存
在
が
私
 に
は
毒
々
し
い
。
」
 宝
お
 ・
 
ロ
ナ
お
 0
 ）
そ
し
て
悲
痛
な
祈
り
 
が
 発
せ
ら
れ
る
。
「
 天
 

  
体 崩 
験 壊 
」 す 
で， る 
あ こ 

る と 
  の 

後 な 
の り 

ク も 

リ の 
マ の 
ク 上 
ス に 

Ⅱ 基 
キ 礎 
ヱ つ 

ルけ   
l 」 
ル 弓 

が ぉ 

「 ト 

  
性 ） 0 

  
今日 ある」 壬 、   

  

理 @ 「 うと @ 
ほ 主 しろ 

  
に キ 

あ ヱ 

る ル 
」 ケ 
と コ 。 

い l 

ラ ル 
内 の 

(242) 

呼
ば
れ
る
も
の
、
私
自
身
で
な
い
も
の
の
上
に
基
礎
づ
 け
 る
こ
と
な
く
、
私
の
最
も
深
い
根
源
に
根
を
は
り
、
 

た
 と
え
全
世
界
が
崩
壊
し
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キ ェ ルケゴールに   おけ る 二つのキリスト 教 

に
ま
し
ま
す
父
ょ
 @
 
 こ
れ
以
上
私
に
背
を
向
 け
結
 わ
ず
 、
 私
に
新
た
に
光
を
照
ら
し
 給
え
 。
…
…
死
せ
る
者
を
 生
き
返
ら
せ
、
年
老
い
 

た
 者
を
若
返
ら
せ
 結
う
汝
 、
聖
霊
 ょ
、
 私
を
も
新
た
に
 蘇
 ら
せ
、
私
の
中
に
新
た
な
心
を
創
造
し
 給
え
 。
」
（
申
の
の
）
 

彼
は
 、
瞬
間
に
捉
え
 ろ
 

れ
た
こ
と
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
異
様
な
苦
 悩
に
 襲
わ
れ
る
。
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
後
に
 
、
 神
に
 捉
 え
ら
れ
た
者
は
決
定
的
 

瞬
間
に
お
い
て
そ
の
こ
と
を
知
り
え
な
い
お
 毛
 ・
 ぉ
づ
 S
 0
 。
 下
り
づ
 

・
 目
ダ
い
つ
下
 
）
と
回
顧
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
 瞬
間
が
も
た
ら
す
苦
悩
 

を
 当
初
の
彼
は
「
神
に
見
捨
て
ら
れ
た
 印
 」
と
思
い
な
し
 て
い
た
の
で
あ
る
。
 

電
光
の
ご
と
く
落
ち
か
か
っ
た
三
八
年
の
体
験
が
 、
 後
の
 彼
の
思
想
的
展
開
を
促
す
根
本
的
土
壌
を
な
し
て
い
た
 
こ
と
は
間
違
い
な
 

い
 。
事
実
、
最
晩
年
に
至
る
ま
で
、
彼
は
こ
の
体
験
を
執
 劫
 な
ま
で
に
振
り
返
り
皮
笛
す
る
。
た
と
え
ば
 最
 晩
年
 0
 日
誌
に
は
、
瞬
間
が
 

「
浄
福
」
 即
 
「
苦
悩
」
の
矛
盾
性
を
も
た
ら
す
こ
と
が
 

鋭
 く
 指
摘
さ
れ
て
い
る
。
瞬
間
ほ
「
太
陽
の
直
射
」
に
似
て
 い
る
。
そ
れ
は
「
 人
 

間
 的
な
も
の
を
超
え
た
浄
福
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
最
も
 大
い
な
る
苦
悩
」
で
あ
る
（
中
り
口
・
 
パ
ダ
畠
 ）
、
と
。
 神
関
 係
 は
そ
れ
に
捉
え
ら
れ
 

た
人
間
に
と
っ
て
は
苦
悩
な
の
だ
と
い
う
把
握
は
 、
キ
ヱ
 
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
根
幹
に
染
み
 瓦
る
 悲
痛
な
不
条
理
で
あ
 る
 。
そ
こ
に
彼
は
人
間
 

 
 

の
異
性
を
見
る
の
だ
が
、
こ
の
 異
 
性
の
自
覚
は
ま
だ
信
仰
、
、
、
、
、
 

で
は
な
い
が
、
し
か
し
信
仰
を
志
向
す
る
場
合
に
の
み
 生
じ
る
瞬
間
の
受
け
取
 

 
 

り
 方
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
逆
説
的
把
握
は
既
に
一
八
四
三
年
頃
か
ら
芽
生
え
（
 
N
.
 
め
 ・
の
 
ミ
 ・
宇
田
。
Ⅱ
 
欝
 ）
、
以
後
そ
れ
は
晩
年
に
い
た
る
ま
 
で
 一
貫
し
て
い
る
。
 

口
四
年
「
四
つ
の
建
徳
的
講
話
ヒ
中
の
第
二
講
話
「
肉
体
 の
刺
 」
お
ミ
・
 ポ
串
 3
 １
 %
 ）
に
お
い
て
、
 
キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
１
ル
 は
 
「
 パ
ウ
 p
 の
 肉
 

体
 の
 刺
 」
⑨
 木
 0
 「
・
 
馬
 ・
さ
を
彼
自
身
の
苦
悩
に
類
比
さ
 せ
て
解
釈
す
る
。
バ
ウ
 ロ
 は
第
三
の
天
の
浄
福
に
与
っ
て
 言
い
知
れ
ぬ
喜
び
を
 

体
験
し
た
。
し
か
し
そ
の
浄
福
が
深
け
れ
ば
深
 い
 ほ
ど
、
 内
 に
お
い
て
は
そ
の
乖
離
が
刺
と
な
っ
て
刻
印
さ
れ
る
 。
瞬
間
が
去
り
、
 
バ
ウ
 

ロ
が
 時
間
的
存
在
に
立
ち
帰
っ
た
と
き
、
彼
は
「
喪
失
」
 と
「
別
離
の
苦
悩
」
に
転
落
し
た
。
「
肉
体
の
刺
」
と
は
 
、
「
一
体
感
」
と
同
時
 

に
そ
の
「
喪
失
感
」
の
両
義
的
な
体
験
な
の
で
あ
る
。
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の
中
で
彼
を
戦
 
壊
 さ
せ
た
の
は
、
 
こ
の
矛
盾
で
あ
る
。
」
こ
の
一
節
は
親
鸞
の
「
悪
人
工
 
機
 」
説
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
倫
理
的
に
は
 善
 

予
知
さ
れ
ぬ
「
絶
対
的
逆
説
」
で
あ
る
。
人
間
に
神
を
神
 と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
ほ
な
い
 
。
真
理
を
啓
示
さ
れ
て
 

も
 、
そ
の
真
理
を
永
遠
に
喪
失
す
る
。
人
間
の
こ
の
「
 非
真
理
性
」
を
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
一
か
 
は
「
 罪
 」
と
定
義
す
る
 。
「
瞬
間
が
措
定
さ
れ
 

る
と
、
そ
こ
に
逆
説
が
あ
る
。
…
…
瞬
間
に
よ
っ
て
こ
そ
 、
 学
ぶ
者
 は
 非
真
理
と
な
る
。
自
己
を
知
っ
て
い
た
 人
 間
は
 …
…
自
己
認
識
な
 

ら
ぬ
罪
の
自
覚
を
持
つ
。
」
（
の
 毛
 ・
お
ち
の
 

ト
 ）
こ
う
し
て
瞬
間
 は
 
「
真
理
」
の
体
験
と
同
時
に
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
 
決
 定
 的
な
「
非
真
理
性
」
 

に
 、
つ
ま
り
「
罪
の
自
覚
」
に
突
き
落
と
し
た
原
体
験
と
 な
っ
た
。
「
主
体
性
 は
 非
真
理
で
あ
る
。
」
こ
の
苦
悩
に
 満
ち
た
 標
傍
 と
と
も
 

に
 、
そ
れ
ま
で
の
内
在
主
義
は
崩
壊
す
る
。
こ
れ
が
 キ
ヱ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
の
瞬
間
受
容
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
 ほ
 
"
 罪
の
宗
教
性
 "
 と
 

@
4
@
 

呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
 

こ
の
よ
う
な
弁
証
法
は
そ
も
そ
も
人
間
存
在
の
両
義
性
 ｜
 「永
遠
性
」
と
「
時
間
性
」
と
の
総
合
 ｜
 から
 来
 て
い
る
。
時
間
性
の
 

側
か
ら
す
れ
ば
、
罪
は
確
か
に
神
か
ら
の
乖
離
で
あ
る
。
 し
か
し
永
遠
性
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
罪
は
神
関
係
の
現
 成
 に
他
な
ら
な
い
。
 
だ
 

か
ら
罪
は
、
永
遠
と
時
間
と
の
接
合
点
と
し
て
、
ま
さ
し
 く
 
「
神
の
像
」
が
人
間
の
内
面
に
生
成
し
成
長
す
る
 

場
 所
に
な
る
。
そ
し
て
こ
 

こ
で
生
成
す
る
 
神
 観
念
も
ま
た
、
瞬
間
の
結
果
と
同
様
に
 、
苛
烈
な
ほ
ど
に
逆
説
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
的
Ⅱ
 理
性
主
義
的
な
相
観
念
 

の
 徹
底
的
な
破
壊
の
上
に
形
成
さ
れ
る
。
呵
責
め
あ
り
ゃ
 
、
 責
め
な
し
や
口
中
の
「
ソ
ロ
モ
ン
の
夢
」
は
、
そ
の
 意
味
で
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
@
 

か
め
罪
 意
識
が
吐
露
し
た
野
情
詩
的
な
結
晶
と
い
っ
て
よ
 い
 0
 「
（
夢
の
中
で
）
 ソ
 p
 モ
 ノ
 は
予
感
し
た
 0
 神
は
八
 

敬
虔
な
者
）
の
神
で
ほ
 

な
く
、
（
神
を
失
っ
た
者
）
の
神
で
あ
り
、
神
に
選
ば
れ
 
た
 者
と
な
る
た
め
に
は
（
神
を
失
っ
た
者
）
と
な
ら
な
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
夢
 

こ れ 

とる が。 
で 人 
き 間 
な に 

い と   
人 て 

「絶対 間は 、 
神 約 
関 異 
係 質 
ケ， ヒ 」 
捉 に 
え 田 
9 合 
れ つ 
た た 

時 時に 、 
こ そ 

  
  
ほ の 
関 え 
わ に 
り 彼 
損 は 
な こ 

  
蹟 受 
  
そ り 

れ 損 
は な 
大 い 
咀用 目に 

のこ 埋 れ 
性 と 

に 一 
よ 。 っ 
っ に 
て な 
は る 

(24%) 

そ
れ
は
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
 
円
 
哲
学
的
断
片
口
に
お
 
い
 て
 、
「
神
と
人
間
と
の
断
絶
」
と
い
分
有
名
な
テ
ー
ゼ
 

と
な
っ
て
定
式
化
さ
 8
 



剛
 わ
ざ
 
ヒ
 に
至
る
一
連
の
諸
著
作
を
相
次
い
で
刊
行
し
 

た
 。
こ
れ
ら
の
著
作
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
 

う
 に
 、
彼
 
は
い
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
 

ル
 
「
赦
し
」
の
到
来
を
待
ち
望
む
。
「
罪
の
赦
し
」
は
 

言
 う
 ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
中
核
を
な
す
教
義
で
 

あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
「
 

脂
罪
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ノ
ン
 

 
 

こ
の
赦
し
（
 

賄
罪
 
）
の
体
験
的
受
容
が
、
キ
リ
ス
ト
教
 

の
 最
も
厳
密
な
意
味
で
の
「
信
仰
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
 

に
よ
っ
て
罪
が
修
復
さ
 

89  (245) 

る 二つの キ 

  
八 

四       

午、 

キ 
  

ノ ン 

  
  
  
/ レ 

サま 

本 
格 
的 
な 
著 
ィ午 

活 
動 
を 
開 
始 
し、 

円あ 

れ 
か 

    

れ 
か 
庄 @ 
か 
ら 

円哲 

学的 

断 
片 
へ 
の 

糸 ィ 

ま 玉串 
。 @ 

愛 「 
の 

八
が
往
生
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
宗
教
に
お
い
て
、
 

倫
 理
的
神
 観
念
は
覆
さ
れ
る
。
罪
を
自
覚
し
た
悪
人
、
 

こ
 の
 滅
び
 ゃ
 く
 者
 こ
そ
 

が
、
 神
の
愛
の
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
者
で
あ
り
、
「
 
地
 獄
 必
定
」
が
「
往
生
必
定
」
な
の
で
あ
る
。
「
彼
の
理
性
 
ほ
 微
塵
に
砕
か
れ
た
。
 

戦
懐
が
 彼
を
襲
っ
た
。
神
に
対
す
る
聖
者
の
親
近
さ
 、
清
浄
な
る
者
の
誠
実
さ
な
ど
何
の
説
明
に
も
な
ら
な
 い
 。
密
か
な
罪
が
一
切
 

を
 説
明
す
る
秘
密
な
の
だ
。
」
（
の
 毛
ポ
 せ
 い
 
の
 
印
 ）
 

「
滅
び
 ゃ
 く
 道
 」
が
同
時
に
「
救
 い
 の
道
」
な
の
だ
と
い
 
う
こ
の
新
た
な
救
済
的
宗
教
観
が
 、
キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
一
ル
 を
 し
て
キ
リ
ス
ト
の
 

出
現
へ
、
「
 娼
罪
 」
の
激
情
的
な
要
請
へ
と
駆
り
立
て
る
 。
こ
の
転
回
 点
 に
お
い
て
、
「
神
に
と
っ
て
は
す
べ
て
が
 

可
能
で
あ
る
」
（
 匡
り
 
（
（
 

ゴ
 

あ
，
き
 ）
と
い
う
イ
ェ
ス
の
言
葉
に
 
、
 彼
は
最
後
の
希
望
を
 賭
け
る
。
彼
の
著
作
活
動
の
発
端
は
 、
 確
か
に
 
レ
ギ
一
 ネ
 関
係
へ
の
悲
痛
な
弁
 

明
を
含
ん
で
は
 い
 た
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
個
人
的
な
事
 情
の
背
後
に
は
「
 罪
 」
の
圧
倒
的
な
「
 闇
 」
と
い
う
 実
 存
的
 Ⅱ
普
遍
的
な
限
界
 

状
況
が
 よ
 り
根
源
的
な
契
機
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
 見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

教
 

 
 

 
 

 
 

三
 

反
復
の
キ
リ
ス
ト
教
 



れ
が
、
彼
の
著
作
に
立
ち
込
め
る
禁
欲
的
・
否
定
的
な
雰
 睡
気
の
所
以
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
し
て
も
「
反
復
」
と
ほ
奇
妙
な
命
名
で
あ
る
。
 

著
 作
 
「
反
復
 ヒ
 か
ら
も
窺
い
知
ら
れ
る
よ
 う
 に
、
こ
れ
が
 
ラ
テ
ン
語
の
・
「
の
 
日
 ・
 

 
 

か
ろ
う
。
と
は
い
え
、
「
反
復
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
 内
容
は
キ
ニ
 
ル
ケ
ゴ
｜
 

ル
 独
自
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
彼
の
中
で
一
体
ど
の
 ょ
 う
な
思
想
史
的
経
緯
を
も
っ
て
着
想
さ
れ
た
の
か
と
い
 ぅ
 こ
と
は
、
残
念
な
が
 

ら
 今
も
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
中
世
的
な
結
び
つ
き
 を
 感
じ
さ
せ
 は
 す
る
が
、
そ
の
着
想
は
意
外
に
も
近
代
 プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
ト
 精
神
 

の
 産
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
 
や
べ
 ラ
ー
に
よ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 理
解
、
と
り
わ
け
 ル
 

@
6
 
）
 

タ
一
 解
釈
が
示
唆
的
で
あ
る
。
）
い
ず
れ
に
し
て
も
、
 

彼
 が
こ
の
実
存
性
に
異
常
な
ほ
ど
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
 た
の
は
、
周
知
の
よ
 

う
に
「
 レ
ギ
 ー
ネ
関
係
」
に
由
来
し
て
い
る
。
四
三
年
の
 著
作
「
反
復
 J
 と
臼
恐
れ
と
お
の
の
ぎ
旺
は
 、
 別
れ
た
 
レ
ギ
 一
ネ
 が
 教
会
で
彼
 

 
 

に
 三
度
頷
い
た
こ
と
が
執
筆
の
直
接
の
動
機
で
あ
っ
た
。
 

だ
が
、
こ
の
時
に
初
め
て
「
反
復
」
な
る
思
想
が
着
想
 さ
れ
、
こ
の
 
二
書
 を
も
 

@
7
@
 

っ
て
 レ
ギ
 ー
 ネ
 と
の
「
愛
の
反
復
」
が
熱
望
さ
れ
た
と
い
 う
説
 
（
パ
ウ
ル
セ
ン
）
は
 、
 明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
 。
な
ぜ
な
ら
、
「
反
復
」
 

0
 話
こ
そ
使
っ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
既
に
彼
は
 レ
ギ
｜
 不
 と
の
婚
約
時
代
（
一
八
四
 
0
 年
 ）
中
に
こ
の
問
題
を
着
 恕
 し
て
い
た
か
で
 ら
あ
 

る
 。
「
罪
の
赦
し
に
よ
っ
て
現
実
に
（
元
の
状
態
の
回
復
 
）
（
（
の
 

d
@
 

コ
 （
の
的
Ⅰ
 

ぃ
 （
 
@
0
 
 

田
降
り
 （
 
仁
ヨ
 甘
の
（
 
@
 
：
 ヨ
 ）
 ズ
か
 
生
起
す
 ヱ
り
 
と
は
、
如
何
な
る
意
味
 

に
お
い
て
か
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
現
実
性
理
解
と
 い
う
点
で
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
罪
の
赦
し
 を
 受
け
た
悔
悟
者
 は
、
 

罰
に
 対
し
て
如
何
な
る
関
係
に
入
る
の
か
。
 

彼
は
 赦
し
を
 罰
 と
し
て
扱
 う
 べ
き
な
の
か
。
そ
れ
と
も
赦
し
を
摂
理
 と
 見
な
さ
ざ
る
を
得
な
 

い
よ
 5
 な
 一
つ
の
変
容
が
起
こ
る
の
か
。
 
し
 （
 
ぷ
で
 ・
 目
巨
 2
1
5
 

）
 円
 恐
れ
と
お
の
の
き
 J
 「
反
復
 三
 が
追
及
す
る
の
は
、
 
ま
さ
に
こ
の
 
贈
罪
 が
も
 

関
係
の
も
と
に
立
ち
帰
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
 う
な
信
仰
者
独
自
の
世
界
内
存
在
を
 、
キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
｜
 か
 
は
「
反
復
」
と
命
名
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

し
た
。
彼
は
こ
の
「
反
復
」
を
夢
見
て
い
た
の
だ
が
、
 

そ
 れ
は
 
（
前
期
著
作
 群
 に
お
い
て
は
）
ま
だ
現
実
と
は
な
 っ
て
い
な
か
っ
た
。
 
こ
 

ね
 、
人
間
は
原
初
的
な
自
己
を
取
り
戻
す
。
か
く
実
存
の
 

中
心
と
根
源
と
を
取
り
戻
し
た
結
果
、
罪
人
は
再
び
地
 

上
の
世
界
関
係
・
隣
人
 0
 



「
恐
れ
と
お
の
の
き
 

b
 は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
る
 

々
サ
ク
 
の
 犠
牲
を
扱
っ
て
い
る
。
 

神
は
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
試
み
、
 

愛
 す
る
一
人
息
子
 
ィ
サ
 

ク
を
 要
求
す
る
。
イ
サ
ク
に
剣
を
振
り
薄
し
た
時
、
彼
は
 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
神
が
イ
サ
ク
を
要
求
し
 

給
わ
 ぬ
こ
と
を
信
じ
て
い
 

た
 。
」
（
の
 

ミ
 ・
 
ヰ
註
 
）
そ
し
て
次
の
瞬
間
、
彼
は
息
子
の
命
 

を
 受
け
取
り
直
し
た
。
こ
の
聖
書
物
語
に
 

、
キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 ｜
か
 は
彼
の
人
生
を
 

二
重
に
だ
ぶ
ら
せ
て
い
た
。
 

父
 と
の
関
係
に
お
い
て
、
 

ィ
 サ
ク
 は
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
で
あ
っ
た
。
彼
は
父
の
 

た
め
に
神
に
捧
げ
ら
れ
 

る
は
ず
の
犠
牲
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 

レ
ギ
 ー
 ネ
 と
の
結
婚
 
ほ
 、
今
度
は
彼
女
が
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
代
わ
り
に
 

神
 に
 捧
げ
ら
れ
る
犠
牲
 

と
 

な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
レ
ギ
ー
 

ネ
 と
の
関
係
に
お
 
い
て
、
彼
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
 

。
か
く
し
て
再
生
へ
の
 

賭
 げ
が
要
請
さ
れ
る
。
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
自
分
が
あ
の
世
 

で
 祝
福
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
た
の
で
ほ
な
か
っ
た
。
 

こ
 の
 地
上
で
幸
福
に
な
る
 

ゑ
 
こ
と
を
信
じ
て
い
た
。
」
（
 

丈
 ）
信
仰
 
は
 有
限
性
の
断
 
念
 ・
喪
失
で
は
な
く
て
そ
の
獲
得
な
の
だ
と
い
う
こ
と
 

を
、
彼
は
 ア
ブ
ラ
ハ
ム
か
ら
 

 
 

こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
」
（
 

ミ
 ）
だ
が
 
キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 １
ル
 は
俊
適
 
し
、
結
局
レ
ギ
 

 
 

仰
す
る
勇
気
が
私
に
は
な
い
」
（
 

つ
 
い
 
つ
 
・
白
戸
）
 

黛
 ）
、
「
信
仰
 

が
あ
っ
た
ら
、
私
は
 
レ
ギ
｜
 

 
 

つ
ネ
 の
も
と
に
留
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
」
（
 

目
ヒ
 Q
 
べ
 
）
 と
 彼
は
告
白
す
る
。
 

一
 
一
 

弗
 

彼
が
 レ
ギ
 ー
ネ
関
係
に
お
い
て
為
し
え
な
か
っ
た
 

こ
の
信
仰
の
再
生
を
、
「
反
復
」
と
呼
ぶ
。
「
嵐
が
や
ん
 

だ
。
 主
と
ョ
ブ
 は
和
解
し
 

お
た
 。
…
…
 ョ
ブ
 は
 但
福
 さ
れ
て
、
す
べ
て
の
も
の
を
 

一
 
、
存
心
回
復
し
た
。
こ
れ
こ
そ
 

吏
衛
と
 
呼
ば
れ
る
も
の
 
で
あ
る
。
」
（
 

い
毛
，
づ
 

㌍
）
 反
 

 
 

 
 

  

 
 

に
 世
界
否
定
で
は
な
い
。
し
か
も
単
な
る
世
界
肯
定
で
も
 

な
い
。
む
し
ろ
、
 

"
 
肯
定
か
 

ヱ
 
否
定
（
 
ざ
 o
d
 

の
（
名
の
 

@
 
口
 
）
 
"
 
 
か
 、
そ
れ
と
も
 "
 
肯
定
か
 つ
 否
定
（
亡
臣
 

邑
之
 e
 
コ
 
）
 
"
 な
の
か
と
い
う
二
重
の
対
置
 

に
よ
っ
て
 
、
 神
と
世
界
と
の
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（
 
9
 ）
 

た
ら
す
再
生
で
あ
る
。
 



「
諦
念
」
な
い
し
「
内
在
」
 
ほ
 前
者
に
、
「
信
仰
」
な
い
し
 「
超
越
」
は
後
者
の
逆
説
弁
証
法
に
従
っ
て
い
る
。
 

円
後
 書
し
に
 ょ
 れ
ば
、
「
 諦
 

念
 」
は
出
世
間
の
道
で
あ
り
、
直
接
性
と
直
接
性
に
ま
つ
 わ
る
相
対
性
と
に
対
し
て
死
に
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

め
 
示
教
的
人
間
は
罪
の
病
 

を
 背
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
に
お
 げ
る
宗
教
性
の
表
現
は
修
道
院
へ
行
く
こ
と
で
あ
っ
た
 。
し
か
し
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
 

一
ル
ほ
 繰
り
返
し
強
調
す
る
。
現
代
の
「
信
仰
」
は
実
存
 に
お
い
て
「
神
へ
の
思
い
」
と
「
デ
ュ
ア
ハ
ー
ヴ
 ヱ
ン
 」
（
 か
 "
 ボ
 新
妓
 蹊
牡
 ）
 

と
を
共
に
為
し
 ぅ
 る
の
で
ほ
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
 こ
れ
が
困
難
な
の
だ
お
 毛
ポ
ヰ
 ）
の
）
）
、
と
。
な
ぜ
な
ら
 
罪
は
現
世
に
対
す
る
 倫
 

理
的
 Ⅱ
肯
定
的
関
係
を
阻
止
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
 倫
理
の
停
止
」
に
お
い
て
、
 

神
 １
世
界
の
間
は
絶
対
的
 に
 乖
離
す
る
。
こ
の
 乖
 

離
を
思
想
的
Ⅱ
統
一
的
に
止
揚
せ
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
 企
 て
は
、
罪
を
知
ら
ぬ
人
間
の
偶
像
崇
拝
で
あ
る
。
し
た
 が
っ
て
「
神
へ
の
愛
」
 

 
 

の
た
め
に
は
、
「
世
界
へ
の
嫌
悪
」
が
要
求
さ
れ
る
。
 

内
 世
界
的
な
「
苦
悩
」
と
「
無
力
感
」
が
、
つ
ま
り
、
 禁
 欲
的
 否
定
の
行
が
罪
人
 

に
お
け
る
 神
 関
係
の
表
現
と
な
る
。
そ
の
意
味
に
拾
い
て
 「
罪
の
宗
教
性
」
は
、
な
お
自
己
自
身
に
 

よ
 る
自
己
 転
 回
に
と
ど
ま
る
。
確
か
 

に
 罪
の
自
覚
は
、
超
越
的
な
神
関
係
の
生
成
を
意
味
し
て
 い
る
。
し
か
し
彼
が
自
ら
こ
の
超
越
神
に
関
わ
ろ
 う
と
 す
る
な
ら
、
 
彼
は
 
「
 自
 

カ
 
ハ
主
。
 
ま
恥
 
：
。
 木
 r
a
f
 

（
）
」
を
も
っ
て
す
る
し
か
な
い
。
 

罪
 ほ
 
「
超
越
」
の
 ヵ
 テ
ゴ
リ
一
だ
が
、
し
か
し
そ
の
実
存
 ほ
 未
だ
「
内
在
」
の
 
量
 

後
の
淵
に
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
内
在
 ｜
 超
越
の
い
わ
 ぱ
 
「
中
間
規
定
」
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
最
後
 
の
 自
力
的
宗
教
性
 は
、
 

日
 恐
れ
と
お
の
の
 
ぎ
 b
 に
呈
示
さ
れ
た
「
諦
念
（
 オ
 の
の
 
@
 
の
コ
 
甑
 0
,
 

）
」
の
最
後
の
段
階
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
「
諦
念
 は
 信
仰
を
必
要
 

と
し
な
い
。
そ
れ
は
純
粋
に
哲
学
的
な
運
動
で
あ
る
。
」
（
 

の
ミ
 ・
 キ
 印
の
）
 

諦
念
は
人
間
に
お
け
る
最
後
の
自
力
で
あ
る
。
 

キ
エ
 ル
 ケ
 コ
ー
ル
は
諦
念
に
よ
る
世
界
超
 世
 ・
現
世
否
定
を
「
 無
 眠
性
の
連
動
」
と
い
 

ぅ
 。
「
無
限
性
の
騎
士
は
舞
踏
家
で
あ
り
、
上
昇
能
力
を
 
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
飛
び
上
が
つ
て
は
落
ち
る
。
 し
 か
し
、
落
ち
る
度
に
 ょ
 

ろ
め
く
。
彼
ら
 ほ
 こ
の
世
界
で
は
異
邦
人
な
の
だ
。
」
（
の
 旧
，
ヰ
き
 ）
そ
れ
は
ま
さ
に
出
家
で
あ
り
、
磁
土
を
捨
て
 て
 浄
土
に
往
く
「
往
生
 

人
 」
で
あ
る
。
彼
は
地
上
の
美
的
差
別
を
身
に
ま
と
れ
ず
 し
て
、
肉
体
な
し
に
生
き
ん
と
す
る
。
お
そ
ら
く
 ソ
ク
 ラ
テ
ス
の
よ
う
に
叢
林
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キ ェ ルケゴール   における二つの キ リスト 教 

