
 
 

「
信
じ
る
」
と
い
う
主
体
的
な
意
識
作
用
は
 

、
 必
ず
し
も
 宗
教
 だ
 げ
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
ぶ
ん
 に
 日
常
生
活
に
お
 

 
 

序
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1
 

 
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
本
稿
は
、
信
仰
の
現
象
学
的
 
パ
一
 ス
ベ
 タ
テ
 イ
 ヴ
に
お
い
て
，
具
体
的
な
信
仰
現
象
の
な
か
で
も
、
と
く
に
 信
 仲
 の
コ
ト
バ
を
主
要
 

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
、
信
仰
現
象
の
内
面
に
あ
る
「
超
越
 的
な
る
も
の
」
に
た
い
す
る
信
仰
的
関
わ
り
か
た
を
意
味
論
的
 に
 構
造
化
し
よ
 う
と
 

す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
お
も
に
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
 の
は
、
世
界
の
宗
教
現
象
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
、
イ
ソ
 ド
 の
 シ
ャ
ン
カ
ラ
・
 ヴ
 

ヱ
 ー
 ダ
一
 ン
タ
派
の
宗
教
伝
統
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
伝
統
は
 、
イ
 ソ
ド
 最
大
の
哲
学
者
と
い
わ
れ
る
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 を
開
祖
と
し
て
 い
る
 0
 そ
の
シ
ャ
 

ン
カ
ラ
が
著
し
た
著
作
、
あ
る
い
は
、
か
れ
が
著
し
た
と
伝
統
 的
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
著
作
を
直
接
の
研
究
貸
料
と
し
て
、
シ
ャ
 ン
カ
ラ
派
の
宗
教
 

伝
統
に
お
い
て
、
教
義
的
な
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
著
作
を
そ
の
信
仰
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
引
き
戻
し
 な
が
ら
検
討
す
る
。
 

そ
う
し
た
考
察
を
と
お
し
て
・
こ
の
小
論
は
、
い
わ
ゆ
る
信
仰
 の
 コ
ト
バ
が
開
示
す
る
意
味
世
界
、
す
な
 ね
 ち
、
信
仰
の
意
味
 構
造
を
明
ら
か
に
し
 

よ
う
と
す
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
超
越
的
な
る
も
の
、
信
仰
の
現
象
学
、
聖
 
典
、
 シ
ヤ
ン
カ
ラ
、
ヴ
ェ
 l
 ダ
ー
ン
タ
哲
学
・
庶
民
的
信
仰
 

信
仰
の
現
象
学
 

シ
ャ
ン
カ
ラ
派
信
仰
現
象
を
手
が
か
り
と
 
し
て
 

澤 

井 

義 

次 



げ
る
意
識
作
用
の
ひ
と
っ
で
も
あ
る
。
と
り
わ
け
、
 

い
 わ
 ゆ
る
「
超
越
的
な
る
も
の
」
と
関
わ
っ
て
い
る
、
と
い
 う
 主
体
的
意
識
の
自
覚
 

的
な
場
面
に
お
い
て
ほ
、
「
信
じ
る
」
と
い
う
意
識
作
用
 
ほ
 、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
 

ス
、
、
、
ス
も
 

指
摘
し
て
い
る
よ
う
 に
、
 決
し
て
人
間
 存
 

（
 
1
l
"
 

在
の
生
の
営
み
に
お
け
る
単
な
る
付
け
足
し
な
の
で
ほ
 な
 く
 、
む
し
ろ
、
生
の
営
み
を
根
本
的
に
意
味
づ
け
る
も
 の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 

て
 、
そ
れ
は
、
と
く
に
宗
教
現
象
を
構
成
す
る
本
質
的
な
 特
徴
で
あ
る
。
世
界
の
宗
教
現
象
に
お
い
て
、
「
信
じ
る
 
」
と
い
う
意
識
作
用
 

ほ
 、
宗
教
学
的
に
ほ
、
と
り
わ
け
、
西
洋
語
の
片
 注
 （
 鱒
 
Q
 正
目
の
の
訳
語
で
あ
る
「
信
仰
」
と
い
う
用
語
で
も
っ
 て
 表
現
さ
れ
る
し
、
 

あ
る
い
は
、
仏
教
的
な
用
語
で
ほ
「
信
心
」
と
も
い
わ
れ
 る
 。
 

「
信
仰
」
あ
る
い
 は
 
「
信
心
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
現
 
さ
れ
る
意
味
の
世
界
 は
 、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
よ
っ
て
 多
 種
 多
様
で
あ
る
。
 

そ
れ
ら
の
意
味
世
界
は
、
た
と
え
合
理
的
あ
る
 ぃ
は
 概
念
 的
に
説
明
し
ょ
う
と
し
て
も
、
説
明
し
き
れ
る
も
の
で
 ほ
 な
い
。
そ
れ
は
、
 
具
 

体
 的
な
信
仰
現
象
に
お
い
て
、
合
理
的
に
、
あ
る
い
 は
概
 金
的
に
捉
え
ら
れ
る
「
見
え
る
も
の
」
の
深
み
に
、
 

不
 断
 に
流
動
す
る
信
仰
の
 

意
味
世
界
が
拡
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
信
仰
の
「
深
み
の
次
元
」
は
、
た
だ
知
的
に
理
解
さ
 れ
る
水
平
的
な
意
味
 世
 

界
 で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
信
仰
現
象
の
事
象
に
 向
 げ
ら
れ
た
固
定
的
な
志
向
性
を
抑
え
、
信
仰
現
象
の
 理
解
を
深
化
さ
せ
る
に
 

と
も
な
っ
て
 
、
 徐
々
に
 妬
 か
れ
て
く
る
垂
直
的
な
存
在
の
 次
元
あ
る
い
は
意
味
世
界
で
あ
る
。
 

近
年
の
言
語
哲
学
を
は
じ
め
、
文
化
人
類
学
や
精
神
分
析
 学
な
ど
の
研
究
成
果
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 @
 
目
語
 は
 文
化
や
認
識
 

の
 根
拠
で
あ
り
、
ま
た
、
言
語
の
構
造
は
文
化
の
構
造
と
 か
 認
識
の
構
造
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
言
語
 も
文
化
も
、
社
会
制
度
 

的
な
表
層
の
次
元
の
下
に
隠
れ
た
深
層
構
造
を
も
っ
て
 い
 る
 。
ま
し
て
や
、
信
仰
現
象
の
「
深
み
の
次
元
」
に
お
 い
て
ほ
、
信
仰
の
舌
ロ
 語
 

の
も
つ
意
味
は
流
動
的
か
つ
浮
動
的
で
、
本
質
的
に
固
定
 さ
れ
て
い
な
い
。
信
仰
の
現
象
学
は
、
信
仰
の
「
深
み
 0
 次
元
」
を
も
射
程
に
 

入
れ
な
が
ら
、
多
義
的
な
意
味
を
も
つ
信
仰
現
象
の
意
味
 構
造
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
信
仰
現
象
の
、
い
わ
 ば
 意
味
論
的
解
釈
学
で
 

あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
信
仰
現
象
が
多
 層
 的
で
複
合
的
な
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
意
味
論
 的
な
解
釈
学
的
手
法
に
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学
 

ダ
ー
ソ
タ
派
の
宗
教
伝
統
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
伝
統
 は
、
イ
 ソ
 ド
 最
大
の
哲
学
者
と
い
わ
れ
る
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 を
 開
祖
と
し
て
い
る
。
こ
の
 

聴
 

小
論
で
は
、
そ
の
シ
ャ
ン
 ヵ
ラ
 が
著
し
た
著
作
、
 
あ
 る
い
は
、
か
れ
が
著
し
た
と
伝
統
的
に
信
じ
ら
れ
て
い
 る
 著
作
が
直
接
の
研
究
資
料
 

 
 
 
 

 
 

柳
 

と
な
る
。
シ
ャ
 
ソ
カ
ヲ
 派
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
は
 、
シ
ャ
 
ソ
カ
ラ
 の
著
作
は
教
義
的
な
意
味
あ
い
を
も
っ
 てい
る
が
、
こ
こ
で
は
、
 
そ
 

㏄
 

 
 

の
 著
作
の
内
容
を
そ
の
信
仰
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
引
 き
 戻
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
 信
 仰
の
 
コ
ト
バ
が
開
示
す
 

基
づ
く
こ
と
に
も
な
る
。
 

信
仰
の
現
象
学
は
、
こ
れ
ま
で
解
釈
学
的
研
究
の
対
象
と
 な
っ
て
き
た
聖
典
な
ど
の
文
献
ば
か
り
で
は
な
く
、
 そ
 こ
に
、
信
仰
の
担
い
 

手
の
関
わ
り
か
た
が
見
い
だ
せ
る
か
ぎ
り
、
信
仰
儀
礼
や
 慣
習
な
ど
も
重
要
な
デ
ー
タ
で
あ
る
。
宗
教
の
組
織
、
 儀
礼
、
慣
習
、
聖
典
な
 

ど
 、
信
仰
現
象
を
構
成
す
る
も
の
は
、
具
体
的
な
信
仰
 現
 象
 と
い
う
、
い
わ
ば
織
り
だ
さ
れ
た
 八
 生
き
た
テ
ク
ス
 ト
 V
 で
あ
る
。
そ
の
 テ
 

ク
ス
ト
は
 、
 日
々
の
信
仰
の
営
み
の
な
か
で
、
不
断
に
 圭
 厚
 
き
 続
 げ
ら
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
具
体
的
な
信
仰
現
象
 は
、
 た
え
ず
織
り
だ
 さ
 

ね
 、
ま
た
織
り
変
え
ら
れ
て
い
く
。
信
仰
の
現
象
学
は
 、
 そ
の
不
断
に
織
り
だ
さ
れ
織
り
変
え
ら
れ
て
い
く
信
仰
 現
象
の
内
面
に
あ
る
、
 

「
超
越
的
な
る
も
の
」
に
た
い
す
る
信
仰
的
関
わ
り
か
た
 へ
と
迫
ろ
 う
 と
す
る
の
で
あ
る
。
 

具
体
的
な
信
仰
現
象
に
お
い
て
は
、
合
理
的
に
、
あ
る
い
 は
 概
念
的
に
捉
え
ら
れ
る
「
見
え
る
も
の
」
の
深
み
 に
 、
不
断
に
流
動
す
る
 

信
仰
の
意
味
世
界
が
拡
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 、
日
常
的
経
験
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
具
体
的
な
信
仰
 現
象
を
抜
き
に
し
て
は
 

存
在
し
え
な
い
意
味
世
界
で
も
あ
る
。
信
仰
現
象
の
リ
ア
 リ
テ
ィ
は
、
多
層
的
で
複
合
的
な
構
造
か
ら
成
っ
て
 
い
る
。
信
仰
の
現
象
学
 

は
 、
具
体
的
な
信
仰
現
象
を
た
だ
単
に
信
仰
の
経
験
的
 事
 突
 と
し
て
記
述
す
る
だ
げ
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
具
体
 的
な
信
仰
の
現
わ
れ
に
 

内
在
す
る
、
信
仰
者
の
関
わ
り
か
た
か
ら
、
信
仰
の
意
味
 構
造
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

本
稿
は
、
こ
う
し
た
信
仰
の
現
象
学
的
パ
一
ス
ペ
ク
テ
ィ
 ヴ
 に
お
い
て
、
具
体
的
な
信
仰
現
象
の
な
か
で
も
、
 と
 く
に
信
仰
の
コ
ト
バ
 

を
 検
討
す
る
。
こ
こ
で
、
お
も
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
 世
 界
の
宗
教
現
象
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
、
イ
ン
ド
の
 シ
ヤ
ン
カ
ラ
・
 ヴ
ヱ
｜
 



信
仰
と
は
、
信
仰
の
 

て
の
信
仰
を
、
 ノ
ヱ
一
 

し
て
捉
え
か
え
す
。
 こ
 

在
す
る
「
実
在
」
と
し
 

が
、
信
仰
の
担
い
手
の
 

識
作
用
に
お
け
る
意
識
 

の
現
象
学
は
、
信
仰
の
 

対
象
た
る
「
超
越
的
な
 

と
っ
て
の
実
在
と
し
て
 

本
稿
の
主
要
テ
ー
マ
 

い
は
通
俗
的
な
意
味
を
 

す
る
意
味
世
界
を
、
日
 

実
 、
か
な
り
の
説
得
力
 

金
的
な
理
解
の
し
か
た
 担

い
手
が
、
い
わ
ゆ
る
「
超
越
的
な
る
も
の
」
へ
と
関
わ
 る
 志
向
的
体
験
で
あ
る
。
私
は
こ
の
志
向
的
体
験
と
し
 

シ
ス
 と
ノ
ヱ
 ー
 マ
 と
の
結
び
つ
ぎ
、
す
な
 ね
 ち
、
意
識
 作
 用
 と
意
識
対
象
と
の
結
び
つ
き
、
と
い
う
意
識
現
象
と
 

ぅ
 し
た
信
仰
の
現
象
学
的
な
地
平
に
お
い
て
、
「
超
越
的
 
な
る
も
の
」
は
、
信
仰
の
担
い
手
の
信
仰
的
意
識
に
内
 

て
 把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 0
 し
た
が
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
 り
に
お
い
て
、
「
超
越
的
な
る
も
の
」
は
、
そ
れ
自
体
 

意
識
作
用
を
離
れ
て
、
決
し
て
完
結
的
所
与
と
し
て
現
一
 
刊
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
の
担
い
手
の
信
仰
的
 意
 

対
象
、
す
な
 ね
 ち
、
対
象
的
意
味
と
し
て
、
信
仰
的
意
識
 作
用
の
志
向
的
相
関
 項
 な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
 

本
質
を
 ノ
ヱ
一
 シ
ス
の
 、
ノ
ヱ
 ー
 て
 に
た
い
す
る
信
仰
的
 意
識
の
志
向
性
と
し
て
捉
え
た
 ぅ
 え
で
、
信
仰
的
意
識
 

る
も
の
」
を
、
信
仰
的
意
識
内
部
に
お
け
る
対
象
的
意
味
 と
し
て
位
置
づ
け
る
、
あ
る
い
は
、
信
仰
者
の
意
識
に
 

把
握
す
る
。
 

で
あ
る
、
信
仰
の
意
味
世
界
を
表
現
す
る
コ
ト
バ
。
そ
れ
 怯
 
一
面
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
日
常
経
験
的
あ
る
 

も
つ
コ
ト
バ
、
す
な
 ね
 ち
、
日
常
言
語
で
あ
る
こ
と
に
は
 変
わ
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
信
仰
の
コ
ト
バ
の
開
示
 

常
 言
語
の
意
味
世
界
の
網
目
構
造
に
沿
っ
て
捉
え
よ
う
と
 思
え
ば
、
そ
れ
は
、
そ
れ
な
り
に
説
明
が
づ
く
し
、
 事
 

を
も
っ
て
い
る
 0
 し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
日
常
 言
語
的
な
意
味
の
枠
組
に
お
け
る
合
理
的
あ
る
い
は
 概
 

な
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
の
コ
ト
バ
を
そ
の
信
仰
の
事
実
性
 に
お
い
て
真
性
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
立
場
で
は
な
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る
 意
味
世
界
、
す
な
 ね
 ち
、
信
仰
の
意
味
構
造
を
明
ら
か
 に
し
よ
う
と
思
う
。
 

 
 



が
 存
在
し
て
い
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
レ
ベ
ル
で
 捉
，
 え
た
だ
け
で
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
 