を
 飲
み
干
し
、
天
界
の
祝
福
に
 或
ぃ
は
 永
劫
の
罰
に
 
、
そ
 の
生
 と
死
と
を
賭
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
飛
躍
」
 で
あ
り
「
情
熱
」
で
あ
 

る
が
、
し
か
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
「
垂
直
 的
 運
動
」
を
時
間
的
・
世
俗
的
な
「
水
平
的
次
元
」
に
 映
し
変
え
る
こ
と
が
で
 

き
な
い
。
そ
れ
は
自
力
的
宗
教
性
の
限
界
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

そ
れ
故
に
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
の
 膳
罪
 が
要
請
さ
れ
る
。
 
今
 や
 、
信
仰
と
は
「
諦
念
に
お
い
て
す
べ
て
を
断
念
し
 、
 し
か
も
不
条
理
の
 
カ
 

（
 
墳
罪
 ）
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
再
び
取
り
戻
す
」
（
 

こ
、
、
、
、
 

お
 ）
 
と
 、
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
諦
念
 即
 反
復
の
「
二
重
 運
動
」
で
あ
り
、
親
鸞
 

の
 
「
往
還
の
二
重
廻
向
」
に
も
比
せ
ら
れ
る
 

"
 否
定
か
つ
 肯
定
 "
 の
神
秘
で
あ
る
。
反
復
は
娼
 罪
 受
容
（
信
仰
）
 
の
証
し
な
の
で
あ
る
。
 

一
体
、
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
罪
の
只
中
で
予
見
し
た
「
 反
 復
 」
と
は
ど
の
よ
う
な
世
界
関
係
な
の
か
。
こ
の
点
 
で
、
親
鸞
に
お
け
る
 

「
伝
道
」
な
い
し
「
 度
 衆
生
心
」
と
し
て
の
「
還
相
」
に
 比
し
て
、
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
は
遥
か
に
（
美
的
な
 意
味
に
お
い
て
）
 
徹
 

底
 し
て
い
る
こ
と
に
、
我
々
は
驚
か
さ
れ
る
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
信
仰
の
形
相
 は
 
「
俗
物
性
」
と
の
著
し
い
類
似
を
 
呈
す
る
。
「
神
 よ
、
こ
 

れ
が
そ
の
人
で
す
か
。
本
当
に
そ
う
な
の
で
す
か
。
こ
の
 人
は
ま
る
で
収
税
人
の
 ょ
ぅ
 で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
 

彼
は
完
全
に
世
界
に
 

属
し
て
い
る
。
ど
ん
な
俗
物
で
も
、
 

彼
 ほ
ど
世
界
に
属
し
 
て
い
る
者
ほ
い
な
い
。
…
…
彼
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
 楽
 し
み
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
 

に
 興
味
を
も
つ
。
下
ら
ぬ
事
に
熱
中
す
る
そ
の
辛
抱
強
さ
 と
き
た
ら
、
全
く
ど
う
で
も
よ
い
事
に
心
を
奪
わ
れ
る
 俗
人
の
印
そ
の
も
の
で
 

あ
る
。
」
（
 
お
 ）
か
く
し
て
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
「
反
復
 」
を
俗
人
な
ら
ぬ
俗
人
と
し
て
、
ま
た
「
信
仰
」
の
同
義
 と
し
て
、
「
第
二
の
直
 

接
性
 」
と
命
名
す
る
。
 

そ
れ
に
し
て
も
、
罪
に
お
け
る
「
垂
直
的
上
昇
運
動
」
（
 
神
 関
係
）
が
 
贈
罪
 に
お
い
て
「
水
平
的
運
動
」
（
 
デ
ヱ
ア
 
ハ
 l
 ヴ
 ヱ
ン
 ）
に
 転
 

回
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
神
秘
的
反
転
の
背
後
に
は
、
 明
ら
か
に
そ
の
水
平
化
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
倫
理
」
の
 再
生
（
或
い
は
「
倫
理
 

の
 停
止
」
の
解
除
）
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
 

な
 ぜ
な
ら
、
美
的
・
社
会
的
な
諸
現
実
に
ま
で
下
降
し
て
 現
世
を
再
肯
定
し
う
る
 

に
は
、
世
界
内
存
在
を
積
極
的
に
意
味
づ
け
る
何
ら
か
の
 倫
理
的
原
理
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
 「
反
復
は
向
上
即
下
降
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と
し
て
宗
教
的
段
階
か
ら
倫
理
的
段
階
へ
の
還
相
面
を
表
 わ
す
 」
（
武
藤
一
雄
）
と
い
う
指
摘
は
、
前
期
 キ
ヱ
ル
 
ケ
 ゴ
 @
 ル
の
思
想
展
開
 

を
 眺
め
渡
せ
ば
、
当
然
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
る
解
釈
で
 あ
る
。
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に
彼
は
、
 

円
 恐
れ
と
お
の
の
 ぎ
ヒ
 「
反
復
ヒ
 日
 
後
書
ヒ
 

に
お
い
て
、
あ
れ
ほ
ど
「
反
復
」
に
お
け
る
（
宗
教
的
な
 も
の
）
と
（
美
的
な
も
の
）
と
の
給
ム
 

口
 を
強
調
し
た
に
 も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
 

（
倫
理
的
な
も
の
）
と
の
関
係
は
１
１
わ
ず
か
に
「
不
安
 
の
 概
念
 臼
 序
論
で
「
第
二
の
倫
理
」
な
る
語
に
暗
示
さ
れ
 て
は
い
る
が
し
 

か
し
暗
示
の
域
を
出
て
い
な
い
。
結
局
、
 

キ
 ヱ
ル
 ケ
ゴ
 l
 か
 は
「
第
二
の
倫
理
」
あ
る
い
は
「
信
仰
の
倫
理
」
に
 つ
い
て
組
織
的
に
語
る
 

こ
と
が
で
き
ず
、
「
弁
証
法
的
に
は
そ
の
最
後
の
言
葉
に
 

ま
で
達
し
な
か
っ
た
」
（
 
M
.
 ト
 。
ル
ス
ト
ル
プ
）
 
と
い
 

こ
の
点
に
 

由
来
し
て
い
る
。
 

だ
が
そ
う
だ
と
し
て
も
、
彼
が
贈
罪
体
験
の
前
年
（
 四
セ
 年
 ）
に
刊
行
し
た
著
作
自
愛
の
わ
ざ
 ヒ
 に
は
、
キ
リ
ス
 ト
 教
の
独
自
な
世
界
 

関
係
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
従
来
か
 ら
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
，
 

Ⅰ
 
ナ
 
@
 し
い
て
 

卜
ト
か
 

@
 
、
「
倣
い
」
の
 

思
想
な
ら
び
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
と
の
衝
突
」
と
い
 

そ
の
意
味
で
後
期
 キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 
連
 

な
る
書
と
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 、
こ
こ
に
 
は
 な
お
「
反
復
」
の
思
想
が
根
を
張
っ
て
 い
る
 0
 彼
が
こ
の
書
に
 

お
い
て
強
調
す
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
否
定
が
 そ
の
眼
目
な
の
で
は
な
い
、
む
し
ろ
彼
岸
性
で
は
な
く
 此
岸
性
な
の
だ
、
 
と
ぃ
 

う
 主
張
で
あ
る
。
「
キ
 
リ
ス
 卜
者
は
他
の
人
々
と
共
に
通
 常
の
食
物
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と
か
、
他
の
人
々
に
 背
を
向
け
て
人
里
離
れ
 

た
 所
に
隠
棲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
要
求
を
課
 せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
（
の
 
圭
 ・
 
ぉ
目
紹
 ）
 キ
 ワ
 ス
ト
者
も
俗
人
と
同
 

じ
こ
と
を
す
る
。
 
彼
は
 喜
ん
で
結
婚
し
、
妻
を
愛
し
、
 

友
 を
も
ち
、
祖
国
を
愛
す
る
で
あ
ろ
う
（
 ト
の
 

0
 ）
。
な
る
ほ
 ど
 キ
リ
ス
ト
は
「
反
復
 

0
 人
」
で
は
な
い
。
彼
は
贈
罪
で
あ
り
、
そ
の
 愛
 と
死
は
 
「
犠
牲
」
的
で
あ
る
。
し
か
し
「
キ
ジ
ス
ト
は
弟
子
が
 

世
界
か
ら
取
り
去
ら
れ
 

る
こ
と
を
欲
し
 結
 わ
な
い
。
」
（
～
の
 

ヰ
 
）
 

キ
リ
ス
卜
者
に
お
け
る
こ
の
よ
 5
%
 
「
世
俗
と
の
同
形
性
 

 
 

こ
と
な
が
ら
、
キ
リ
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キニ ルケゴ一 ル における 二つの キ リスト 教 

ス
ト
教
が
世
俗
や
異
教
と
根
本
的
に
異
な
る
、
と
言
う
。
 「
そ
こ
（
キ
リ
ス
ト
教
）
に
は
課
題
が
存
在
し
、
あ
ら
 ゆ
る
課
題
の
根
源
を
な
 

す
 倫
理
的
課
題
が
存
在
す
る
 ピ
 
（
 
5
9
 
）
キ
リ
ス
ト
教
は
す
 ぐ
れ
て
倫
理
的
で
あ
り
、
そ
の
倫
理
は
「
 汝
 、
隣
人
を
 愛
す
べ
し
」
と
い
う
 唯
 

一
の
課
題
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
。
神
と
の
部
屋
 は
 孤
独
 と
 沈
黙
と
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
「
神
に
祈
る
た
め
に
汝
は
 
ド
ア
を
閉
じ
る
。
 
し
 

い
 し
そ
の
ド
ア
を
開
い
て
汝
が
外
へ
出
て
ゆ
く
時
、
汝
の
 出
会
う
最
初
の
人
間
ほ
隣
人
で
あ
る
。
 

汝
は
 そ
の
隣
人
 を
 愛
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
 

（
 
9
 ）
だ
が
こ
の
愛
が
い
か
に
峻
厳
を
極
め
よ
う
と
、
 

キ
 リ
ス
ト
教
は
世
俗
に
無
関
心
な
の
で
ほ
な
い
。
無
論
、
 隣
人
愛
は
自
然
的
愛
で
 

は
な
い
。
自
然
的
・
直
接
的
 愛
は
 
「
世
俗
の
快
適
」
を
 眼
 目
 と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
 は
 そ
の
世
俗
的
価
値
の
意
義
 を
 認
め
る
が
、
し
か
し
 

同
時
に
「
世
俗
の
快
適
」
を
顧
み
な
い
愛
の
峻
厳
さ
を
 要
 求
 す
る
。
そ
の
要
求
 は
 君
自
身
（
単
独
者
）
に
要
求
さ
 れ
て
い
る
課
題
で
あ
 

り
、
 
君
が
他
人
に
要
式
す
べ
き
課
題
で
は
な
い
。
そ
の
 こ
と
を
自
覚
し
た
時
、
「
君
は
現
実
の
上
に
立
つ
。
 

現
実
の
上
に
し
っ
か
り
 

と
足
を
下
ろ
す
こ
と
が
、
隣
人
愛
の
条
件
と
な
る
。
 

意
味
深
い
変
化
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
即
ち
、
他
人
に
要
求
 を
 課
す
の
で
は
な
く
、
 

自
分
が
義
務
を
果
た
す
こ
と
、
世
界
を
飛
び
越
え
て
ゆ
く
 の
で
な
く
、
世
界
を
背
負
い
込
む
こ
と
な
の
だ
。
」
（
 

お
 。
 
さ
 
こ
の
一
節
に
 惨
み
 

出
た
「
肯
定
」
の
力
感
は
 、
 
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
 l
 ル
の
従
来
 の
 著
作
に
は
な
い
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
「
も
し
汝
の
 生
命
を
神
に
捧
げ
た
 い
 

の
な
ら
、
そ
の
生
命
を
人
々
に
捧
げ
よ
。
」
（
）
～
の
）
こ
の
 
愛
 ほ
 、
ま
さ
し
く
キ
リ
ス
ト
の
 愛
 、
神
的
 変
 に
等
し
い
。
 
ギ
リ
ス
卜
者
は
隣
人
愛
 

に
お
い
て
「
神
の
同
党
 者
 」
と
な
る
。
こ
れ
が
「
反
復
」
 

的
 キ
リ
ス
ト
教
の
眼
目
で
あ
る
。
神
駒
 愛
 と
は
完
全
性
 と
 優
越
性
と
を
求
め
る
 

 
 

「
開
い
た
 眼
 」
で
は
な
い
。
む
し
ろ
不
完
全
性
と
欠
陥
 と
 を
 敢
え
て
見
よ
う
と
し
な
い
「
閉
じ
た
 眼
 」
で
あ
る
（
 ミ
 鍬
 ）
。
こ
こ
に
我
々
が
 

す
で
に
言
及
し
た
「
信
仰
」
と
「
諦
念
」
に
お
け
る
愛
の
 相
違
が
際
立
っ
。
諦
念
は
「
目
に
見
え
る
者
（
隣
人
）
 を
 拒
絶
す
る
こ
と
に
 ょ
 

っ
て
、
そ
れ
だ
け
見
え
ざ
る
者
（
 神
 ）
を
愛
そ
 う
 」
（
）
 
づ
 ～
 ）
と
す
る
。
こ
の
愛
は
な
お
自
己
愛
で
あ
っ
て
 、
彼
は
 隣
人
を
捨
て
て
自
己
の
 

救
い
の
み
を
求
道
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
れ
を
転
倒
さ
 せ
る
。
「
見
え
ざ
る
者
を
愛
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
 目
に
見
え
る
者
を
愛
さ
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
 ミ
 ㍉
）
隣
人
愛
は
自
己
救
済
の
手
段
で
 
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
 娼
罪
 に
お
い
て
す
で
に
 
救
わ
れ
て
お
り
、
む
し
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ろ
 救
わ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
  
 

か
く
し
て
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
掲
げ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
 倫
 理
 は
こ
う
で
あ
る
。
「
目
に
見
え
る
人
間
を
愛
す
る
こ
と
 
が
 義
務
で
あ
れ
ば
、
 

我
々
は
、
現
実
の
世
界
を
見
出
し
、
自
分
に
指
定
さ
、
、
、
、
、
、
 

ね
か
 謂
紛
か
 夢
叶
か
か
か
か
世
界
 ひ
替
 か
か
 シ
か
 に
 ょ
 っ
て
、
現
実
性
と
真
理
 

性
 と
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
）
 

7
 
の
）
我
々
は
 
ナ
 
し
れ
を
「
反
復
の
倫
理
」
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
キ
 リ
ス
 卜
者
は
世
界
か
 

ら
 産
出
す
る
の
で
も
、
世
界
を
支
配
す
る
の
で
も
な
い
。
 彼
は
世
界
に
従
 う
 。
問
題
 は
 、
ど
の
地
点
に
自
分
を
置
 い
た
方
が
好
ま
し
い
か
 

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
は
自
分
を
「
神
の
摂
理
の
道
 具
 」
と
し
て
神
に
委
ね
る
。
「
神
の
摂
理
が
彼
を
用
い
た
 
い
と
思
い
 結
 う
と
き
、
 

そ
れ
が
彼
を
用
 い
拾
 い
得
る
よ
う
な
地
点
に
自
分
を
置
く
 と
い
う
こ
と
が
、
重
要
な
の
で
あ
る
。
」
（
 
鰍
め
 
）
だ
か
ら
 反
復
は
世
俗
性
そ
の
も
 

の
で
は
な
い
が
「
世
俗
性
の
マ
ン
ト
」
を
ま
と
っ
て
神
的
 愛
を
実
践
す
る
。
そ
れ
は
、
神
の
館
と
地
上
的
世
界
と
 の
間
の
、
い
わ
ば
絶
え
 

ざ
る
 
「
往
還
の
交
互
性
」
で
あ
る
。
「
神
は
人
間
の
う
ち
 
に
愛
を
育
て
給
 ぅ
 。
し
か
し
神
は
…
…
愛
を
世
界
に
送
 り
 出
し
、
愛
を
し
て
 絶
 

え
ず
課
題
に
従
事
せ
し
め
 結
 う
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
的
 愛
は
自
分
の
裁
か
れ
る
場
所
を
一
瞬
た
り
と
も
忘
れ
た
 い
 。
ほ
ん
の
束
の
間
、
 

愛
は
課
題
を
脱
ぎ
捨
て
て
（
神
の
館
）
に
帰
宅
し
、
問
 い
 た
だ
さ
れ
、
そ
し
て
す
ぐ
に
ま
た
外
へ
送
り
出
さ
れ
る
 

愛
は
、
 再
び
 外
 

出
す
る
前
に
、
い
つ
も
一
時
だ
 け
 神
の
も
と
に
留
ま
る
 ノ
 
し
 と
が
で
き
る
。
し
か
し
神
の
も
と
で
は
、
い
か
な
る
 長
 居
も
許
さ
れ
な
い
。
」
 

（
い
つ
の
 

ト
 
）
 

賄
 罪
に
よ
っ
て
新
た
な
倫
理
を
受
け
取
り
、
こ
の
倫
理
を
 通
し
て
美
的
Ⅱ
世
俗
的
関
係
を
受
け
取
り
直
す
ー
 ｜
こ
 の
 「
反
復
」
の
思
想
 

ほ
 つ
い
て
、
我
々
は
次
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
 キ
 リ
ス
ト
 教
 と
世
界
と
の
対
立
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
 確
か
に
最
後
ま
で
排
除
 

さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
の
対
立
は
 、
反
 復
の
 
「
還
相
性
」
ゆ
え
に
、
決
し
て
（
後
期
 
キ
ヱ
ル
ケ
 ゴ
ー
ル
に
見
ら
れ
る
 ょ
 

う
 な
）
宗
教
と
文
化
と
の
あ
 い
 だ
の
決
定
的
な
関
係
破
壊
 を
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
「
公
的
キ
リ
ス
 ト
教
 」
へ
の
敵
対
に
つ
 

な
が
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
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キヱルケゴ一 ル Ⅴ こ   お げる二つ   の キリスト教 

再
生
の
「
流
産
」
を
恐
れ
て
極
力
外
出
を
嫌
い
、
著
作
活
 

私
の
内
部
に
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
予
感
さ
 せ
る
何
も
の
か
か
轟
い
て
い
る
。
」
（
守
口
・
目
下
 い
 
き
）
彼
は
 

動
も
控
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
年
の
彼
の
日
誌
を
 眺
め
や
れ
ば
、
あ
た
か
 

こ
の
予
感
と
と
も
に
、
 

 
 

も
 噴
火
前
の
マ
グ
マ
の
活
動
の
よ
う
に
、
彼
の
思
想
構
造
 の
中
心
が
徐
々
に
移
動
し
始
め
る
様
が
見
て
と
れ
る
。
 

後
期
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
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と
 。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
キ
 

ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 

遂
 に
 信
仰
に
至
り
え
な
か
っ
た
の
だ
と
結
論
す
る
の
は
、
 

余
り
に
も
性
急
な
誤
解
 

で
あ
る
。
一
八
四
八
年
以
降
の
日
誌
が
は
っ
き
り
と
示
す
 

よ
う
 
に
 、
 彼
は
再
び
「
溢
れ
出
づ
る
喜
び
」
に
圧
倒
さ
 

ね
 、
信
仰
と
い
う
「
 

最
 

高
 の
も
の
」
に
到
達
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
告
白
し
て
い
 

る
 。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
問
題
忙
な
ぜ
「
反
復
」
が
不
可
 

能
 と
な
っ
た
の
か
で
あ
 

る
 。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
 

う
 に
、
コ
ル
サ
ー
ル
 

事
 件
 （
四
六
年
）
、
レ
ギ
ー
 

ネ
 の
成
婚
（
四
七
年
）
が
彼
の
実
 

存
更
 
に
大
き
な
影
を
投
 

 
 

 
 

 
 

し
 挫
折
が
強
い
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
な
る
ほ
ど
 

水
平
面
上
の
出
来
事
が
そ
の
機
縁
と
な
る
こ
と
も
し
ば
 

し
ば
あ
る
が
、
し
か
し
 

四
一
八
四
八
年
の
道
罪
体
験
 

一
八
四
七
年
、
円
 

愛
 の
わ
ざ
 
ヒ
 を
書
き
あ
げ
た
直
後
、
 

キ
 ヱ
ル
ケ
 
ゴ
ー
ル
は
再
生
の
間
近
い
こ
と
を
予
感
す
る
。
「
 

八
月
一
六
日
。
こ
う
 

し
て
は
っ
き
り
し
た
。
 

私
は
 
家
に
い
よ
う
。
…
…
私
は
今
 

、
私
自
身
を
理
解
す
る
こ
と
で
一
層
神
に
近
づ
く
こ
と
 

に
よ
っ
て
、
よ
り
深
い
 

意
味
に
お
い
て
私
自
身
を
見
出
す
必
要
を
感
じ
て
い
る
 

。
私
は
今
こ
こ
に
と
ど
ま
り
つ
 

つ
 、
 内
面
的
に
新
た
に
 

、
、
、
、
、
、
、
 

@
   

し
か
し
ガ
イ
ス
マ
ー
ル
以
来
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
る
よ
う
 

に
 、
前
期
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
勤
皇
し
た
「
反
復
」
は
 

、
結
局
彼
の
実
存
に
 

お
 げ
る
現
実
性
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
我
々
は
 

帯
 路
な
く
 言
え
る
。
「
反
復
の
不
可
能
性
」
が
彼
の
現
実
だ
っ
た
の
 

 
 



を
 特
徴
づ
け
る
思
想
、
た
と
え
ば
「
倣
い
」
「
同
時
性
」
 
「
 
卑
購
 」
「
殉
教
」
と
い
っ
た
用
語
が
、
こ
の
時
期
か
ら
 散
見
さ
れ
る
。
こ
の
 反
 

 
 

 
 

転
は
 、
予
感
の
 ハ
ケ
月
 後
、
恩
寵
を
現
実
に
体
験
し
た
 ナ
 
し
 と
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
。
 

 
 
 
 

一
八
四
八
年
復
活
祭
前
の
四
月
十
九
日
、
「
第
一
の
瞬
間
」
 
か
ら
実
に
十
年
後
、
突
然
彼
の
う
，
パ
が
鳴
り
響
く
。
 「
私
の
全
存
在
が
変
は
 

化
し
た
。
私
の
隠
蔽
性
と
閉
鎖
性
が
破
ら
れ
た
。
…
…
 今
 こ
そ
 私
は
 信
じ
る
。
 憂
乾
 に
打
ち
勝
つ
よ
う
に
、
キ
リ
 ス
ト
が
私
を
助
け
て
 下
 

さ
る
こ
と
を
。
そ
の
時
、
私
 は
 牧
師
に
な
る
。
」
（
下
っ
・
 

自
 キ
の
き
 
。
の
 
串
 ）
恩
寵
に
よ
る
こ
の
突
破
は
、
と
も
あ
れ
 彼
 に
 社
会
復
帰
へ
の
可
能
 

性
を
予
感
さ
せ
た
の
だ
が
、
し
か
し
早
く
も
五
日
後
の
日
 誌
 で
は
、
再
生
が
思
わ
ぬ
方
向
に
彼
を
向
か
わ
し
め
て
 い
る
こ
と
に
、
彼
自
身
 

気
づ
く
。
「
 
否
 、
 否
 。
私
の
閉
鎖
性
は
や
は
り
取
り
除
か
 れ
て
い
な
い
。
…
…
 私
は
 充
分
な
ほ
ど
罪
の
赦
し
を
 信
 じ
る
。
し
か
し
神
か
ら
 

赦
し
を
賜
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
に
励
ま
さ
れ
な
が
ら
も
 、
 私
は
他
人
と
の
深
い
意
味
で
の
交
わ
り
か
ら
引
き
離
 さ
れ
て
、
一
生
こ
の
 閉
 

鎖
 性
の
痛
ま
し
い
 虜
 と
な
っ
て
 、
 罰
に
耐
え
て
ゆ
か
な
 げ
 れ
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
信
仰
に
よ
っ
て
 、
 私
は
 筆
舌
に
尽
く
せ
ぬ
ほ
ど
 

の
 幸
福
と
浄
福
と
に
満
た
さ
れ
て
い
る
。
も
し
私
の
閉
鎖
 性
 が
打
ち
破
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
神
が
私
を
社
会
的
 地
位
に
就
か
せ
、
私
の
 

心
 を
そ
の
方
向
に
向
か
わ
せ
て
下
さ
る
よ
う
助
 け
 給
う
 ナ
 
し
 と
に
よ
っ
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
 

巾
 a
p
.
 

目
下
 

の
 
㌫
）
こ
の
 
頃
の
日
誌
に
見
ら
れ
る
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
信
仰
告
白
に
 、
 我
々
ほ
圧
倒
さ
れ
る
 ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 世
 界
か
ら
の
孤
立
と
閉
鎖
 

性
は
恩
寵
に
よ
っ
て
も
取
り
除
か
れ
ず
、
却
っ
て
二
乗
化
 さ
れ
た
形
で
更
に
先
鋭
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
 贈
罪
 に
よ
 る
「
再
生
」
は
 、
 

彼
の
実
存
に
お
い
て
は
、
「
反
復
」
の
方
向
に
で
 
は
 な
く
 、
む
し
ろ
一
層
鋭
い
世
界
否
定
の
方
向
へ
と
彼
を
運
び
 去
 っ
 た
の
で
あ
る
。
 

晩
年
、
彼
は
こ
の
体
験
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
 い
る
。
「
私
は
、
根
本
的
な
異
質
性
を
も
っ
て
他
者
に
 
対
し
つ
つ
、
し
か
も
 

肉
体
の
刺
に
よ
っ
て
、
私
自
身
を
理
解
し
て
き
た
。
 

か
く
し
て
四
八
年
が
や
っ
て
来
た
。
 私
 ほ
か
つ
て
経
験
 し
た
こ
と
も
な
い
高
い
 

地
点
へ
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
。
…
：
そ
う
し
て
、
キ
リ
ス
 ト
教
 と
は
何
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
…
…
 私
 に
 課
せ
ら
れ
た
課
題
な
 

の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
た
。
…
…
私
は
、
教
会
に
職
 を
 得
る
と
い
う
、
い
つ
も
切
望
し
て
い
た
可
能
性
を
放
 棄
 し
た
。
…
…
（
恩
寵
 
レ
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あ
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五
 
倣
い
の
キ
リ
ス
ト
教
 

ほ
 決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な
 う
な
い
の
は
 ハ
 
倣
い
Ⅴ
で
あ
る
。
：
…
・
私
は
異
質
性
 
か
 ら
連
れ
出
し
て
下
さ
る
 

ょ
 5
 神
に
祈
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
そ
れ
が
課
題
で
は
な
い
 。
あ
あ
、
同
質
性
の
 5
 ち
に
潜
む
確
か
さ
を
、
私
は
手
 に
す
べ
き
で
は
な
い
の
 

だ
。
否
、
私
は
異
質
性
の
う
ち
に
留
ま
る
の
だ
。
」
（
 
押
口
 ポ
ド
 の
の
っ
）
こ
の
日
誌
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
 

四
八
年
」
は
彼
に
と
っ
 

て
 、
実
存
史
的
に
も
思
想
的
展
開
に
お
い
て
も
、
決
定
 的
な
断
絶
と
屈
折
を
意
味
す
る
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
 
同
質
性
」
の
取
り
戻
し
 

で
は
な
く
、
「
異
質
性
」
の
徹
底
こ
れ
が
彼
に
お
 

け
 る
焙
 発
か
 更
か
恥
ト
 万
で
あ
っ
た
。
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
は
 、
信
仰
獲
得
の
結
果
、
 

「
反
復
」
か
ら
「
倣
い
」
へ
と
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
 
 
 



（
 
リ
ハ
 

@
 

 
 

変
化
は
一
八
四
八
年
に
な
さ
れ
る
。
」
（
マ
ラ
ン
チ
ュ
ク
）
 

。
同
時
性
は
後
期
に
至
っ
て
「
歴
史
的
 イ
ヱ
ス
 と
の
同
時
 性
 」
へ
と
重
心
を
移
 

勒
 す
る
。
神
の
「
同
党
 者
 」
と
し
て
こ
の
世
界
を
生
き
る
 と
き
 、
キ
リ
ス
卜
者
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
か
。
 キ
リ
ス
卜
者
は
、
歴
史
 

的
 イ
ェ
ス
（
福
音
書
の
イ
ェ
ス
）
を
「
模
範
」
と
し
て
、
 こ
れ
に
倣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
期
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 一
ル
 の
 思
想
的
照
準
は
 

こ
の
一
点
に
凝
集
し
て
い
る
。
 

倣
い
は
、
キ
リ
ス
卜
者
の
信
仰
生
活
と
し
て
、
キ
リ
ス
 
ト
 教
の
内
世
界
的
な
倫
理
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
 で
、
倣
い
は
前
期
の
 

「
反
復
」
と
並
列
の
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
も
 
反
 復
 が
信
仰
（
 娼
罪
 受
容
）
の
証
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
 倣
 い
も
ま
た
信
仰
の
証
 

し
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
後
期
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
｜
 ル
 に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
の
階
梯
は
 、
 罪
の
自
 覚
 
（
瞬
間
受
容
）
Ⅰ
 
罪
 

の
 赦
し
（
 贈
罪
 受
容
）
 工
 倣
い
（
信
仰
の
証
し
）
の
順
で
 あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
 現
 実
に
お
け
る
彼
自
身
の
 

実
存
的
行
程
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
れ
に
し
て
も
、
 キ
エ
 ル
 ケ
ゴ
一
ル
 に
お
け
る
「
倣
い
」
 の
 思
想
が
き
わ
め
て
唐
突
な
出
現
で
あ
っ
た
こ
と
ほ
 、
 彼
の
日
誌
か
ら
も
 窺
 

え
る
。
い
っ
た
い
 贈
 罪
の
恩
寵
を
浴
び
た
信
仰
者
は
、
 な
 ぜ
に
 倣
い
の
実
践
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
 。
自
修
練
 ヒ
 第
三
部
Ⅱ
 

と
日
誌
（
特
に
Ⅹ
 耳
 。
 
P
 
の
 
&
,
 
Ⅹ
。
 
キ
づ
宅
 
）
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
 み
る
と
、
そ
こ
か
ら
極
め
て
実
存
主
義
的
な
解
答
が
得
 ら
れ
る
。
神
に
対
す
る
 

関
係
は
、
「
我
と
 
汝
 」
の
人
格
的
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
に
 ほ
 群
れ
を
な
し
て
「
賞
讃
」
 し
 、
「
崇
拝
」
す
る
余
地
は
 
な
い
。
そ
の
 ょ
う
 な
 賞
 

讃
的
 崇
拝
は
キ
ジ
ス
ト
の
生
涯
を
誤
解
し
て
い
る
だ
け
で
 ほ
 な
い
。
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
 欺
臓
的
 関
係
で
あ
り
、
 後
代
が
考
え
出
し
た
 脆
 

弁
 な
の
だ
、
と
彼
は
言
 う
 。
た
と
え
ば
、
我
々
が
あ
る
 女
 性
の
類
い
ま
れ
な
献
身
性
を
賞
讃
し
た
と
し
ょ
う
。
 だ
 が
 彼
女
を
賞
讃
し
崇
敬
 

し
た
と
 き
 、
ま
さ
に
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
 彼
 女
 と
同
じ
行
動
を
取
ろ
 う
と
は
 し
な
い
。
「
賞
讃
」
は
 そ
の
対
象
に
対
し
て
 傍
 

観
者
的
に
自
己
を
外
に
置
こ
 う
 と
す
る
。
そ
こ
に
は
如
何
 な
る
主
体
的
Ⅱ
倫
理
的
な
問
題
も
起
こ
ら
な
い
。
し
か
 し
 一
方
、
も
し
彼
女
の
 

行
為
が
私
の
実
存
を
根
底
か
ら
 震
濾
 さ
せ
た
と
 き
 、
私
は
 主
体
的
Ⅱ
倫
理
的
次
元
に
立
つ
。
私
は
彼
女
を
賞
讃
的
 に
 観
察
す
べ
き
で
ほ
 な
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あ
る
。
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をび 

籠 字 は 

糸 そ   の 彼 と だ で 私 で 



は
こ
れ
を
美
的
空
想
が
産
み
出
す
誤
解
だ
と
し
て
 一
 笑
 に
ふ
 す
 。
彼
に
よ
れ
ば
、
ペ
テ
ロ
が
 ィ
ヱ
ス
 を
た
だ
 0
 人
間
と
見
な
し
て
い
 

た
な
ら
、
 彼
は
師
 イ
エ
ス
を
否
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
 

と
盲
 ぅ
 。
否
、
彼
は
喜
ん
で
師
と
と
も
に
刑
場
に
赴
い
 た
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
 

を
 神
と
信
じ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
そ
の
神
を
否
ん
だ
 の
だ
、
と
。
こ
の
解
釈
は
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
思
い
付
 か
な
か
っ
た
独
自
の
着
 

想
 で
あ
る
。
三
年
間
そ
の
師
に
付
き
添
っ
て
い
た
 ぺ
 テ
 ロ
 は
 、
そ
の
カ
リ
ス
マ
性
ゆ
え
に
イ
ェ
ス
が
メ
シ
ア
で
あ
 る
こ
と
を
確
信
し
て
い
 

た
 。
彼
に
と
っ
て
 々
ヱ
ス
 は
、
人
間
的
前
で
は
な
く
、
「
 
真
理
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
彼
の
メ
シ
ア
像
は
 、
 
一
般
民
衆
の
そ
れ
と
 
同
 

じ
く
、
「
万
能
の
神
」
、
世
界
の
中
で
「
勝
利
す
る
 
神
 」
で
 あ
っ
た
。
そ
の
神
が
今
や
世
界
に
「
無
能
」
を
さ
ら
け
 出
し
、
敗
北
し
、
人
間
 

に
よ
っ
て
裁
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
光
景
を
目
の
 当
た
り
に
し
た
時
、
彼
は
従
来
の
メ
シ
ア
像
を
失
っ
た
 。
彼
も
「
賞
讃
者
」
の
 

一
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
キ
リ
ス
ト
の
 
内
 世
界
 的
 
「
無
力
」
と
「
 卑
賎
 」
の
前
に
、
人
間
的
Ⅱ
ユ
ダ
ヤ
 的
な
神
観
念
 は
 崩
壊
し
 

た
 。
神
駒
「
真
理
」
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
真
理
（
 権
 威
 ）
で
は
な
い
。
こ
の
不
条
理
を
彼
は
受
け
取
る
こ
と
 が
で
き
な
か
っ
た
。
 
神
 

ひ
 {
 

人
 イ
エ
ス
の
神
性
、
そ
の
 
早
 さ
に
、
ペ
テ
ロ
は
 蹟
 い
た
の
 で
あ
る
。
こ
の
 
蹟
 き
が
彼
の
「
否
み
」
の
真
相
で
あ
る
  
 

こ
う
し
た
「
神
の
卑
 賎
 」
は
理
性
に
よ
っ
て
 ほ
 証
明
し
が
 
た
い
不
条
理
で
あ
る
が
、
こ
の
不
条
理
を
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
１
ル
 ほ
 体
験
的
信
仰
 

に
よ
っ
て
受
け
取
っ
た
。
罪
は
神
と
の
不
一
致
が
も
た
ら
 す
 
「
肉
体
の
刺
」
で
あ
る
が
、
 
贈
罪
は
卑
賎
 と
の
一
致
 が
も
た
ら
す
「
真
理
の
 

刺
 」
（
の
 
ミ
 ・
 
ぉ
ポ
古
お
 の
）
と
言
わ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
は
倣
 
う
 者
に
刺
を
与
え
る
。
神
曲
真
理
は
世
界
と
衝
突
し
 、
世
 界
か
ら
迫
害
さ
れ
る
。
 

神
は
世
界
を
捨
て
る
が
、
同
時
に
世
界
か
ら
も
捨
て
ら
れ
 る
 。
神
は
世
界
に
と
っ
て
「
無
用
の
者
 し
 （
 
三
 。
 
田
 乙
で
 あ
る
。
そ
れ
ほ
単
な
る
 

対
立
と
い
う
関
係
な
ど
で
は
な
い
。
神
と
世
界
は
絶
対
的
 な
 矛
盾
で
あ
り
、
和
解
し
え
な
い
 対
時
 な
の
で
あ
る
。
 

お 証 

毛 法神 
お の の 

臣 メ 卑 

  
S を か 

。 鋭 ヶこ 

キ く 人 
リ 坊 間 
ス り の 
ト 開 神 
な い 観 
否 て 命 
ん 見 と 

だ せ 相 

ぺる違 テ 。 し 

p 有   
ほ 老 い 
大 な か 
罪 「 に 
人 ぺ 人 
で テ 間 
あ 口 の 
る の 神 

  
キ 」 砕 
リ に し 
ス 関 て 
ト す し 

教 る ま 
界 彼 5 
は の こ 

非 解 と 

難 釈 か 

す る、 @%  キ 。 
。 そ ヱ 

だ の ル 

  
ケ あ の 
ゴ る 弁 
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キ ェ ルケゴールにおける 二つのキリスト 教 

0 世 る て 
か 積 界 こ い 

そ 定   
韓 人 定 ょ 忠 否 ! 。 を 「 能 押 そ   、 え 変 

」 

の   、 放念るきてで」 

に 「 あ 界 註 

/ レ 5 件 」 

  

て   

新 「が 

  
に は 絶 は 合 人   

約 
聖 否 間に お け 世 、 望と 根本 わさ 。 
書 さ 絶 
の 

助 
げ 
を   

103  (259) 

こ
の
よ
う
な
神
の
異
質
性
に
注
目
す
る
と
き
、
我
々
は
「
 卑
賎
 」
の
概
念
が
「
哲
学
的
断
片
 b
 と
円
 キ
リ
ス
ト
教
 の
 修
練
 ヒ
 （
 
五
 0
 年
 ）
 



「
倣
い
」
の
提
示
が
 キ
ヱ
 ル
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
世
界
関
係
 の
 変
更
を
来
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
更
に
前
期
 の
 彼
が
崇
敬
し
て
い
 

た
 
「
反
復
の
人
」
ア
ブ
ラ
ハ
ム
 
や
ョ
ブ
 
の
評
価
を
引
き
下
 げ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
れ
は
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
 
お
 げ
る
決
定
的
な
変
化
 

で
あ
る
が
、
こ
の
変
化
は
「
キ
リ
ス
ト
教
 ｜
 ユ
ダ
ヤ
教
」
 あ
る
い
は
「
新
約
聖
書
 ｜
 旧
約
聖
書
」
の
峻
別
と
も
か
 か
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
 

峻
別
は
四
八
年
以
降
の
日
誌
（
中
の
口
・
目
下
も
 
ド
ら
 
。
 ポ
ガ
 ）
の
 
9
 。
 
A
2
 
の
の
）
に
現
わ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
旧
約
聖
書
は
 ユ
ダ
ヤ
教
 的
 敬
虔
で
あ
 

り
 、
そ
れ
は
宗
教
的
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
「
 神
の
も
と
に
留
ま
れ
、
そ
 う
 す
れ
ば
汝
は
こ
の
世
界
で
 万
事
う
ま
く
ゆ
く
で
あ
 

ろ
う
。
」
ユ
ダ
ヤ
教
 は
 世
界
を
「
故
郷
」
と
す
る
。
世
界
 と
 和
解
し
、
世
界
の
中
で
至
福
を
得
る
こ
と
が
敬
虔
の
 証
し
と
な
る
。
な
ぜ
な
 

ら
 、
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
は
世
界
を
住
処
と
し
て
い
る
 

ナ
 

み
か
、
 
力
 ら
で
 
あ
る
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
は
反
対
な
の
だ
、
 

と
キ
ェ
 ル
ケ
 ゴ
ー
ル
は
舌
口
 ぅ
 。
 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
神
は
世
界
と
衝
突
し
、
世
界
か
 ら
 
「
引
き
籠
も
っ
た
」
。
「
新
約
聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
」
 
は
 世
界
と
和
解
す
る
こ
 

と
の
な
い
「
異
邦
人
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 卑
賎
 こ
そ
 が
 キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
の
証
し
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
 峻
別
を
背
景
と
し
て
、
 

が
あ
ら
ゆ
る
苦
悩
を
な
め
た
末
に
、
現
実
に
処
刑
さ
れ
た
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
断
罪
す
る
。
彼
に
よ
れ
。
は
、
新
約
 

し
て
「
再
び
こ
の
生
の
享
受
を
取
り
戻
し
た
」
。
 

か
よ
う
 

キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
さ
ら
に
「
反
復
」
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
 と
 

ム
は
 ナ
イ
フ
を
構
え
た
。
そ
の
時
、
彼
は
イ
サ
ク
を
取
り
 

聖
書
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
「
イ
サ
ク
は
実
際
に
犠
牲
 

な
 反
復
的
Ⅱ
旧
約
的
な
試
練
は
「
子
供
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
 

よ
う
に
。
し
か
し
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
の
証
し
 

戻
し
た
。
」
そ
れ
は
「
試
練
」
で
あ
る
が
、
ア
ブ
ラ
 ハ
 

「
 卑
賎
 」
の
 パ
ウ
ヰ
 と
を
対
比
す
る
貧
お
・
 
ポ
 。
下
の
～
 

2
,
 
ポ
 

な
の
で
あ
り
、
そ
の
時
 

ム
的
敬
虔
 は
 試
練
を
通
 

に
さ
れ
る
 
ピ
パ
ゥ
 p
 

"
 
下
ト
 
鴛
 ）
 
0
 「
ア
ブ
ラ
 ハ
 

な
の
だ
、
と
後
期
の
 

ハ
ウ
 ロ
 は
「
永
遠
性
に
対
す
る
資
格
」
を
得
た
の
だ
、
 

と
  
 

て キ も 
神 り つ   
す 教 こ 
る と の 

現実の なる。こと、 

    

  
父 可 

烏雙 

  
供 ピ 

  

の 安目目 妻を憎 

む 革     
と & ） 

ま 

か さ 

に最 く首 

む 大 
こ 級 
と の 
に 否 
よ 矩 
つ が 、 
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瞭
に
 示
し
て
い
る
。
 

キヱルケゴ 

よ の 
っ こ 

て の 

止 よ 

揚 ぅ 

さ な 
れ 解 

， る 釈 
と 上 
い の 

ぅ， 努 
形ク カ 
で は   
「反復」 段階的 

ケ - - 
同 と 

    
の 」 

も と 
と が 
に 互 
関 い 

  
げ 立 
よ の 

ぅ 関   
す に 

る あ 
ナ 」 る 

と の 
は で 
不 あ 
呵 っ 

能な て、 
の 雨 
だ 者 を 
と （ 
い 一 
ぅ 方 

  
を 方 
明 に 

105@ (261) 

こ
 
げ
 
二
 
る
う
結
論
を
引
き
出
す
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
 

し
う
確
信
へ
と
転
換
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
、
と
。
 

@
2
"
 

 
 

 
 

@
W
"
 

お
 

 
 

ゆ
 し
、
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
打
ち
捨
て
ら
れ
た
 

「
反
復
」
に
ガ
イ
ス
マ
ー
ル
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
観
を
 

繋
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
。
 

彼
 

 
 

滅
し
た
。
彼
個
人
の
実
存
的
現
実
に
お
い
て
は
、
倣
い
 

こ
そ
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
 

棚
た
 。
ガ
 イ
 ス
マ
ー
ル
は
こ
の
事
実
を
認
め
た
上
で
、
 

次
の
よ
う
に
吐
露
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
 

、
 我
々
が
 「
反
復
」
は
不
可
能
だ
と
い
 

スト 教 

 
 

0
%
 

罪
体
験
を
契
機
に
、
「
倣
い
の
キ
リ
ス
ト
教
」
へ
と
 

反
転
し
て
い
っ
た
。
 

こ
の
よ
う
な
後
期
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
新
約
Ⅱ
 キ
リ
ス
ト
教
」
と
「
旧
約
Ⅱ
ユ
ダ
ヤ
教
」
の
峻
別
の
激
 し
さ
ほ
 、
マ
ル
 キ
オ
 

ン
 主
義
そ
の
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ほ
、
か
つ
て
 ア
 ブ
ラ
ハ
ム
・
 ョ
ブ
 の
旧
約
的
「
反
復
」
に
注
目
し
て
い
 た
 前
期
の
彼
自
身
に
対
 

す
る
決
別
で
あ
る
か
の
 よ
う
 で
あ
る
。
と
同
時
に
、
後
期
 の
 彼
が
繰
り
返
し
 標
傍
 す
る
見
解
１
１
世
界
に
適
合
し
 和
解
し
ょ
う
と
す
る
 公
 

的
 キ
リ
ス
ト
教
の
傾
向
は
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
逆
行
な
の
だ
、
 と
い
う
痛
烈
な
批
判
が
こ
の
峻
別
の
背
後
に
あ
る
。
 そ
 の
 批
判
の
根
拠
は
 

新
約
に
あ
っ
て
旧
約
に
な
い
契
機
「
神
の
卑
 賎
 」
と
い
 う
こ
の
一
点
に
か
か
つ
て
い
る
。
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
 、
神
的
救
済
者
、
 贈
罪
 

ほ
 、
あ
る
が
ま
ま
の
我
々
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
 自
 ら
が
 キ
リ
ス
ト
教
界
へ
の
大
き
な
攻
撃
な
の
で
あ
る
。
」
 

 
 

ム
ハ
 「
反
復
」
と
「
倣
い
」
 



こ
こ
に
我
々
は
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
｜
 か
め
 キ
リ
ス
ト
教
に
ほ
二
つ
の
可
能
性
が
あ
っ
た
。
 両
 者
は
二
つ
の
相
対
立
 

す
る
道
で
あ
る
が
、
し
か
も
 贈
罪
 受
容
に
際
し
て
現
わ
れ
 る
 「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
の
分
岐
点
に
お
い
て
分
か
た
 
れ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
 

ら
が
真
の
キ
リ
ス
ト
教
な
の
か
と
い
う
問
題
で
ほ
な
く
、
 む
し
ろ
ど
ち
ら
も
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
可
能
な
二
つ
 の
 信
仰
的
再
生
形
態
な
 

の
で
あ
る
。
反
復
は
「
キ
リ
ス
ト
の
隣
人
愛
」
を
ま
ね
び
 、
 倣
い
は
「
キ
リ
ス
ト
の
 卑
跨
 」
を
ま
ね
ぶ
。
一
方
に
 ほ
人
間
へ
の
熱
い
ま
な
 

ざ
し
が
あ
り
、
他
方
に
ほ
世
界
へ
の
冷
た
い
嫌
悪
の
ま
な
 ざ
し
が
あ
る
。
 い
 づ
れ
も
世
界
と
人
間
の
自
然
性
を
断
 食
 す
る
が
、
反
復
は
こ
 

の
 断
念
を
「
隠
れ
た
内
面
性
」
と
し
て
内
に
秘
め
、
倣
い
 ほ
 そ
れ
を
外
部
に
対
し
て
直
接
的
に
表
出
す
る
。
一
万
 ほ
 肯
定
的
な
倫
理
を
受
 

け
 取
る
が
、
他
方
は
ど
こ
ま
で
も
否
定
的
な
倫
理
を
受
け
 取
る
。
否
定
の
否
定
は
肯
定
と
な
る
は
ず
な
の
だ
が
、
 倣
い
に
お
い
て
そ
れ
は
 

新
た
な
 賀
 
（
 
ポ
テ
ソ
ッ
 ）
の
否
定
へ
と
上
昇
す
る
。
西
洋
 の
 キ
リ
ス
ト
教
典
、
東
洋
の
仏
教
 更
 に
お
い
て
、
宗
教
 史
的
展
開
が
い
ず
れ
も
 

世
界
否
定
か
ら
世
界
肯
定
へ
の
道
を
た
ど
っ
た
こ
と
を
 振
 り
 返
っ
て
み
れ
ば
、
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 一
ル
に
お
け
る
宗
教
 的
 展
開
が
こ
れ
と
 ほ
逆
 

の
 経
緯
を
歩
ん
で
行
っ
た
事
実
は
 、
 甚
だ
興
味
深
い
。
 歴
 史
的
発
展
に
対
す
る
彼
の
こ
の
逆
行
が
何
を
意
味
す
る
 の
か
こ
れ
は
ガ
 イ
 

ス
マ
ー
ル
が
言
 う
よ
う
 に
「
単
純
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
 で
き
な
い
歪
ん
だ
も
の
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
宗
教
的
 体
験
を
め
ぐ
る
諸
々
の
 

学
的
分
析
に
対
し
て
 某
 か
の
深
い
示
唆
を
与
え
う
る
も
の
 な
の
か
、
我
々
は
こ
こ
で
早
計
に
結
論
を
下
す
べ
 き
 で
 ほ
 な
い
よ
う
に
思
わ
れ
 

る
 。
少
な
く
と
も
、
こ
の
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
「
倣
い
」
 が
 容
易
に
 脇
へ
 退
け
る
わ
げ
に
は
ゆ
か
ぬ
徹
底
性
と
深
 み
 と
を
持
っ
て
い
る
こ
 

@
B
-
 

と
は
、
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
 

だ
が
、
宗
教
的
体
験
に
お
け
る
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
例
 を
ど
の
よ
う
に
 担
 え
，
ど
の
よ
う
に
類
型
化
す
る
に
せ
 よ
、
 我
々
 ほ
 テ
ィ
 リ
 

ソ
ヒ
 の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
念
頭
に
お
 き
 、
問
題
解
明
の
 起
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
啓
示
 
は
 、
た
と
え
 そ
の
要
求
が
普
遍
的
で
 

あ
ろ
う
と
も
、
決
し
て
一
般
的
な
も
の
と
ほ
な
り
え
な
い
 。
啓
示
は
つ
ね
に
特
定
の
環
境
や
一
回
限
り
の
状
況
の
 中
で
起
こ
る
啓
示
、
特
 

定
の
個
人
・
共
同
体
に
対
す
る
啓
示
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 て
 啓
示
を
受
け
取
っ
た
者
は
、
彼
の
個
性
、
彼
の
社
会
 ぬ
 ・
精
神
的
状
況
に
応
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で
あ
り
、
「
実
存
的
」
態
度
の
所
以
で
あ
っ
た
。
し
か
し
 

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ガ
イ
ス
マ
ー
ル
以
来
、
研
究
者
た
ち
 が
 固
執
す
る
よ
う
な
、
 

   
 

 
 

か
れ
を
彼
に
と
っ
て
の
略
「
 
か
娼
罪
 受
容
と
せ
ざ
る
を
 え

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
彼
に
お
 け
 る
神
 関
係
の
絶
対
性
の
表
現
 
7
 

 
 

か
は
反
復
の
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
か
く
 

し
て
後
期
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
予
想
だ
に
し
な
か
つ
 

た
 「
倣
い
」
を
 

標
傍
し
、
 
こ
 
$
 

一ル における二つのキリスト 教 

以 が 

亦 

」 的 ケ 郭者 な 切 換 あ   
を 仕、 る 

ま 人 中 に 

故う のう   

  
はらら " " そ の 

  

方 開 一 べ 中こ「 でと 倣 を と っ て 

  
彼 容 だ 

そ そ 存 た た 係   
 
 

批
判
の
た
め
に
述
べ
ら
れ
た
こ
の
言
葉
は
、
人
間
の
神
 

関
 係
を
内
省
す
る
上
で
、
 



註
 著

作
（
の
 旧
 ・
）
 

が
本
 ざ
 「
村
の
的
ゆ
り
 

桂
 ・
ら
ま
Ⅰ
 
き
ま
め
 
～
～
 
ぬ
 蕊
薫
 

）
 

n
.
 
む
サ
 
の
 づ
 
の
の
む
 
ヰ
づ
 0
 コ
 口
ヰ
の
 
0
 甘
仁
コ
 臣
の
の
Ⅱ
色
の
の
お
き
 

ミ
 ・
（
 p
 一
 ％
 数
字
は
下
ま
 %
 ざ
コ
 的
 の
 コ
 は
 ヨ
 5
 の
Ⅱ
）
（
 
ヒ
 

ル
シ
ュ
訳
が
デ
ン
マ
 
l
 ク
語
原
典
と
内
容
の
 
う
 え
で
若
干
異
な
 る
 場
合
は
、
原
典
第
三
版
か
ら
訳
出
し
た
じ
 

日
記
 
父
 る
し
 

の
木
ず
 Ⅰ
 叶
 。
㎏
㏄
 
曲
 「
 p
.
 さ
 ミ
ャ
さ
さ
㌻
 
さ
ミ
毘
 ㍉
 Q
 も
ぬ
ま
・
 
め
宙
 
ぎ
の
 
隼
ぃ
下
店
 （
 
ャ
 ル
コ
ム
 
ま
色
ヴ
 宮
出
・
本
門
・
 エ
 0
 コ
 ㎎
 
ぎ
の
モ
 0
 三
日
 

9
.
 

ぎ
宙
 田
コ
の
亡
 三
つ
の
「
の
 

ご
せ
 

㌧
Ⅰ
。
の
の
Ⅰ
の
 

ひ
 Ⅱ
 

（
 上
 ）
一
円
 @
 
～
短
日
 
@
 の
笘
の
 
ヨ
ま
 ・
 
，
一
り
 

ぷ
 %
 さ
心
 ぎ
き
 下
心
 %
 ミ
 、
も
 
・
 い
簿
捷
斗
 @
 
ユ
 （
（
 
い
む
 
（
の
ぜ
の
方
 
日
臣
 （
 
@
 す
の
 づ
鰍
 0
-
0
 

注
の
こ
 鰍
 ・
三
浦
永
沈
 訳
 
円
 セ
 l
 レ
ン
・
 毛
 
Ⅰ
 ル
ケ
 

ゴ
一
ル
 L
 、
白
水
 仕
 、
一
九
六
八
年
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
著
作
集
 別
 き
円
 キ
ル
ケ
 ゴ
一
ル
 研
究
 ヒ
 所
収
、
一
一
五
頁
。
 

（
 2
 ）
 
-
 
曲
 %
 
拒
 ま
 目
 
、
一
一
山
八
一
白
貝
。
 

（
 3
 ）
の
の
 坊
ヨ
が
 
～
・
 
め
轍
ド
雨
 

お
 ヒ
ハ
罵
 
Ⅰ
 や
碍
さ
 
Ⅰ
Ⅰ
 

Q
.
 