「
コ
ー
ラ
 ソ
ヒ
 、
そ
れ
 

腱
の
東
西
を
と
わ
ず
、
信
仰
の
コ
ト
バ
の
も
っ
て
 
い
 る
 特
質
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

訓
 

信
仰
の
コ
ト
バ
は
、
こ
う
し
た
志
向
的
体
験
と
 し
て
の
信
仰
的
意
識
の
言
語
表
現
で
あ
る
。
世
界
に
は
、
 

多
種
多
様
な
信
仰
の
コ
ト
バ
 

学 

的
な
コ
ト
バ
と
信
仰
の
コ
ト
バ
は
 、
 同
じ
言
語
で
は
あ
る
 が
 、
そ
の
コ
ト
バ
の
意
味
内
容
は
質
的
に
異
な
る
の
で
 あ
る
。
こ
の
点
は
 、
洋
 

¥
O
 

 
 ふ

つ
り
の
意
味
で
の
説
明
を
拒
否
す
る
ぐ
ら
い
、
 

無
 

理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
コ
ト
バ
が
語
ら
れ
、
あ
る
 

ト
バ
の
内
的
意
味
理
解
の
立
場
が
開
か
れ
 ば
 げ
れ
ば
な
 

こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
信
仰
の
現
象
学
は
、
信
仰
の
 コ
 

の
 
コ
ト
バ
の
意
味
が
、
す
で
に
質
的
に
転
換
し
て
い
る
 

的
な
知
の
枠
組
に
よ
っ
て
も
把
捉
す
る
こ
と
の
で
き
る
 

る
 深
層
的
意
味
レ
ベ
ル
ま
で
、
重
層
的
な
意
味
世
界
を
 

せ
る
と
 き
 、
信
仰
の
コ
ト
バ
の
重
層
的
な
全
体
が
浮
か
 

た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
宗
教
哲
学
の
伝
統
に
お
け
る
 マ
 

れ
ら
は
日
常
的
な
コ
ト
バ
を
使
っ
て
は
い
る
が
、
宇
宙
 

が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
宗
教
思
想
 

表
現
が
た
く
さ
ん
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
神
話
的
 モ
 

て
 、
日
常
的
な
コ
ト
バ
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
存
在
の
 限

の
意
味
の
深
ま
り
を
も
っ
て
い
る
信
仰
の
コ
ト
バ
を
 信
 仰
の
事
実
性
に
お
い
て
 

い
は
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
信
仰
現
象
の
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
 照
ら
し
た
、
信
仰
の
 コ
 

う
な
い
。
 

ト
バ
が
、
一
面
で
は
、
世
俗
的
な
コ
ト
バ
と
同
じ
言
語
で
 は
あ
る
も
の
の
、
信
仰
 

と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
の
コ
ト
バ
が
 、
 合
理
的
あ
る
い
は
実
証
 

表
層
的
意
味
レ
ベ
ル
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
深
層
の
知
」
に
 よ
っ
て
照
ら
し
だ
さ
れ
 

開
示
し
て
い
る
、
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
水
平
的
な
知
 と
 垂
直
的
な
知
を
交
叉
 さ
 

び
 上
が
っ
て
く
る
。
 

ソ
 ト
ラ
、
あ
る
い
は
、
密
教
に
お
け
る
真
言
。
世
界
の
実
 相
を
表
わ
す
の
に
、
 そ
 

の
 真
理
を
集
約
し
た
も
の
で
、
そ
の
コ
ト
バ
の
奥
に
は
、
 無
限
の
意
味
世
界
が
拡
 

の
な
か
に
は
、
神
話
表
象
的
な
も
の
と
か
、
直
観
的
な
 、
 あ
る
い
は
、
矛
盾
し
た
 

チ
ー
フ
を
使
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
矛
盾
し
た
 コ
ト
 

を
 重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
 

リ
ア
リ
テ
ィ
の
木
質
を
何
と
か
し
て
言
説
し
よ
う
と
し
て
 い
る
。
つ
ま
り
、
日
常
 



に
 、
仏
教
経
典
な
ど
の
聖
典
、
あ
る
い
は
、
聖
典
の
内
容
 を
 注
釈
ま
た
は
説
明
し
た
、
い
わ
ゆ
る
注
釈
 書
 と
い
わ
 れ
る
も
の
、
さ
ら
に
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
 日
士
 
口
白
 
ト
レ
し
か
 
ノ
 
Ⅱ
ス
ラ
ー
ム
に
い
れ
 

げ
プ
つ
ガ
ソ
ヱ
 

ノ
ー
リ
ー
の
 晩
 年
 の
書
司
誤
り
か
ら
の
 

救
い
 ヒ
 の
よ
う
に
、
自
ら
の
信
仰
の
歩
み
を
語
っ
た
自
伝
 的
な
著
作
な
ど
、
数
限
り
な
い
信
仰
の
コ
ト
バ
が
存
在
 し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
 

信
仰
の
コ
ト
バ
に
お
い
て
、
信
仰
の
対
象
的
意
味
た
る
 「
超
越
的
な
る
も
の
」
は
、
た
と
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
 信
仰
で
は
唯
一
神
ア
ソ
 

ラ
ー
で
あ
り
、
仏
教
の
信
仰
で
は
、
仏
法
あ
る
い
は
阿
弥
 陀
仏
な
ど
で
あ
る
。
 

聖
書
や
円
コ
ー
ラ
 ソ
ヒ
 あ
る
い
は
仏
典
な
ど
の
聖
典
は
 、
 異
な
っ
た
言
語
で
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
 コ
ス
 モ
ロ
ジ
 l
 を
開
示
し
 

て
い
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
聖
典
が
開
示
す
る
 世
界
 は
 、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
言
語
が
異
な
っ
 て
い
る
の
で
あ
る
か
 

ら
 、
言
語
に
よ
っ
て
語
り
だ
さ
れ
る
存
在
世
界
の
風
景
も
 、
当
然
、
異
な
っ
て
く
る
。
聖
典
は
つ
ね
に
特
定
の
宗
 教
的
 コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
 

と
お
し
て
、
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
映
し
て
い
る
。
そ
れ
 ぞ
れ
の
宗
教
的
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
様
に
 
「
超
越
的
な
る
も
の
」
 

0
 本
質
、
さ
ら
に
は
、
「
超
越
的
な
る
も
の
」
と
の
 
関
わ
 り
に
お
い
て
、
人
間
存
在
の
本
質
的
あ
り
方
を
現
出
し
て
 い
る
。
そ
う
し
た
 聖
 

瑛
仁
た
い
し
て
、
信
仰
者
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
 い
 る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
 て
い
る
の
か
ど
う
か
 

は
 、
た
と
え
ば
、
信
仰
者
に
よ
る
聖
典
内
容
の
注
釈
 書
 、
 あ
る
い
は
、
信
仰
体
験
の
手
記
な
ど
を
ひ
も
と
く
こ
と
 に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
聖
典
注
釈
書
や
手
記
な
ど
は
、
 信
仰
者
自
ら
の
信
仰
の
あ
り
方
を
明
示
し
て
い
る
具
体
 的
な
信
仰
現
象
の
貴
重
 

な
 デ
ー
タ
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
 

信
仰
の
現
象
学
は
、
信
仰
者
の
関
わ
り
か
た
を
共
感
的
に
 理
解
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
宗
教
儀
礼
と
か
信
仰
的
 慣
 習
 、
そ
れ
に
信
仰
者
 

に
よ
る
聖
典
注
釈
あ
る
い
は
信
仰
体
験
の
コ
ト
バ
な
ど
が
 開
示
す
る
意
味
世
界
を
把
握
し
ょ
う
と
す
る
。
信
仰
 現
 象
の
共
感
的
な
理
解
が
 

徐
々
に
深
化
す
る
に
と
も
な
い
、
合
理
的
あ
る
い
は
実
証
 的
な
理
解
の
限
界
が
自
覚
さ
れ
る
。
そ
の
自
覚
に
と
も
 な
い
、
聖
典
あ
る
い
は
 

信
仰
体
験
の
コ
ト
バ
の
日
常
的
意
味
の
底
に
ひ
そ
ん
で
い
 る
 意
味
の
深
み
が
次
第
に
見
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
 こ
う
し
た
意
味
の
深
み
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さ
て
、
こ
う
し
た
解
明
の
た
め
の
具
体
的
な
信
仰
現
象
の
 ひ
と
つ
と
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
と
し
て
よ
く
 知
ら
れ
て
い
る
、
 
ィ
 

@
2
-
 

ソ
ド
 の
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
派
の
宗
教
伝
統
の
ば
あ
い
を
 取
 り
 上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
派
の
宗
 教
 伝
統
の
信
仰
は
 、
出
 

豪
遊
行
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
お
お
く
の
在
家
の
信
仰
者
 た
ち
に
よ
っ
て
も
継
承
ざ
れ
て
き
た
。
出
家
遊
行
者
は
 世
俗
社
会
を
捨
て
て
、
 

ひ
た
す
ら
解
脱
に
専
心
す
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
在
家
 の
 信
仰
者
た
ち
は
、
一
般
的
に
「
ス
マ
ー
ル
タ
派
」
と
 ょ
 ば
れ
て
い
る
が
、
 
そ
 

0
 名
も
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
長
年
に
わ
た
っ
て
 、
ヴ
 
ヱ
 ー
 ダ
 の
ダ
ル
マ
を
遵
守
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
 聖
伝
 書
 
（
自
注
）
、
と
く
に
 

「
 力
ル
パ
 
・
ス
ー
ト
ラ
 b
 に
規
定
さ
れ
る
祭
式
な
ど
の
 行
 為
を
守
り
伝
え
て
き
て
い
る
。
出
家
遊
行
者
の
信
仰
の
理
 金
的
な
側
面
は
 、
ぃ
 

わ
ゆ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
に
よ
っ
て
 よ
く
 知
ら
れ
て
 
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
っ
ぱ
 ぅ
 、
在
家
の
、
い
わ
ゆ
 る
 ス
マ
ー
ル
タ
派
の
信
 

仰
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
研
究
対
象
と
し
 て
 取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
 

ヴ
 エ
 ー
ダ
ー
ン
タ
派
 
か
 
り
古
ホ
 

教
 伝
統
の
、
と
く
に
哲
学
的
な
側
面
、
す
な
 ね
 ち
、
ヴ
ェ
 ｜
ダ
 ー
ン
タ
哲
学
に
の
み
、
も
っ
ぱ
ら
関
心
が
向
 
け
 ら
れ
て
き
た
た
め
で
あ
 

学
る
 。 

聴
 

シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 と
い
え
ば
、
不
二
一
元
論
ヴ
ェ
ー
ダ
 ｜
 ン
タ
哲
学
を
説
い
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
 、
そ
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
（
約
七
 

 
 

W
 
O
O
 山
元
 0
 ）
を
開
祖
と
す
る
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
の
 伝
統
は
、
一
面
に
お
い
て
は
、
ほ
ん
の
ひ
と
握
り
の
 出
 豪
遊
行
者
た
ち
や
知
識
人
た
 

ち
が
、
長
年
の
あ
い
だ
、
い
わ
ば
 ヱ
 リ
ー
ト
的
信
仰
の
伝
 統
を
構
成
し
て
き
た
。
か
れ
ら
は
、
シ
ャ
ン
 ヵ
ラ
 の
 深
 い
 宗
教
哲
学
的
洞
察
を
   

- 
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を
も
射
程
に
入
れ
な
が
ら
、
信
仰
の
現
象
学
は
、
意
味
論
 的
な
解
釈
学
的
手
法
で
も
っ
て
、
聖
典
の
コ
ト
バ
あ
る
 い
は
 そ
の
解
釈
の
深
み
 

に
 拡
が
る
信
仰
の
深
み
、
あ
る
い
は
、
意
味
の
深
み
を
 明
 ら
か
に
す
る
。
 



ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
哲
学
は
、
周
知
の
ご
 

め
 を
と
り
な
が
ら
も
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
 

経
て
体
得
さ
れ
た
本
質
直
観
の
、
い
わ
ば
 

様
 、
理
性
的
な
哲
学
の
よ
う
に
も
み
え
る
 

体
験
に
根
ざ
し
た
宗
教
哲
学
で
あ
る
。
 ヴ
 

仰
 的
な
本
質
直
観
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
 と

く
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
聖
典
に
絶
対
的
な
権
威
を
認
め
 、
聖
典
解
釈
と
い
う
伝
統
的
ス
タ
イ
 

積
み
上
げ
ら
れ
て
ぎ
た
哲
学
的
思
索
の
こ
と
で
あ
る
。
 ，
 
し
の
哲
学
的
思
惟
は
 
、
 厳
し
い
苦
行
を
 

言
語
化
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
 に
お
い
て
は
、
近
代
西
洋
哲
学
と
同
 

。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
、
本
質
的
に
近
代
西
洋
哲
学
と
ち
 が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
信
仰
的
意
識
 

コ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
哲
学
者
た
ち
 の
形
而
上
的
実
在
体
験
す
な
わ
ち
 信
 

て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
者
は
、
自
ら
の
信
仰
的
 な
 実
在
体
験
の
極
限
に
お
い
て
本
質
 

0
 本
質
を
体
認
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
 、
ヴ
 
コ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
体
認
さ
れ
 た
 形
而
上
的
実
在
体
験
 

@
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を
 哲
学
的
思
惟
の
始
点
と
し
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
、
 

か
 れ
ら
自
ら
の
実
在
体
験
に
根
ざ
し
た
、
い
わ
ば
八
体
験
 知
 V
 な
の
で
あ
る
。
 

真
に
理
解
し
、
そ
の
哲
学
的
思
惟
を
展
開
し
な
が
ら
、
 い
 わ
ゆ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
伝
統
を
継
承
し
て
き
 た
 。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
 

し
た
出
家
遊
行
者
の
 ヱ
 リ
ー
ト
的
信
仰
の
伝
統
と
並
行
し
 て
 、
と
く
に
一
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
 宗
 教
 哲
学
は
庶
民
的
信
仰
 

と
し
て
、
そ
の
形
姿
を
変
え
て
、
庶
民
レ
ベ
ル
へ
と
受
け
 入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
 シ
 ャ
ソ
カ
ラ
 が
シ
ヴ
ァ
 神
 

の
 化
身
で
あ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
 世
師
が
 シ
ャ
ン
 ヵ
 ぅ
の
 化
身
で
あ
る
と
い
う
神
話
化
を
と
お
し
て
、
庶
民
 層
 の
 人
 び
と
の
心
を
 っ
 

か
み
、
庶
民
的
信
仰
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
 

ま
ず
は
じ
め
に
、
出
家
遊
行
者
の
信
仰
の
側
面
、
す
な
わ
 ち
 、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
哲
学
的
思
惟
を
取
り
上
げ
、
 そ
の
哲
学
的
思
惟
を
 

そ
の
パ
ロ
ー
ル
的
状
況
へ
と
引
き
戻
し
て
、
す
こ
し
検
討
 し
て
み
よ
う
。
出
家
遊
行
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
ひ
と
 は
 、
世
俗
を
捨
離
し
 

て
、
 師
に
弟
子
入
り
し
、
厳
し
い
修
行
生
活
に
入
る
。
 解
 脱
を
希
求
し
て
、
自
ら
の
師
の
教
示
に
し
た
が
い
、
 た
 え
ず
厳
し
い
苦
行
に
励
 

む
 。
か
れ
ら
は
、
 い
 わ
ゆ
る
「
聴
聞
・
思
惟
・
瞑
想
」
と
 い
う
修
行
階
梯
を
と
お
し
て
、
外
界
の
対
象
へ
と
向
か
 ぅ
 心
の
動
き
を
抑
え
、
 

意
識
を
一
点
す
な
わ
ち
絶
対
的
実
在
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 に
集
中
 さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 自
ら
の
意
識
の
深
み
を
 妬
 き
 、
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
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直
観
し
た
根
源
的
存
在
を
哲
学
的
思
惟
の
原
点
と
し
て
、
 人
間
存
在
あ
る
い
は
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
本
質
を
言
 諜
 す
る
。
つ
ま
り
、
 ヴ
 

ヱ
 ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
は
信
仰
体
験
と
独
立
し
た
哲
学
で
は
 な
い
の
で
あ
る
。
 

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
派
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
は
、
師
に
弟
 千
人
り
し
た
い
と
思
え
ば
、
だ
れ
で
も
弟
子
に
な
れ
る
 か
と
言
え
ば
、
決
し
 

て
そ
う
で
は
な
い
。
弟
子
の
資
格
が
あ
る
、
と
師
が
認
め
 た
者
だ
け
に
入
門
が
許
可
さ
れ
る
。
弟
子
入
り
が
許
さ
 れ
る
と
、
弟
子
は
 、
師
 

が
 直
接
語
り
か
け
る
と
い
う
バ
ロ
ー
ル
（
発
話
行
為
）
的
 状
況
に
お
い
て
、
聖
典
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
コ
ト
バ
の
 開
示
す
る
意
味
世
界
を
 

教
示
さ
れ
る
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
聖
典
の
コ
ト
バ
の
深
秘
 的
 意
味
を
理
解
し
、
存
在
の
本
質
ブ
ラ
フ
マ
ン
（
Ⅱ
 ア
 ｜
 ト
マ
ン
）
を
本
質
直
 

観
 す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
存
在
の
本
質
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 を
 体
得
し
た
師
の
指
導
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
は
じ
め
 の
う
ち
は
、
師
か
ら
 聖
 

其
 の
コ
ト
バ
を
聞
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
内
容
を
 、
 ど
う
し
て
も
理
性
的
、
概
念
的
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
 。
そ
う
し
た
概
念
的
な
 

理
解
で
も
っ
て
つ
い
つ
い
分
か
っ
た
よ
う
な
気
分
に
な
 
っ
て
し
ま
う
が
、
実
の
と
こ
ろ
は
、
表
面
的
な
理
解
に
 す
ぎ
な
い
。
通
常
の
知
 

覚
 で
は
、
聖
典
の
コ
ト
バ
の
深
層
的
意
味
を
捉
え
 き
 れ
 な
 い
た
め
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
、
厳
し
い
苦
行
を
と
お
し
て
、
長
年
の
あ
い
 た
 、
蓄
積
し
て
ぎ
た
概
念
的
あ
る
い
は
理
性
的
な
知
の
障
 壁
 が
徐
々
に
突
破
さ
 

ね
 、
存
在
の
本
質
が
見
え
る
よ
 う
 に
な
っ
て
く
る
。
す
る
 と
 、
日
常
的
、
経
験
的
意
味
の
世
界
は
、
次
第
に
 コ
ト
 

 
 

も
に
、
あ
と
に
取
り
残
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
聖
典
 ゥ
 八
二
シ
ャ
 "
 ド
の
 開
示
す
る
存
在
の
本
質
、
あ
る
い
は
 、
 真
の
意
味
世
界
の
本
 

質
直
観
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
存
在
 の
り
 ア
り
 テ
ィ
の
本
質
直
観
は
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
の
 ，
ぼ
あ
 
い
、
出
家
遊
行
者
の
師
 

￥
す
な
わ
ち
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
僧
院
の
長
で
あ
る
シ
ャ
ン
 
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
の
適
切
な
教
示
に
よ
っ
て
は
じ
め
 て
 可
能
と
な
る
。
 

 
 

い
て
、
究
極
的
な
関
心
事
は
存
在
世
界
の
絶
対
的
実
在
 プ
 ラ
フ
マ
 ソ
 で
あ
る
。
そ
れ
 

仮
は
 、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
派
に
属
す
る
者
に
と
っ
て
は
 、
絶
対
有
限
定
の
有
属
性
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 す
な
わ
ち
最
高
 神
 で
あ
る
し
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
 

信
 

派
 に
属
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
絶
対
無
限
定
の
無
属
性
 ブ
 ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
。
宗
教
伝
統
の
視
座
の
違
い
に
よ
っ
 て
 、
こ
の
よ
う
な
解
釈
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ソ
ド
 の
哲
人
た
ち
が
体
験
的
に
直
観
し
た
存
在
の
本
質
、
 

す
 ね
ね
 ち
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
の
一
体
性
を
 、
い
わ
ば
追
体
験
し
ょ
 

う
と
し
た
。
そ
こ
で
、
 
ウ
バ
 ニ
シ
ャ
ツ
 ド
 の
テ
ク
ス
ト
 と
 師
 シ
ャ
ン
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
の
言
葉
を
手
懸
か
り
に
 、
か
れ
ら
 ほ
、
 自
ら
の
 

信
仰
的
な
実
在
体
験
を
深
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
宗
教
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
、
出
家
 遊
 行
者
た
る
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
者
た
ち
が
 ウ
 パ
ニ
 シ
 ャ
ソ
ド
 の
テ
ク
ス
ト
 

リ
ヤ
の
も
と
で
厳
し
い
苦
行
に
耐
え
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
 内
面
へ
の
道
を
辿
っ
た
。
何
と
か
し
て
 八
 閉
ざ
さ
れ
た
 自
己
 V
 を
脱
却
し
て
、
 

八
 開
か
れ
た
自
己
 V
 す
な
わ
ち
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
聖
典
に
 説
か
れ
て
い
る
解
脱
の
境
地
に
到
達
す
る
た
め
に
。
 か
 れ
ら
は
、
 
ウ
パ
 ニ
シ
ャ
 

の
 主
体
的
意
味
連
関
の
構
造
で
あ
る
。
 

シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 
・
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
派
宗
教
伝
統
に
お
い
て
 

、
ヴ
ヱ
 

ニ
シ
ャ
ッ
 ド
 聖
典
に
絶
対
的
権
威
を
認
め
、
自
分
の
師
事
 す
る
師
、
 

｜
ダ
 ー
ン
タ
哲
学
者
で
も
あ
る
出
家
遊
行
者
た
ち
は
、
 

代
 々

 、
ウ
パ
 

す
た
 ね
ち
、
シ
ャ
 
ソ
 カ
ラ
派
僧
院
の
長
た
る
シ
ャ
ン
カ
 -
 
フ
 ー
チ
ャ
ー
 

性
 
（
あ
る
い
は
、
非
実
在
性
）
に
つ
い
て
、
あ
え
て
問
 

う
 こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
 は
 、
あ
く
ま
で
も
信
仰
 

に
お
け
る
根
木
的
な
意
味
単
位
と
し
て
把
握
し
な
お
す
 こ
 と
に
な
る
。
こ
う
し
た
意
味
論
的
な
脈
絡
に
お
い
て
は
 、
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
実
在
 

い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
信
仰
的
意
識
の
な
か
で
の
こ
 と
が
ら
と
し
て
、
信
仰
的
意
識
が
織
り
だ
す
主
体
的
な
 意
味
連
関
の
網
目
構
造
 

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
現
象
学
的
に
、
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
   

ち
 、
ソ
ニ
ー
マ
 
的
 意
味
と
し
て
捉
え
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 
「
 、
プ
 出

家
遊
行
者
の
ソ
ニ
ー
シ
ス
た
る
信
仰
的
意
識
作
用
の
相
 関
頃
 、
す
な
わ
 

ラ
フ
マ
ン
」
は
、
た
だ
単
に
実
在
論
的
に
、
外
在
的
対
 象
を
指
し
示
す
と
 

な
る
も
の
」
と
し
て
志
向
さ
れ
る
信
仰
の
担
い
手
の
信
仰
 的
 関
わ
り
か
た
は
違
っ
て
い
る
。
 

対 い 

象 す 
と る 

な 祈 
つ り 

て が 
い 強 
る 調 さ 
債 れ 
仰 る 

的 の 
煮 に 
識 た 
に い 

お し 
い て 

て   
，ゴ @1 々， @ 井 , 、 じ @ ノ 向 
さ ソ 

れ ヵ 

ろ う 

対 流 
象 に 
が ね 
  い 

た て 
と @ ま 

，え 
同 フ 。 

じ ぅ 

実 フ 

在 マ 
フ ・ ン 

ラ @ ま 

フ ヨ与 

7 人 
ン 格 
で， 的 
あ な 
つ り 

た ァ 

  
「 て 
超 瞑 
越 想 
的 の 
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学
的
な
 違
 い
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
信
仰
の
具
体
的
な
行
 為
に
つ
い
て
み
れ
，
は
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
派
で
は
、
量
一
 

見
神
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 に
た
 



聴
 
ア
リ
テ
ィ
の
異
な
っ
た
原
風
景
が
伏
在
し
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

リ
ア
リ
テ
ィ
を
開
示
す
る
 

根
ソ
 

（
Ⅱ
ア
ー
ト
マ
 
ソ
 ）
 と
し
 
 
 
 
 

に
も
と
づ
い
て
、
自
ら
の
哲
学
的
思
惟
を
展
開
す
る
こ
と
 に
な
る
思
想
的
基
盤
が
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ソ
タ
 哲
 学
が
ウ
パ
 
ニ
シ
ャ
ツ
 ド
 

聖
典
の
解
釈
学
と
し
て
展
開
し
た
の
は
、
お
も
に
こ
 う
し
 た
 理
由
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
。
 

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
代
表
的
な
伝
統
と
し
て
は
、
 

シ
 ャ
 ン
カ
ラ
の
不
二
二
万
論
学
派
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
の
 被
 限
定
者
不
二
一
元
 

詩
学
派
、
そ
れ
に
、
マ
ド
 ヴ
ァ
 の
二
元
論
学
派
な
ど
の
 
諸
 学
派
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
学
派
は
 、
結
果
的
に
は
、
 
ゥ
パ
 

ニ
シ
ャ
ッ
 ド
 聖
典
の
独
自
の
解
釈
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
 

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
聖
典
を
踏
ま
え
た
独
自
の
宗
教
哲
学
 を
 構
築
し
て
い
る
。
 
そ
 

れ
ら
の
学
派
は
す
べ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
自
ら
 の
ウ
 パ
ニ
 シ
 ヤ
ッ
ド
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
正
当
性
を
論
 証
し
ょ
う
と
し
た
が
、
 

あ
く
ま
で
も
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
聖
典
の
真
の
内
的
意
味
深
 究
 が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
 ゥ
 パ
ニ
 シ
 ヤ
ッ
ド
・
テ
ク
ス
ト
 

を
 離
れ
て
新
た
な
独
自
の
哲
学
思
想
の
確
立
を
め
ざ
し
た
 も
の
で
は
な
い
。
 

ウ
パ
 
ニ
シ
ャ
ツ
 ド
 聖
典
の
コ
ト
バ
に
た
い
す
る
解
釈
が
異
 な
る
ば
あ
 い
 、
そ
れ
は
、
た
だ
単
に
聖
句
の
解
釈
の
相
 違
を
示
し
て
い
る
だ
 

げ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
聖
典
解
釈
の
 コ
ト
 ・
 
ハ
の
 背
後
に
在
っ
て
、
流
動
す
る
深
遠
な
意
味
世
界
の
あ
 り
 方
、
あ
る
い
は
、
 
存
 

在
の
 リ
ア
リ
テ
ィ
の
風
景
そ
れ
自
体
が
異
な
っ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
シ
ャ
 
ソ
カ
ラ
や
 
テ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
な
ど
の
 
ヴ
 エ
 ー
ダ
ー
ソ
タ
哲
学
者
 

た
ち
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
聖
典
の
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
 を
 試
み
た
が
、
か
れ
ら
の
立
脚
し
た
解
釈
学
的
な
視
座
 は
 、
ま
っ
た
く
異
な
っ
 

て
い
る
。
シ
ャ
 
ソ
ヵ
ラ
 が
存
在
世
界
の
実
在
性
を
否
定
す
 る
の
に
た
い
し
て
、
 
ラ
 一
 ％
一
 ヌ
ジ
ャ
は
そ
の
実
在
性
 を
 認
め
る
。
ま
た
、
 
シ
 

ャ
ソ
カ
ラ
 は
絶
対
的
一
者
ブ
ラ
フ
マ
 

ソ
 の
非
人
格
性
を
主
 
張
 す
る
の
に
た
い
し
て
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
は
あ
く
ま
 で
も
人
格
神
と
し
て
の
 

￥
絶
対
的
実
在
ブ
ラ
フ
マ
 
ソ
 を
説
く
。
か
れ
ら
の
聖
典
 解
釈
の
根
底
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
本
質
直
観
を
経
 て
 思
惟
さ
れ
る
、
存
在
の
 り
 



源
語
で
あ
る
。
こ
う
し
た
存
在
の
本
質
規
定
は
、
す
べ
て
 の
 ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
哲
学
的
思
惟
に
共
通
し
て
い
る
 が
 、
そ
の
語
に
込
め
ら
 

れ
た
意
味
あ
い
は
微
妙
に
異
な
る
。
近
年
の
言
語
哲
学
の
 研
究
成
果
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ト
バ
の
 意
味
分
節
機
能
は
意
外
 

に
 根
深
い
。
信
仰
的
意
識
体
験
に
お
け
る
本
質
直
観
が
生
 じ
る
と
、
本
質
直
観
さ
れ
た
意
味
の
塊
り
は
、
す
ぐ
に
 信
仰
の
深
み
に
お
け
る
 

直
観
的
体
験
内
容
を
意
味
分
節
し
は
じ
め
る
。
そ
の
意
味
 分
節
の
し
か
た
は
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
微
妙
な
相
違
が
 み
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
 

ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
派
に
お
い
て
も
、
宗
派
に
よ
っ
て
差
異
 が
 生
じ
る
。
 

フ
ラ
フ
マ
ン
（
Ⅱ
ア
ー
ト
マ
ン
）
を
、
か
れ
ら
の
信
仰
的
 志
向
体
験
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
超
越
的
な
る
も
の
 」
を
表
現
す
る
根
源
 

的
な
ソ
ニ
ー
マ
 的
 意
味
と
し
て
現
象
学
的
に
捉
え
る
と
き
 、
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 T
 
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
い
う
絶
対
的
 末
 分
節
の
存
在
の
根
源
 

は
 、
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
の
哲
学
的
思
惟
に
お
け
る
意
味
論
 的
 存
在
空
間
の
原
点
に
な
る
。
そ
の
主
体
的
意
味
連
関
 の
 網
目
の
原
点
か
ら
、
 

有
意
味
的
に
存
在
空
間
す
な
わ
ち
コ
ス
モ
ス
の
構
造
が
再
 構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
不
二
一
元
論
思
想
を
説
く
 シ
ヤ
ン
カ
ラ
派
の
 ヴ
ェ
 

｜
ダ
 ー
ン
タ
哲
学
者
た
ち
は
、
自
ら
の
信
仰
的
意
識
体
験
 を
 コ
ト
バ
で
表
現
す
る
と
き
、
自
ら
の
信
仰
的
な
志
向
 体
験
に
お
け
る
 ノ
ヱ
｜
 

マ
的
 意
味
、
す
な
 ね
 ち
、
根
源
的
実
在
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
 ン
を
 「
 無
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
（
三
お
「
 

偲
 ・
年
半
 
旨
 ，
）
 
す
 な
わ
ち
絶
対
無
限
定
 

で
 非
人
格
的
な
実
在
と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ
は
、
存
在
の
 内
的
あ
る
い
は
外
的
な
限
定
的
要
素
の
ど
の
ひ
と
つ
に
 よ
っ
て
も
限
定
さ
れ
る
 

こ
と
が
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
 絶
対
無
限
定
で
あ
る
。
存
在
の
り
 ア
り
 テ
ィ
全
体
は
無
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 以
外
 

に
 、
ま
っ
た
く
何
も
な
い
完
全
な
「
 一
 」
の
状
態
で
あ
る
 。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
理
性
的
認
識
の
対
象
に
は
な
 り
 得
ず
、
日
常
的
言
語
 

に
よ
っ
て
は
説
明
す
る
こ
と
屋
で
き
な
い
。
真
の
唯
一
実
 在
は
無
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
ン
で
あ
る
が
、
経
験
的
意
識
の
 マ
ー
ヤ
ー
（
幻
妻
）
に
 

よ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
人
格
的
な
相
属
性
ブ
ラ
フ
マ
 ン
 す
な
わ
ち
人
格
神
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
見
え
る
 だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
 

あ
る
。
 無
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
ン
こ
そ
が
「
最
高
ブ
ラ
フ
マ
ン
 」
（
 
罵
 l
p
 
。
 
ヴ
 「
 
ぃ
ゴ
 
5
%
 

）
す
な
わ
ち
真
実
在
な
の
で
あ
っ
て
 

、
 有
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
ン
 

は
無
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
仮
現
し
て
い
る
現
象
 相
 す
な
わ
 ち
 「
 低
次
 ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 」
（
 
ぜ
ヰ
 
「
 
a
.
 