め
め
 
@
 
さ
 も
い
い
ヰ
矢
 

ミ
 毎
も
 
ミ
 ～
 
き
 @
c
 
か
 ～
悪
さ
 

吋
 ま
さ
 
曲
 
め
も
～
 

さ
 心
ヨ
 @
 
ャ
 か
め
Ⅰ
き
か
ぬ
 

@
 
～
Ⅰ
～
 
め
め
 c
h
 
「
 ぜ
 ～
 
め
 
～
も
～
～
 

め
 「
 ，
 の
む
㎡
 
ヱ
コ
的
 
0
 日
 
ア
 ト
の
 
ド
 の
 

の
 ・
の
下
ド
 

申
 

（
 4
 ）
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
は
古
来
か
ら
、
罪
は
「
 
闇
 」
に
 讐
 え
ら
れ
て
ぎ
た
。
例
え
ば
「
闇
は
光
の
不
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
 」
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
 

ス
 ）
と
舌
口
わ
れ
、
「
光
は
闇
よ
り
も
よ
く
認
識
さ
れ
る
」
（
ト
マ
 

ス
 ・
ア
ク
イ
ナ
ス
）
と
言
わ
れ
る
。
闇
は
光
の
な
い
状
態
で
あ
り
 、
 光
の
出
現
に
よ
 

っ
て
そ
れ
は
破
さ
れ
る
。
 
闇
と
 光
は
互
い
に
背
反
の
関
係
に
あ
 る
と
い
う
古
代
・
中
世
の
オ
 l
 ソ
ド
ッ
ク
ス
な
非
理
解
１
１
た
だ
 し
 、
中
世
神
学
に
 

は
 
「
 闇
 」
を
積
極
化
す
る
別
の
思
潮
、
た
と
え
ば
 偽
 デ
ィ
オ
 
二
 シ
タ
 ス
を
 源
 と
す
る
神
秘
主
義
的
ぃ
異
端
的
思
潮
も
あ
る
の
だ
が
 

に
 対
し
て
、
 

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
そ
れ
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
 「
神
は
闇
の
う
ち
に
住
み
 
給
う
 」
（
 円
 詩
篇
講
義
 L
 ）
と
い
う
 ル
 タ
 ー
の
逆
説
的
な
理
 

解
 に
近
い
。
多
分
、
ル
タ
ー
的
Ⅱ
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
視
座
か
 

ら
す
れ
ば
、
二
つ
の
闇
が
存
在
す
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
「
 
光
 を
 知
る
前
の
闇
」
と
 

「
光
を
知
っ
た
が
た
め
の
 
闇
 」
。
両
者
の
間
に
は
「
内
在
」
と
「
 

超
越
」
の
相
違
が
あ
る
。
 

よ
 く
言
わ
れ
る
と
う
に
、
人
間
が
生
 来
 闇
の
う
ち
で
 
生
 

のほ 人生実 「 
に じ 存 
と て 論 
つ こ 的 

て な 」 

もいに 、 は も 

必 ず キ 
外 で リ 

な あ ス 
こ ろ ト 

と 。 教 
か そ ほ 
も れ 一 
し は 元 
れ 冬 的 
な 分 で 
い ・ な 

。 次 げ 

ば して ね 
実 な 
在 ら 

論 な 

的 力 い " 
- ア と 

ゴ い 
リ ラ 

I  "- 

に 般 
踏 ィヒ 

（な @ み 
も い 
う し 
と 画 

も ま - 一 

  
か さ 
つ れ 
た た 
キ 結 
ヱ 論 

ル サま   
ゴ そ 

I @ し 

ル か 

そ ら 
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キ ヱル ケ ゴールにおける 二つのキリスト 教 

凡
流
転
し
て
い
る
限
り
、
人
間
は
そ
の
闇
を
知
ら
な
い
。
闇
を
 闇
 と
し
て
知
る
た
め
の
契
機
は
 、
闇
 そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
な
 い
か
ら
で
あ
る
。
 
こ
 

 
 

の
 第
一
の
闇
は
確
か
に
「
光
の
不
在
」
で
あ
り
、
し
か
も
闇
の
 自
覚
す
ら
な
い
。
こ
の
闇
の
な
か
に
光
が
一
瞬
照
射
し
た
と
 き
 、
 そ
の
一
瞬
の
衝
撃
 

に
よ
っ
て
人
間
は
自
ら
の
住
む
闇
を
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
。
 闇
 の
 
「
自
覚
」
は
光
の
「
啓
示
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
 

だ
 が
 ー
こ
こ
に
 ル
タ
 

｜
 お
よ
び
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
非
理
解
の
特
徴
が
あ
る
 

光
 は
 消
失
し
、
人
間
は
二
乗
化
さ
れ
た
闇
の
う
ち
に
取
り
残
さ
れ
 る
 0
 こ
の
第
一
一
の
 闇
 

は
 
「
光
の
非
存
在
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
「
光
の
存
在
 
」
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
弁
証
法
を
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
 
、
 ル
タ
ー
と
同
様
、
第
 

一
 テ
モ
テ
書
を
援
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
ヨ
神
 は
 光
の
う
ち
に
住
み
 給
ぅ
 ㌔
し
か
し
誰
も
そ
の
光
の
道
を
遡
っ
 
て
 神
に
目
見
え
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
光
の
道
は
、
人
間
が
そ
の
光
に
 面
す
る
時
に
は
、
 
闇
と
 化
す
か
ら
で
あ
る
。
」
（
 
要
 . ぉ
目
 二
）
 神
と
同
質
な
ら
ざ
る
 

人
間
は
 、
 光
に
照
射
さ
れ
た
自
ら
の
間
に
自
己
関
係
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
 、
 か
ろ
う
じ
て
そ
の
原
因
た
る
光
に
関
係
し
 ぅ
る
 の
 み
で
あ
る
 0
 こ
れ
が
 

暗
罪
 受
容
以
前
の
い
わ
ば
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
 l
 ル
は
こ
う
い
 
5
 言
い
方
は
し
て
い
な
い
が
れ
ど
も
「
罪
の
宗
教
性
」
の
 

関
 係
 構
造
と
言
っ
て
よ
 

い
の
で
は
な
い
か
。
 

（
 5
 ）
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
 
円
 反
復
し
の
中
で
用
い
て
い
る
 乞
 ア
ン
 旺
胆
祭
 
Ⅰ
の
 
年
ぎ
汀
幅
 
Ⅱ
の
 
曲
 。
 ぎ
の
 （
 
ひ
片
 
年
ヨ
・
 づ
ト
 
@
 
い
円
ぎ
屈
ヨ
 

，
 公
万
 の
 状
 態
へ
の
回
復
）
が
 歴
 

史
的
に
誰
に
由
来
す
る
言
葉
な
の
か
は
、
今
日
不
明
で
あ
る
。
 そ
の
語
義
は
 
、
 言
さ
ま
で
も
な
く
、
キ
リ
ス
ト
の
 暗
罪
が
ア
ダ
 ム
 に
よ
っ
て
失
わ
れ
 

た
 人
間
性
を
回
復
す
る
と
の
謂
で
あ
る
。
こ
の
 語
 
（
お
よ
び
類
 叢
話
，
「
の
 つ
曲
 
Ⅰ
が
（
 

@
0
,
 
 

。
 
r
 の
の
 

t
a
u
r
a
t
@
o
,
 
 

な
ど
）
の
使
用
は
古
く
 か
ら
あ
り
、
古
代
 ぅ
 

テ
ン
教
父
た
ち
の
間
で
既
に
一
般
化
し
て
い
た
 よ
う
 で
あ
る
。
 

（
 6
 ）
 
M
.
 ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
「
信
仰
 」
と
資
本
主
義
的
「
労
働
」
と
の
親
和
性
の
指
摘
は
 、
 余
り
に
 も
 有
名
で
あ
る
（
「
 プ
 

ロ
テ
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
ズ
 ム
 の
倫
理
と
貸
本
主
義
の
精
神
ヒ
）
。
彼
に
 
ょ
 れ
ば
、
ル
タ
ー
は
、
当
初
パ
ウ
ロ
流
の
現
世
離
脱
的
な
信
仰
 態
 度
を
持
っ
て
い
た
 

が
 、
そ
の
後
「
摂
理
信
仰
」
へ
と
彼
の
立
場
を
変
え
て
行
っ
た
 。
こ
の
摂
理
信
仰
は
「
神
へ
の
従
順
」
と
「
所
与
の
環
境
の
無
 条
件
的
受
容
」
と
を
 

同
一
視
す
る
。
（
こ
の
摂
理
信
仰
は
キ
 

ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
口
受
 
の
 わ
ざ
畦
に
顕
著
に
見
出
さ
れ
る
。
）
こ
の
信
仰
か
ら
す
れ
ば
、
 

「
職
業
労
働
」
は
神
 

か
ら
課
さ
れ
た
各
人
の
使
命
と
し
て
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
。
 非
世
俗
的
信
仰
が
、
信
仰
を
保
持
し
た
ま
ま
、
世
俗
的
活
動
と
の
 緊
密
な
関
係
を
再
 

獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
 ト
 精
神
の
独
自
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
見
た
。
前
期
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
一
か
め
 
「
反
復
」
に
 

は
 、
こ
の
よ
う
な
 プ
 p
 テ
ス
タ
ン
ト
精
神
が
（
意
識
さ
れ
ぬ
 ま
 ま
に
）
大
き
な
潜
在
 カ
 と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
 

 
 

ア
メ
リ
カ
の
宗
教
学
者
 p
 バ
ー
ト
・
 
べ
 ラ
ー
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
 
ト
 解
釈
は
、
原
始
的
・
古
代
的
・
歴
史
的
・
近
代
的
・
現
代
的
 ゐ
 

  

「
宗
教
進
化
論
」
の
中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
 

べ
 ラ
ー
に
よ
れ
ば
 
、
宗
教
と
政
治
が
分
化
し
里
俗
の
二
元
論
的
世
界
観
が
出
現
し
 た
の
は
、
ユ
ダ
ヤ
㏄
 

 
 

教
 
・
キ
リ
ス
ト
教
，
イ
ス
ラ
ム
教
・
ヒ
ン
ズ
ー
 教 
・
仏
教
に
お
 い
て
で
あ
る
。
こ
の
段
階
を
彼
は
「
歴
史
的
宗
教
」
と
 各
 づ
 け
 る
 。
そ
れ
は
紀
元
前
 



（
 
9
 ）
武
藤
一
雄
㍉
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
論
集
 
l
L
 

、
創
立
 

社
 、
一
九
八
 0
 年
 、
一
三
二
頁
。
 

（
 
皿
 ）
橋
本
厚
ヨ
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
（
苦
悩
）
の
 世
 界
唾
 未
来
社
、
一
九
七
六
年
、
二
五
一
頁
。
 

（
Ⅱ
 
リ
 
）
 田
ド
せ
 
0
0
0
 

「
年
の
の
・
の
も
め
も
 

か
 ～
 
0
 
か
 ～
 
韻
 0
 
キ
雨
由
 
@
 
ミ
 ～
 
ふ
 ～
ま
さ
 

晦
 め
ま
「
～
 

P
 
卜
す
ざ
臣
ご
笘
 
（
三
一
 
0
 毛
 ・
 お
目
 ）
。
の
 
臼
 （
の
 目
 

（
は
）
 0
 笘
の
 
@
 
二
 ぃ
 「
・
 
め
ウ
へ
ぬ
ぉ
 

べ
 
Ⅰ
 @
 
ぬ
ャ
 
か
 
め
め
 
a
a
 
ぺ
も
 
・
）
 
ゆ
 団
の
・
の
・
の
 

4
 ㏄
 

（
は
）
し
た
が
っ
て
、
も
し
著
作
活
動
に
前
・
後
期
の
区
分
を
 投
 げ
る
な
ら
、
こ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
筆
者
ひ
と
り
の
単
独
 
投
 票
 で
あ
る
が
 

八
四
八
年
の
鱈
罪
体
験
（
な
い
し
そ
の
前
年
）
を
境
と
す
べ
き
 で
あ
ろ
う
。
従
来
の
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
 l
 ル
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
 区
 分
 規
定
は
概
し
て
 

一
八
四
六
年
を
境
と
し
て
 前
 ・
後
期
に
分
け
る
の
が
慣
例
に
な
っ
 て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
 、
円
 わ
が
著
作
活
動
の
視
点
目
（
四
八
年
 
執
筆
、
没
後
見
に
 

（
 8
 ）
「
再
生
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
パ
ウ
ロ
の
「
キ
リ
ス
ト
 が
 現
わ
れ
る
時
、
・
・
・
…
あ
な
た
が
た
は
 
パ
 古
き
人
）
を
脱
ぎ
捨
て
 、
 造
り
主
の
形
に
従
 

っ
て
新
し
く
さ
れ
、
真
の
知
識
に
至
る
（
新
し
き
 人
 ）
を
着
る
」
 
（
 
内
 。
と
 か
 ）
 0
 ）
と
い
う
言
葉
が
有
名
だ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
 キ
ェ
ル
ケ
ゴ
 
l
 ル
 

は
 、
反
復
的
再
生
と
い
う
こ
の
一
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
パ
ウ
 戸
 に
で
は
な
く
旧
約
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
 と
ョ
ブ
 
に
注
目
す
る
。
殉
教
 的
 使
徒
パ
ウ
ロ
 
と
 

家
長
的
市
民
 ョ
ブ
 で
は
、
明
ら
か
に
信
仰
の
形
態
が
違
 う
 こ
と
 に
 気
づ
く
。
瞬
間
受
容
に
関
し
て
あ
れ
ほ
ど
バ
ウ
 ワ
 に
多
く
を
 負
 つ
て
い
た
 キ
ヱ
ル
 

ケ
 ゴ
ー
ル
が
、
 
暗
罪
的
 再
生
に
関
し
て
は
（
そ
の
受
容
以
前
の
 時
期
）
ア
ブ
ラ
ハ
ム
 と
ョ
ブ
 
に
学
ぼ
う
と
し
た
。
こ
こ
に
彼
の
 「
反
復
」
の
特
徴
が
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

  
こたに、 いを 聖ン至共わ一 

。 お 、 る 「 俗 ト っ同ゆ 0 

  

  
あ 現、 し現かス 世教 
っ世、 て 世も タ に的い 
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キヱルケ ゴールにおける 二つのキリスト 教 

よ
り
刊
行
）
の
中
で
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
ら
が
「
哲
学
的
 著
 作
 」
た
る
日
後
書
 卜
 （
四
六
年
）
を
「
全
著
作
活
動
の
転
回
 点
 」
 と
 評
し
、
こ
れ
は
 

前
 な
 
「
美
的
著
作
」
、
以
後
を
「
宗
教
的
著
作
」
と
規
定
し
た
こ
 
と
に
よ
っ
て
い
る
。
だ
が
彼
自
身
に
よ
る
こ
の
区
分
規
定
は
 、
 決
し
て
思
想
行
程
 

の
 変
遷
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
著
作
の
便
宜
 上
の
企
図
に
そ
っ
た
規
定
に
す
ぎ
な
い
。
無
論
、
も
し
彼
の
思
想
 仁
一
貫
し
た
統
一
 

性
 ・
連
続
 性
 が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
便
宜
 上
の
区
分
は
そ
れ
な
り
に
有
効
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
区
分
設
定
 を
ど
の
年
に
置
く
に
 

せ
 よ
 、
前
期
と
後
期
と
の
あ
い
だ
の
思
想
的
変
化
は
単
に
量
的
 な
そ
れ
と
は
言
い
切
れ
ぬ
程
の
「
亀
裂
」
を
露
呈
し
て
い
る
（
 @
 
」
の
亀
裂
を
め
ぐ
っ
 

て
、
 例
え
ば
尾
崎
和
彦
 円
 単
独
者
に
お
け
る
孤
独
 と
 愛
ヒ
（
理
想
 五
五
五
号
所
収
、
一
九
 セ
 九
年
）
は
、
「
単
独
者
」
概
念
の
変
 
化
を
的
確
に
指
摘
し
 

追
及
し
て
い
る
）
。
そ
う
し
た
思
想
的
屈
折
の
由
来
を
訊
ね
る
な
 
ら
、
 我
々
 ほ
 「
四
八
年
」
の
 
噴
 罪
体
験
に
こ
れ
を
求
め
ざ
る
を
 え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

（
 4
 
，
 
f
 ）
 Q
 お
呵
 
0
 （
 ま
 ㏄
守
口
才
 
す
 ヒ
ア
・
も
 

@
Q
-
e
 

か
 
～
 
連
碇
 馬
決
㌻
 
鮭
ミ
捺
臣
ら
 

の
 め
も
 
葉
お
 き
き
 蕊
 め
い
ま
す
で
 6
 の
 
コ
ま
 き
 コ
こ
簿
 ・
大
谷
反
訳
 月
た
 
丁
ヱ
 ル
ん
 
ノ
 ゴ
ー
ル
の
 

弁
証
法
と
実
存
し
、
東
方
出
版
、
一
九
八
四
年
、
三
七
三
頁
。
 

（
 
巧
 ）
市
ヨ
 ぃ
コ
 
二
匹
 ヱ
ギ
 の
 
の
ゴ
，
 
次
ぎ
き
め
 
悔
 a
Q
 
え
陸
悪
 寵
臣
 
蓬
 Ⅰ
 
5
Q
 む
 い
 
の
Ⅱ
の
 

-
0
 
寸
ロ
 の
 ㏄
㏄
・
の
・
㏄
 

い
 
㎏
 

（
 
ぬ
 ）
 G
 日
の
日
 
ぃ
 「
・
め
ぎ
 
い
お
木
 
～
も
「
 

か
硲
黛
え
 ・
お
 き
 ・
 碑
ひ
下
 
㏄
 

（
Ⅳ
）
 @
@
 ・
の
・
の
の
 

ひ
 

（
 
憾
 ）
西
洋
の
キ
 
ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
に
お
い
て
も
、
日
本
の
 そ
れ
に
お
い
て
も
、
総
じ
て
「
反
復
」
の
み
が
熱
心
に
注
目
さ
れ
 て
い
る
。
特
に
日
本
 

で
は
 、
親
鸞
（
あ
る
い
は
彼
の
「
妙
好
人
」
思
想
）
の
現
代
的
 解
釈
を
め
ざ
し
て
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
座
標
を
援
用
す
る
た
め
に
 、
殊
更
に
そ
の
 傾
 

向
 が
あ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
後
期
の
「
倣
い
」
は
見
事
 な
ほ
ど
に
無
視
さ
れ
続
け
て
い
る
。
キ
 ェ
 ル
ケ
ゴ
ー
ル
か
ら
 多
 大
の
影
響
を
受
け
た
 

と
さ
れ
る
バ
ル
ト
、
ブ
ル
ト
マ
ン
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
等
に
し
て
も
 、
「
倣
い
」
に
つ
い
て
は
一
言
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
 @
 
」
と
は
一
体
何
を
意
 

抹
 す
る
の
か
。
勿
論
、
時
代
的
要
求
と
状
況
と
が
「
倣
い
」
を
 困
難
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
言
え
よ
う
が
、
し
か
 し
そ
れ
だ
げ
な
の
で
 

あ
ろ
う
か
。
 

（
㎎
）
田
田
づ
ま
 ざ
デ
 ㏄
 @
 
ミ
 ～
 
め
驚
 
㏄
 わ
斗
心
 
ぎ
さ
悪
き
 

d
@
 

ぬ
ミ
 ぬ
恥
 
へ
 お
さ
も
む
隠
も
ま
㏄
 

ふ
 x
.
 
目
 
し
 収
の
・
（
 

@
 
コ
 @
 セ
曲
 
Ⅰ
 -
 円
 @
 
拮
ぢ
ヴ
 
G
e
 

の
の
 

ヨ
 @
 
コ
匹
 
円
 
0
 弓
の
Ⅱ
 

メ
 
村
 。
 モ
 ・
㏄
円
目
 

円
 

円
 
㏄
 ぃ
 下
日
 
ト
の
 
ひ
ち
）
の
・
ト
リ
の
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八
 論
文
要
旨
 V
 
 近
年
、
宗
教
的
象
徴
の
本
質
に
関
す
る
宗
教
 史
学
で
の
論
議
は
 、
 次
の
よ
う
な
二
つ
の
古
典
的
な
問
題
に
収
 束
 さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
 

り
 、
 田
 宗
教
集
団
内
で
の
宗
教
的
象
徴
に
属
す
る
存
在
論
的
状
 況
 、
お
よ
び
、
㈲
宗
教
的
象
徴
と
パ
タ
ー
ン
が
人
間
存
在
の
あ
 ら
ゆ
る
次
元
に
適
用
さ
 

れ
る
方
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
は
ミ
ル
チ
ャ
・
 ェ
リ
 ア
ー
デ
 と
 ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ミ
ス
の
著
作
に
代
表
さ
れ
る
、
 二
 っ
 0
 対
立
す
る
見
解
を
 

生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
前
者
の
見
解
で
は
、
宗
教
的
 象
 徴
は
聖
な
る
力
を
具
現
し
、
調
和
と
一
致
を
も
た
ら
す
働
き
を
 す
る
と
見
る
の
に
 対
 

し
 、
後
者
の
見
解
で
は
、
宗
教
的
象
徴
に
特
別
な
力
を
帰
す
る
 @
 
」
と
を
疑
問
 規
 し
、
宗
教
的
象
徴
の
適
用
が
も
た
ら
す
様
々
な
 タ
イ
プ
の
不
調
和
を
探
 

求
 し
て
い
る
。
 

こ
う
し
た
議
論
に
照
ら
し
て
能
お
よ
び
狂
言
を
考
察
し
て
み
る
 と
 、
こ
れ
ら
が
宗
教
的
象
徴
の
本
質
に
関
す
る
問
題
や
、
こ
の
よ
 う
 な
象
徴
が
日
常
 

生
活
に
適
用
さ
れ
る
方
法
に
対
す
る
様
々
な
答
え
を
体
現
し
て
 い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
 、
 能
お
 と
 び
狂
言
を
分
析
す
る
 

た
め
の
新
た
な
方
法
を
提
示
す
る
だ
け
で
な
く
、
能
に
関
す
る
 解
釈
上
の
対
立
を
調
停
し
て
い
く
可
能
性
を
も
示
し
て
い
る
。
 ま
 た
、
 能
お
よ
び
狂
 @
 

の
 考
察
は
、
宗
教
史
学
に
お
け
る
理
論
上
の
間
題
を
検
討
す
る
 上
 で
の
有
用
な
手
段
を
提
供
し
て
い
る
。
能
お
よ
び
狂
言
は
 、
一
 見
 対
立
し
て
い
る
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
理
論
が
、
宗
教
的
象
徴
へ
の
人
間
の
反
応
、
 ま
 た
ほ
宗
教
的
象
徴
の
適
用
の
一
側
面
の
み
を
捉
え
て
い
る
に
 過
 ぎ
な
い
と
い
 5
 こ
と
を
 

示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
能
や
狂
言
は
、
宗
教
研
究
で
は
時
に
 対
立
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
理
論
を
統
合
す
る
必
要
性
 を
 提
示
し
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 宗
教
的
象
徴
、
不
調
和
、
 ュ
一
 モ
ア
、
能
、
 打
江
 
号
目
 

能
お
よ
び
狂
言
に
お
け
る
宗
教
的
 象
 徴
の
考
察
 

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
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こ
と
が
で
 

係
が
あ
る
 

ヱ
 リ
ア
 

論
は
別
の
 

る
対
象
と
 き

る
。
Ⅲ
宗
教
的
象
徴
の
存
在
論
的
な
地
位
は
ど
の
 よ
う
 な
も
の
か
。
つ
ま
り
、
象
徴
と
聖
な
る
対
象
と
の
間
に
 ど
う
い
う
 関
 

か
 。
㈲
宗
教
的
象
徴
 は
 人
間
の
日
常
生
活
に
ど
の
よ
う
に
 当
て
は
ま
る
か
。
 

（
 
4
@
 

｜
デ
に
 代
表
さ
れ
る
最
も
伝
統
的
な
見
方
に
お
い
て
ほ
 、
 「
非
象
徴
」
の
面
か
ら
宗
教
の
象
徴
を
理
解
す
る
。
 

こ
 の
よ
う
な
 理
 

言
葉
で
説
明
す
る
と
、
宗
教
的
世
界
に
お
い
て
は
、
象
徴
 に
 対
象
の
本
質
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
の
 象
徴
と
 聖
な
 

が
 、
存
在
論
的
に
重
な
り
合
 う
と
い
 5
 考
え
方
が
あ
る
。
 
従
っ
て
、
象
徴
 は
 聖
な
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
 

い
ろ
い
ろ
な
 

 
 

。
こ
れ
ら
二
つ
の
見
方
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
に
お
い
 

て
 、
そ
の
相
違
を
見
る
 

近 
年 
大 
ぎ 

{ 

  ど 

示軋秋 

の 

よ 
上 
の 

づノ @ 
ヤ - - 

古 能 

    
も よ と ヰ - - 

r@i   
も、 1- Ⅰ か 

と 

い 

し 
  

@ 
の 
  
論争 

究視 

    
が か 

な ら 

さ 考 
れ 察 
て し 

ぎ て 
ナ - ヒ み 
の る 
で     
あ と 

る 

が ， であ 

る 

大 
ⅡⅡソ ロ石リ 

す 
る 

と、 

@
2
-
 

た
も
の
は
意
外
に
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
小
論
 文
の
目
的
は
、
最
近
の
宗
教
学
に
お
け
る
理
論
に
基
づ
 き
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
 

西
洋
で
は
こ
こ
近
年
、
能
お
よ
び
狂
言
に
関
す
る
研
究
が
 、
 多
く
の
面
に
お
い
て
著
し
い
展
開
を
見
た
。
こ
れ
ら
 西
洋
に
お
け
る
研
究
 

は
 、
日
本
の
専
門
家
の
手
に
よ
る
研
究
を
 、
 彼
ら
自
身
の
 
謡
曲
の
翻
訳
や
解
釈
に
取
り
入
れ
て
、
謡
曲
や
能
の
実
 演
 と
の
関
係
に
つ
い
て
 

@
l
-
 

探
求
し
て
 き
 た
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
し
か
し
驚
い
た
 こ
と
に
は
、
宗
教
学
、
歴
史
学
、
文
学
、
又
は
人
類
学
 の
 見
地
か
ら
能
を
論
じ
 

序
 

I4 ひ 



潮
の
日
常
の
生
活
の
中
に
ど
の
よ
う
に
溶
け
込
ん
で
い
 
る
か
を
説
明
し
ょ
う
と
試
み
て
、
人
間
が
宗
教
の
象
徴
 と
 必
ず
融
合
な
い
し
は
統
一
 

 
 

。
別
の
言
葉
で
表
現
す
る
な
ら
、
宗
教
の
象
徴
は
聖
 な
 る
 模
範
を
再
現
す
る
儀
式
や
 

ぬ
 
行
動
だ
け
で
は
な
く
、
も
っ
と
多
様
に
不
調
和
（
 臼
 ひ

プ
ぃ
 

「
 
日
 0
 
コ
 ）
）
、
小
鉢
仙
一
（
 

ぎ
 n
o
 
コ
 %
 
～
 
E
@
 
（
Ⅱ
）
、
ユ
 

I
 モ
ア
 硅
守
の
 
経
験
と
も
結
び
付
く
も
の
 

 
 

 
 

う
 に
人
間
が
宗
教
的
象
徴
と
融
合
な
い
し
は
統
一
に
到
 達
し
た
か
に
つ
い
て
は
重
要
 

ヒ
ヒ
 

ム
目
 祝

 し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
宗
教
的
象
徴
と
聖
な
る
模
範
が
 常
に
人
間
の
状
態
と
ほ
 、
 必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
 ぅ
 認
識
か
ら
生
じ
た
 宗
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@
7
@
 

鵬
て
 批
判
す
る
。
ス
ミ
ス
は
、
宗
教
の
象
徴
は
現
代
 

常
 識
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
 

強
調
す
る
。
 

 
 

な
い
流
転
を
解
釈
す
る
為
に
、
人
間
の
行
動
に
ど
の
よ
 

う
 に
当
て
は
ま
る
か
、
人
間
 

こ
の
 ょ
う
 な
説
は
、
勿
論
、
様
々
な
根
拠
か
ら
反
論
さ
れ
 る
 0
 例
え
 。
は
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ミ
ス
は
、
宗
教
 
は
人
 間
 経
験
の
特
殊
か
つ
 

ヱ
 キ
ゾ
チ
 
，
ク
な
範
 濤
を
通
じ
て
で
は
な
く
、
よ
り
普
段
 の
 経
験
か
活
動
を
通
し
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
 主
 張
 す
る
。
結
論
を
先
に
 
 
 

ほ
 
「
原
始
的
精
神
」
な
ど
の
概
念
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
 

き
で
は
な
い
。
こ
 う
 い
 う
理
 

生
口
 

約
論
は
象
徴
と
対
象
と
の
間
の
区
別
を
破
壊
し
て
、
 
め
 示
教
の
象
徴
に
異
常
の
力
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
宗
教
の
 
世
界
を
捉
え
る
も
の
だ
と
し
 

 
 

@
6
@
 

と
の
融
合
性
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

経
験
か
ら
離
れ
た
 ヱ
 キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
経
験
と
見
な
さ
れ
る
 傾
向
が
あ
る
。
 

そ
の
上
に
、
こ
の
説
で
は
、
人
間
ほ
、
宗
教
的
象
徴
と
 融
 合
 な
い
し
は
 合
 

象
徴
的
行
為
を
通
じ
て
、
現
在
の
存
在
を
神
話
時
代
の
存
 在
 と
同
じ
と
見
な
 

構
造
は
コ
ス
モ
ス
の
再
現
で
あ
る
と
す
る
。
宗
教
的
な
生
 活
は
神
話
の
原
型
 一

に
到
達
で
き
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
人
間
は
 

よ
 
も
 

し
 、
人
間
の
行
為
は
神
の
行
為
を
模
範
と
し
、
人
間
の
社
 ム
 
%
 

か
 模
範
を
象
徴
的
に
再
現
し
、
人
間
の
存
在
と
聖
な
る
 模
 範
 

@
5
@
 

を
 神
話
時
代
に
引
き
戻
し
た
り
、
神
の
存
在
を
啓
示
し
た
 り
す
る
力
を
し
め
す
。
こ
の
 ょ
 う
な
説
で
ほ
、
宗
教
的
 経
験
は
日
常
の
生
活
と
 

意
味
で
変
容
を
可
能
に
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
 例
 ，
 
ろ
丈
 

@
 、
 ヱ
リ
 ア
ー
 ヂ
 の
古
代
存
在
論
の
概
念
に
お
い
て
は
、
宗
教
 的
 象
徴
が
人
間
 



能
 と
宗
教
の
係
わ
り
あ
い
に
つ
い
て
は
様
々
な
面
か
ら
，
 

」
れ
ま
で
に
も
論
 t
 
。
 >
 
ら
れ
て
ぎ
た
が
、
主
に
Ⅲ
宗
教
の
 

ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
、
㈲
謡
曲
に
お
け
る
宗
教
上
 の
 宗
旨
、
が
中
心
と
な
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
㈲
に
 

の
 大
部
分
ほ
、
謡
曲
の
中
に
見
ら
れ
る
多
様
な
宗
派
の
概
 食
や
、
一
般
の
仏
教
思
想
、
神
道
思
想
な
ど
が
、
ど
の
 

（
Ⅱ
 
@
 

ぬ
 の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
と
の
観
点
か
ら
捉
え
た
も
 の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
あ
る
面
に
 儀

式
と
能
の
実
演
と
は
 

つ
い
て
研
究
し
た
も
の
 

よ
う
 に
あ
る
特
定
の
謡
 

お
い
て
重
要
で
あ
る
 

能
 と
宗
教
 

し
 

と
が
 

 
 

 
 