ヴ
 「
 
ヰ
ゴ
冒
 
已
に
す
ぎ
た
 
ト
 
1
.
@
V
 

。
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卯
 
的
な
意
識
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る
存
在
の
本
質
そ
れ
 自
体
は
、
本
質
的
に
は
、
と
も
に
同
じ
実
在
、
あ
る
い
 は
 少
な
く
と
も
、
同
じ
実
在
 

信
 

の
二
 側
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
絶
対
 無
 分
節
 の
 存
在
あ
る
い
は
意
識
の
根
源
的
位
相
で
あ
る
。
 コ
ト
 ハ
 以
前
の
存
在
の
原
 風
 

13 

腱
ャ
 
（
あ
る
い
は
テ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
派
）
の
あ
い
だ
で
 

は
 、
か
な
り
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
か
れ
ら
の
 原
体
験
す
な
わ
ち
本
質
直
観
 
ヵ
 

  

 
 

い
っ
ぱ
 う
、
 自
ら
の
意
識
の
深
化
に
と
も
な
い
、
つ
い
に
 は
 存
在
の
木
質
直
観
に
到
達
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
 ラ
 １
％
ー
ヌ
ジ
ャ
を
は
 

じ
め
、
い
わ
ゆ
る
テ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
派
に
属
す
る
 ヴ
ヱ
｜
 ・
タ
ー
ソ
タ
哲
学
者
た
ち
は
、
か
れ
ら
独
自
の
存
在
論
的
 
八
 読
み
 V
 を
 ウ
 バ
ニ
 シ
 

ャ
ソ
ド
 の
コ
ト
バ
に
込
め
て
、
自
ら
の
実
在
体
験
を
独
自
 の
 コ
ト
バ
の
網
目
的
意
味
構
造
に
沿
っ
て
言
語
化
す
る
 。
そ
の
さ
 い
 、
か
れ
ら
 

は
 根
源
的
実
在
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
哲
学
者
の
 言
 う
 よ
う
な
絶
対
無
限
定
の
無
属
性
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 だ
と
 は
壬
 
一
口
わ
な
Ⅱ
 

リ
 
0
 ミ
ノ
ー
マ
 

｜
 ヌ
ジ
ャ
派
の
哲
学
者
に
と
っ
て
は
、
根
源
的
実
在
 ブ
 -
 
フ
 フ
マ
ン
は
現
象
 界
 に
お
け
る
森
羅
万
象
に
よ
っ
て
限
定
 さ
れ
る
絶
対
有
限
定
な
 

「
 
右
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 」
（
 
"
a
g
 

二
 
%
 む
 「
 
り
ゴ
 
ョ
当
）
な
の
で
あ
 
る
 。
そ
れ
は
「
最
高
の
人
格
ハ
神
 ピ
 
（
 
p
u
 
「
 
目
ゅ
 
0
 
（
（
 

ぃ
ョ
ぃ
 

）
 す
 な
わ
ち
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
Ⅱ
 

ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

両
者
の
哲
学
的
思
惟
に
お
い
て
、
存
在
リ
ア
リ
テ
ィ
の
 水
 質
 構
造
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
、
根
本
的
に
は
、
 存
在
世
界
に
お
け
る
 

根
源
的
実
在
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
に
 よ
っ
て
 、
 大
き
く
違
っ
た
も
の
に
な
る
。
ブ
ラ
フ
マ
ン
 そ
れ
自
体
は
、
本
来
、
 

的
 始
点
と
し
て
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
コ
ト
バ
を
 

学
 

そ
の
構
成
さ
れ
た
存
在
の
意
味
構
造
、
あ
る
い
は
 

あ
ら
ゆ
る
日
常
言
語
的
分
別
を
超
え
た
、
常
住
不
変
の
根
 

在
の
意
味
構
造
論
の
究
極
的
始
点
を
成
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
 

な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 （
Ⅱ
ア
 
l
 ト
マ
 ソ
 

ィ
を
自
 <
@
 
の
 根
源
的
な
視
座
か
ら
構
成
し
な
お
す
こ
と
で
 

創
造
的
に
解
釈
し
な
お
す
。
そ
の
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
 

コ
ス
モ
ロ
 ジ
一
は
 、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 （
あ
る
い
は
シ
ャ
 ソ
 

源
的
 実
在
で
あ
り
、
そ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
本
質
直
観
の
 

）
の
内
的
意
識
体
験
を
哲
学
的
に
説
明
し
ょ
う
と
す
る
 

も
あ
る
 0
 か
れ
ら
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
テ
ク
ス
ト
を
 

｜
 ダ
ー
ソ
タ
哲
学
者
た
ち
は
、
自
ら
の
「
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 

、
現
前
す
る
存
在
の
リ
ア
リ
テ
 

カ
 ヱ
脈
）
と
う
ー
マ
ー
ス
 ジ
 

」
の
実
在
体
験
を
究
極
 

内
容
が
、
か
れ
ら
の
 存
 

新
た
に
創
造
的
に
読
み
 

の
で
あ
る
。
 



は そ 内 
、 れ 審 具 もて の 、 タる 派教 l ヌらヱ聖 じヴ 

た ら に 体 
と は 照 的   
え 、 ら な   で す 債 る の ぎ 聖 釈 

    あ ら 続 い 哲 た 共 学 

信仰現 ムロ 理的 信仰 現 せば、   
に 象 無 象 を 体 読 居 、 か り て 
は と 意 の 探 的 と 惟 で わ 展 
理 い 味 諸 
解 り に 相   
で 八 思 を よ 現 の う た パ た 
き 生 え な う 象 宗 l と ニ   
な き た が この とし 的を構 教 て｜ も えま シャ   て 成 意 ヌ   ソ よ 

修 す 義 ジ シ ド ラ 

行 る を ャ ャ 聖 な 
矛盾し 、信 とき、 も グスト す 重 担 派 ソ 典 ヴ 

る 要 っ の 力 の ヱ 古木 仰の 裁 V 内 てい 出 な て 宗 ヲ 表 l 
意 部 る 研 家 モ き 教 の 面 ダ   
味 に よ 究 遊 チ た 伝 哲 約 l 
構 あ ぅ 者 
造 る に で ンタ 行者 ｜フ し 。 統に 学的 意 な 
の か 居 、 あ た の た お 思 味 の 

ち ひ が い 惟 の 哲 
に と っ て は 深 学 ればだ ぎり、えたりパース と っ て   、 み 的 

ぺ 一 す れ つ と 、 人 シ に 居 、 

て な ヴ 間 ャ 代 惟 
ク概 テ に信が るも 、 っ ヱ 存 ソ 在 は 

ィ そ 仰 経 信 て l 在 力 す   
ヴ れ 現 験 仰 い ダ あ ヲ る ヴ 
か ら 象 す 的 る l る 派 真 ヱ 
ら を の る 営 。 ソ い の の l 

み 切 側 ょ み そ タ は 案 内 ダ 
れ り 面 ぅ に れ の 序 数 的 l 
ぱ 捨 が に お ら 哲 左 伝 意 ソ 

  て 多   け は 学 世 統 味 タ 

そ る 々 教 る 、 的 界 に を 派 
れ こ み 義 究 と 思 の お 明 宗 
に と ら す 極 り 性 具 い ら 教 
は は れ な 
そ で る わ 
れ き 。 ち 伝統に 的目標 わ け 、 は、 ヴ のあり て、 ま かにし 

宗教理 しなりの 力 ょ 、。 ところ おいて を明示 世俗を ダ ヱ ー 方を教 た 、ラ たもの 

重 そ が 念 す 離 l 示 @ と は 
要 れ 、 の る れ ン す マ 信   

景 が それ 

で、 理 
い 論 
て 的 
  居 、 

根 性 
本 を 
的 と 

な お 
差 し 

て 言説 異 が生 

じ さ 

る れ 
か は 

ら じ 
で め 
あ る 
る や 
o い 

な 
や 

存 
在 
の 

  
旺 -W 肌 

み 
  

す 
な 
わ 
ち 

  
エ 
  
マ 
的 

意味 

v プ し 

ま、 @ 

徴 
妙 

ナ 十ん よヰ 
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な
意
味
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

信
仰
の
担
い
手
の
関
わ
り
か
た
を
無
視
し
て
信
仰
現
象
を
 捉
え
る
と
 き
 、
信
仰
の
意
味
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
 ナ
 
し
 と
に
な
る
。
た
と
 

え
 、
い
わ
ゆ
る
教
義
レ
ベ
ル
か
ら
み
れ
ば
、
無
意
味
に
思
 え
た
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
 う
 に
み
え
る
信
仰
の
事
象
 の
 背
後
に
も
、
信
仰
者
 

の
 関
わ
り
か
た
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
信
仰
の
 「
深
み
の
次
元
」
は
、
聖
典
と
か
儀
礼
な
ど
の
「
見
え
 
る
も
の
」
の
下
に
横
た
 

わ
る
自
立
的
な
領
域
で
は
な
く
、
「
見
え
る
も
の
」
と
 
不
 可
分
に
結
び
つ
い
た
、
合
理
的
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
 捉
，
 
ぇ
 き
れ
な
い
「
見
え
た
 

い
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
「
見
え
な
い
も
の
」
は
 、
 垂
直
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
の
み
 妬
 か
れ
 る
 。
 

信
仰
現
象
の
意
味
論
的
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
 そ
 の
 信
仰
現
象
の
事
実
性
を
失
 う
 こ
と
な
く
、
信
仰
の
担
 ぃ
 手
の
信
仰
的
関
わ
 

り
か
た
に
即
し
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
「
そ
れ
ら
が
与
え
 ろ
 れ
る
ま
ま
に
」
、
信
仰
の
「
深
み
の
次
元
」
を
探
究
し
な
 
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

シ
ャ
ン
カ
ラ
派
宗
教
伝
統
の
ば
あ
い
で
あ
れ
ば
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
 の
哲
学
的
思
惟
の
意
味
内
容
が
、
そ
の
パ
ロ
ー
ル
 的
 状
況
へ
と
引
き
戻
し
 

て
 理
解
さ
れ
 ば
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
、
シ
ャ
 ソ
ヵ
 ぅ
の
、
い
 わ
ゆ
る
真
作
と
い
わ
れ
る
哲
学
文
献
の
内
容
 に
 照
ら
せ
ば
、
無
意
味
 

に
 思
え
た
り
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
り
す
る
 庶
 民
的
 信
仰
事
象
も
、
そ
の
パ
ロ
ー
ル
的
状
況
へ
と
引
き
 一
 
戻
し
て
捉
え
る
と
き
、
 

信
仰
の
事
象
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
て
見
え
な
か
っ
た
 意
 味
が
 、
次
第
に
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
興
味
深
い
具
体
的
信
仰
現
象
の
 ヂ
 ー
 タ
 の
ひ
と
つ
と
し
て
、
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 派
の
宗
教
 伝
 統
 に
お
い
て
、
伝
統
 

的
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
帰
せ
ら
れ
て
き
た
著
作
に
つ
い
て
 検
 記
 し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
の
著
作
の
な
か
に
は
、
イ
ソ
 ド
 学
の
実
証
的
な
文
献
 

半
学
に
よ
れ
 ば
 、
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 白
ら
が
著
し
た
と
 考
，
 
ぇ
 ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
す
な
わ
ち
真
作
も
あ
る
も
の
の
、
 明
 ら
か
に
後
代
の
偽
作
も
か
な
 

聴
り
含
ま
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
伝
統
的
に
シ
ャ
 
ソ
ヵ
 う
 に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
大
半
が
偽
作
と
考
 え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
 宗
 

仰
 
教
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
は
、
真
作
と
 偽

作
を
識
別
し
て
、
真
作
と
考
え
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
 だ
 げ
に
依
拠
し
て
、
シ
ャ
 ソ
ヵ
 

信
 

-
 
フ
の
 哲
学
を
理
解
し
て
事
足
り
る
、
と
い
う
わ
げ
に
は
い
 か
な
い
。
偽
作
と
考
え
ら
れ
る
テ
ク
ス
ト
を
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
の
人
び
と
は
も
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に
と
っ
て
は
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
の
信
仰
現
象
を
理
解
す
る
 ぅ
 え
で
、
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
 

シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
の
山
木
 
教
 伝
統
 に
 お
い
て
は
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 は
 開
祖
と
み
な
さ
れ
、
か
れ
の
哲
学
的
思
惟
は
、
い
わ
 ば
 教
義
的
な
意
義
を
 

も
っ
て
い
る
。
今
日
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
著
作
と
み
な
さ
れ
 る
 文
献
は
、
伝
統
的
に
、
お
 ょ
 そ
 三
 0
0
 に
の
ぼ
る
。
 そ
れ
ら
の
著
作
を
大
別
 

す
る
と
、
聖
典
 に
 た
い
す
る
註
解
 書
 、
教
義
綱
要
害
、
 そ
 れ
に
講
話
（
 笘
 。
（
 
ト
曲
 
）
と
に
分
か
れ
る
。
 

シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 派
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 は
 イ
 ソ
 ド
 じ
ゅ
う
を
遊
行
し
て
廻
る
な
か
に
、
論
敵
を
破
っ
て
 、
東
西
南
北
に
そ
れ
 

ぞ
れ
僧
院
（
 ョ
り
ゎ
牙
り
 

）
を
創
設
し
た
と
い
わ
れ
る
。
イ
ソ
 ド
 に
お
い
て
は
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 は
、
一
般
的
に
「
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
」
の
名
の
あ
と
 

仁
 「
ア
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
（
 
師
 ）
」
の
語
を
付
け
加
え
て
、
「
 
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
」
と
よ
ば
れ
る
が
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
僧
院
の
長
も
 

代
々
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
 ジ
 ヤ
 と
 よ
 ば
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
と
 後
代
の
シ
ャ
 

ソ
カ
ヱ
 派
僧
院
宮
 長
 た
る
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
 と
 が
 、
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
て
ぎ
た
。
伝
統
的
に
シ
ャ
 ソ
 ヵ
う
 に
帰
せ
ら
れ
て
い
 

る
 著
作
の
な
か
に
は
、
後
代
の
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
 リ
 ヤ
 た
ち
の
著
作
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
 る
 。
 

シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 派
の
信
仰
者
た
ち
が
、
伝
統
的
に
シ
ャ
 ソ
ヵ
 う
 に
帰
せ
ら
れ
て
い
て
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
著
作
で
あ
る
 、
と
信
じ
て
い
る
 著
 

作
 の
な
か
の
大
半
は
、
イ
ソ
 ド
 学
的
文
献
学
の
研
究
成
果
 に
よ
れ
ば
、
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 自
ら
の
著
作
で
は
な
く
、
 後
 世
の
作
品
で
あ
る
。
 少
 

な
く
と
も
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
真
作
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
 、
円
 
ブ
ラ
フ
マ
・
ス
ー
ト
ラ
註
解
 L
 、
諸
司
 ウ
 バ
ニ
シ
 ャ
 ッ
ド
 註
解
 卜
 
「
バ
ガ
 ヴ
 

ア
ッ
 ド
・
ギ
ー
タ
 一
 註
解
 b
 そ
れ
に
独
立
作
品
ヨ
ウ
 パ
デ
 ｜
 シ
ャ
・
サ
ー
ハ
ス
リ
 一
 L
 と
い
う
哲
学
文
献
の
み
で
 あ
る
。
伝
統
的
に
シ
ャ
 

ソ
カ
ラ
 に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
「
 著
者
」
に
つ
い
て
は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
大
乗
 仏
 典
の
 「
著
者
」
と
よ
く
 

か ら ち 
ら め る 
で テ ん 

あ ク の 

るス o ト こと 

文 が   
献 信 イ 

学 仰 ソ 
的 の ド 

な コ の 

地 ト ヴ 
平 。 ェ 

か す l 
ら な ダ 
み わ l 
ね ち ン   
あ と 究 
ま い 者 
リ ラ た 
重 責 ち 
要 義 の 
で を ほ 
な も と 

い っ ん 

取 て ど 

る い す 
に る べ 

足 、 て 
ち と が 
な い シ 

い う ャ 

こ 具 ソ 

と 体 力 

がく 的 う 

ら な の 
か 事 真 
も 実 ィ午 

し な と 

れ 見 し 

な 過 て 
い ご 確 
が す 信 
" こ し 

信 と て 
仰 が ぬ 

ので 現き り 、 
象 な そ 
学 い れ 
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信仰の現象学 

 
 

 
 

文
献
学
的
に
、
い
わ
か
る
「
偽
作
」
と
み
な
さ
れ
る
 テ
ク
 
ス
ト
群
の
な
か
に
は
、
数
多
く
の
 讃
詩
 す
な
わ
ち
バ
ク
 
テ
ィ
頚
が
あ
る
。
 
ヱ
 

(40 の 

四 

る っ 様 い 似 てき 意義 を宿 がてか ・みる が 生 てにたた 
を 捕 た シ な ス じ シ わ か 、 は と 

ャ さ て る ャ ゆ ら シ ず こ 
、 ノ ざ l 。 ン る 

書ャ か ンあ でら が 
れ 力 る あ 
た ぅ 。 る 
も の と 。   0 件 こ 大 
が 品 ろ 乗   

る わ れ な 、 か シ 統 ら   
で れ な い ま 庶 ャ に れ が て そ は 

、 広 れ   

あ る はい " まクた テっ民ン 駒力 おる げ " そ 統 ら 周 
う い ま ス く 信 う る こ れ 的 の 知 
。 わ で ト 説 柳 沢 具 れ ら に 経 の 

ゆ 、 が 明 慣 の 休 も 
る 切 、 が 習 宗 的 の   
「 り シ つ な 教 な 哲 ク さ べ く 

偽 捨 ャ か ど 伝 借 字 ス れ て   

作 て ン な の 統 仰 文 ト て ほ ブ 
」 9 力 く 具 は 現 献 は き       
め れ う な 体 す 象 だ す た ブ ダ 
テ て 派 っ 的 べ に げ ベ テ ッ の 
ク し の て な て 当 に て ク ダ 滅 

" ス の 後 もと ラスト ま 宗教 しま 信仰 哲 、 ては 伝 ト ロ 何 
統 の か 百 

をこ パと統 伝う現学 。 象のるい めづ 的 な ら 午 
に か 出 も て ロ｜ 伝統 に た にお また の事 と、 シ に た 経 

め る い 、 実 に 両 シ 

ン ャはコっ 、 トて 鉤状 こも 。 て 伝は還者 統 、 元の ヤン 力 、 ン ノ く 力 ) 
況 の つ 的 苦 さ あ ヵ ラ ャ と ら 

に 学 れ い う の ン い 書 

へ とうめ よ （ シ のてだの コ カ り か 
ト ラ こ れ 

/ ヘ の と た 

と 死 に も 

こ な い そ ぞ とに れ 。りの ろ 

な 時 そ れ   っ 伐 れ 著 
と 題 も い と れ ず の 
の 点 っ る し て れ 理   



グ
リ
 チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
そ
れ
ら
の
 テ
 グ
ス
ト
は
、
シ
ャ
 ン
カ
ラ
派
の
宗
教
伝
統
の
パ
ロ
ー
ル
的
状
況
に
お
い
て
 、
庶
民
の
信
仰
者
の
あ
 

い
 だ
で
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
 テ
 グ
ス
ト
の
 開
示
す
る
意
味
世
界
は
、
出
家
遊
行
者
た
ち
が
依
拠
 す
 る
 シ
ャ
ン
カ
ラ
の
哲
学
 

文
献
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
シ
ャ
ン
カ
 -
 
フ
派
 伝
統
の
、
い
わ
ば
庶
民
的
信
仰
体
験
の
あ
り
方
を
言
 諒
 し
た
も
の
で
あ
る
。
 

た
と
え
ば
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
の
総
本
山
で
あ
る
シ
ュ
リ
ン
 ゲ
 ー
 り
 僧
院
の
伝
統
に
つ
た
が
る
一
般
の
信
仰
者
た
ち
 は
 、
た
と
え
シ
ャ
ン
 ヵ
 

ヲ
の
 哲
学
文
献
は
読
ま
な
く
と
も
、
 同
 
，
ハ
ジ
ャ
・
ゴ
ー
 
ヴ
 イ
 ン
バ
ク
ム
ロ
（
 

し
ゴ
 
ど
り
の
 
0
 
乱
臣
 
年
 
リ
 
ヨ
 ）
な
ど
の
、
シ
ャ
ン
 カ
 -
 
フ
に
伝
統
的
に
帰
せ
ら
 

れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
バ
グ
テ
ィ
碩
を
よ
く
暗
語
し
て
い
 る
 。
ま
た
、
シ
ュ
リ
ン
ゲ
ー
リ
の
僧
院
に
お
い
て
は
、
 毎
日
、
早
朝
に
そ
れ
ら
 

の
 譚
詩
 が
 ス
ピ
ー
カ
 一
 か
ら
流
れ
、
シ
ュ
リ
ン
ゲ
 一
リ
に
 住
む
人
び
と
の
信
仰
を
喚
起
し
て
い
る
。
 

シ
ャ
ン
カ
ラ
は
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
宗
教
伝
統
（
ス
マ
ー
ル
タ
 派
 ）
の
開
祖
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
か
れ
は
 人
 び
 と
を
救
 う
 た
め
に
 

生
ま
れ
た
「
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
」
（
絆
 
せ
ゅ
ヰ
 

。
 
宙
 ：
）
で
あ
る
 

、
と
庶
民
的
信
仰
レ
ベ
ル
で
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

シ
 ャ
 ン
カ
ラ
は
、
シ
ャ
ン
 

ヵ
ラ
 派
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
は
、
宗
教
学
で
い
う
、
 い
 わ
か
る
聖
者
で
あ
る
。
た
だ
、
聖
者
と
は
い
っ
て
も
、
 単
 な
る
聖
者
で
は
な
く
、
 

無
限
に
深
い
神
性
を
内
面
に
秘
め
た
聖
者
な
の
で
あ
る
。
 つ
ま
り
、
信
仰
者
に
と
っ
て
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
 シ
ヴ
 ァ
 神
と
同
定
さ
れ
て
い
 

る
 尊
師
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ャ
ン
 ヵ
ラ
 派
僧
院
の
長
 で
あ
る
 世
師
 す
な
わ
ち
シ
ャ
ン
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
は
 、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
化
身
 

で
あ
る
、
と
信
じ
ら
れ
て
お
り
、
信
仰
者
の
意
識
に
と
っ
 て
ほ
 、
ま
さ
に
神
的
存
在
す
な
わ
ち
「
超
越
的
な
る
も
 の
 」
な
の
で
あ
る
。
 

世
師
は
 、
出
家
遊
行
者
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
 、
ス
マ
 l
 ル
タ
派
伝
統
の
庶
民
に
と
っ
て
も
、
ま
さ
に
 唯
一
の
「
 師
 
（
ア
一
 

チ
ャ
 l
 リ
ヤ
）
」
で
あ
る
。
出
家
レ
ベ
ル
で
も
庶
民
レ
ベ
 
ル
 で
も
、
 世
師
 と
の
あ
い
だ
に
「
師
弟
関
係
」
（
 
m
 
：
 ，
隙
 せ
 ：
。
 
き
 当
手
。
）
が
成
立
 

し
て
い
る
。
出
家
遊
行
者
は
世
俗
社
会
を
捨
離
し
、
た
だ
 ひ
た
す
ら
解
脱
に
到
達
す
る
た
め
に
、
代
々
の
 世
師
か
 ら
 適
確
な
指
導
を
受
 け
 

て
い
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
庶
民
の
信
仰
者
は
、
一
般
 的
に
、
出
家
遊
行
者
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
 に
関
す
る
知
識
を
も
っ
 

て
い
る
わ
け
で
ほ
な
い
が
、
ス
マ
ー
ル
タ
派
の
信
仰
生
活
 に
お
い
て
、
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
「
恒
常
の
儀
礼
」
 宙
 @
t
 

せ
 p
.
 
ぎ
目
 呂
 ）
な
ど
の
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信仰の現象学 

シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 、
お
よ
び
 世
師
 に
た
い
す
る
、
こ
う
し
た
 庶
 民
的
 信
仰
が
、
講
話
 の
 テ
ク
ス
ト
成
立
の
背
景
を
な
し
 て
い
る
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
救
い
の
た
め
に
は
、
「
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
」
で
あ
る
 
師
 
（
す
な
わ
ち
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
）
、
あ
る
い
 
は
、
 シ
ヴ
ァ
 神
 、
ヴ
ィ
 

シ
ュ
ヌ
神
な
ど
の
神
的
存
在
に
ひ
た
す
ら
 槌
 っ
て
信
仰
す
 れ
ば
 放
 か
る
。
こ
う
し
た
信
仰
の
重
要
性
を
強
調
す
る
 講
話
す
な
わ
ち
バ
ク
テ
 

ィ
 頚
は
、
シ
ャ
 
ソ
カ
ラ
 の
著
作
と
し
て
、
長
年
の
あ
い
だ
 、
シ
ャ
 
ソ
 カ
ラ
派
伝
統
に
お
い
て
、
親
の
代
か
ら
子
の
 代
へ
、
子
の
代
か
ら
 孫
 

0
 代
へ
と
代
々
 
、
 語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
 テ
 ク
ス
ト
は
、
ま
さ
に
、
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
と
同
様
、
い
わ
 ゆ
る
「
聖
典
」
と
し
て
 

の
 信
仰
的
意
義
を
も
っ
て
き
た
。
 

そ
れ
が
親
の
代
か
ら
子
の
代
へ
、
子
の
代
か
ら
孫
の
代
へ
 と
 代
々
 、
 語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
具
体
的
な
事
 実
は
、
そ
れ
ら
が
 人
 

び
と
の
信
仰
の
営
み
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
、
た
い
へ
ん
 重
要
な
意
味
を
も
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
 い
る
。
庶
民
レ
ベ
ル
で
 

口
承
さ
れ
記
憶
さ
れ
て
き
た
信
仰
の
コ
ト
バ
が
 、
 忘
れ
 ろ
 れ
る
こ
と
な
く
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
 、
宗
教
民
俗
学
的
な
視
 

点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
れ
が
人
び
と
の
信
仰
に
と
っ
て
 、
き
 ね
 め
て
重
要
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
い
ま
も
な
お
重
要
 で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
 

を
 意
味
し
て
い
る
。
も
し
も
信
仰
的
に
重
要
で
な
け
れ
ば
 、
た
と
え
一
時
的
に
は
口
承
さ
れ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
 に
 忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
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が
ら
、
こ
う
し
た
信
仰
現
象
は
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
の
宗
教
 伝
統
に
お
い
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
、
実
際
に
続
い
て
 き
た
も
の
で
あ
る
。
 

儀
礼
を
行
な
い
、
世
俗
社
会
に
生
き
て
い
る
。
そ
う
し
た
 日
々
の
信
仰
生
活
に
お
い
て
、
人
び
と
は
病
気
な
ど
、
 実
に
さ
ま
ざ
ま
な
 

や
 苦
し
み
に
出
会
う
が
、
そ
れ
ら
の
悩
み
や
苦
し
み
を
 呪
 術
 宗
教
的
な
力
を
も
つ
と
信
じ
ら
れ
る
性
術
に
打
ち
明
 げ
よ
う
と
し
て
、
 

リ
 ソ
ゲ
ー
リ
僧
院
へ
巡
礼
に
出
か
け
 ろ
 。
こ
の
よ
う
に
し
 て
 、
性
術
（
シ
ャ
ン
カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
）
に
 ム
苫
 
い
、
 そ
の
呪
術
宗
教
的
 

に
よ
っ
て
 、
痛
 い
や
苦
し
み
が
癒
さ
れ
 救
 げ
ら
れ
た
、
 と
 い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
数
多
く
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
し
 、
ま
た
、
そ
 う
し
 

話
 集
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
信
仰
と
で
も
よ
ぶ
こ
と
の
で
き
る
 庶
民
的
信
仰
現
象
 

い
て
は
、
シ
ャ
 ソ
カ
う
 に
帰
せ
ら
れ
る
哲
学
文
献
も
 、
後
 代
の
 シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
の
哲
学
文
献
も
ま
っ
た
く
記
し
て
 は
い
な
い
。
し
か
 し に た な シ 悩 
な つ 通 カ ュ み 



こ
こ
で
は
具
体
例
と
し
て
、
ふ
た
り
だ
け
、
代
表
的
な
 讃
 詰
め
 テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
ロ
サ
 ウ
ン
ダ
ル
ヤ
・
 
ヲ
ハ
 

@
l
 ロ
。
伝
統
的
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
 作
品
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
モ
チ
ー
 フ
は
、
 母
な
る
 神
シ
 