方
 な
 

面
に
 か

し
な
が
ら
能
を
例
に
と
る
と
、
こ
の
二
つ
の
解
釈
が
 象
 徴
 に
対
す
る
宗
教
的
人
間
の
様
々
な
反
応
に
相
当
す
る
 こ
と
を
見
出
す
こ
 

で
き
る
。
ス
ミ
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
 よ
 う
 な
見
方
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
現
象
に
当
て
は
め
ら
 れ
る
と
は
限
ら
な
 

宗
教
的
象
徴
の
も
つ
驚
異
的
な
力
を
タ
ン
。
ハ
 
イ
ヤ
 の
よ
う
 に
す
べ
て
否
定
す
る
必
要
性
は
な
い
が
、
ス
ミ
ス
の
 よ
 う
 な
学
者
の
考
え
 

取
り
込
ん
で
宗
教
的
象
徴
に
対
す
る
説
を
も
っ
と
拡
大
発
 展
 し
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
 様
々
な
 能
 劇
の
場
 

宗
教
的
象
徴
に
対
す
る
二
つ
の
対
立
す
る
見
解
を
当
て
は
 め
て
み
る
と
、
統
合
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
 れ
る
。
 

全
く
否
定
す
る
。
タ
ン
バ
イ
ヤ
は
宗
教
的
な
象
徴
は
宗
教
 酌
人
間
に
よ
っ
て
地
楡
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
し
て
 象
徴
が
も
っ
と
さ
れ
る
 

@
 
㎎
 @
 

呪
術
的
な
力
を
疑
問
 祝
 す
る
。
 

ヤ 教 

はこ的 、 れ省 
崇 ち 察 
教 二 に 
的 っ カ 
象 の 点 
徴 理 が 
と 諭 置 

聖 な、 はか れ 
る 宗 る 
対 数   
象 ヰこ 

が 対 

あ し 

る て 
種 根 
存 本 
在 的 
論 に 
的 違 
ほ う 

重 解 
な 釈 
り と 

あ 見 
い な 

、 す 
そ こ 
ノ し と 
に が 

呪 可 
術 能 
的 で 

@9 ある。 ななん ） 
9 例 

え か ま の カ も ） 。 
が ス 

発 タ 

生 、 ノ 

す レ 

る イ と 
い タ 

ラン 説バ 
を ィ 
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ム
月
 

っ
て
現
世
と
他
界
が
 
繁
 る
と
、
こ
の
世
に
お
け
る
現
世
 利
 益
 と
他
界
へ
の
旅
立
ち
が
保
証
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
 

I4 

 
 

お
聖
人
、
形
見
、
そ
の
他
聖
な
る
象
徴
と
し
て
の
性
質
 
も
し
く
は
効
能
に
つ
い
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
 の
よ
う
な
聖
な
る
象
徴
に
 ょ
 

3@ (1 

曄
る
 。
言
い
か
え
れ
ば
、
能
の
主
題
は
他
界
と
現
世
と
 の
間
の
象
徴
的
仲
介
役
と
し
て
の
神
社
、
寺
院
、
仏
像
 、
儀
式
、
経
、
詩
、
舞
踊
、
 

の
 

 
 

言 における宗教的象徴の 役割 

が
 、
こ
れ
と
 ほ
 別
に
多
様
な
各
宗
派
の
思
想
が
 、
 能
の
底
 流
 に
横
た
わ
る
様
式
と
構
造
に
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
 ら
て
い
る
か
を
探
る
こ
 

@
 
は
 -
 

と
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
 

謡
曲
に
お
け
る
宗
教
上
の
概
念
の
多
様
性
に
か
か
わ
ら
ず
 、
そ
こ
に
は
共
通
し
て
横
た
わ
る
宇
宙
論
的
、
救
世
論
 的
な
構
造
を
発
見
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
謡
曲
の
底
流
を
流
れ
る
基
本
的
 構
吐
 
坦
 の
一
つ
は
他
界
と
現
世
と
の
対
立
で
あ
る
。
 能
劇
 に
お
 い
て
は
神
道
や
仏
教
の
 

概
念
は
様
々
な
形
を
と
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
意
味
す
る
 と
こ
ろ
は
結
局
、
他
界
は
神
や
仏
や
菩
薩
の
住
ま
う
 世
 罪
 で
あ
り
、
神
や
菩
薩
 

は
こ
の
世
に
自
ら
の
存
在
を
表
明
す
る
際
、
他
界
か
ら
 現
 れ
 出
る
。
現
世
の
人
間
に
し
ろ
、
他
界
と
現
世
と
の
 間
 を
紡
律
う
 
死
霊
に
し
 

ろ
 、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
他
界
と
現
世
と
の
 象
 徴
 的
な
繋
が
り
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
を
つ
く
 り
 、
救
済
に
導
か
れ
 

る
 。
謡
曲
に
お
い
て
ほ
現
世
と
他
界
と
を
結
び
付
け
る
 仲
 介
 的
な
役
割
を
果
た
す
象
徴
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
 こ
 の
 象
徴
に
よ
っ
て
 、
し
 

ば
し
ば
現
世
と
他
界
は
類
似
し
た
存
在
、
も
し
く
は
現
世
 は
 他
界
と
同
一
の
存
在
と
見
な
さ
れ
る
。
 

現
世
と
他
界
の
繋
が
り
を
示
す
象
徴
の
最
も
明
白
な
例
は
 神
社
や
寺
院
で
あ
る
。
神
社
や
寺
院
の
内
部
に
祭
ら
れ
 て
い
る
 御
 神
体
や
仏
 

像
は
 、
宗
教
上
の
聖
な
る
対
象
が
現
世
に
存
在
す
る
こ
と
 を
 表
す
、
も
っ
と
も
古
典
的
な
例
で
あ
る
。
神
社
や
寺
 院
 の
よ
う
な
聖
な
る
 空
 

間
は
 、
宗
教
上
の
儀
式
や
行
事
を
行
 う
 こ
と
に
 ょ
 り
、
 現
 世
 と
他
界
と
の
繋
が
り
を
、
よ
り
明
確
に
し
強
固
に
す
 る
 。
加
え
て
、
能
の
申
 

に
お
い
て
も
神
や
仏
や
菩
薩
自
ら
が
こ
の
世
に
出
現
す
る
 場
所
で
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
点
か
ら
神
社
や
寺
院
 は
 、
現
世
と
他
界
と
を
い
 

ろ
 い
ろ
な
意
味
で
統
一
す
る
能
動
的
象
徴
で
あ
る
。
 

仏
教
で
あ
れ
神
道
で
あ
れ
、
能
の
中
に
お
い
て
表
現
さ
れ
 る
 時
は
、
他
界
と
現
世
と
の
関
連
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
 の
が
移
し
く
存
在
す
 



崎
 正
治
は
、
 能
 劇
を
死
者
と
生
者
の
両
者
が
体
験
す
る
 無
 常
 、
煩
悩
、
妄
想
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
多
く
の
 例
 を
あ
げ
て
説
明
し
て
 ぃ
 

る
が
、
し
か
し
ま
た
自
然
の
国
土
愛
と
仏
教
の
国
土
成
仏
 観
 が
結
合
し
た
両
部
神
道
を
背
景
に
し
た
芸
術
と
し
て
 捉
え
て
い
る
。
し
た
が
 

っ
て
 能
 別
に
描
か
れ
て
い
る
妄
想
、
無
常
観
は
一
時
的
な
 も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
天
皇
制
や
そ
の
他
の
仲
介
的
 機
構
に
よ
っ
て
他
界
と
 

@
M
@
 

現
世
の
二
つ
の
世
界
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
克
服
 す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
 

@
 
Ⅱ
 @
 

国
 」
「
敬
神
実
 祖
 」
「
武
士
道
精
神
」
を
支
え
称
揚
す
る
せ
 
下
術
と
し
て
捉
え
た
。
 
佐
成
謙
 太
郎
と
和
辻
哲
郎
の
両
者
 ほ
 、
武
士
道
を
批
判
す
 

@
 
㎏
 -
 

る
 芸
術
と
し
て
能
を
捉
え
て
は
い
る
が
、
「
忠
君
愛
国
」
 

「
敬
神
農
 祖
 」
の
精
神
を
賛
美
す
る
芸
術
で
あ
る
と
い
う
 見
方
を
し
て
い
る
。
 
姉
 

よ る る 
ぅ 謡 。 詳 宗教 最初 三郎に 象徴的 y セ こま 、 な 曲 こ し 

の に 宇 よ 上 力 は れ く 

見 繋 宙 る の な お ら は 
持 い の 後 
つ て 反 述     

対 さ 走 付 て る     
の 教 界 能 に 

古 典、 的とにお を お い 宗教的 とを統を提示 は 聖 、 
的 政 い て す 一 集 な 
研 治 ぐ て 表 
究 的 聖 表 現   
の な な 現 さ 力 対 数 
中 権 る さ れ を し の 
に 力 象 れ て 内 て 仲 
見 機 微 て い 含 対 介 
る 構 の い る す 立 的 

る す 役 世界 こと に 対 力 を 世 8 と る 害 U 

が し 視 界 観 い 二 の 

で て 値 観 に う つ 性 
き 擬 す に 対 こ の 質 

る 問 る 対 す と 説 と 

。 を も し る を と 効 議論 例え 呈示 のと て 存 邑 肯定 こ 似通 台 ケ と結 4 さ 、して 。 し、 在す 

津 い も る ピび 
  
ま い る 

困 る う 。 つ た る 反 

左 と 一 一 げ あ ち 応 
右 す っ つ る る の が ミ 

謡 が 数 

曲 多 多 ことが 音 は、 見方 る は 、現 の見方 

能 で 世 は で はく 、 見 く劇 

を あ と 自色 ぎ 象 ら 化 
徴 れ さ 「中心 る 。 他は 界基 る 。 が る れ 

君 と 木 家 
愛 を 杓 水   
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て
 捉
え
て
い
る
。
 
能
劇
 に
登
場
す
る
武
士
、
平
民
、
女
、
 

貴
族
、
皇
族
そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
検
証
す
る
と
、
そ
れ
 ら
は
、
死
後
の
世
界
と
 

ぉ
立
、
対
立
の
解
消
で
幕
を
下
ろ
す
性
質
を
も
っ
た
ぜ
 本

術
 と
し
て
で
は
な
く
、
有
限
性
、
相
対
性
を
も
つ
世
界
 を
 表
現
し
て
い
る
も
の
と
し
 

 
 

.5@ <: 
 
 

表
 的
な
学
者
と
し
て
は
 

家
 永
三
郎
が
あ
げ
ら
れ
よ
 

う
 。
蒙
求
は
能
劇
を
調
和
の
確
 

大
乗
仏
教
に
存
在
す
る
二
つ
の
基
本
的
に
対
立
す
る
見
方
 

、
す
な
わ
ち
宇
宙
論
的
視
点
と
弁
証
法
的
視
点
の
間
に
 

あ
る
緊
張
感
に
反
応
し
 

て
い
る
と
い
う
。
仏
教
の
伝
統
的
な
宇
宙
論
 

は
 、
六
道
と
 六
道
を
超
越
し
た
 
浬
 盤
の
境
地
か
ら
と
で
構
成
さ
れ
る
 

。
宇
宙
論
の
中
心
と
な
 

っ
て
い
る
仏
教
に
お
け
る
六
道
と
繋
が
る
因
果
応
報
と
、
 

そ
れ
に
対
立
す
る
人
間
社
会
に
お
け
る
忠
誠
、
愛
情
と
 

い
っ
た
価
値
観
と
の
 
間
 

@
 
け
 @
 

で
 悲
劇
性
が
生
じ
る
。
 

能
 劇
の
構
造
に
表
さ
れ
た
こ
の
対
立
に
よ
っ
て
生
じ
る
 

悲
 劇
 性
の
解
決
法
は
、
竜
樹
ま
で
遡
る
仏
教
の
弁
証
法
的
 

な
 相
の
中
に
発
見
す
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
世
阿
弥
の
思
想
形
式
は
弁
証
法
の
影
 

響
か
ら
ま
ず
世
界
を
二
 
つ
に
 区
分
し
、
こ
れ
を
弁
証
法
 
的
に
破
壊
す
る
。
こ
の
 

世
阿
弥
の
概
念
を
解
く
鍵
は
、
「
 

即
 」
で
あ
る
。
ラ
フ
 ヱ
 ア
 に
よ
る
と
こ
の
弁
証
法
的
思
想
形
式
は
能
劇
の
構
造
 

と
 世
阿
弥
の
思
想
、
著
 

述
 に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 

能
 劇
の
構
造
と
世
 
阿
弥
の
著
述
の
共
通
性
は
、
区
別
、
対
立
と
い
っ
た
も
 

の
を
最
初
に
設
定
し
 
、
 

倒
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
を
確
認
す
る
 
こ
と
で
あ
る
。
死
霊
が
救
済
さ
れ
る
場
合
で
も
、
観
客
 

に
 幽
玄
の
境
地
を
体
験
さ
せ
 

@
 
は
 @
 

ゆ
る
場
合
で
も
、
 能
 劇
の
弁
証
法
的
な
 
働
 ぎ
は
対
立
や
 区
別
が
解
消
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
 

 
 

 
 

  

 
 

即
し
救
済
へ
導
き
不
調
和
を
解
決
す
る
。
上
記
し
た
 
ヱ
 リ
ア
ー
デ
に
代
表
さ
れ
る
説
の
よ
う
に
、
 

能
 別
に
お
い
 て
は
、
宗
教
的
象
徴
 
は
 統
一
 

註
や
調
和
に
到
達
す
る
た
め
の
存
在
と
し
て
強
調
さ
れ
 
る
 。
 

こ
の
系
譜
に
加
え
ら
れ
る
説
と
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 ラ
 フ
ェ
ア
は
近
年
、
独
特
で
貴
重
な
見
方
を
呈
示
し
た
。
 

そ
れ
に
 よ
 る
と
能
は
 



現
世
の
両
方
で
六
道
輪
廻
に
よ
っ
て
引
 き
趣
 こ
さ
れ
る
 妄
 想
 に
苦
悩
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
 

蒙
求
は
さ
ら
に
、
謡
曲
 

の
 作
者
は
、
鎌
倉
仏
教
の
創
立
者
と
同
様
に
現
存
し
た
め
 
示
教
や
政
治
機
構
の
象
徴
の
仲
介
的
役
割
を
疑
問
 
規
 し
て
  
 

蒙
求
 は
 彼
自
身
の
解
釈
に
当
て
は
ま
ら
な
い
二
種
類
の
能
 劇
 、
す
な
わ
ち
Ⅲ
廻
向
・
供
養
等
に
よ
っ
て
往
生
・
 成
 仏
 を
と
げ
る
と
い
う
 

内
容
で
終
わ
る
も
の
や
、
現
実
の
世
界
で
悲
境
か
ら
救
済
 さ
れ
る
と
い
う
形
で
終
わ
っ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
 ㈲
二
色
即
是
空
や
煩
悩
 

即
 菩
提
と
い
っ
た
仏
教
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
現
世
と
他
界
、
も
し
く
は
相
対
性
と
絶
対
性
の
統
一
 に
 到
達
す
る
と
い
っ
た
 

も
の
に
つ
い
て
は
下
記
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
Ⅲ
の
 内
 容
 の
も
の
に
対
し
て
は
、
観
客
の
宗
教
心
を
満
足
さ
せ
 る
た
め
に
付
加
さ
れ
た
 

に
す
ぎ
な
い
と
も
解
釈
で
き
る
と
し
、
㈲
 ほ
 つ
い
て
は
、
 作
者
は
観
客
が
相
対
性
と
絶
対
性
の
統
一
と
い
っ
た
 逆
 説
 的
で
か
っ
 
古
 
同
次
元
の
 

テ
ー
マ
を
正
確
に
解
釈
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
ほ
な
い
 か
と
配
慮
し
た
結
果
、
こ
 う
 い
っ
た
内
容
の
謡
曲
を
あ
 ま
り
創
作
し
な
か
っ
た
 

の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
蒙
求
 は
、
 能
の
作
者
は
 現
世
の
無
常
・
苦
悩
の
厭
相
を
鋭
く
え
ぐ
り
だ
し
、
 

そ
 れ
に
よ
っ
て
欣
求
浄
土
 

の
心
を
催
さ
せ
る
よ
う
な
作
品
を
創
造
し
た
の
で
は
な
い
 か
と
述
べ
て
い
る
。
 
能
 劇
は
調
和
や
対
立
の
解
消
と
い
 っ
た
 形
で
終
わ
る
面
よ
 

り
も
、
現
世
と
他
界
の
間
の
溝
や
緊
張
を
描
き
出
す
面
の
 方
に
力
点
を
置
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
 
@
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上
述
し
た
二
つ
の
宗
教
的
象
徴
に
対
す
る
見
方
と
同
様
に
 、
寒
水
と
ラ
フ
ェ
ア
に
代
表
さ
れ
る
能
に
つ
い
て
の
 二
 つ
の
説
も
ま
た
明
白
 

に
 対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

能
 劇
の
中
に
は
そ
 の
 内
容
か
ら
見
て
、
 
家
 永
の
説
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
 ね
 。
は
、
ラ
フ
ェ
ア
の
 説
 

を
 支
持
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
こ
の
二
つ
の
 説
を
総
合
す
る
必
要
性
が
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 
な
 ぜ
な
ら
 ぱ
 、
 能
割
 に
み
 

ら
れ
る
 よ
う
 に
人
間
が
日
常
生
活
に
宗
教
的
象
徴
を
当
て
 ほ
め
て
み
た
場
合
、
必
然
的
に
対
立
す
る
見
方
や
反
応
 が
 生
じ
る
が
、
こ
れ
ら
 

の
 説
は
宗
教
的
象
徴
に
対
す
る
人
間
の
様
々
な
反
応
か
ら
 あ
る
 
一
 断
面
の
み
を
各
々
に
捉
え
て
解
釈
し
て
い
る
こ
 と
に
根
拠
が
あ
る
 よ
う
 

に
 思
わ
れ
る
。
 

蒙
求
 が
 強
調
す
る
よ
う
に
、
宗
教
的
象
徴
の
適
用
は
必
然
 的
に
政
治
的
 力
 と
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
点
も
ま
た
 見
逃
せ
な
い
テ
ー
マ
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能および狂言における 宗教的象徴の 役割 

神
と
菩
薩
の
象
徴
行
為
 

い
く
つ
か
の
 能
 劇
の
中
に
は
明
確
に
現
世
と
他
界
と
を
 繋
 ぐ
 効
能
を
も
っ
聖
な
る
象
徴
の
 力
 を
称
揚
し
た
も
の
を
 見
ぃ
 だ
す
こ
と
が
で
 

き
る
。
先
に
述
べ
た
よ
 う
 に
、
神
社
や
寺
院
は
他
界
を
単
 に
 象
徴
す
る
の
で
は
な
く
、
他
界
と
現
世
を
統
一
す
る
 象
徴
的
仲
介
の
役
割
を
 

果
た
す
明
白
な
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
、
現
世
 を
 他
界
に
変
容
さ
せ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
 よ
う
な
場
合
で
は
、
 能
 

劇
 に
お
い
て
は
 ニ
 リ
ア
ー
デ
の
古
代
存
在
論
と
類
似
す
る
 宗
教
的
象
徴
の
理
解
を
反
映
し
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
 る
 。
特
に
神
や
菩
薩
が
 

出
現
す
る
よ
う
な
謡
曲
に
お
い
て
は
ま
す
ま
す
明
白
と
な
 る
 。
神
や
菩
薩
が
出
現
す
る
場
面
は
勿
論
、
超
自
然
的
 で
あ
る
。
神
や
菩
薩
の
 

象
徴
的
行
為
に
よ
っ
て
、
象
徴
と
聖
な
る
対
象
の
区
別
が
 解
消
さ
れ
る
。
そ
し
て
象
徴
的
行
為
は
非
象
徴
的
行
為
 に
 転
化
す
る
。
 

「
高
砂
」
に
お
い
て
は
象
徴
が
非
象
徴
に
転
化
し
た
動
き
 
を
 描
写
し
て
い
る
。
「
高
砂
」
の
前
場
に
お
い
て
は
、
 高
 砂
と
住
吉
の
松
の
 

精
 で
あ
る
老
翁
と
老
婆
は
 、
 脇
で
あ
る
友
成
に
、
た
と
，
 
を
 一
本
の
松
は
お
互
い
に
隔
た
っ
て
い
て
も
、
相
生
の
松
 
と
し
て
象
徴
的
に
結
び
 

付
い
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
高
砂
と
住
吉
の
松
は
 、
 共
通
し
て
象
徴
的
に
和
歌
と
結
び
付
き
が
あ
る
と
こ
ろ
 か
ら
相
生
の
松
 と
 見
な
 

さ
れ
る
。
和
歌
に
よ
っ
て
人
と
人
は
繋
が
り
、
そ
れ
と
 同
 様
に
人
と
神
も
繋
が
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
相
生
の
 松
は
 、
ま
た
現
世
と
神
 

0
 世
界
が
ど
の
よ
う
に
象
徴
的
に
統
一
さ
れ
る
の
か
を
も
 説
明
す
る
。
前
場
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
こ
の
老
夫
婦
 は
、
 実
は
ふ
た
り
は
 二
 

で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
教
団
と
あ
る
教
団
の
間
の
力
関
係
 ほ
 つ
い
て
、
あ
る
い
は
教
団
の
内
部
に
お
い
て
は
、
 象
 徴
の
聖
な
る
力
を
め
ぐ
 

っ
て
以
下
の
よ
う
な
問
い
と
対
立
す
る
意
見
が
存
在
す
る
 。
ど
の
象
徴
が
力
を
持
つ
の
か
、
そ
の
 力
 は
ど
れ
く
ら
 い
の
も
の
な
の
か
、
 だ
 

れ
が
こ
の
聖
な
る
力
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
 人
間
の
日
常
生
活
に
宗
教
の
象
徴
が
ど
の
よ
う
に
適
合
 す
る
か
し
な
い
か
に
か
 

か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
政
治
的
な
力
と
し
ば
し
ば
関
連
づ
 け
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の
 到
来
、
年
の
は
じ
め
と
同
時
に
お
こ
り
、
 

ィ
 ザ
ナ
ギ
に
 よ
る
住
吉
の
神
の
創
生
時
を
連
想
さ
せ
る
。
 

ニ
 リ
ア
 二
 ァ
の
 舌
口
薬
に
置
 

て
み
る
と
、
こ
の
出
現
は
宇
宙
創
世
の
神
話
 期
 へ
と
回
帰
 さ
せ
る
。
 

後
場
に
お
い
て
は
、
住
吉
明
神
の
出
現
と
と
も
に
神
楽
が
 実
演
さ
れ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
神
の
出
現
に
よ
っ
て
 、
象
徴
と
 聖
 

象
 と
の
間
の
区
別
が
と
り
の
ぞ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
 暗
 示
さ
れ
る
。
住
吉
明
神
が
神
楽
の
演
奏
を
呼
ぶ
 際
 、
明
 神
は
 、
 単
に
神
 

@
 
羽
 -
 

ぅ
言
葉
 は
 使
用
せ
ず
、
 
神
か
 

、
、
、
、
 

ぐ
ら
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
 る
 。
こ
の
言
葉
 は
 実
際
の
存
在
と
象
徴
的
存
在
の
結
合
 を
 現
す
。
神
楽
 

が
 神
を
慰
め
、
神
の
行
い
を
象
徴
的
に
模
写
す
る
間
に
住
 吉
 明
神
 は
 自
ら
現
れ
出
て
、
舞
姫
の
象
徴
的
所
作
を
現
 実
に
す
る
。
 

能
劇
 に
お
い
て
ほ
神
が
出
現
し
て
い
る
間
、
神
の
も
つ
 象
 徴
 的
行
為
の
 力
 に
よ
っ
て
現
世
は
神
の
世
界
と
類
似
す
 る
も
の
と
な
 

あ
る
い
は
融
合
す
る
。
 
能
 別
に
お
い
て
神
が
そ
の
姿
を
現
 す
 際
は
 、
 必
ず
特
殊
な
歌
舞
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 が
 上
 漬
 さ
れ
る
。
 
こ
 

象
徴
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
 ス
 は
、
象
徴
と
対
象
の
同
一
 性
を
認
識
さ
せ
る
。
「
高
砂
」
に
お
い
て
は
こ
の
象
徴
と
 対
象
の
同
一
性
 

さ
れ
る
場
面
が
い
く
 っ
か
 見
ら
れ
る
が
、
「
羽
衣
」
に
お
 
い
て
は
明
確
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
 

天
人
が
衣
を
返
し
て
も
ら
う
た
め
に
目
籠
に
舞
い
を
舞
っ
 て
み
せ
る
場
面
は
 、
ィ
 ザ
ナ
ギ
と
々
 
ザ
ナ
ミ
 
の
天
地
割
 造
の
行
為
を
 

こ
す
。
天
人
の
舞
に
よ
っ
て
 、
天
と
 地
は
し
だ
い
に
ひ
と
 つ
に
な
る
。
 地
 
「
面
白
や
天
な
ら
で
、
こ
こ
も
妙
な
り
 

」
そ
し
て
「
 そ
 

地
 は
な
に
を
隔
て
ん
」
と
い
う
よ
 う
 に
天
地
の
融
合
を
強
 調
 す
る
。
「
ま
た
満
願
真
如
の
影
と
な
り
」
と
あ
る
よ
 う
 に
、
天
人
は
 

｜
 マ
ン
ス
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
満
月
に
変
容
 す
 

 
 

動
詞
は
日
本
の
 

登
場
す
る
神
の
行
為
を
描
写
す
る
際
、
し
ば
し
ば
使
用
さ
 れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
変
容
す
る
 こ
と
が
可
能
で
 
あ 押 パ の 呼 が め る で 楽 な き 

舞 と る   換 
暗神か 示の 、 婚 か 対 ，え 

で 本 
こ あ の 

う る 松 
し 老 の 
た 天 精 
家 婦 で 
微 官 あ 
か 体 る 
ら に こ 

ョ目 よ と 

象 っ を 
散 て 述 
へ も へ 。   

  

換っ一 とて 本 
い い の 

つ る 松 
た 。 は 

流 単 
れ ヶ - - 
も よ 象 

徴 
  的 
場 ケ @ - 
ヶ @ 甲 繋 

% げ 
が 
  

る て 
住   
士 る 

明 ナ， し 

神   
の で ・ 

出 @ ま 

現 な 
ヶ @ - 
も 

{ 、 

描 ヨド 

か 象 
れ 徴 
て 的 
い 

る な実 

    在、 

の 

出 
す 
な 

現 わ 
ャま 

春 ち神 
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艶
に
 存
在
さ
せ
る
力
が
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
ま
た
 

、
こ
の
種
の
能
劇
は
対
立
の
解
決
で
幕
を
お
ろ
す
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

「
高
砂
」
の
よ
う
な
 能
劇
 に
お
い
て
は
、
儀
式
、
和
歌
、
 

舞
踏
な
ど
の
象
徴
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
 親
 世
に
住
ま
う
人
々
 

 
 

 
 

台
目
 

 
 

に
 神
や
菩
薩
の
存
在
を
享
楽
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
 能
劇
 ほ
 明
ら
か
に
聖
な
る
象
徴
の
力
を
理
想
化
す
る
。
し
か
 し
 、
こ
の
象
徴
の
 力
 に
 

和
泉
式
部
は
歌
舞
の
菩
薩
と
な
っ
て
そ
の
姿
を
現
す
。
 

，
 
し
れ
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
阿
弥
陀
の
来
迎
を
顕
示
す
る
 

 
 

仏
教
芸
術
と
儀
式
の
象
徴
の
 
力
 が
、
歌
舞
に
よ
っ
て
 
表
 現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
白
と
な
る
例
が
、
「
 

杜
 若
 」
に
は
描
か
れ
て
 

い
る
。
杜
若
の
精
は
、
業
平
の
形
見
の
初
冠
、
長
絹
、
 

に
 装
い
 な
 改
め
る
と
、
「
仏
事
を
な
す
や
業
平
の
。
昔
男
の
 

舞
の
姿
」
「
こ
れ
ぞ
 

即
 

ち
 歌
舞
の
菩
薩
の
」
「
仮
に
衆
生
と
業
平
 

め
 」
と
移
り
舞
 

こ
こ
に
お
け
る
業
平
の
な
 
り
は
、
ま
た
成
る
（
 
変
 

 
 

で
も
あ
る
。
杜
若
の
精
は
業
平
に
変
容
 

し
、
 実
は
業
平
は
 
歌
舞
の
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
 

簗
 
と
い
う
こ
と
が
表
明
さ
れ
る
点
で
、
こ
こ
で
は
二
 

つ
 の
 変
容
が
表
さ
れ
て
い
る
。
杜
若
の
精
の
象
徴
的
か
つ
 

儀
式
的
な
パ
フ
ォ
 
l
 マ
ン
ス
 

縫
 
に
よ
っ
て
、
も
う
一
度
一
時
的
に
業
平
を
現
世
に
存
 

在
さ
せ
、
歌
舞
の
菩
薩
と
業
平
の
同
体
性
が
確
認
さ
れ
 

る
 。
 

 
 

的
 役
割
を
明
白
に
肯
定
し
た
内
容
の
も
の
が
多
く
存
在
 

す
る
。
こ
う
い
 
う
能
劇
は
、
 

潮
 
し
ば
し
ば
現
世
に
お
け
る
神
と
菩
薩
の
影
向
（
よ
う
 

ご
ぅ
 ）
を
主
題
に
も
ち
、
神
や
菩
薩
の
象
徴
的
行
為
は
 

前
述
し
た
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
に
 
代
 

註
 
表
さ
れ
る
「
非
象
徴
的
」
面
か
ら
の
解
釈
に
そ
っ
た
 

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
 
は
 象
徴
的
行
為
は
 
、
象
 徴
 が
意
図
す
る
対
象
を
現
世
 

象
徴
的
に
神
が
意
図
す
る
対
象
に
変
化
す
る
こ
と
を
意
味
 す
る
。
 

基
本
的
に
同
様
の
様
式
は
、
仏
教
的
内
容
の
趣
旨
を
も
 つ
 「
誓
願
寺
」
の
よ
う
な
 
能
劇
 に
お
い
て
も
み
る
こ
と
が
 で
き
る
。
前
場
に
お
 

い
て
、
一
遍
は
誓
願
寺
に
お
い
て
和
泉
式
部
の
霊
 と
 田
ム
 
本
 い
、
彼
自
身
が
流
布
し
て
い
る
決
定
往
生
の
礼
の
意
味
 を
 説
明
す
る
。
誓
願
寺
 

は
こ
の
 能
 別
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
浄
土
を
象
徴
的
に
 表
現
す
る
。
誓
願
寺
は
浄
土
と
繋
が
る
場
所
で
あ
る
と
 同
時
に
ま
た
浄
土
そ
の
 

@
 
四
 -
 

も
の
で
も
あ
り
、
「
さ
な
が
ら
こ
こ
ぞ
極
楽
世
界
に
生
ま
 
れ
 け
る
か
と
あ
り
が
た
さ
 ょ
 」
と
い
う
 よ
う
 に
強
調
さ
れ
 る
 。
後
場
に
お
い
て
、
 



上
述
し
て
 

き
た
よ
う
 

に
、
あ
る
学
者
は
、
宗
教
的
象
徴
の
 

も
つ
 
融
 ム
ロ
 

や
 統
一
に
到
達
さ
せ
る
力
、
す
な
わ
ち
象
徴
 

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
 

理
想
と
現
実
の
同
一
化
を
重
要
視
し
す
ぎ
る
点
に
対
し
て
 

疑
問
を
あ
げ
、
象
徴
に
対
し
て
の
概
念
を
拡
大
、
発
展
 

さ
せ
て
解
釈
し
ょ
う
 

と
 

 
 

 
 

 
 

と
人
間
の
体
験
の
絶
え
間
の
な
い
流
転
と
の
間
に
生
じ
る
 

緊
張
に
 
よ
 り
宗
教
活
動
が
形
成
さ
れ
る
。
例
え
ば
彼
は
 

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 

る
 。
 

「
神
話
と
は
、
説
に
 

ょ
 れ
ば
、
普
遍
的
適
応
の
可
能
性
を
 

持
つ
コ
ー
ド
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
強
迫
観
念
の
性
質
す
 

な
わ
ち
普
遍
性
の
 

@
 
あ
 
@
 

と
 不
調
和
の
両
方
に
も
面
白
味
を
見
出
す
。
こ
の
「
調
和
 

」
と
「
不
調
和
」
の
間
の
変
動
が
省
察
の
対
象
と
な
る
。
 

」
 

「
高
砂
」
の
よ
う
な
 

能
劇
は
 
、
宗
教
的
象
徴
と
人
間
の
生
 

活
 様
式
の
間
の
同
一
を
肯
定
す
る
が
、
そ
の
他
多
く
の
 

能
 劇
や
狂
言
の
中
に
 

は
 、
宗
教
的
象
徴
と
実
生
活
の
経
験
の
不
調
和
の
探
求
に
 

、
 様
々
な
形
で
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
が
存
在
す
る
。
 

，
 
し
れ
ろ
は
宗
教
的
象
徴
 

と
日
常
生
活
の
同
一
を
試
み
る
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
て
い
 

る
 。
 家
 永
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
よ
 

う
 に
、
こ
れ
ら
多
く
 

の
 劇
は
政
治
的
、
宗
教
 

的
 機
構
に
対
す
る
批
判
を
少
な
く
と
も
包
含
し
て
い
る
が
 

、
こ
こ
で
は
、
不
調
和
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
 

能
劇
を
 
理
解
す
る
事
の
可
能
性
 

不
調
和
と
覚
醒
 

省 よ 付 
察 ぅ す 
を な る 
促 能 埋 

悪化 す。 劇 に 
お は 

lV 
て 他 
は の 

能劇 、聖 
な Ⅴ こ 

る 見 
象 ら 

徴 れ 
の る 
力 ょ 
むよ う 

  ヶ @ - 
日坦 
韻 学 
な に 

解 人 
決 間 
す の 
る - 
だ つ 
が め 
で， 反 
は 応 
な な 

  
理 し 
想 た 
を に 

灯 す 
ち ぎ   
た な 
て い   

「高砂」 理想と 

  
  
せ の 
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済
を
示
唆
す
る
。
「
千
手
」
に
お
い
て
は
千
手
の
前
と
千
 
手
 観
音
の
相
似
性
と
相
違
性
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

「
千
手
」
の
大
部
分
は
千
手
の
前
と
重
衡
が
仏
典
や
中
国
 
、
日
本
文
学
の
中
に
重
衡
の
悲
劇
的
な
状
況
と
類
似
す
る
 例
 を
見
い
だ
そ
 う
 

と
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
重
衡
の
状
況
と
仏
教
 的
 、
文
学
的
模
範
と
の
相
違
を
確
認
す
る
結
論
に
行
き
 着
く
。
ま
た
重
要
な
例
 

御
 

の
一
つ
と
し
て
、
千
手
の
前
は
自
分
自
身
を
千
手
観
 昔
に
擬
す
る
。
 

 
 

ぬ
 Ⅱ
何
と
か
か
 
へ
す
 舞
の
袖
。
思
い
の
色
に
や
出
で
ぬ
 ら
 ん
 涙
を
添
へ
て
め
ぐ
り
 す
 も
。
雪
の
ふ
る
枝
の
枯
れ
て
 だ
に
花
咲
く
。
 

徴
 

@
 
コ
 @
 

り
象
 

千
手
の
袖
な
ら
ば
。
重
ね
て
い
ざ
や
か
 へ
 さ
ん
。
 

 
 

 
 

手
 も
ま
た
重
衡
の
状
況
を
変
化
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
 な
い
と
期
待
し
て
い
た
。
 
千
 

 
 

輔
 

手
の
前
が
自
身
を
象
徴
的
に
観
音
と
同
視
す
る
に
も
 か
か
わ
ら
ず
、
重
衡
の
悲
劇
的
な
状
況
を
変
容
さ
せ
る
 こ
と
も
、
ま
し
て
や
救
済
す
 

詐
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
最
終
的
に
「
千
手
」
は
 
、
千
 
手
 の
 前
 と
観
音
の
相
違
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
幕
を
お
 ろ
す
。
 

 
 

と
の
出
会
い
を
描
い
た
「
井
筒
し
に
お
い
て
は
、
「
 千
 手
 」
と
は
変
わ
っ
た
趣
を
も
 

 
 

お
っ
て
不
調
和
の
確
認
が
な
さ
れ
る
。
「
井
筒
」
に
お
 い
て
は
、
紀
吉
常
の
娘
は
「
杜
若
」
の
 シ
テ
と
 同
様
に
 、
 業
平
の
形
見
の
冠
直
衣
を
 

首
邑
 身

に
つ
げ
舞
を
舞
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
平
を
よ
そ
お
い
 、
そ
の
再
現
を
試
み
る
。
こ
の
再
現
の
試
み
は
、
あ
る
 程
度
成
功
し
て
い
る
。
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を
 示
唆
し
て
み
た
い
 

「
高
砂
」
で
は
、
 

比
を
強
調
し
て
い
る
 

谷
の
合
戦
で
捕
ら
え
 

な
か
っ
た
と
告
げ
ら
 

が
た
さ
が
歌
わ
れ
る
 

 
 

 
 

対
 
0
 

ら
れ
た
平
清
盛
の
末
 

息
 重
衡
が
、
鎌
倉
へ
送
ら
れ
よ
 

う
と
 
す
る
前
夜
、
千
手
の
前
に
出
家
の
願
 

い
は
 
き
き
 
届
 げ
ら
 
れ
 

ね
 、
重
衡
は
身
の
不
幸
を
嘆
く
。
千
手
の
前
に
よ
り
御
酒
 

が
 運
ば
れ
、
朗
詠
を
歌
い
、
舞
を
舞
い
、
出
会
い
の
 

忘
 れ
 

と
 、
重
衡
も
よ
う
や
く
心
を
開
く
。
千
手
の
前
の
名
の
由
 

来
は
千
手
観
音
で
あ
り
、
彼
女
の
来
訪
 

は
 観
音
の
現
世
 

救
 



彼
女
が
、
そ
の
姿
を
井
戸
に
映
し
て
業
平
の
面
影
を
追
慕
 す
る
と
、
 地
 
「
さ
な
が
ら
に
 見
 み
え
し
、
昔
男
の
 
、
冠
 直
衣
は
 、
 女
と
も
見
え
 

@
 
盤
 -
 

ず
、
 男
な
り
け
り
、
業
平
の
面
影
」
と
い
う
よ
 う
 に
 、
そ
 こ
に
業
平
の
姿
を
映
し
だ
す
。
歌
舞
に
 よ
 る
象
徴
的
 仲
 介
 に
よ
っ
て
彼
女
ほ
 
業
 

平
に
な
り
か
わ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
 ら
こ
の
変
容
は
不
完
全
で
あ
っ
て
、
業
平
の
姿
は
彼
女
 の
 追
慕
の
念
ゆ
え
に
 一
 

時
 的
に
現
れ
た
の
で
あ
り
、
し
ぼ
み
ゆ
く
花
の
ご
と
く
 消
 え
て
し
ま
う
。
千
手
の
前
は
彼
女
自
身
と
菩
薩
と
の
 相
 違
 性
を
甘
受
す
る
が
、
 

組
肴
常
の
娘
は
、
業
平
を
再
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
物
狂
い
 の
 様
相
と
な
る
。
 
能
 別
に
お
け
る
物
狂
い
と
い
う
表
現
 形
式
は
 、
 神
や
菩
薩
の
 

象
徴
的
行
為
に
よ
っ
て
象
徴
と
対
象
の
間
の
相
違
の
克
服
 が
 可
能
で
あ
る
と
い
う
原
理
の
不
当
な
適
用
を
意
味
す
 る
 。
 

「
山
姥
」
も
ま
た
不
調
和
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
で
あ
る
 
。
山
姥
の
山
め
ぐ
り
を
題
材
に
し
た
曲
舞
で
都
で
評
判
の
 百
万
山
姥
と
呼
ば
 

れ
る
遊
女
は
、
信
濃
 国
 善
光
寺
に
参
詣
の
た
め
旅
に
で
る
 。
旅
の
途
中
の
越
後
国
境
川
で
、
土
地
の
者
に
善
光
寺
 行
き
の
路
を
尋
ね
、
 
阿
 

弥
陀
如
来
の
直
路
の
由
来
あ
る
正
路
の
険
し
い
路
を
選
 ん
で
山
に
は
い
ろ
。
そ
の
山
中
で
遊
女
は
里
 
女
 に
出
会
 い
、
一
夜
の
宿
を
借
り
 

る
 。
聖
女
 は
 遊
女
に
自
分
は
本
物
の
山
姥
で
あ
る
と
告
げ
 、
曲
舞
を
舞
 う
 こ
と
を
求
め
る
。
そ
し
て
後
場
で
は
、
 

山
姥
は
遊
女
に
実
際
の
 

山
姥
の
舞
を
見
せ
、
 
山
 め
ぐ
り
の
苦
し
み
を
表
現
し
て
み
 せ
る
。
こ
の
山
姥
の
舞
に
よ
っ
て
、
遊
女
の
曲
舞
 と
実
 際
の
山
姥
の
姿
と
の
 相
 

違
 が
明
確
と
な
り
、
象
徴
で
あ
る
曲
舞
と
対
象
で
あ
る
 本
 物
の
山
姥
と
の
間
の
不
調
和
が
強
調
さ
れ
る
。
 

「
 
m
 姥
 」
は
、
又
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
不
調
和
を
 題
材
に
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
「
山
姥
」
の
後
場
 にお
い
て
は
、
 
山
 

姥
は
、
 真
の
姿
で
現
れ
る
と
告
げ
る
が
、
再
度
登
場
し
た
 際
 、
色
即
是
空
や
善
悪
不
二
の
よ
う
な
大
乗
教
の
不
二
 元
 論
の
基
本
的
概
念
を
 

語
る
。
こ
の
瞬
間
、
山
姥
は
悟
り
の
境
地
に
到
達
し
た
 存
 在
 と
し
て
自
己
を
表
現
す
る
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
 学
 者
は
 、
こ
の
点
を
指
摘
 

@
 
㏄
 "
 

し
て
「
山
姥
」
は
大
乗
数
の
不
二
元
論
を
テ
ー
マ
と
し
て
 い
 る
と
解
釈
す
る
。
こ
の
解
釈
に
 よ
 る
と
「
山
姥
」
は
 人
間
と
仏
と
の
区
別
を
 

弁
証
法
的
に
破
壊
し
て
終
わ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
山
姥
」
で
は
対
立
の
解
決
 は
 な
 い
ま
 ま
に
幕
が
閉
じ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
が
山
姥
が
大
乗
数
 の
 不
二
元
論
を
語
る
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ス
ミ
ス
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
不
調
和
の
体
験
は
ユ
ー
モ
 ア
を
 生
み
出
す
。
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
宗
教
生
活
や
体
 験
 に
お
い
て
 
ュ
一
モ
 

 
 飴

ア
は
 過
小
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
日
常
の
生
活
に
 士
 
示
教
上
の
理
想
や
象
徴
的
な
様
式
を
当
て
は
め
て
み
る
と
 、
し
ば
し
ば
不
調
和
か
ら
 生
 

ゆ
じ
る
 ユ
ー
モ
ア
を
見
い
出
す
こ
と
が
あ
る
。
 

ユ
 ー
 モ
 
ァ
は
 勿
論
、
宗
教
を
風
刺
す
る
際
に
も
使
わ
れ
る
が
、
 

め
 示
教
的
象
徴
に
対
す
る
 
ュ
一
 

@
 
釦
 @
 

捜
 

モ
ア
は
、
宗
教
的
象
徴
の
体
質
や
日
常
生
活
と
宗
教
 的
 象
徴
の
関
係
に
つ
い
て
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
る
面
 も
 見
ら
れ
る
。
 

教
 

宗
 

ユ
ー
モ
ア
は
、
龍
実
演
の
中
に
あ
る
間
狂
言
に
 頻
 繁
 に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
間
狂
言
と
は
、
 

狂
 @
 
二
口
 
方
が
脇
と
対
話
を
行
 <
i
,
,
 

も
の
 

 
 

繊
 

で
あ
る
。
例
え
ば
「
山
姥
」
で
は
、
狂
言
方
は
 、
巡
 
礼
者
に
対
し
て
、
山
姥
の
実
態
を
数
々
の
溢
れ
る
 ュ
｜
 モ
ア
を
も
っ
て
説
明
し
よ
う
 

 
 

」
 
ろ
 ）
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
 

狂
 

ア
イ
 Ⅱ
や
れ
思
 い
 だ
し
て
候
、
野
老
が
な
る
と
申
す
。
 

そ
 れ
は
明
け
て
も
暮
れ
て
も
大
雨
が
降
れ
ば
、
必
ず
山
な
 ど
が
崩
れ
申
す
 、
の
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

お
 

そ
の
崩
れ
口
に
野
老
が
ち
ょ
っ
と
現
れ
、
そ
れ
が
雨
露
に
 ガ
 た
れ
、
 
ご
 存
じ
の
ご
と
く
野
老
に
は
 髭
と
 申
す
も
の
 

が
ご
ざ
 あ
 
3
5
 

ヒ
ヒ
 

ム
 
Ⅰ
㌧
 

 
 

る
 、
そ
れ
が
し
ゃ
れ
て
白
髪
に
な
っ
て
、
同
体
は
そ
の
ま
 ま
野
老
、
次
第
次
第
目
口
耳
鼻
足
手
が
付
い
て
、
こ
れ
 が
 山
姥
に
な
 

ユ
ー
モ
ア
 

際
 、
彼
女
は
あ
る
時
は
鬼
と
し
て
、
あ
る
時
ほ
六
道
を
輪
 廻
す
る
苦
悩
す
る
存
在
と
し
 

存
在
と
し
て
の
自
己
を
語
る
。
つ
ま
り
彼
女
は
そ
の
語
り
 の
中
で
自
己
を
急
激
に
変
化
 

の
 主
体
の
多
様
性
 は
 仏
教
の
概
念
で
は
説
明
が
困
難
で
あ
 る
と
い
え
よ
 
う
 。
ま
た
、
 
百
 

し
 、
依
然
と
し
て
そ
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
 ま
ま
に
「
山
姥
」
の
幕
は
下
 

強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
万
山
姥
と
観
衆
の
省
察
を
 喚
起
す
る
。
 

て
 、
ま
た
あ
る
時
ほ
人
助
け
せ
す
る
仏
の
よ
う
な
 

さ
せ
て
い
る
。
別
の
言
葉
で
表
現
す
る
と
、
彼
女
 

方
山
姥
は
山
姥
の
本
質
を
知
ら
な
い
こ
と
を
認
識
 

ろ
さ
れ
る
。
山
姥
と
大
乗
教
の
概
念
の
不
調
和
を
 



反 示 
応 す こ 

の小論 を体現 結 ことで 

            び 
い た 目 
る 。 @ 
と 宗 の 
解 毅 一 

釈 的 つ 

  
が 質 史 
で に 学 
ぎ 関 に 
ょ す お 
ぅ る げ 
。 最 る 

最近の 換言す 近の研 

る 究 理 論 と、 との の 
  
的 で っ 

豪 者 か 
徴 え が 
に る "   
る 能 よ 

最 や び 狂 近の @ 狂 @ ロ 

理 論、 -  ほの 研 
研 宗 究 
空 教 ひこ 

と 的 貢 
何 集 献 
じ 徴 で 
よ へ ぎ 
う め る 

に様こ " 々 と 

能 な を 

@
 
田
 "
 

る
と
申
す
が
、
さ
あ
り
つ
べ
し
く
 ご
ざ
 あ
る
。
 

狂
言
方
の
こ
の
 ょ
う
 な
説
明
は
は
す
べ
て
、
巡
礼
者
に
 よ
っ
て
 信
恩
 性
の
無
い
も
の
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
。
間
 狂
 言
は
 、
「
山
姥
」
の
 能
 

劇
 自
体
の
 
メ
 ，
セ
ー
ジ
、
つ
ま
り
、
山
姥
の
実
態
は
い
か
 な
る
論
理
や
説
明
を
も
っ
て
し
て
も
表
現
す
る
こ
と
も
 把
握
す
る
こ
と
も
で
き
 

な
い
と
い
う
 メ
 ，
セ
ー
ジ
を
、
喜
劇
的
な
状
況
で
体
現
し
 て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 

@
 
㌍
 "
 

狂
言
に
は
、
不
調
和
は
様
々
な
形
で
表
れ
る
が
、
こ
こ
で
 ほ
 、
そ
の
簡
単
な
説
明
だ
け
を
述
べ
て
終
わ
る
。
脇
能
 狂
言
の
よ
う
な
多
く
 

の
 狂
言
は
、
あ
る
種
の
能
 劇
 と
あ
る
特
定
の
能
 創
め
 
「
 
も
 ど
ぎ
 」
で
あ
る
。
そ
の
他
の
多
く
の
狂
言
は
 、
 特
に
能
 劇
を
模
倣
し
た
も
の
で
 

ほ
 な
い
が
、
 能
 劇
の
中
に
表
れ
る
宗
教
的
象
徴
が
日
常
生
 活
 に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
を
違
っ
た
面
か
ら
 表
 現
し
て
い
る
。
両
者
と
 

も
 理
想
化
さ
れ
た
宗
教
的
象
徴
や
様
式
と
日
常
生
活
の
間
 

 
 

狂
言
「
地
蔵
舞
」
は
僧
が
旅
の
途
中
、
一
夜
の
宿
を
求
め
 、
そ
の
家
の
主
人
を
担
ぐ
と
い
っ
た
物
語
で
あ
る
。
「
 %
 蔵
鋒
」
の
僧
は
 、
 

僧
の
本
来
あ
る
べ
き
理
想
像
と
彼
の
狡
 狙
 な
行
為
と
の
 
ギ
 ャ
ッ
プ
 か
ら
面
白
味
の
あ
る
人
物
と
し
て
表
現
さ
れ
て
 い
る
。
 僧
は
 家
の
主
人
 

と
と
も
に
酒
を
酌
み
交
わ
し
酔
っ
て
地
蔵
舞
を
踊
る
。
 

し
 か
し
僧
は
そ
の
踊
り
に
よ
っ
て
地
蔵
に
変
容
せ
ず
、
 

地
 蔵
は
酔
っ
て
い
る
僧
に
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卸
 
す
る
人
間
の
反
応
の
一
面
を
表
現
し
て
い
る
と
見
る
 こ
と
が
で
き
る
。
「
千
手
」
や
「
井
筒
」
な
ど
が
悲
劇
 的
 状
況
の
申
で
不
統
一
を
追
 

け
 

 
 

麒
永
 し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
間
狂
言
と
 狂
 舌
口
は
喜
劇
 
鉤
状
況
の
中
で
の
不
統
一
を
追
求
し
て
い
る
が
、
こ
の
 @
 
こ
と
は
間
れ
 

什
喜
 ロ
ナ
 
拝
些
 ミ
ロ
が
 

、
 

1
%
 

G
 
ム
Ⅰ
 

り
 
G
 
れ
 
ロ
 真

剣
な
宗
教
的
思
想
や
観
想
を
表
現
し
て
い
な
い
と
い
う
 こ
と
を
意
味
し
な
い
。
 

剛
 
の
よ
う
な
 
能
 劇
は
不
調
和
の
経
験
を
探
求
し
、
省
察
 

し
て
い
る
。
 

 
 

る
と
、
 能
 劇
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
間
狂
言
も
狂
言
と
同
 

じ
よ
う
に
宗
教
的
象
徴
に
対
 

「
高
砂
」
、
「
羽
衣
」
、
そ
し
て
「
杜
若
」
な
ど
の
 

能
劇
 で
は
 
宗
教
的
象
徴
は
、
そ
れ
が
示
し
て
い
る
も
の
と
存
在
 論
 的
な
一
致
を
見
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 聖
な
る
力
を
体
現
し
、
変
容
の
多
様
 性
を
可
能
に
し
て
い
る
。
現
世
か
ら
他
界
へ
の
移
行
 や
 、
他
界
で
の
存
在
が
現
 

世
に
現
れ
る
よ
う
な
現
象
な
ど
は
こ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
 、
こ
の
よ
う
な
 能
劇
 で
は
、
宗
教
的
象
徴
に
具
現
さ
れ
 る
 パ
タ
 l
 ソ
が
、
問
題
 

な
し
に
す
べ
て
の
人
間
生
活
の
次
元
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
 を
 示
し
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
 能
 劇
は
 、
ニ
リ
ア
ー
デ
の
 

宗
教
的
象
徴
に
対
す
る
見
方
、
す
な
 ね
 ち
、
宗
教
的
象
徴
 が
 聖
な
る
力
を
体
現
し
、
調
和
と
一
致
を
も
た
ら
す
 ょ
 う
 に
働
く
も
の
と
す
る
 

見
解
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
 

倒
 

こ
れ
に
対
し
て
、
「
千
手
」
、
「
井
筒
」
、
そ
し
て
 

「
山
姥
」
の
よ
う
な
 
能
劇
は
 、
上
記
の
宗
教
的
象
徴
の
限
 界
を
示
し
て
い
る
よ
 う
 で
あ
 

ゆ
る
 。
こ
う
し
た
 能
劇
は
 、
「
高
砂
」
や
「
杜
若
」
 な
 ど
の
 能
割
 に
見
ら
れ
る
宗
教
的
象
徴
に
対
す
る
見
解
に
 沿
 う
 も
の
で
あ
る
か
を
検
討
 

醸
 
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
 能
劇
で
 ほ
 宗
教
的
象
徴
が
必
ず
し
も
変
容
を
起
こ
す
力
を
体
現
 し
て
Ⅱ
 
リ
 る
と
は
舌
ロ
 
え
口
て
ノ
、
ま
 

ね
た
、
宗
教
的
象
徴
が
す
べ
て
の
人
間
生
活
の
迩
 

几
に
 適
切
に
当
て
ほ
め
ら
れ
な
い
。
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
学
者
 に
よ
る
理
論
と
同
様
に
 、
こ
 

 
 

は
 宗
教
的
象
徴
が
聖
な
る
力
を
具
現
す
る
方
法
、
お
よ
び
 こ
う
し
た
象
徴
が
人
間
生
活
の
様
々
な
次
元
に
適
用
さ
 れ
る
方
法
を
探
求
し
て
 

い
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
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ウ
コ
ヰ
 

。
Ⅱ
 
巨
 口
コ
 @
 
づ
の
 
Ⅱ
の
 
@
 
（
 
せ
勺
 Ⅱ
の
の
 

ア
 
ト
の
㏄
の
）
 

（
 
2
 ）
注
目
に
値
す
る
例
外
の
中
で
も
、
以
下
参
照
。
 毛
ぎ
寸
 ヨ
 
Ⅰ
 沙
憶
討
岸
グ
づ
 
キ
馬
衣
 ね
 Ⅰ
ま
さ
 母
薫
 。Ⅰ
田
切
㏄
悪
札
㌔
 

か
音
 ま
さ
さ
 軋
 ～
 ぎ
卜
 ～
～
も
 

へ
 Q
 ペ
 
セ
ロ
「
～
 
め
 

～
 さ
コ
 
へ
こ
も
～
心
心
Ⅰ
～
さ
ち
 

い
さ
 （
 
い
 。
Ⅱ
 
村
 0
 す
せ
 
目
ま
 づ
 。
Ⅱ
生
田
 

せ
 
0
 Ⅱ
の
り
山
武
 
0
 Ⅱ
 臣
 @
 
が
巾
 Ⅱ
の
㏄
の
・
Ⅰ
 

0
 ㏄
㏄
）
。
 
づ
で
 
・
ひ
１
㍉
の
 

@
 せ
ぽ
円
 
0
 Ⅰ
円
仁
Ⅰ
 
コ
 0
 「
 -
,
 
Ⅰ
 @
 
日
 @
 
コ
い
 
二
ヰ
 
セ
 ㏄
 コ
年
ぃ
ア
 
の
 

㌧
の
 
用
 0
q
 
日
ド
由
 
Ⅱ
の
の
の
 
目
 「
の
の
・
。
 

ぎ
わ
 @
 
ぎ
 ・
 ロ
ャ
 
Q
@
 

お
 さ
・
 ト
こ
の
 
～
 
@
 
ぐ
 Q
 ～
・
 
い
 せ
 め
よ
 
Q
 隠
 ミ
 %
 夷
 き
心
心
「
 

の
 
む
㌃
 つ
 っ
 き
 Ⅰ
 ベ
曲
 Q
 づ
か
ぬ
 
0
 運
晃
 の
 %
 こ
 ミ
 「
 さ
 -
 巾
 も
え
も
 
ド
ま
寮
き
ぃ
 

n
"
o
 
年
 

ヴ
せ
 ～
 0
 オ
コ
ト
 ミ
お
 卸
 @
0
0
 

コ
 （
㌧
田
田
 
4
 色
 づ
ゴ
 
ざ
 @
H
 
目
 曲
目
（
の
め
 

0
q
 

（
 
ア
 の
の
片
岸
 
ヰ
せ
 0
 ら
 口
目
玉
 
い
コ
 打
の
建
の
の
・
 

ト
の
 
㏄
 下
 ）
。
 つ
つ
ト
 
の
 1
,
 
脂
 ～
 @
 オ
ざ
 下
曲
 
Ⅱ
巨
の
り
 
ゴ
 の
 り
ゴ
コ
 
0
 Ⅱ
 -
 

出
簸
き
 n
Q
S
 
づ
こ
 
0
%
 
ざ
 「
 Q
s
 

簿
も
 

ミ
臣
ト
る
亀
お
セ
 （
 
づ
す
目
り
ヰ
 

③
音
圧
 だ
 
C
 コ
 @
 
づ
 。
Ⅱ
 
簗
 （
 
ぜ
 0
 Ⅱ
弔
の
 
ロ
コ
 
の
㎏
 
-
 
づ
の
コ
ざ
 
㌧
Ⅱ
。
の
ダ
ト
の
㏄
 

収
 ）
。
 つ
つ
 
・
 ト
ト
 
Ⅱ
 ｜
 ト
印
 
。
 

（
 
3
 ）
こ
の
対
立
は
 、
 様
々
な
形
で
表
さ
れ
て
き
て
お
り
、
 

象
 徴
 に
関
す
る
現
代
思
想
の
多
く
の
底
流
に
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
 き
よ
う
 0
 マ
リ
ノ
フ
 

ス
キ
ー
お
よ
び
 
レ
ビ
 Ⅱ
ブ
リ
ュ
一
ル
 
の
 見
地
か
ら
、
こ
の
対
立
 を
 説
明
す
る
次
の
論
文
を
参
照
。
仁
安
。
 乙
 
0
 の
の
（
 

鯨
 ・
 ご
 め
 寒
 ぎ
谷
 ミ
ぎ
 ～
 
@
0
 
さ
 0
 
尺
 

い
こ
 ～
 
ミ
ャ
め
 

り
（
之
の
毛
 ぺ
 0
q
 
蚕
 
㏄
が
の
 
ざ
 ㏄
 0
0
 
マ
田
 （
 
コ
 n
.
.
 