ヤ
ー
ラ
 ダ
｜
ン
 ・
ハ
ー
（
の
 
岡
 
～
生
田
 
ヨ
す
ひ
 
）
へ
の
，
ハ
ク
テ
ィ
（
 信
愛
）
で
あ
る
。
こ
の
神
に
た
い
す
る
心
か
ら
の
バ
ク
テ
 ィ
 に
よ
っ
て
、
ま
た
 

「
サ
ウ
ン
ダ
ル
ヤ
・
 ラ
 ハ
リ
ー
ロ
の
マ
ン
ト
ラ
（
た
と
え
 ，
ぽ
 
「
お
お
 、
女
 
ハ
神
 u
 よ
 。
汝
の
下
僕
た
る
我
に
、
慈
悲
 深
い
瞥
見
を
与
え
 給
 

え
 ピ
 
コ
ミ
 ）
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
を
敬
 虔
に
 信
仰
す
る
者
は
、
こ
の
母
な
る
神
の
恩
寵
を
得
て
 
「
明
知
」
（
立
年
 
舌
 ）
 そ
 

の
も
の
で
あ
る
こ
の
神
と
一
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
 い
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
母
な
る
 神
 シ
ャ
 
・
 
｜
 ラ
ダ
ー
ン
・
 ハ
 ・
 
l
 は
 

「
最
高
の
シ
ャ
ク
テ
ィ
」
（
 や
い
 
～
 
い
 
か
 
p
F
 
（
 
@
 
）
で
あ
る
と
も
記
さ
 れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
ら
か
に
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
 の
 生
き
た
時
代
に
は
 未
 

い
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
長
の
歳
月
、
語
り
伝
え
ら
れ
る
こ
 

と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
 

讃
 
詩
は
 
、
こ
れ
ま
で
、
 

ほ
 

 
 

 
 

 
 

式
 
な
の
で
あ
る
。
 

語
り
伝
え
ら
れ
て
ぎ
た
 

讃
詩
は
 

、
今
日
、
 

ヱ
 
ク
リ
チ
ュ
ー
 

か
め
 
レ
ベ
ル
に
移
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
だ
れ
も
 

が
 
、
そ
れ
を
テ
ク
ス
 

ト
 
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
コ
ト
バ
が
 

、
ヱ
ク
 

シ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
形
で
読
ま
れ
る
よ
う
 

に
な
る
と
、
そ
の
 

テ
ク
 

ス
ト
の
具
体
的
な
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
し
な
い
で
、
 

そ
 
の
 
内
容
が
理
解
（
あ
る
い
は
誤
解
）
さ
れ
る
こ
と
も
 

可
 
能
 
に
な
る
。
し
か
し
、
 

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
 

い
 
ち
ど
 
、
パ
ロ
 

l
 
ル
的
状
況
に
引
き
戻
し
て
、
い
わ
ゆ
る
 

「
偽
作
」
の
テ
ク
ス
ト
 

派
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
、
長
年
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
 

て
 
ぎ
た
庶
民
的
信
仰
の
痕
跡
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
 

る
 
よ
 
う
 
に
思
わ
れ
る
。
 

そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
生
み
だ
 

し
た
 
シ
ャ
 
ソ
ヵ
ラ
 

派
の
庶
民
信
仰
的
基
盤
を
反
映
し
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
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シ
ャ
 ソ
カ
ヲ
 派
の
宗
教
伝
統
に
お
い
て
、
人
び
と
が
絶
対
 的
に
崇
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
神
と
と
も
に
 m
 、
す
な
 ね
 ち
、
 こ
 

の
 シ
ャ
 ソ
カ
 ヱ
 %
 伝
統
の
コ
ソ
 テ
 グ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
 世
師
 
（
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
ー
チ
ャ
ー
 
リ
 ヤ
）
で
あ
る
。
 世
 師
は
 「
生
身
解
脱
者
」
 

学
 
（
 
一
 
@
 
せ
曲
コ
ヨ
古
江
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
 

世
師
 そ
の
も
 の
が
、
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
派
の
用
語
で
い
え
 ぱ
 、
存
在
世
界
 の
 普
遍
的
な
根
本
原
理
ブ
ラ
 

残
 
フ
マ
 ソ
 （
 け
 ア
ー
ト
マ
ン
）
の
体
現
者
な
の
で
あ
る
 。

だ
か
ら
こ
そ
、
出
家
遊
行
者
に
と
っ
て
は
、
 世
師
の
 み
が
 自
 （
 
<
 
?
 
を
解
脱
へ
と
導
く
 

 
 

椰
 
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
存
在
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 こ
と
は
、
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 が
ス
マ
ー
ル
タ
派
庶
民
た
ち
の
 シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
信
仰
の
な
か
で
 

「
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
」
と
し
て
神
格
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
 
と
と
同
じ
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
 は
 、
た
と
え
ば
、
空
海
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た
 者
に
と
っ
て
は
、
こ
こ
に
教
え
ら
れ
た
真
理
が
輝
く
の
 で
あ
る
」
。
 

は
 、
シ
ャ
 
ソ
 カ
ラ
派
の
総
本
山
で
あ
る
 シ
ュ
り
 ソ
ゲ
ー
リ
 僧
院
に
お
い
て
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
 伝
 説
 的
伝
記
な
ど
に
 よ
 れ
 

ば
 、
そ
れ
は
シ
ャ
 
ソ
ヵ
ラ
 に
よ
っ
て
据
え
ら
れ
た
も
の
で
 あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
は
 、
南
 イ
ン
ド
で
 
は
よ
く
知
ら
れ
、
庶
民
 

的
 信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
 

も
う
ひ
し
Ⅰ
 つ
、
呵
ノ
ク
グ
シ
 
ブ
ー
ム
ー
ル
テ
ィ
・
ス
ト
ー
ト
 ラ
 b
 と
い
う
 テ
 グ
ス
ト
 0
 こ
の
 
テ
 グ
ス
ト
は
、
ロ
バ
 
｜
ト
 
・
グ
ス
ナ
 l
 

（
 
勾
 0
 ヴ
 
の
「
（
円
の
仁
の
の
コ
ミ
）
に
よ
る
バ
グ
テ
ィ
頚
の
文
体
 

お
 よ
び
韻
律
の
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
分
析
研
究
に
よ
れ
 ば
 、
伝
統
 的
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
に
 

帰
せ
ら
れ
て
い
る
バ
ク
テ
ィ
頚
の
な
か
で
は
、
一
概
に
 断
 冒
 す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
唯
一
、
た
ぶ
ん
 シ
 ャ
ソ
カ
ラ
 の
件
ロ
叩
で
あ
 

ろ
 う
、
 と
い
わ
れ
る
。
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こ
の
 テ
 グ
ス
ト
は
 、
 神
や
師
に
た
 い

す
る
バ
ク
テ
ィ
が
、
知
識
（
一
哉
 
コ
ぃ
 
）
を
達
成
す
る
た
 
め
に
必
須
で
あ
る
、
 
と
 

述
べ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
神
に
た
い
し
て
、
ま
た
 
神
 に
た
い
す
る
の
と
同
様
に
 、
 師
に
た
い
し
て
、
最
高
の
・
 
ハ
 グ
テ
ィ
を
も
つ
優
れ
 

だ
に
顕
著
に
展
開
し
て
い
な
か
っ
た
 タ
ソ
 ト
ラ
思
想
の
影
 響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
 

（
 
ミ
 ・
 之
 0
 
「
 
ヨ
肢
コ
蒋
 。
 
毛
コ
 
）
に
よ
る
イ
ソ
 
ド
 思
想
史
的
な
視
 座
を
踏
ま
え
た
厳
密
な
文
献
学
的
研
究
に
 よ
 れ
 ば
、
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ら
く
西
紀
一
 0
0
0
 
年
以
降
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
 る
 。
こ
の
シ
ャ
ー
ラ
ダ
ー
ソ
バ
ー
（
あ
る
い
は
、
 

シ
 ノ

ー
マ
ソ
・
フ
ラ
ウ
ソ
 

こ
の
 テ
 グ
ス
ト
は
、
お
そ
 

ャ
 ー
ラ
ダ
ー
）
神
の
神
像
 



文
献
学
的
に
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
「
真
作
」
と
し
て
考
え
 ろ
 れ
る
哲
学
文
献
の
内
容
枠
組
や
語
彙
か
ら
判
断
す
 

の
 意
義
を
強
調
す
る
 讃
 詩
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
は
、
も
ち
 ろ
 ん
 、
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 の
 作
口
叩
で
ド
 

は
七
は
い
、
 

レ
 し
い
う
こ
 
レ
し
 

ャ
ソ
ヵ
ラ
 派
の
信
仰
者
た
ち
や
イ
ン
ド
人
研
究
者
た
ち
は
 共
通
し
て
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
が
知
識
層
の
人
び
と
に
た
 

た
の
に
た
い
し
て
、
庶
民
 層
 の
 人
 び
と
の
た
め
に
 讃
詩
を
 書
き
残
し
た
の
だ
、
と
確
信
し
て
い
る
。
シ
ャ
ン
 カ
 

0
 対
象
が
異
な
れ
ば
、
そ
の
内
容
、
表
現
方
法
、
さ
ら
に
 は
語
彙
も
ち
が
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
、
と
い
 る

と
、
こ
れ
ら
バ
ク
テ
ィ
 

に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
 
シ
 

い
し
て
哲
学
文
献
を
書
い
 

う
 が
語
り
か
け
る
人
び
と
 

う
わ
 げ
で
あ
る
。
 

@
8
 
）
 

り
 ず
れ
た
か
た
ち
で
、
ス
マ
 一
 ル
タ
派
独
自
の
民
俗
的
 コ
 ス
 モ
ロ
ジ
ー
を
構
成
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

の
 真
言
密
教
に
お
い
て
、
 師
 す
な
わ
ち
 阿
闇
裂
 こ
そ
が
 弟
 子
に
と
っ
て
宇
宙
の
本
質
的
実
在
た
る
大
日
如
来
の
体
 現
 者
で
あ
る
、
と
い
う
 

修
行
僧
レ
ベ
ル
の
信
仰
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
い
っ
ぱ
 ぅ
 で
、
そ
れ
と
同
時
に
、
庶
民
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
 空
 海
が
、
い
わ
ゆ
る
大
師
 

信
仰
の
な
か
で
神
格
化
さ
れ
て
い
っ
た
信
仰
現
象
と
 パ
 -
 
プ
 レ
 ル
 を
成
し
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
ふ
た
り
の
 テ
ク
 ス
ト
も
明
示
し
て
い
る
 

よ
う
に
、
 譚
 詩
 の
 テ
ク
ス
ト
は
 、
神
 あ
る
い
は
師
に
た
い
 す
る
敬
虔
な
バ
ク
テ
ィ
（
信
愛
）
を
モ
チ
 l
 フ
と
し
て
 い
る
。
こ
う
し
た
事
実
 

は
 、
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
伝
統
に
お
け
る
庶
民
的
信
仰
の
あ
り
 方
を
示
し
て
い
る
。
 

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
不
二
一
元
論
哲
学
に
よ
れ
ば
、
周
知
の
ご
 と
く
、
神
へ
の
バ
ク
テ
ィ
は
あ
く
ま
で
も
解
脱
へ
と
 間
 接
 的
に
導
く
も
の
で
 

あ
る
。
そ
れ
は
、
不
二
一
元
論
的
思
想
の
存
在
論
的
構
造
 か
ら
み
れ
ば
、
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
 文
 献
 学
的
に
「
偽
作
」
と
 

み
な
さ
れ
る
哲
学
文
献
や
讃
 詩
の
 テ
ク
ス
ト
で
は
、
バ
ク
 テ
ィ
が
解
脱
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
尊
重
さ
 れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
 

事
実
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
の
宗
教
伝
統
に
お
け
る
具
体
的
 信
仰
現
象
を
示
す
重
要
な
資
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
伝
説
的
伝
記
 

盆
 シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
世
界
征
服
し
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
と
 6
 対
応
し
て
い
る
。
シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 の
伝
説
的
伝
記
の
 テ
ク
 ス
ト
に
お
い
て
は
、
 

無
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 の
世
界
と
有
属
性
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
 世
 界
 と
が
、
と
も
に
「
最
高
の
境
地
」
（
 
ロ
の
 
「
の
 
日
つ
い
ロ
 

の
日
）
 
と
し
て
、
優
劣
の
別
 た
 

く
、
 同
じ
次
元
仁
並
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
庶
民
的
 信
仰
の
意
味
世
界
は
、
出
家
遊
行
者
の
 ヱ
 リ
ー
ト
 的
信
 仰
の
意
味
世
界
と
か
な
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こ
う
し
た
数
多
く
の
譚
詩
 の
 テ
ク
ス
ト
は
、
文
献
学
的
に
 は
 シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
「
真
作
」
で
あ
ろ
う
が
「
偽
作
」
で
 あ
ろ
う
が
、
長
年
の
 

あ
い
だ
、
シ
ャ
 
ソ
ヵ
ラ
 派
の
人
び
と
の
あ
い
た
で
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 が
著
し
た
テ
ク
ス
ト
す
な
わ
ち
聖
典
と
し
て
 親
 し
ま
れ
て
伝
承
さ
れ
て
 

き
た
。
ま
た
、
今
日
も
な
お
、
そ
れ
ら
は
、
救
い
を
求
め
 る
 庶
民
レ
ベ
ル
の
信
仰
者
た
ち
に
と
っ
て
、
信
仰
的
な
 意
味
を
依
然
と
し
て
 失
 

っ
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
事
実
は
、
シ
ャ
 

ソ
 カ
ラ
派
の
 宗
教
伝
統
に
お
い
て
も
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
派
 や
マ
ド
 ヴ
ァ
派
な
ど
の
宗
教
 伝
 

統
 と
同
様
、
庶
民
レ
ベ
ル
で
の
信
仰
者
た
ち
は
、
 

神
 あ
る
 い
は
師
に
た
い
す
る
バ
ク
テ
ィ
を
志
向
し
て
き
た
と
い
 ぅ
 、
い
わ
ゆ
る
庶
民
的
 

信
仰
の
具
体
的
な
事
実
を
示
し
て
い
る
。
 

こ
の
、
庶
民
的
信
仰
を
反
映
し
て
い
る
 讃
詩
が
 強
調
す
る
 、
い
わ
ゆ
る
バ
ク
テ
ィ
（
信
愛
）
と
い
う
信
仰
的
志
向
 性
は
 、
構
造
論
的
に
 

み
れ
ば
、
 
い
 わ
ゆ
る
「
超
越
的
な
る
も
の
」
に
た
い
す
る
 、
信
仰
者
の
清
的
な
関
わ
り
か
た
を
基
本
構
造
と
し
、
 両
者
の
あ
 い
 だ
に
深
淵
 

が
 存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
 は
 、
人
間
存
在
が
「
超
越
的
な
る
も
の
」
た
る
神
と
連
 続
 し
て
い
る
の
で
は
な
 

く
 、
む
し
ろ
非
連
続
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
 る
 。
シ
ャ
 
ソ
 カ
ラ
派
に
お
け
る
 讃
詩
の
 テ
ク
ス
ト
に
 
よ
 れ
ば
、
す
で
に
論
じ
た
 

よ
う
に
、
こ
の
非
連
続
の
道
は
 、
 母
な
る
 神
 シ
ャ
ー
 ラ
ダ
 １
 0
 恩
寵
の
お
か
げ
で
、
人
間
存
在
の
有
限
性
を
超
 
越
す
る
こ
と
が
で
き
、
 

「
明
知
」
（
 
ヱ
 Ⅰ
 
舌
 ）
そ
れ
自
体
で
あ
る
母
な
る
神
と
一
体
 に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
派
 伝
統
に
お
け
る
信
仰
 

の
 ば
あ
い
に
は
、
最
高
神
と
人
間
存
在
と
の
あ
い
だ
に
は
 、
 越
え
が
た
い
深
淵
が
存
在
し
て
い
る
。
最
高
神
は
創
 吐
 