）
の
Ⅱ
 

ひ
 ）
。
 づ
 ト
い
 
。
 

（
 
4
 ）
非
象
徴
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
）
 0
 の
の
で
 
オ
絃
 
木
 "
 
（
 
い
 的
の
毛
 
p
.
@
 
の
 。
 日
ゆ
刃
 。
 由
 。
 0
 曲
。
 
コ
の
 0
 コ
 （
二
の
 
ロ
 い
で
い
 
コ
 。
の
の
 
と
 
@
 0
 臣
 Ⅰ
。
 ヒ
ヲ
 白
の
の
 

臣
 @
 
コ
塘
 
・
 
a
 

さ
ま
で
さ
ミ
束
ま
ぬ
 0
*
@
 

め
ま
 
-
 
ミ
 
㏄
 Q
n
@
 

ぬ
ち
母
ト
ま
師
ャ
 Ⅰ
～
～
 

隠
ト
 ）
 ，
ヨ
 Ⅱ
の
。
㌧
 
づ
 ・
 脂
 
1
.
9
 
Ⅰ
 ヰ
毛
 r
 
の
 コ
 c
 の
甲
の
 E
 ヨ
せ
 ぎ
三
に
ね
 ミ
ハ
ミ
悪
、
の
 

む
 r
 悪
ま
 @
 も
 3
0
 ふ
め
 
ま
 ～
Ⅰ
 

し
か
し
、
宗
教
お
よ
び
宗
教
的
象
徴
の
理
論
を
評
価
す
る
 た
め
の
考
察
材
料
と
し
て
、
能
が
ど
れ
ほ
ど
貢
献
で
ぎ
 る
か
と
い
う
問
題
 

は
、
 同
じ
よ
う
に
重
要
性
を
持
つ
。
既
に
述
べ
た
よ
 う
 に
 、
上
記
の
よ
う
な
二
つ
の
宗
教
的
象
徴
に
関
す
る
見
方
 が
 宗
教
研
究
に
お
け
る
 

二
つ
の
相
容
れ
な
い
 ァ
プ
 p
 一
チ
で
あ
る
と
す
る
学
者
も
 い
る
が
、
能
を
考
察
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
理
論
は
 い
ず
れ
も
宗
教
的
象
徴
 

に
 対
す
る
人
間
の
様
々
な
反
応
の
一
側
面
の
み
を
把
握
し
 て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
多
く
の
点
で
 、
 能
に
表
現
さ
れ
る
 宗
 

教
的
 象
徴
の
本
質
に
対
す
る
反
応
は
、
宗
教
学
に
お
け
る
 宗
教
的
象
徴
の
本
質
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
対
応
し
 て
い
る
。
つ
ま
り
、
 

能
 、
そ
し
て
狂
言
ほ
通
常
相
容
れ
な
い
と
さ
れ
る
二
つ
の
 理
論
の
融
合
お
よ
び
統
合
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
 と
 言
え
よ
 5
 。
 

訳
者
未
聞
律
子
 

(312)  156 



能お ょ ヨ Ⅴ " お げる宗教的象徴の 役割 

～
 
ぎ
 さ
ざ
 
コ
寺
 塞
ぎ
 際
ぎ
 ㏄
。
 
ミ
ま
ム
ゃ
ミ
ふ
 
c
a
n
 
再
隠
帝
ぎ
萌
 （
之
の
 
メ
づ
 
ぺ
 0
 「
 ガ
ヲ
 - 
ミ
い
 
り
 プ
 う
 %
 ぃ
コ
 Ⅲ
 ビ
匡
ず
田
コ
 
幅
の
Ⅰ
：
）
の
㏄
㏄
）
。
 

つ
つ
 い
ち
 
1
1
 
い
 け
 

（
 
5
 ）
例
え
ば
、
以
下
参
照
。
 
亨
 「
 
り
の
ぃ
 
口
目
 
け
 口
の
・
ぼ
 %
 寒
セ
 ～
 
か
 キ
き
 0
 目
 よ
 「
 さ
ミ
 キ
ミ
 ミ
 n
@
C
 ま
ま
ま
さ
ま
下
知
㌻
 ぎ
ミ
 ・
 巨
ぃ
 丑
ヂ
す
セ
 幸
三
Ⅰ
三
 
%
 

円
 Ⅱ
 
い
 の
片
（
 
巾
ユ
コ
り
 
0
 （
 
0
 口
中
 ェ
コ
り
 
。
㎡
 
0
 コ
 白
目
 @
 
づ
 。
Ⅰ
全
円
 

ゼ
 ㌧
Ⅱ
 
ひ
の
 
タ
ト
の
町
 
幸
 
）
。
で
で
㏄
 
ト
 
1
 。
の
ぽ
づ
 寸
心
め
さ
 
い
ャ
 
馬
立
も
さ
㌔
～
下
馬
㌧
 

ャ
 ハ
ト
 
寮
芯
馬
 づ
き
ぃ
シ
 
@
 
Ⅰ
 ～
 
@
 
（
 
*
 
：
 
0
 ミ
 -
 抽
 @
@
 

～
 
ハ
叱
蘇
 
a
 
さ
 

（
「
 
リ
ヨ
 
の
・
 
す
ヒ
 %
@
 
日
ぃ
 在
方
・
 円
和
紬
 
（
之
の
窯
 
ぺ
 0
1
 
何
 
%
 い
 お
目
 ユ
 ・
 め
 「
 
a
n
 
の
和
毛
 0
 ～
 匡
 ・
）
の
 

5
9
 

）
 ，
づ
ロ
 
・
 
g
T
@
 ～
 0
 下
 

（
 
6
 ）
例
え
ば
、
以
下
参
照
。
 n
 二
の
鰍
・
 鼠
 ）
～
 
キ
母
 ～
 
ゃ
 e
 め
 ～
 
馬
ャ
さ
 

ミ
 
巧
 ま
ミ
 ャ
 ぉ
 ・
 つ
つ
ト
 
ー
い
の
 
@
 め
 Q
h
 
ャ
駐
い
 さ
 簿
憶
ャ
濤
さ
ミ
つ
つ
 
・
ひ
い
 

｜
 ㏄
 切
 。
 ト
 。
 肚
 1
.
 
日
の
Ⅱ
 

（
 
7
 ）
Ⅰ
 0
 目
ぃ
 
丹
下
り
 

コ
い
 ・
の
 ヨ
 @
 
（
 
す
 ・
Ⅰ
 
ま
 仁
心
 
@
 
さ
 ～
 
注
的
 市
内
ミ
ぬ
～
も
 

き
 @
 ㌧
Ⅰ
も
 

き
憶
 ロ
ミ
 ぎ
さ
ぎ
 さ
さ
め
 
め
 
～
も
 
き
ぶ
 （
の
す
 
げ
ぃ
的
 
o
 一
 
C
 三
づ
の
 
Ⅱ
 四
 （
Ⅱ
 0
 Ⅰ
の
 ゴ
ざ
 の
的
 
0
 ㌧
Ⅱ
。
㏄
 

m
.
 

ト
の
 
㏄
 い
 ）
・
 

 
 

づ
で
，
パ
コ
 

ー
 パ
 -
 
目
 

（
 
8
 ）
例
え
ば
、
以
下
参
照
。
）
 0
 コ
の
 
（
 
下
ひ
コ
 
N
.
 

の
三
目
・
寒
る
 

@
 
め
圭
ゑ
づ
 馬
で
ふ
 
き
さ
 。
安
ミ
 巨
 ～
 
馬
め
 ～
 
芯
 ～
 
芯
ぬ
下
 @
s
-
o
 

さ
執
ん
め
 ～
～
 

憶
 ぎ
 さ
 い
 （
Ⅰ
の
 
日
 。
三
曲
 L
 

㏄
㍉
二
目
・
）
の
 

円
 ㏄
 レ
 。
も
や
 い
 ㏄
 0
 ｜
 ㏄
 
o
P
 
日
刊
 
様
の
 テ
ー
マ
七
と
扱
っ
て
い
る
 関
連
研
究
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
）
・
 
n
.
 

目
の
の
の
 

汀
 Ⅱ
ヨ
当
 ，
づ
 ぎ
 ～
：
 ミ
 9
 
ゑ
 ～
 
"
 
～
 

目
づ
 「
 a
 ま
 ～
 
ぎ
き
 由
 り
め
 
a
 窩
ぎ
ぎ
 全
き
 捷
き
ヒ
 ・
ホ
ぎ
き
る
・
 持
 荘
い
 っ
 c
@
 
ぬ
 ～
Ⅰ
（
の
 
す
げ
い
幅
 
0
@
 

口
口
 

@
 
セ
の
 
Ⅱ
生
井
 
セ
 0
 日
の
 ゴ
 @
c
 
レ
 ㎎
 0
 ㌧
Ⅱ
の
の
の
・
 

ト
 
Q
 ㏄
 銅
 ）
 @
 の
り
 
ヨ
 
の
 @
@
 
・
 

圭
ミ
ぎ
 ㏄
ト
き
 

e
.
r
i
c
a
 

さ
 キ
斗
 桶
 @
0
 
ま
 り
ト
ミ
ぎ
さ
ら
セ
め
マ
 Ⅱ
 o
r
 
ま
 a
n
c
 

め
も
ミ
ミ
 塞
き
ぎ
め
 馬
 ～
 
@
 
吋
 ～
 
o
n
 

（
の
 

0
 三
ヨ
三
円
ヒ
 田
 せ
の
「
の
 

@
 
（
 
せ
 0
h
 の
 。
目
付
す
の
 

曲
 Ⅱ
。
二
コ
 

ぃ
 

巾
 Ⅱ
。
の
の
・
 

ト
の
 
㏄
㍉
）
 

（
 
9
 ）
の
 ヨ
 @
 
ト
オ
 
・
 ト
ま
祭
 
Ⅱ
～
 
さ
 ～
 
さ
悔
キ
め
 
～
 
時
 @
Q
 
さ
 。
づ
口
・
 

メ
牛
｜
 Ⅹ
 笘
 @
 

（
 鬨
 ）
の
 巨
 三
の
Ⅱ
 円
 曲
ヨ
 庄
ぃ
ゴ
 
・
。
 円
ぎ
ヲ
ミ
ぃ
陪
 
n
 日
中
 0
 自
の
 
r
o
 Ⅱ
 目
 「
 
0
 「
口
の
・
 

，
 寒
ミ
 ダ
 
）
の
の
の
。
 

毛
 ・
）
 
目
｜
ぃ
結
 

（
 皿
 ）
 
能
 劇
の
宗
教
的
内
容
に
関
す
る
研
究
の
中
で
も
、
こ
の
よ
 う
な
ア
プ
 
由
 l
 チ
は
 次
の
著
書
に
見
ら
れ
る
。
 

毛
臣
ア
 の
 
@
Q
E
 
コ
印
 
。
 ト
 （
・
。
 
ロ
の
 
Ⅱ
の
。
 
ゴ
 -
 
コ
 

（
 
0
 ず
ヨ
 由
 ㏄
 @
 
ヨ
 
Ⅰ
 い
 で
曲
目
ず
。
 

ゴ
 。
 臣
 N
o
 １
 
%
 Ⅱ
 
リ
 ヨ
 ダ
ノ
ヘ
臣
 
～
 
ゑ
ぎ
ミ
咀
 
㏄
 さ
荘
 籠
も
 0
 ミ
 ～
 
の
う
か
 

m
S
 の
 い
の
め
 

～
～
 
め
ハ
ミ
 

0
 
さ
 ト
ミ
 ヨ
 目
さ
～
 

悪
 「
・
ま
さ
 

簿
 ㌔
 0
-
 
か
 め
 「
 ぎ
コ
 荘
内
 0 め
 
～
Ⅰ
 
細
 い
お
い
 
ト
 の
 "
 

）
 9
2
 

の
。
 

毛
 ・
 ト
 １
安
打
花
田
凌
雲
「
謡
曲
に
現
れ
た
仏
教
 ヒ
 異
教
 き
院
 、
一
九
四
一
年
、
の
 
p
o
 
（
 
0
 コ
 カ
 の
コ
 
0
 コ
 簾
き
 ・
 に
き
ま
 Q
Q
 
か
 労
 ミ
ミ
 
ぃ
簿
 Q
s
 
め
杜
 
心
さ
 目
 

（
 
円
 0
 ガ
せ
 
0
@
 
ン
 自
由
 
@
 
の
 
0
 臣
卜
 Ⅱ
 ぃ
コ
り
 
0
.
 
ち
づ
 。
 コ
 ㏄
㌃
 

0
.
 

ト
の
白
 

0
 ）
 

（
は
）
こ
の
箇
所
へ
の
有
用
な
提
言
は
 、
 次
の
著
書
に
示
さ
れ
 て
い
る
。
姉
崎
正
治
「
謡
曲
に
見
え
る
草
木
国
土
成
仏
と
日
本
国
 止
観
」
（
 円
 帝
国
学
士
 

院
紀
事
 し
一
巻
筆
 
亘
て
 
一
九
四
二
年
・
）
、
二
八
三
ー
 三
 0
 
一
 。
 
へ
 ｜
ジ
 、
 家
 永
三
郎
日
猿
楽
能
の
思
想
史
的
考
察
 三
 法
政
大
学
 出
版
局
、
一
九
八
 0
 

年
 、
二
三
八
 ｜
 二
四
六
ぺ
ー
ジ
、
 
目
 「
 
臣
 -
@
 ョ
田
 ヨ
 空
ミ
・
 つ
 ぎ
 %
 ミ
ま
い
 母
黄
 0%
 め
 
・
ロ
ワ
）
 
ふ
１
 ）
㏄
 

2
@
 

オ
 0
 せ
単
づ
セ
こ
且
 
。
し
目
 Ⅰ
 ま
の
ヨ
ぎ
老
 0
 オ
 ・
。
    

  
 

 
 

Ⅱ
 い
 も
さ
さ
 
芯
 
め
も
Ⅰ
 
つ
穏
 
Ⅱ
さ
さ
 
-
 り
ト
 ね
心
安
心
～
 

0
 ぎ
 り
 り
ヰ
 
8
 曲
ぎ
り
ト
下
・
 
ト
の
 
㏄
Ⅱ
 
，
つ
つ
 ト
ゆ
 
１
 %
 ㏄
 

（
㎎
）
蒙
求
、
前
掲
 書
 、
 セ
五
｜
一
 0
 二
ぺ
 一
ジ
 。
 

5
7
 

 
 

（
Ⅱ
）
津
田
左
右
吉
 ョ
 文
学
に
現
れ
た
我
が
国
民
思
想
の
研
究
 ヒ
 第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
一
七
年
、
二
二
七
 ｜
 二
五
八
 ぺ
｜
 ジ
 。
 



（
 巧
 ）
 
佐
成
謙
 太
郎
 編
ョ
 謡
曲
大
観
 ヒ
 第
一
巻
、
明
治
書
院
、
一
 

九
三
 0
 年
 、
一
一
五
 ｜
 一
一
二
一
ぺ
ー
ジ
、
和
辻
哲
郎
「
日
本
 
倫
 理
 思
想
 b
 第
二
巻
、
 

1
5
8
 

岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
一
二
六
 ｜
 一
六
四
ぺ
ー
ジ
。
 

 
 
 
 

（
 照
 ）
姉
崎
正
治
「
謡
曲
に
見
え
る
神
道
観
念
」
 
角
 帝
国
学
士
 廃
絶
専
ヒ
第
一
巻
第
三
号
、
一
九
四
二
年
）
、
四
八
五
 
｜
五
 0
 六
 ぺ
 @
 ジ
。
 

 
 
 
 
 
 

（
Ⅳ
）
Ⅰ
 

a
F
-
e
u
r
,
 

づ
か
ぬ
木
い
 

べ
 き
Ⅰ
 う
ト
笘
と
「
 
も
め
・
Ⅰ
や
・
～
）
 

目
 1
,
 
）
㏄
㏄
 

（
 憾
 ）
Ⅰ
 旺
 &
.
.
 
ロ
ロ
・
 

1
2
 

の
 １
 ）
の
）
 

（
 め
 ）
豪
大
、
前
掲
 書
 、
一
二
八
 ｜
 一
 二
 0
 、
「
八
四
 ｜
 八
五
 
ぺ
ー
ジ
。
関
連
す
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
研
究
書
は
、
以
下
 参
照
。
馬
場
あ
き
 子
 

ヨ
 修
羅
 と
 艶
ヒ
講
談
社
、
一
九
七
五
年
、
鳥
居
明
雄
臼
鎮
魂
の
中
 世
ヒ
 ぺ
り
か
ん
 社
 、
一
九
八
九
年
。
 

（
四
）
 

あ
、
水
、
 

申
 

-
 
赳
掲
重
 尺
一
一
一
一
 
0
1
 
一
一
一
一
二
八
 

ぺ
一
ジ
 。
 

（
 れ
 ）
以
下
参
照
。
㌧
生
母
 甲
 0
 由
尹
め
 o
c
 
～
 
ぬ
 ～
 
セ
 a
 蓮
 ま
馬
生
も
せ
 ～
 
さ
ト
ミ
 も
 ト
ミ
 ミ
窯
～
～
 

セ
 （
由
の
Ⅰ
 

村
 。
 す
 H
C
 
臣
 T
 目
色
（
Ⅰ
 0
 ヰ
い
目
目
 0
 「
 コ
 @
 
ド
 田
ヒ
の
の
の
・
 

ト
の
 
㏄
 い
 ）
 @
 

の
ゴ
い
ユ
 
の
の
 ヱ
 ・
Ⅰ
 0
 コ
の
 
・
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 ）
横
道
恵
里
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表
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 編
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 謡
曲
集
ヒ
日
本
古
典
文
学
大
 系
 第
四
 0
 巻
 、
岩
波
書
店
、
一
九
六
 0
 年
 、
二
二
五
 ぺ
一
ジ
 。
 

（
 盤
 ）
横
道
恵
里
 雄
 、
表
章
編
目
謡
曲
集
ヒ
日
本
古
典
文
学
大
 系
 第
四
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
さ
二
年
、
三
二
八
 ｜
 二
九
べ
一
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古
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大
系
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 、
二
 
七
九
 ぺ
一
ジ
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例
え
ば
、
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下
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姉
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正
治
「
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曲
に
於
け
る
 仏
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素
」
（
「
能
の
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学
し
能
楽
全
書
第
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巻
、
創
元
社
、
一
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四
二
年
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、
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八
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｜
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「
「
㌔
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）
・
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・
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0
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ユ
ー
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ア
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関
連
す
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研
究
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つ
い
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、
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下
参
照
。
㏄
 
り
 「
 ヴ
の
 
「
 
り
ト
 ・
 ロ
 の
す
 
わ
 o
o
F
,
 

，
 下
 「
 r
a
 
コ
 の
の
目
の
Ⅰ
 
コ
 （
 
0
0
 デ
 0
 「
 
隼
簗
 @
 勺
母
的
ヨ
の
 
コ
オ
 い
ロ
 
d
 勾
臼
の
 注
ざ
コ
 の
 0
 コ
カ
 @
 
こ
と
 
の
ざ
 毛
コ
ぎ
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ぎ
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ぐ
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肋
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ぃ
ト
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め
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能および狂言における 宗教的象徴の 役割 

で
つ
 
・
 ト
 
つ
い
１
ト
い
の
 

（
 
田
 ）
横
道
 日
 謡
曲
集
日
日
本
古
典
文
学
大
系
第
四
一
巻
、
二
 八
二
ぺ
ー
ジ
。
 

（
㌍
）
狂
言
の
研
究
に
つ
い
て
の
概
要
は
、
以
下
参
照
。
田
口
 和
夫
「
狂
言
論
考
 ヒ
三
 弥
書
店
、
一
九
七
七
年
。
 

（
 
総
 ）
狂
言
に
関
す
る
別
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
参
照
。
 佐
 竹
 昭
広
「
下
剋
上
の
文
学
 ヒ
 筑
摩
書
房
、
一
九
六
七
年
、
毛
 ご
 巳
の
 
日
Ⅰ
 p
 巾
巨
 Ⅰ
 
臣
づ
 寸
心
 

き
ミ
 ）
 
@
 
さ
 Q
 「
 
一
 づ
ヨ
 

-
@
0
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涛
 
-
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 ロ
 
p
 ）
 
い
ひ
 

一
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ト
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糾
 ）
小
山
弘
志
綿
弓
狂
言
葉
日
日
本
古
典
文
学
大
系
第
四
三
 巻
 、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
二
五
六
 ｜
 二
六
三
べ
 
｜
ジ
 。
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教
派
神
道
と
い
え
ば
、
大
抵
の
人
が
天
理
教
や
黒
住
教
、
あ
る
 
は
金
 

光
 教
を
想
い
起
こ
す
。
こ
れ
ら
の
宗
教
教
団
は
い
う
ま
で
も
な
 く
 、
戦
前
 

は
神
道
十
三
派
と
し
て
の
、
い
わ
か
る
教
派
神
道
の
代
表
で
あ
 り
 、
研
究
 

の
 主
要
な
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
「
新
宗
教
」
 ブ
ー
ム
 

や
 
「
 新
 ・
新
宗
教
」
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
そ
の
影
は
い
さ
さ
か
 小
さ
く
 む
 

り
 、
新
宗
教
研
究
の
主
た
る
対
象
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
 
ま
し
て
 

や
 、
神
理
教
や
神
道
修
成
派
、
神
習
教
、
神
道
大
成
教
と
い
っ
 た
 教
派
 神
 

道
教
団
な
ど
、
そ
れ
ら
が
戦
前
の
神
道
十
三
派
の
一
 つ
 で
あ
り
 、
ね
 
っ
 き
 

と
し
た
教
派
神
道
で
あ
っ
て
、
現
在
も
な
お
活
動
を
続
け
て
い
 る
こ
と
を
 

知
っ
て
い
る
人
は
、
よ
ほ
ど
の
専
門
家
で
も
な
い
か
ぎ
り
 ご
く
 
少
数
で
あ
 

り
 、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
研
究
の
対
象
と
は
な
っ
て
 、
 
1
 
レ
串
 

Ⅰ
 
ん
 
ヘ
、
つ
 

@
 
Ⅴ
 

そ
も
そ
も
教
派
神
道
そ
の
も
の
の
研
究
が
少
な
い
、
い
や
著
者
 ハ
リ
 
甘
口
 
に
ト
 

よ
 れ
ば
「
停
滞
気
味
」
な
の
だ
。
む
ろ
ん
、
天
理
教
や
黒
住
教
 、
金
光
教
 

井
上
順
孝
 著
 

円
教
派
神
道
の
形
成
 b 弘

文
 覚
 平
成
三
年
三
月
 

A
5
 判
 

四
 0
 
一
頁
 
セ
九
 0
0
 円
 

阪
本
是
丸
 

書
評
と
紹
介
 

な
ど
に
関
す
る
個
別
の
研
究
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
研
究
 の
 多
く
は
 

教
義
や
教
祖
の
研
究
で
あ
り
、
近
代
日
本
に
お
け
る
教
派
神
道
 の
 歴
史
的
 

位
置
づ
げ
や
意
味
を
総
体
的
に
研
究
し
た
も
の
は
、
村
上
重
 良
 氏
 の
 
円
近
 

代
 民
衆
宗
教
史
の
研
究
 ヒ
 な
ど
を
除
い
て
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
 。
は
た
し
 

て
こ
九
で
 
よ
 い
の
た
ろ
 う
か
 。
井
上
順
孝
氏
は
果
敢
 仁
 
「
否
」
 と
 叫
ぶ
。
 

確
か
に
、
戦
後
の
新
宗
教
ブ
ー
ム
の
出
現
に
よ
っ
て
「
新
宗
教
 研
究
」
 

も
 
一
種
の
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
感
さ
え
あ
り
、
「
教
派
神
道
」
と
 い
う
用
語
 

自
体
も
「
新
宗
教
」
の
下
位
概
念
、
あ
る
い
は
 被
 包
括
概
念
に
 
な
っ
て
 
い
 

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
「
戦
後
は
 、
 多
く
の
神
道
 系
 新
宗
教
 

が
教
 勢
を
拡
大
し
て
い
る
が
、
教
派
神
道
が
課
題
と
し
て
担
っ
 て
い
た
も
 

の
の
一
部
は
、
こ
れ
ら
新
し
い
運
動
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
 
新
宗
教
 

の
中
で
も
、
こ
と
に
神
道
糸
新
宗
教
が
、
教
義
を
体
系
化
し
よ
 ぅ
 と
す
れ
 

ば
 、
そ
こ
に
、
民
族
の
位
置
付
け
、
宗
教
的
シ
ン
ク
レ
チ
ズ
ム
 の
 処
理
、
 

神
 観
念
の
整
備
と
い
っ
た
問
題
が
大
な
り
小
な
り
含
ま
れ
ざ
る
 
を
 得
な
 

い
 。
教
派
神
道
が
展
開
し
た
議
論
の
末
 商
が
 見
出
さ
れ
る
の
で
 あ
る
」
（
 
本
 

書
 
「
ま
え
が
き
」
）
と
い
う
著
者
の
問
題
意
識
が
正
当
で
あ
る
 

と
す
る
な
 

ら
ば
、
教
派
神
道
の
本
格
的
研
究
を
度
外
視
し
た
「
新
宗
教
」
 研
究
の
多
 

く
は
皮
相
的
な
「
現
象
研
究
」
、
あ
る
い
は
「
ブ
ー
ム
便
乗
 研
 究
 」
に
 堕
 

す
る
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 

本
書
円
教
派
神
道
の
形
成
 L
 は
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
他
 に
、
も
 

う
 
一
つ
の
重
要
な
今
日
的
問
題
意
識
を
も
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
 は
 
「
近
代
 

 
 
 
 

日
本
が
宗
教
文
化
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
変
換
を
迫
ら
れ
続
け
て
 ぎ
た
」
と
㎝
 

し
い
宗
教
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
方
法
論
で
あ
い
 

う
 著
者
の
認
識
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
教
派
神
道
を
 
 
 



こ
の
 ょ
う
 に
「
ま
え
が
 
ぎ
 」
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
著
者
の
 も
の
す
 

ご
い
意
気
込
み
や
旺
盛
な
問
題
意
識
が
、
熱
風
の
ご
と
く
感
じ
 ら
れ
る
の
 

で
あ
る
が
、
内
容
は
至
っ
て
冷
徹
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

ま
ず
「
序
説
」
で
研
究
の
目
的
、
研
究
の
マ
ク
ロ
な
視
座
、
本
 書
 の
 構
 

成
 が
簡
潔
 仁
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
教
派
神
道
」
 

と
い
う
 概
 

念
 が
戦
前
の
宗
教
行
政
上
の
区
分
で
あ
り
、
過
去
の
学
術
的
 概
 念
 に
す
ぎ
 

な
 い
 、
と
す
る
立
場
へ
の
端
的
な
批
判
が
ま
ず
提
起
さ
れ
る
。
 教
派
神
道
 

と
し
て
一
括
さ
れ
た
神
道
系
教
団
が
出
現
し
た
背
景
に
は
、
 

近
 代
 国
家
の
 

成
立
と
新
た
な
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
要
請
と
い
っ
た
 時
 代
 状
況
が
 