氾
抽
伴
 

で
よ
め
 
れ
ノ
 
、
い
っ
 ト
 
は
 

ぅ
 、
人
間
存
在
は
被
 道
 者
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
い
だ
の
 深
 淵
は
 、
究
極
的
に
も
決
し
て
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

こ
の
点
で
、
シ
ャ
ン
 
カ
 

学
う
 派
の
バ
ク
テ
ィ
と
は
、
微
妙
に
意
味
あ
い
が
 異
 な
っ
て
い
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
恩
寵
を
得
て
救
わ
れ
る
 と
し
て
も
、
信
仰
者
自
ら
が
 

職
神
と
一
体
に
な
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
 

シ
ャ
ン
カ
ラ
派
の
讃
 詩
の
 テ
ク
ス
ト
を
ひ
も
と
く
 か
ぎ
 り
 、
そ
の
庶
民
的
信
仰
の
構
 

仰
追
 は
、
人
間
存
在
と
「
超
越
的
な
る
も
の
」
と
の
 合
 

一
 性
あ
る
い
は
一
体
性
（
フ
ラ
フ
マ
ン
と
ア
ー
ト
マ
ン
 の
 一
体
性
）
を
強
調
す
る
、
 

信
 

出
家
レ
ベ
ル
で
の
信
仰
の
構
造
と
共
通
し
た
特
徴
を
も
っ
 て
い
る
。
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信
仰
の
コ
ト
バ
は
、
意
味
論
的
に
い
え
ば
、
ソ
ニ
ー
マ
 的
 意
味
と
し
て
の
「
超
越
的
な
る
も
の
」
が
意
味
連
関
の
 網
目
構
造
の
原
点
と
 

な
り
、
存
在
の
り
ア
リ
テ
ィ
が
織
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
 る
 。
そ
の
「
超
越
的
な
る
も
の
し
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
 信
仰
の
対
象
そ
れ
 自
 

体
 、
あ
る
い
は
、
存
在
の
り
 ア
り
 テ
ィ
の
本
質
そ
れ
自
体
 は
、
 多
く
の
意
味
の
可
能
性
を
内
面
に
秘
め
て
お
り
、
 多
様
な
意
味
す
な
わ
ち
 

「
超
越
的
な
る
も
の
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
潜
在
的
な
 
意
味
的
構
成
要
素
の
う
ち
、
ど
の
構
成
要
素
が
中
心
的
に
 な
っ
て
有
機
的
意
味
 

連
関
が
構
成
さ
れ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
信
仰
対
象
の
 も
つ
意
味
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
信
仰
の
意
味
世
界
は
ま
 っ
 た
く
違
っ
た
も
の
と
 

な
る
。
 

信
仰
の
コ
ト
バ
の
開
示
す
る
「
超
越
的
な
る
も
の
」
は
 、
 そ
れ
が
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
宗
教
哲
学
が
い
 う
 よ
う
な
絶
対
 無
限
定
・
非
人
格
的
 

な
 「
 無
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
で
あ
れ
、
ラ
ー
マ
ー
ヌ
ジ
ャ
 の
 宗
教
哲
学
の
根
幹
を
な
す
絶
対
右
限
定
・
人
格
的
な
 
「
 
有
 属
性
ブ
ラ
フ
マ
 

ン
 」
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
宗
教
伝
統
の
 庶
民
的
信
仰
の
対
象
で
あ
る
人
格
神
シ
ャ
ー
ラ
ダ
ー
 と
 か
世
師
 で
あ
れ
、
信
仰
 

の
 意
味
世
界
に
お
け
る
多
種
多
様
な
対
象
的
意
味
の
根
底
 に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
対
象
的
意
味
を
根
拠
づ
け
る
 根
 源
的
 意
味
で
あ
る
。
 そ
 

れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
独
自
の
コ
ス
モ
ロ
 ジ
く
 
す
 た
 ね
ち
、
意
味
世
界
を
開
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 存
 在
の
 リ
ア
 り
 テ
ィ
は
 、
 

多
様
な
信
仰
の
コ
ト
バ
の
意
味
構
造
体
で
も
っ
て
語
ら
れ
 て
い
る
の
で
あ
る
。
有
意
味
的
に
構
成
さ
れ
る
意
味
 構
 造
体
 た
る
存
在
空
間
す
 

な
わ
ち
コ
ス
モ
ス
が
異
な
れ
 ば
、
 同
じ
一
つ
の
実
在
で
も
 、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
に
 な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
 

は
あ
く
ま
で
も
言
語
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
あ
る
い
は
存
在
の
八
 意
味
分
節
 V
 の
し
か
た
の
違
い
で
あ
っ
て
、
と
も
に
 信
 仲
 の
コ
ト
バ
で
も
っ
て
 

表
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
れ
自
体
 に
 変
わ
り
は
な
い
 0
 存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
信
仰
の
 コ
ト
バ
に
よ
る
 八
 意
味
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田
 0
-
 
～
 
母
 
（
 
づ
 「
 ぎ
 。
 隈
 0
 三
下
 ヨ
 。
 隈
 。
 臣
 C
 田
 Ⅱ
の
「
 

匹
 （
 
セ
 ㌧
「
の
の
 

0
.
 

ト
の
 
㍉
 の
   

（
 
2
 ）
筆
者
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
の
総
本
山
で
あ
る
シ
ュ
リ
ン
 
ゲ
ー
リ
僧
院
を
中
心
と
し
て
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
の
宗
教
伝
統
に
お
 け
る
信
仰
現
象
を
出
花
 

家
 と
在
家
の
両
レ
ベ
ル
に
わ
た
っ
て
分
析
検
討
し
た
こ
と
が
あ
 る
 。
の
め
・
 
ぺ
 0
 の
三
打
Ⅰ
 
的
 Ⅰ
ぎ
名
 日
 ・
 つ
 ぎ
 
ト
ゑ
ま
 。
㌔
 ム
 ㏄
 ミ
こ
の
 Q
 

  

 
 

（
 
8
 ）
拙
稿
「
シ
ャ
ン
カ
ラ
と
救
い
」
「
印
度
 学
 仏
教
学
研
究
 ヒ
 

九
一
年
、
三
 0
 セ
ー
二
 二
一
頁
）
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
シ
ャ
ン
 カ
 

い
り
 -
 
悪
荘
ヒ
っ
 
㌔
 -
 
苗
 。
 め
 a
 あ
下
 
a
 Ⅰ
 a
 さ
づ
 Ⅰ
 
a
 荘
 ㌔
 ざ
 Ⅹ
 っ
 
㌔
 め
ド
あ
 
下
心
「
～
・
㌧
Ⅰ
 

（
第
四
十
一
巻
第
一
号
、
一
九
九
二
年
）
三
九
 

｜
 四
三
頁
参
照
。
 

巨
ざ
臣
ざ
コ
 の
 o
H
 

（
甘
の
し
の
 

之
 0
 旺
 二
方
 幼
 8
 「
 い
す
 Ⅰ
 ヨ
 「
 ぃ
 「
 せ
 ・
 セ
 。
 

ラ
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
信
仰
の
意
味
世
界
」
「
密
教
文
化
 

ヒ
 二
八
一
 号
 、
一
九
九
三
年
、
 

ヒ
お
 （
が
（
 
セ
 ぎ
目
コ
 
ぃ
 

C
 三
つ
の
「
 

ム
 （
 
セ
 0
 め
セ
 @
 コ
コ
ダ
 ）
の
の
 

し
 

（
 
3
 ）
拙
稿
「
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
の
（
体
験
 知
ノ
的
ト
ポ
 
ス
 」
「
思
想
 ヒ
 （
岩
波
書
店
一
九
九
二
年
八
月
号
）
一
四
 0
 ｜
一
 五
一
頁
参
照
。
 

（
 
4
 ）
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
 
シ
ャ
ン
カ
ラ
信
仰
の
意
味
構
造
」
「
印
度
牛
仏
教
学
研
究
 

ヒ
 （
第
四
 千
巻
第
一
号
、
一
九
 

二
五
 ｜
 三
九
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 
5
 ）
 
づ
苗
 
。
 め
 Q
 悪
さ
 
荘
ぃ
 
「
ヒ
ぃ
 

ざ
苗
 Q
 ふ
ミ
ト
さ
っ
荘
う
 Ⅰ
 田
ぬ
 
Q
 悪
ミ
・
の
 
往
 （
 
の
ヰ
 
・
 目
ぃ
コ
 
四
 %
 注
い
コ
 山
口
「
の
の
の
 

コ
 （
の
 
隼
 ぎ
つ
 甘
 0
 （
 
0
 の
「
 
い
 つ
甘
の
 
サ
 q
 毛
 
之
 0
 「
 日
ぃ
コ
し
 「
 
0
 毛
且
 

円
甘
 の
 由
り
 
「
Ⅱ
 
ぃ
 「
 ヰ
 0
 「
 ざ
 三
 %
 
の
の
「
 

ガ
の
ト
 ㏄
（
の
 
り
ヨ
サ
 
「
 ぎ
 ㎎
 臼
 
出
銭
Ⅱ
 ぃ
巨
 C
 里
 Ⅱ
 戟
絡
 （
 
セ
 ㌧
「
の
の
の
。
哀
切
の
）
 

（
 
6
 ）
 
刃
 0
 す
 0
 「
（
 口
 ・
 0
 Ⅰ
の
㏄
 

口
 0
 「
 ，
，
レ
の
 （
 
ヱ
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イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
一
九
五
 0 
年
代
に
成
立
し
た
「
言
葉
 ほ 
つ
い
て
の
あ
る
対
話
か
ら
」
の
中
で
、
神
学
 仁
始
ま
 っ
た
 自
ら
の
学
究
の
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留
ま
り
の
時
空
 

中
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出
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
 言
葉
は
 、
 神
を
問
 う
 神
学
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
選
び
 取
っ
た
 有
 （
の
の
 

ぎ
 ）
の
 問
 

い
の
思
索
の
由
来
で
あ
る
と
同
時
に
将
来
で
あ
る
こ
と
を
 語
っ
て
い
る
。
由
来
と
は
、
あ
る
も
の
が
そ
こ
か
ら
出
て
 来
る
根
源
で
あ
る
が
、
 

こ
こ
で
は
差
し
当
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
フ
ラ
イ
ブ
ル
 ク
の
 大
学
で
 ヵ
 ト
リ
ッ
ク
神
学
の
研
究
か
ら
出
発
し
た
 こ
と
を
意
味
し
て
い
る
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
由
来
で
あ
る
神
学
が
将
来
で
あ
 る
と
は
、
決
し
て
伝
来
の
神
学
の
研
究
が
時
間
的
に
先
 送
り
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

を
 意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
 掩
 い
て
、
 将
来
と
は
、
既
に
日
 有
 と
時
 b
 で
示
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
そ
れ
自
身
に
将
来
 

す
る
と
い
う
動
的
事
態
を
意
味
す
る
。
先
の
言
葉
は
 、
む
 し
ろ
由
来
で
あ
る
神
学
が
、
も
う
一
度
神
へ
の
問
い
に
 ま
で
還
元
さ
れ
て
問
題
 

化
し
、
す
な
わ
ち
神
学
に
 掩
 い
て
問
わ
れ
る
べ
き
神
が
伝
 来
の
神
学
の
枠
を
脱
し
て
問
題
化
し
、
そ
う
し
て
神
を
 問
 う
 こ
と
自
体
が
 、
あ
 

る
い
は
神
を
問
い
得
る
場
そ
の
も
の
が
問
い
と
な
っ
て
 将
 来
し
つ
つ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
道
を
導
い
て
行
く
 こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
そ
の
思
索
が
有
の
間
い
に
な
っ
た
こ
と
は
、
小
論
 全
体
で
考
察
し
な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
 い
 ず
れ
に
せ
 よ
、
 自
ら
の
 

由
来
で
あ
る
研
究
の
課
題
は
、
時
間
的
な
意
味
で
の
先
の
 課
題
と
し
て
単
に
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
 く
、
 問
う
べ
き
問
題
と
 

な
っ
て
、
文
字
通
り
由
来
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
遡
っ
て
 思
索
に
将
来
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
し
か
し
」
と
言
わ
 
れ
る
の
で
あ
り
、
お
 

そ
ら
く
由
来
は
、
ま
さ
に
そ
の
 ょ
 う
な
将
来
と
し
て
の
み
 真
に
由
来
と
な
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
 
う
 な
意
味
で
の
由
来
 

は
 、
思
索
が
営
ま
れ
る
限
り
有
の
間
い
の
歩
み
そ
の
も
の
 を
 根
底
か
ら
規
定
し
つ
つ
、
常
に
課
題
と
し
て
打
ち
 
当
っ
て
来
る
と
思
わ
れ
 

る
 。
そ
の
た
め
に
、
「
絶
え
ず
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
 う
ノ
 

@
 @
 
。
 

さ
て
、
第
二
に
先
の
言
葉
は
、
由
来
と
将
来
に
規
定
さ
れ
 る
 ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
の
思
索
そ
の
も
の
が
「
留
ま
り
（
 留
 さ
る
こ
と
）
臼
田
山
・
 

歩
み
を
回
顧
し
な
が
ら
、
「
こ
の
神
学
，
と
い
う
由
来
（
 

ェ
の
 
「
ガ
ロ
 

コ
ヰ
 
（
）
な
し
に
は
、
私
は
決
し
て
思
索
の
道
に
行
き
着
 
く
こ
と
は
な
か
っ
た
で
 

あ
ろ
う
。
由
来
は
、
し
か
し
絶
え
ず
将
来
（
 N
,
 
ガ
 ，
 
旺
 互
に
 留
ま
る
」
 と
 語
っ
て
い
る
。
 

@
@
 

一
見
事
実
関
係
の
み
を
表
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
 な
 単
純
な
こ
の
言
葉
の
中
に
は
、
し
か
し
幾
つ
か
の
 決
 定
 的
な
こ
と
が
語
り
 
(418)@ 28 



す
の
コ
 

）
」
の
内
に
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
留
ま
り
と
は
 

、
 決
し
て
静
止
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
 

む
 し
ろ
「
移
行
」
、
「
 道
 」
 

で
あ
り
、
独
自
の
動
性
を
も
っ
た
時
空
と
し
て
、
ハ
イ
 @
 
ア
 ッ
 ガ
 ー
の
思
索
空
間
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
 か
な
る
動
性
の
い
か
な
 

る
 時
空
で
あ
る
の
か
は
、
小
論
全
体
が
明
ら
か
に
し
て
い
 か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
小
論
は
 、
ハ
 ィ
 デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
 そ
 

の
も
の
を
「
留
ま
り
の
思
索
」
と
し
て
捉
え
る
立
場
に
立
 っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
「
留
ま
り
の
思
索
」
と
は
、
 

思
 索
 そ
の
も
の
が
独
白
の
 

動
 性
を
も
っ
た
留
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
 に
 。
留
ま
り
そ
の
も
の
を
思
索
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
 意
味
し
て
い
る
。
従
っ
 

て
 、
思
索
は
 、
 自
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
 思
 索
 す
る
と
い
う
性
質
の
も
の
に
、
あ
る
い
は
思
索
さ
れ
 る
も
の
が
当
の
思
索
 そ
 

の
も
の
を
離
れ
な
い
と
い
う
性
質
の
も
の
に
な
る
。
こ
れ
 を
言
い
換
え
れ
ば
、
留
ま
り
と
し
て
の
思
索
は
 、
 留
ま
 り
そ
の
も
の
を
思
索
す
 