あ
っ
た
。
 
そ
 5
 
し
た
時
代
状
況
に
、
「
神
道
的
な
宗
教
伝
統
の
 変容
と
い
 

う
 問
題
が
ク
ロ
ス
し
た
と
い
う
の
が
、
教
派
神
道
と
称
さ
れ
た
 運
動
が
展
 

聞
 し
て
い
く
場
面
で
あ
っ
た
」
（
二
頁
）
と
い
う
認
識
が
本
書
 0
 基
本
的
 

姿
勢
で
あ
る
。
 

こ
の
基
本
認
識
に
基
づ
い
て
、
著
者
は
教
派
神
道
研
究
を
一
ち
 0
 
％
 ク
 

ロ
な
 視
座
か
ら
遂
行
す
る
。
一
 

つ
は
 、
教
派
神
道
を
古
代
か
ら
 の
神
道
的
 

伝
統
の
流
れ
が
宣
教
型
の
教
団
へ
と
展
開
す
る
過
程
の
産
物
と
 し
て
見
る
 

こ
と
。
二
つ
目
は
、
近
代
の
日
本
宗
教
が
大
き
な
変
動
要
因
の
 中
に
あ
っ
 

て
 、
い
か
に
し
て
自
身
の
シ
ス
テ
ム
を
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
の
 か
の
一
例
 

" 一 
一 

方
法
論
・
分
析
視
角
が
な
け
れ
ば
、
「
新
宗
教
ブ
ー
ム
」
に
 ょ
 る
 
「
 
顕
利
ゐ
示
 

教
 研
究
ブ
ー
ム
」
も
、
所
詮
そ
の
ブ
ー
ム
の
木
質
面
と
表
面
の
 区
別
の
つ
 

か
な
い
「
似
非
現
象
学
研
究
」
で
あ
る
、
と
ま
で
は
著
者
は
い
 っ
て
い
な
 

ぃ
が
 、
私
自
身
 は
 そ
 う
 断
定
す
る
こ
と
を
 樺
 ら
な
い
。
 

第
一
章
で
は
、
教
派
神
道
成
立
の
歴
史
を
概
観
し
、
あ
わ
せ
て
 教
派
 神
 

道
 成
立
の
重
要
な
要
因
と
な
っ
た
明
治
前
期
の
宗
教
行
政
の
歴
 史
 が
簡
潔
 

に
 述
べ
ろ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
 っ
て
も
 著
 

者
は
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
、
た
だ
あ
り
き
た
り
の
年
表
的
行
 改
定
の
 羅
 

列
 で
お
茶
を
濁
そ
う
と
す
る
の
で
ほ
な
く
、
国
学
院
大
学
日
本
 文
化
研
究
 

所
な
ど
で
著
者
が
中
心
と
な
っ
て
き
た
近
代
日
本
の
宗
教
行
政
 史
 研
究
の
 

一 一 一 

と
し
て
教
派
神
道
を
見
る
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
教
派
神
道
研
究
 の
た
め
の
 

 
 

マ
ク
ロ
 
な
 視
座
は
、
必
然
的
に
教
派
神
道
の
概
念
規
定
と
研
究
 対
象
の
見
 
托
 

 
  
 

直
し
を
催
促
す
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 
 
 
 
 

著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
教
派
神
道
と
は
「
神
道
的
伝
統
が
近
代
の
日
 本
社
会
 

の
 変
容
の
中
で
生
み
出
し
た
一
つ
の
産
物
」
で
あ
る
。
こ
 う
し
 た
 概
念
 規
 

定
 に
ふ
さ
わ
し
い
教
派
神
道
は
、
教
派
神
道
の
代
表
的
存
在
と
 さ
れ
て
き
 

た
 天
理
教
や
金
光
教
、
黒
住
教
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
来
の
研
 究
 で
ほ
等
 

閑
 視
さ
れ
て
き
た
神
理
教
、
神
道
修
成
派
、
神
習
教
、
神
道
大
 成
教
 と
い
 

っ
た
 
地
味
で
小
規
模
な
教
派
神
道
で
あ
る
。
事
実
、
本
書
の
大
部
 分
 は
こ
 

れ
ら
の
教
団
の
研
究
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
 は
そ
の
 個
 

別
 研
究
に
人
 る
 前
に
、
こ
れ
ま
で
の
教
派
神
道
の
研
究
 史
 の
 整
 理
と
、
 

「
ま
え
が
 
ぎ
 」
「
序
説
」
で
提
起
し
た
新
た
な
問
題
意
識
や
分
析
 
視
点
を
 、
 

第
一
章
「
神
道
教
派
体
制
の
成
立
過
程
」
、
第
二
章
「
研
究
 視
 点
の
変
遷
 

１
戦
前
と
戦
後
」
、
第
三
章
「
教
派
神
道
研
究
の
新
た
な
視
角
」
 

、
に
お
い
 

て
 上
り
詳
細
に
展
開
し
て
い
る
。
あ
ま
た
存
在
す
る
「
新
宗
教
 研
究
者
」
 

に
は
こ
れ
だ
け
で
も
十
分
な
知
識
と
刺
激
が
得
ら
れ
よ
 う
 。
 



去 

と緒 

  最
新
成
果
を
も
と
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
者
・
研
究
者
 の
 良
心
の
 

鑑
 と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
で
は
戦
前
・
戦
後
の
研
究
 動
向
の
綿
 

密
な
批
判
的
紹
介
が
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
第
三
章
で
著
者
 独
 自
の
教
派
 

神
道
研
究
の
分
析
視
角
が
呈
示
さ
れ
る
。
そ
の
主
要
な
分
析
 視
 色
 は
 、
 ①
 

教
派
神
道
の
形
成
を
神
道
の
近
代
化
へ
の
対
応
の
一
環
と
し
て
 捉
え
、
 神
 

道
の
歴
史
的
環
境
・
条
件
を
再
確
認
す
る
こ
と
、
②
戦
後
の
訴
 ゐ
 示
教
研
究
 

の
 成
果
を
踏
ま
え
て
、
近
代
の
宗
教
運
動
の
形
態
を
よ
り
多
角
 的
に
検
討
 

す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
概
念
規
定
、
方
法
論
、
分
析
視
角
な
ど
に
も
と
 
 
 
つ
、
 
l
 
レ
 

て
 、
著
者
は
個
別
的
具
体
的
な
教
派
神
道
研
究
に
突
入
す
る
 
。
第
四
章
 

「
佐
野
径
 彦
と
 神
理
教
の
形
成
」
、
第
五
章
「
新
田
邦
 

光
 と
神
道
  
 

形
成
」
第
六
章
「
芳
村
正
乗
 と
 神
習
教
の
形
成
」
、
第
七
章
「
 平
山
台
 斎
 

と
 神
道
大
成
教
の
形
成
」
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
個
別
の
教
派
 神
 道
は
神
 

理
 教
、
神
道
修
成
派
、
神
習
教
、
神
道
大
成
教
の
四
教
団
で
あ
 り
 、
い
ず
 

れ
も
教
派
神
道
十
三
派
の
中
で
も
規
模
の
小
さ
な
地
味
な
教
団
 で
あ
る
。
 

神
理
教
は
特
に
そ
う
で
あ
り
、
教
祖
の
佐
野
径
彦
の
名
前
す
ら
 あ
ま
り
 知
 

ら
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
そ
の
経
歴
や
思
想
と
な
れ
ば
、
 

教
 固
関
係
者
 

で
も
な
い
か
ぎ
り
具
体
的
に
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
 知
ら
れ
て
 

い
な
い
。
著
者
は
原
資
料
の
収
集
と
そ
の
解
読
・
分
析
に
よ
っ
 て
、
 知
ら
 

扮
 

れ
ざ
る
人
物
・
佐
野
径
 彦
と
 知
ら
れ
ざ
る
教
団
神
理
教
を
 鮮
や
か
に
浮
か
 

-
 
上
が
ら
せ
る
。
 

な
ぜ
佐
野
 経
 若
と
彼
が
創
立
し
た
神
理
教
と
い
う
小
さ
な
教
団
 が
、
著
 

-
 
の
 教
派
神
道
研
究
の
主
要
な
考
察
対
象
と
な
ら
ね
ば
ら
な
い
の
 か
 。
 単
 

に
あ
ま
り
紹
介
、
研
究
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
と
い
っ
た
消
極
 的
 理
由
 か
 

ら
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
そ
れ
は
「
教
派
神
道
は
、
従
来
の
神
 道
 的
伝
統
 

を
 踏
ま
え
な
が
ら
、
新
し
い
宗
教
シ
ス
テ
ム
を
創
出
し
た
」
（
 
一
 一
一
 
0
 頁
 ）
 

と
い
う
著
者
の
基
本
的
視
点
に
最
も
相
応
し
い
教
祖
・
教
団
で
 あ
る
か
ら
 

で
あ
る
。
著
者
は
教
派
神
道
と
神
道
系
新
宗
教
を
区
別
す
る
も
 の
と
し
て
 

教
祖
観
念
の
相
違
を
挙
げ
、
教
派
神
道
の
教
祖
・
創
始
者
は
「
 神
道
的
伝
 

統
 に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
艮
一
 

一
頁
）
。
 

こ
の
考
え
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
天
理
教
や
金
光
教
は
教
派
神
道
 と
い
う
よ
 

り
も
神
道
系
新
宗
教
と
い
う
の
が
相
応
し
い
の
で
あ
り
、
 

神
理
 教
 、
神
道
 

修
成
派
、
神
道
大
成
教
、
神
習
教
、
出
雲
大
社
教
な
ど
が
教
派
 神
道
と
呼
 

ば
れ
る
に
相
応
し
い
の
で
あ
る
（
第
三
章
、
一
一
一
頁
以
下
 参
 照
 ）
。
 要
 

す
る
に
、
著
者
は
「
神
道
的
伝
統
」
が
い
か
に
し
て
新
し
い
「
 宗
教
シ
ス
 

テ
ム
」
に
変
容
し
た
の
か
、
そ
の
過
程
に
教
派
神
道
の
形
成
 
成
立
を
見
 

よ
う
 と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
典
型
が
神
理
教
、
 

神
道
修
成
 

派
 、
神
習
教
、
神
道
大
成
教
な
の
で
あ
る
。
 

著
者
の
こ
う
し
た
教
派
神
道
理
解
は
従
前
の
そ
れ
と
は
 大
 ぎ
く
 

異
な
っ
 

て
お
り
、
あ
る
い
は
違
和
感
や
批
判
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

教
 派
 神
道
と
 

は
 戦
前
の
国
家
の
宗
教
行
政
の
産
物
に
過
ぎ
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
 天
理
教
や
 

金
光
教
は
も
は
や
「
教
派
神
道
」
、
あ
る
い
は
「
神
道
」
と
さ
 ぇ
 呼
ば
れ
 

る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
っ
た
現
状
追
認
的
立
場
 を
 採
る
か
 

ぎ
り
、
い
く
ら
「
新
宗
教
と
社
会
変
動
・
社
会
変
容
と
の
 
社
 全
 学
的
研
 

 
 
 
 

究
 」
な
ど
と
見
栄
を
切
っ
て
も
、
所
詮
は
社
会
風
俗
論
か
「
お
 手
 ざ
し
の
③
 

研
究
」
と
い
っ
た
現
象
論
、
技
術
論
に
陥
る
こ
と
は
自
明
で
あ
 ろ
 う
 。
 そ
 

㏄
 

 
 

れ
を
調
査
と
か
研
究
と
称
し
て
、
せ
っ
せ
と
論
文
な
る
も
の
を
 大
量
生
産
 



し
て
い
る
御
仁
に
対
し
て
、
本
書
の
味
読
を
勧
め
る
こ
と
は
 嫌
 味
 か
も
 知
 

れ
な
い
が
、
せ
め
て
第
一
章
か
ら
第
三
章
ぐ
ら
い
は
精
読
し
 、
 著
者
に
 喰
 

っ
て
掛
か
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
の
挑
発
力
 が
 本
書
 

に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
な
お
、
巻
末
仁
は
参
考
 
文
献
や
年
 

表
、
索
引
も
付
い
て
い
て
便
利
で
あ
る
。
 

以
上
、
や
や
褒
め
過
ぎ
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
愚
に
 も
っ
か
 

ぬ
 褒
め
言
葉
を
連
発
し
て
、
最
後
に
「
誤
植
」
を
指
摘
し
て
「
 批
判
的
 ポ
 

｜
ズ
 」
を
見
せ
る
紹
介
・
書
評
で
は
も
っ
た
い
な
い
労
作
と
思
 っ
た
 結
果
 

の
こ
と
で
あ
る
。
（
国
学
院
大
学
助
教
授
）
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報
 

ム
 %
 

0
 
理
事
会
 

日
時
平
成
三
年
五
月
十
八
日
（
土
）
午
後
一
時
半
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 
8
 号
 室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斉
 伸
 、
池
田
昭
、
石
田
慶
和
、
 
植
田
重
 

雄
 、
上
田
 
閑
照
 、
岡
田
重
晴
、
金
井
新
三
、
楠
山
春
樹
、
 

芹
 

川
 博
通
、
田
丸
 徳
善
 、
中
村
慶
治
郎
、
奈
良
康
明
、
華
 薗
聴
 

麿
 、
藤
井
正
雄
、
宮
家
 準
 、
脇
本
平
他
、
田
島
照
久
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
第
五
 0
 
国
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

十
一
月
二
二
日
（
金
）
 
@
 
二
四
日
（
日
）
の
間
、
早
稲
田
大
学
  
 

行
わ
れ
る
こ
と
が
、
開
催
 校
 で
あ
る
早
稲
田
大
学
の
植
田
重
雄
 理
 

事
 ょ
り
報
告
さ
れ
、
了
承
さ
れ
た
。
な
お
日
程
の
概
要
は
以
下
  
 

通
り
で
あ
る
。
 

十
一
月
一
二
一
日
（
金
）
公
開
講
演
会
、
理
事
会
 

二
三
日
（
土
）
研
究
発
表
、
評
議
員
会
、
懇
親
会
 

二
四
日
（
日
）
研
究
発
表
、
総
会
 

一
 、
平
成
三
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

今
年
度
の
選
考
委
員
と
し
て
、
坂
井
信
 士
 、
鈴
木
艶
人
、
中
島
 

秀
夫
、
藤
井
正
雄
、
官
家
 準
 、
幸
日
出
男
、
渡
辺
 宝
陽
 、
の
 七
 氏
 

が
 選
任
さ
れ
た
。
 

0
 
 

「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
（
第
二
回
）
平
成
三
年
七
月
 4.
 日
 
（
水
）
午
後
六
時
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
 

出
席
者
井
上
順
孝
、
岡
部
和
雄
、
木
村
清
孝
、
田
島
照
久
、
 
鶴
岡
 賀
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

雄
 、
林
 淳
 

 
 

議
題
 

 
 

 
 

一
 、
宗
教
研
究
第
六
四
巻
第
三
（
二
八
六
号
）
、
第
六
四
巻
 
第
 四
 

一
 、
宗
教
学
会
新
入
会
員
の
認
定
基
準
に
つ
い
て
 

従
来
新
入
会
員
は
、
二
名
の
会
員
の
紹
介
に
 ょ
 り
、
理
事
会
に
 

め
 げ
 ろ
 審
査
を
経
て
、
入
会
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
 社
ム
 ユ
ミ
 

や
 学
界
全
般
の
変
化
に
と
も
な
い
、
会
員
の
認
定
基
準
に
つ
い
  
 

し
ば
し
ば
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
ま
た
学
会
の
 社
 

全
的
責
任
が
問
わ
れ
る
機
会
も
増
し
て
ぎ
た
。
こ
う
し
た
新
し
  
 

情
勢
に
鑑
み
、
あ
ら
た
め
て
今
後
の
新
入
会
員
の
認
定
の
基
準
 や
 

手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、
論
議
が
な
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
問
題
 Ⅴ
 
-
 ヒ
 

つ
い
て
は
、
論
議
を
整
理
す
る
形
で
学
会
事
務
局
が
草
案
を
作
 成
 

し
 、
そ
れ
を
基
に
な
お
議
論
を
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
  
 

一
 、
会
員
名
簿
作
成
に
つ
い
て
 

役
員
任
期
が
三
年
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
名
簿
作
成
を
 

三
年
ご
と
と
す
る
と
の
常
務
理
事
会
案
が
、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
五
一
人
が
入
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

ミ
 宗
教
研
究
 ヒ
 二
八
八
 

芳
一
四
七
頁
に
掲
載
済
み
）
 



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
平
成
三
年
七
月
二
七
日
五
時
半
 

場
所
学
士
会
館
本
郷
分
館
七
号
 室
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
安
斉
 

伸
 、
石
田
慶
和
、
植
田
重
雄
 、
上
田
 

閑
照
 、
金
井
新
 三
 、
島
 薗
進
 、鈴
木
艶
人
、
長
谷
正
常
、
 

平
井
直
属
、
藤
井
正
雄
、
藤
田
富
雄
、
脇
本
手
 也
 

議
題
 

一
 、
科
学
研
究
費
補
助
金
の
審
査
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
っ
 い
  
 

こ
れ
ま
で
第
一
段
審
査
を
さ
れ
て
い
た
 華
園
璃
麿
 、
宮
家
 
準
 

両
氏
の
任
期
終
了
に
と
も
な
い
、
薗
田
 
稔
 、
長
谷
 工
営
 、
藤
 井
 

正
雄
、
鈴
木
節
人
の
 四
 氏
を
新
た
な
審
査
委
員
候
補
者
と
し
て
 推
 

薦
 し
た
。
 

」
、
日
本
学
術
会
議
の
件
 

日
本
学
術
会
議
第
一
五
期
会
員
選
挙
へ
の
宗
教
学
研
究
連
絡
 委
 

員
か
ら
の
会
員
候
補
と
し
て
、
高
木
仲
兄
氏
を
推
薦
す
る
こ
と
  
 

な
っ
た
旨
の
報
告
か
、
同
委
員
会
委
員
脇
本
平
他
 氏
 よ
り
な
さ
 
れ
 

た
 。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
委
員
会
新
委
員
と
し
て
、
阿
部
美
哉
、
 

荒
木
美
智
雄
、
上
田
 閑
照
 の
 三
 氏
を
、
同
委
員
会
 ォ
 ブ
ザ
ー
バ
 
 
 

と
し
て
田
丸
 
徳
善
 氏
を
推
薦
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
哲
学
 研
 

（
二
八
七
号
）
刊
行
報
告
 

一
 、
宗
教
研
究
第
六
五
巻
第
一
（
二
八
八
号
）
刊
行
予
定
報
告
 
 
 

一
 、
宗
教
研
究
第
六
五
巻
第
二
（
二
八
九
号
）
、
第
六
五
巻
 
第
 一
 一
 
一
 

（
二
九
 0
 号
 ）
編
集
方
針
 

0
 理
事
会
 

日
時
平
成
三
年
九
月
一
四
日
午
後
二
時
 

場
所
神
田
学
士
会
館
 三
 0
 七
号
 室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
池
田
昭
、
井
間
宮
 
二
 夫
 、
石
 

田
慶
和
、
植
田
重
雄
、
上
田
 閑
照
 、
江
島
忠
 教
 、
小
川
圭
 

治
 、
金
井
新
 三
 、
木
村
清
孝
、
 楠
 
正
弘
、
楠
山
春
樹
、
島
 

直
進
、
芹
川
博
道
、
田
丸
席
書
、
中
村
慶
治
郎
、
野
村
暢
 

い
ワ
ミ
 0
 Ⅰ
の
Ⅱ
 

コ
 ㍗
の
 曲
 0
 コ
ゅ
 コ
 %
 オ
 。
目
的
 
@
0
 
目
 1
.
 
い
 っ
ヨ
㌧
 
能
 Ⅱ
の
ま
せ
。
 

の
升
目
口
ず
の
 

0
 コ
田
 0
 「
 
缶
的
 コ
カ
 ユ
 @
 
幅
 @
o
 
コ
 の
 り
コ
 
Ⅰ
の
 ゴ
 ぎ
の
ひ
の
 

の
 由
 早
年
（
 
の
 

荒
木
美
智
雄
同
日
本
代
表
理
事
よ
り
、
同
学
会
の
お
 
牡
 0
 コ
巴
 

n
o
 
コ
ハ
 
の
Ⅱ
 呂
お
が
 、
一
九
九
二
年
四
月
六
日
よ
り
 一
 0
 日
 ま
で
、
 

中
 

華
人
民
共
和
国
で
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
 

 
 

ま
た
日
本
宗
教
学
会
会
員
の
参
加
の
可
能
性
が
検
討
さ
れ
た
。
 

な
 

お
同
会
議
の
テ
ー
マ
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

下
田
 0 Ⅰ
 住
幅
コ
オ
呂
 @
 
幅
 @
0
 
二
曲
コ
ロ
の
 す
 @
 
コ
 の
の
 
の
 の
口
目
 宙
 Ⅱ
。
 

究
 連
絡
委
員
会
委
員
と
し
て
、
藤
田
富
雄
氏
を
推
薦
す
る
こ
と
と
 
と
 

 
  

 
 
 

な
っ
た
。
 

 
  

 

一
 、
宗
教
学
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Reflections on the Religious Symbol in Noh and Kyogen 

Richard GARDNER 

ABSTRACT: Recent debate in the history of religions on the nature 
of religious symbols has centered around two classic questions: 1) the 
ontological status attributed to religious symbols in religious commun- 

ities and 2) the ways religious symbols and patterns are applied to the 
various dimensions of human existence. This debate has produced 

two opposing views which might be represented by the work of 
Mircea EIiade and Jonathan 2. Smith. While the first position views 
religious symbols as frequently being attributed sacred power and as 
working to produce harmony and congruity, the second questions the 
attribution of a special power to religious symbols and explores how 
the application of religious symbols results in a variety of types of 

incongruity. 
Considered in the light of these debates, noh and ky6gen might be 

viewed as embodying a variety of responses to the question of the 

nature of religious symbols and their relation to ongoing human life. 
In addition to suggesting some new strategies for analyzing noh and 
kyBgen, this approach also suggests the possibility of reconciling con- 
flicting interpretations of noh. Noh and kyogen also provide, however, 
a fruitful means for reflecting on theoretical debates within the history 
of religions. Noh and ky6gen suggest that each of the seemingly op- 
posed theories considered here captures only one aspect of the human 

response to religious symbols. Noh and kyGgen suggest, in other words, 
the possibility of synthesizing what are sometimes taken to be conflict- 
ing approaches to the study of religion. 



Zweierlei Christentum bei Kierkegaard 

Masaru ARAl 

Wie bisher haufig hingewiesen, wird ein RiI3 oder etwas Zusammen- 

hangsloses zwischen dem friiheren Gedanken Kierkegaards und dem 
spateren gefunden. Diesser AnlaB sol1 hier auf sein "Versohnungserle- 

bnis" im Jahre 1848 zuruckgefuhrt und der fruhere Kierkegaard daher 
auf die Periode bis dahin und der spatere auf die danach festgesetzt 

werden. Infolgedessen wird das Christentum, das Kierkegaard in seiner 
Schrift thematisch vorlegt, in zwei Formen eingeteilt. Er nennt sein 
Christentum in der friiheren Periode "die Wiederholung" und das in 

der spateren "die Nachfolge". Die Wiederholung ahmt "der Nachstenliebe 

Christi" nach, und die Nachfolge "der Niedrigkeit Christi". Die eine 

bejaht die Welt, die andere verneint die Welt. Diese beide bedeuten 

zwei Moglichkeiten des Christenturns, d.h. des Versohnungsempfangs. 

Der friihere Kierkegaard sehnt nach einziger Glaubensform, "der Wie- 
derholung". Der tatsachliche Vorfall der Versohnung halt ihn aber 

davon ab, seinen Weg der Wiederhelung zu gehen. Und kraft der 
Versohnung mu13 er vielmehr den Weg der Nachfolge nehmen. Fiir 

Kierkegaard wird also die Nachfolge anstatt der Wiederholung zur 
einzigen Art und Weise,wie er seinerseits die Versohnung empfangt. 



Der junge Hegel und der moderne Glauben 

Hidenori NAKASHIMA 

ZUSAMMENFASSUNG: Die Absicht dieser Abhandlung ist es, die 
folgenden Probleme zu forschen, und also iiber die moderne Bedeutung 
der Religion- oder Jacobikritik des jungen Hegel zu denken.: In Zusam- 
menhang mit der Moderne Hegels, was fiir eine Religion ist es, von 
der der junge Hegel handelt?; Was sucht er in der Religion?; Warum 
leistet er Verzicht auf die Religion und sich wendet er nach der Phil- 
osophie? 

Diese "Religion" ist weder das dogmatische, traditionelle Chirstentum 
noch was nur aus der Individualitat Hegels gebildet kt.  Sie hat die 

pietistische Charakter. Aber sie kann nicht sich beschranken nur auf 
den Pietismus, Sie erscheint als Glauben, namlich als ein Moment des 
Zeitgeistes. den Jacobis Philosophie klar ausdruckt. Struktuell hat der 

Zeitgeist zwei sich widersprechenden Richtungen. Die eine ist die. 
Individualitat, Endlichkeit und Subjektivitat durch Reflexion zu verst- 
arken. Die andere, der Welt der Reflexion zu entfliehen und in die 
Welt der Shonheit und der Liebe hineinzugehen. Je mehr jede der 
Richtungen sich verstarkt, desto kraftiger sie die andere stiitzt. 

Die Haltung des jungen Hegel, den Glauen nicht als Antimoderne, 
sondern als ein Moment der Moderne zu fassen, ist heute neu zu 
schatzen. 



Mystik und Sozialreform: 

Die Chiliastische Idee Thomas  Miintzers 

Takashi KIZUKA 

Thomas Muntzer, ein Reformator in Deutschland des 16. Jahrhun- 

derts, ist bekannt als Anfuhrer einer Gruppe Aufstandischer im Deut- 
schen Bauernkrieg (Thuringen), der, einer chiliastischen oder apokalyp- 

tischen Idee folgend, eine radikale Sozialreform durchzusetzen versu- 

chte. Aber seine chiliastische Theologie hat einen eigenen, durchaus 
als aktivisch zu bezeichnenden Charakter, und unterscheidet sich 

wesentlich von dem traditionellen Chiliasmus. Muntzer erwartet zur 
Begrundung des chiliastischen Zustandes nicht eine leibliche Wiederkehr 
die Refor Christi. Hier sind es die Menschen selbst, die nach dem 

Willen Gottes mation und die chiliastische Purifikation (=Reinigung) 
der Kirche durchfiihren werden. In diesem Aufsatz hebe ich die mys- 

tische Idee hliintzers als ein Hauptelement seiner Theologie, das seinem 
Chiliasmus den aktivischen Charakter gibt, hervor. Danach untersuche 
ich aufgrund der Uberlegung seiner Geschichtsanschaunung und seiner 
reformatorischer Idee die Beziehung der Mystik zu chiliastischer Idee 
und Sozialreform. 



Sein und Vernunft 
-Die Frage nach "Gott" bei Meister Eckhart- 

Yoshiyasu MATSUI 

In seinem "prologus in opus tripartitum" stellte Eckhart die beruhmte 
These auf: esse est deus. Dariiber hinaus behauptete er auch die 
Gleichzeitigkit von Schopfung und Zustandekommen Gottes. Aber wie 
kam er dazu? Es ist die Absicht dieser Abhandlung, Eckharts Seins- 

verstandnis aufgrund seiner Vorstellung von der "gottlichen Vernunft" 
(=intellectus oder Seelenfunklein) kalr zu machen. Denn bei Eckhart 

ist das Sein Gottes das Erkennen Gottes, und es handelt sich um das 
ewige Sein, das der Gegenstand der gottlichen Vernunft ist und nur im 

absoluten Nichts ( = Gottes Grund d. h. das Nichts der Selbstgewahrnis 
Gottes) zustandekommt. Doch das Verhaltnis von Vernunft und Sein 
ist nicht das von Subjekt und Objekt, da die Vernunft der Ort-Eckhart 

spricht von "GrundW-der Schopfung oder des Seins ist, und aus dem 
"Grund" gesehen deshalb das gottliche Erkennen zugleich die Tatigkeit 
der Schopfung, d.h. das Sein aller Kreaturen ist. Diese ursprungliche 

Tatigkeit, die im Grund Gottes d.h. dem Ort des absoluten Nichts 
zustandekommt, ist Gottes Erkennen und zugleich sein Sein. Deswegen 
ist die Schopfung und das Zustandekommen Gottes ein und dasselbe 
Ereignis fur die gottliche Vernunft. Urn also Eckharts Seinsverstandnis 
zu verstehen, muB man vorher die Bedeutung seines Seelenfiinkleins 

( = intellectus) betrachten. 