る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
留
ま
り
を
思
索
す
る
思
索
は
 、
そ
れ
自
身
留
ま
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
 
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
の
思
索
 

の
 構
造
を
そ
の
へ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 解
釈
を
通
し
て
明
ら
か
に
 す
る
こ
と
が
我
々
の
目
的
で
あ
る
。
一
九
三
 0
 年
代
か
 
ら
 一
九
四
 0
 年
代
を
中
 

心
に
 遂
行
さ
れ
た
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
と
の
対
話
・
 

対
 決
に
掩
 い
て
、
「
留
ま
り
」
は
そ
の
 
鐘
語
 で
あ
り
、
 そ
 の
 意
味
で
、
と
り
わ
け
 

中
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
空
間
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
 

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
以
後
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
 く
 
「
留
ま
り
」
は
、
同
時
期
の
他
の
幾
つ
か
の
言
葉
と
同
 
様
 ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 

詩
作
か
ら
取
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 推
 側
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
最
初
に
掲
げ
た
言
葉
も
、
ヘ
ル
 ダ
ー
リ
ン
の
解
釈
を
く
 

ぐ
り
抜
け
た
と
こ
ろ
か
ら
初
め
て
自
覚
的
に
発
せ
ら
れ
 得
た
も
の
と
言
 う
 こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
 で
、
我
々
の
課
題
は
 、
 

生
 

ま
ず
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 空
荷
 作
 と
の
対
話
，
対
決
を
考
察
し
て
、
「
留
ま
り
」
の
勤
仕
 
を
 明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
 

瑚
る
 。
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
解
釈
を
通
し
て
 
取
り
出
さ
れ
る
「
留
ま
り
」
が
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
解
釈
 
の
内
の
み
な
ら
ず
、
広
く
 ハ
 

 
 

ま
イ
デ
ソ
ガ
 ー
の
思
索
空
間
に
 
拾
 い
て
決
定
的
な
意
 味
 を
も
っ
の
で
あ
れ
ば
、
何
よ
り
も
そ
の
こ
と
が
実
証
さ
 れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
 

留
 

ろ
 う
 。
そ
こ
で
我
々
は
、
そ
の
実
証
を
こ
の
時
期
の
他
 の
 論
考
を
通
し
て
行
な
っ
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
 「
留
ま
り
」
に
着
目
す
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ハ
イ
デ
 ノ
 

ラ
イ
ブ
ル
ク
 

を
扱
う
講
義
 

歌
 
ロ
イ
ス
タ
 

の
成
果
 は
、
 

リ
ソ
 解
釈
を
 

0
 間
 題
 に
あ
 カ

 ー
が
 、
 初
め
て
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
の
解
釈
を
講
義
し
 た
の
は
、
一
九
三
四
年
か
ら
一
九
三
五
年
に
か
け
て
の
 冬
 学
期
 フ
 

大
学
の
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
賛
歌
ロ
ゲ
ル
マ
ー
ニ
 ェ
ソ
ヒ
 と
 
ロ
ラ
イ
ソ
 
ヒ
 
に
 掩
 い
て
で
あ
っ
た
。
以
後
、
ヘ
ル
 ダ
ー
リ
 
ソ
 

ほ
 、
一
九
四
一
、
二
年
の
冬
学
期
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 賛
 歌
 
「
回
想
 ヒ
と
 一
九
四
二
年
の
夏
学
期
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
の
賛
 

１
 %
 
 と
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
講
義
を
も
 含
 め
た
こ
の
時
期
及
び
そ
れ
以
後
の
へ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
へ
 の
 取
り
組
み
 

後
に
著
作
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
作
の
解
明
 L
 の
中
に
ま
 と
め
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
 ヘ
ル
ダ
ー
 

一
貫
す
る
主
題
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
に
よ
っ
て
 詮
 伸
さ
れ
 た
 詩
作
の
木
質
を
思
索
す
る
こ
と
、
端
的
に
は
「
詩
作
 と
 思
索
」
 

っ
 た
と
言
 う
 こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
、
我
々
は
 、
 ハ
 イ
 デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
の
中
か
ら
最
も
 本
質
的
と
 

第
一
章
詩
作
の
木
質
 

る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
の
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
を
そ
 れ
 自
体
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、
 そ
 れ
を
ハ
 イ
デ
 "
 ガ
 ー
の
 

右
 の
 問
 い
の
思
索
全
体
に
 掩
 い
て
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
 は
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
空
間
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
 に
も
有
効
で
あ
る
こ
と
 

が
 示
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
 

@
2
@
 

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
通
し
て
、
我
々
は
、
ハ
イ
 デ
 ク
ガ
ー
の
思
索
の
事
柄
で
あ
る
と
同
時
に
思
索
そ
の
 も
の
で
あ
る
「
 留
ま
 

り
 」
の
 動
 性
を
、
「
 元
 初
デ
 コ
 f
a
 
口
的
 
）
」
と
の
連
関
に
 
掩
 い
 て
 明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 動
性
 は
 、
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
に
 

於
 い
て
、
歴
史
の
歴
史
性
を
成
す
も
の
で
あ
る
 故
 、
同
 時
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
歴
史
的
思
索
の
本
質
を
も
示
す
こ
 と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

更
に
、
そ
の
独
自
の
動
性
か
ら
、
有
の
間
い
と
神
の
問
い
 と
が
、
由
来
と
将
来
と
い
う
時
的
な
規
定
を
含
め
て
 関
 保
 す
る
こ
と
の
意
味
を
 

考
察
し
て
み
た
い
。
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と
こ
ろ
で
、
神
々
が
逃
げ
去
っ
た
祖
国
を
歌
 う
 
「
ゲ
ル
マ
 ｜
 ニ
エ
ン
」
か
ら
、
そ
の
祖
国
の
流
れ
「
ラ
イ
ン
」
 

へ
 移
行
す
る
の
は
、
 
前
 

空
述
 の
よ
う
に
後
者
が
前
者
の
根
本
気
分
の
開
く
力
の
 内
に
立
ち
つ
り
、
そ
こ
か
ら
の
新
し
い
展
開
を
詩
作
し
 て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
 

瑚
は
 、
具
体
的
に
は
「
ラ
イ
ン
」
が
神
々
と
人
間
と
の
 間
 に
立
っ
「
半
袖
 達
 」
の
本
質
を
思
索
し
、
「
流
れ
」
の
 
本
質
を
詩
作
し
て
い
る
こ
 

、
 、
、
 

 
 

@
 

さ
 
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
ず
、
「
半
袖
 
達
 」
に
関
し
 て
 言
え
ば
、
第
十
連
の
冒
頭
「
今
や
半
 神
 達
を
私
は
思
 う
 」
（
Ⅹ
 
@
 ま
）
以
下
が
「
ラ
 
イ
 

留
 

ン
 」
の
詩
作
全
体
の
転
回
軸
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
 思
 う
 
（
 
年
 ：
 ォ
 ：
）
」
に
現
れ
て
い
る
半
袖
達
へ
の
詩
人
の
 

思
い
に
は
、
次
節
で
検
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思
わ
れ
る
部
分
を
幾
っ
か
取
り
上
げ
な
が
ら
、
ハ
 イ
デ
ソ
 ガ
 ー
に
よ
っ
て
見
て
取
ら
れ
た
詩
作
の
本
質
 

に
 「
留
ま
り
」
の
 
動
 性
を
探
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
こ
か
 ら
 更
に
 、
 右
の
問
い
の
領
域
と
神
の
問
い
の
 

る
 「
聖
な
る
も
の
 宮
拐
耳
の
 
ヨ
蓋
）
」
が
取
り
出
さ
れ
る
で
 
あ
ろ
う
。
 

第
一
節
流
れ
の
詩
作
（
一
）
「
ラ
イ
ン
」
 

ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
は
、
ヘ
ル
・
タ
ー
 
リ
 ン
が
流
れ
（
 川
 ）
を
 多
 く
 詩
作
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
流
れ
 

を
 試
み
る
。
そ
こ
で
、
我
々
も
賛
歌
「
ラ
イ
ン
」
の
解
釈
 を
 考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
 

ま
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
 「
ラ
イ
ソ
」
の
解
釈
の
前
に
 ラ
イ
ソ
の
流
れ
る
地
の
詩
作
「
ゲ
ル
マ
ー
 -
 

そ
れ
 憶
 
「
ラ
イ
ソ
」
が
 、
 「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
 ェ
ン
 」
の
詩
作
 の
 圏
域
に
属
し
、
そ
の
根
本
気
分
か
ら
の
 展
 

れ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
 ェ
ソ
 」
を
 統
 べ
る
の
は
、
神
々
の
逃
亡
で
あ
り
、
古
い
 神
 

い
と
い
う
断
念
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
断
念
に
 堪
え
忍
び
つ
つ
従
 う
 こ
と
、
神
々
の
喪
失
 と
 

た
え
る
こ
と
こ
そ
は
、
神
的
な
も
の
を
待
ち
こ
が
れ
る
）
 
」
と
へ
の
唯
一
可
能
な
覚
悟
（
心
の
準
備
）
で
 

々
の
神
性
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
は
 考
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
 

@
3
@
 

「
聖
な
る
悲
し
み
に
満
ち
た
覚
悟
せ
る
窮
迫
」
と
し
て
 
取
 り
 出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

を
 考
察
し
、
同
時
に
そ
れ
ら
の
 内
 

領
域
と
を
結
び
付
け
る
と
思
わ
れ
 

0
 本
質
を
詩
作
す
る
こ
と
の
解
明
 

一
エ
 ソ
 」
の
解
釈
を
置
い
て
い
る
。
 

開
の
中
を
動
い
て
い
る
と
考
え
 ろ
 

々
を
最
早
呼
ぶ
こ
と
が
許
さ
れ
な
 

い
 う
 窮
迫
を
窮
迫
と
し
て
も
ち
こ
 

あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
 神
 

ェ
ン
 」
の
詩
作
の
根
本
気
分
が
 、
 



を
 与
え
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
発
源
す
る
も
の
 を
 規
定
す
る
故
に
、
同
時
に
終
わ
り
㊥
 口
 d
 の
）
で
も
あ
 る
 。
そ
う
で
あ
る
か
ら
 

@
8
"
 

続
し
 、
そ
う
し
て
留
ま
る
も
の
の
建
立
（
甲
田
 音
品
 ）
に
 掩
 い
て
現
在
し
て
い
る
、
か
の
 元
初
 で
あ
る
」
。
 
元
初
と
 し
て
の
根
源
は
 、
カ
 

 
 

討
 す
る
「
回
想
（
ト
コ
串
の
，
 

客
 ，
）
」
に
つ
た
が
る
 響
 ぎ
が
 感
 じ
ら
れ
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
「
思
う
」
を
詩
人
 の
な
す
思
索
と
捉
え
、
 

（
 
4
@
 

そ
こ
に
こ
の
「
ラ
イ
ソ
」
の
詩
作
に
於
け
る
詩
人
の
決
定
 的
な
立
場
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
詩
作
の
木
質
が
 、
言
 葉
の
内
に
真
有
を
樹
立
 

す
る
こ
と
（
 d
@
 

の
の
 

ヰ
 （
 
ミ
コ
 
g
d
 の
の
の
姿
 
二
 ㏄
）
で
あ
る
こ
と
は
、
 詩
作
に
関
す
る
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
の
一
貫
し
た
理
解
で
あ
 る
が
、
こ
こ
で
は
、
 
詩
 

人
の
思
索
が
半
仲
達
へ
向
か
い
、
そ
の
詩
人
の
思
索
も
ま
 た
 半
袖
達
の
真
有
を
樹
立
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
 。
そ
し
て
、
半
袖
 達
と
 

は
神
々
と
人
間
と
の
間
に
立
つ
も
の
で
あ
る
故
に
、
「
 
半
 神
 達
を
思
索
す
る
者
は
、
人
間
の
本
質
へ
の
問
い
と
、
 そ
れ
と
同
時
に
神
々
の
 

@
5
@
 

木
質
へ
の
問
い
の
中
を
動
く
」
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
半
袖
 達
の
真
有
と
は
、
神
々
と
人
間
と
い
う
絶
対
に
相
反
す
 る
 両
者
の
真
有
を
本
質
 

的
に
担
 う
と
 同
時
に
両
者
の
中
央
と
し
て
ど
ち
ら
の
真
有
 で
も
有
り
得
な
い
と
い
う
「
間
」
の
苦
し
み
を
負
う
も
 の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
 

@
6
@
 

「
運
命
」
と
呼
ば
れ
る
。
運
命
と
い
う
「
 

半
神
 達
の
真
有
 0
 名
前
」
を
名
付
け
つ
つ
、
必
然
的
に
半
仲
達
と
苦
し
み
 を
と
も
に
す
る
こ
と
 

の
 内
に
、
詩
人
の
木
質
と
使
命
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
 

他
方
、
「
流
れ
」
の
詩
作
は
、
そ
の
最
も
木
質
的
な
箇
所
 
を
 
「
一
つ
の
謎
で
あ
る
の
は
純
粋
に
発
源
し
た
も
の
、
 

ま
た
 /
 歌
に
も
ほ
と
 

ん
ど
そ
れ
を
顕
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
 / 汝
が
 元
 初
に
始
ま
っ
た
よ
 う
 に
 、
 汝
は
留
ま
る
で
あ
 ろ
 う
 か
ら
、
（
 毛
ず
片
 

ぃ
目
 
か
の
目
的
 

り
 
ワ
毛
 甲
 若
山
岸
 匡
 の
ぎ
の
 
コ
 -
 
）
」
（
（
 

せ
 @
%
 
ひ
 
Z
 串
の
）
 
と
い
 ぅ
 語
の
内
に
見
出
す
。
流
れ
と
は
、
「
元
来
道
の
な
い
 人 地
に
 軌
道
と
境
界
を
創
 

-
7
@
 

遣
 す
る
」
も
の
で
あ
る
。
神
々
の
逃
亡
以
来
、
大
地
は
道
 た
き
 も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
大
地
に
道
を
つ
げ
 ろ
 の
が
流
れ
の
役
目
な
の
 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
純
粋
に
発
源
し
た
も
の
」
に
は
 

、
発
源
す
る
流
れ
の
根
源
そ
の
も
の
あ
る
い
は
発
源
 す
 る
こ
と
、
と
発
源
し
た
 

も
の
あ
る
い
は
発
源
し
た
も
の
の
発
源
し
て
有
る
こ
と
と
 い
 う
 二
重
性
が
属
し
て
い
る
。
根
源
は
 、
 単
に
水
源
と
 し
て
水
を
送
り
出
す
の
 

み
で
は
な
い
。
「
純
粋
な
根
源
と
は
、
：
毛
の
 

力
 が
発
源
 

し
た
も
の
を
絶
え
ず
飛
び
越
し
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
飛
び
 

出
し
、
そ
れ
よ
り
 太
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こ
と
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
真
有
 を
 樹
立
す
る
詩
作
が
、
そ
れ
自
体
神
々
と
人
間
と
の
 間
 に
 立
つ
仕
業
な
の
で
あ
 

 
 

連
関
で
は
、
詩
作
が
「
神
々
の
 目
 配
せ
を
 受
 げ
と
め
て
 
民
族
へ
更
に
目
配
せ
を
送
る
 

 
  

 

  

こ
そ
、
詩
人
は
、
根
源
に
向
か
っ
て
「
汝
が
 元
 初
に
始
ま
 っ
た
よ
う
に
、
・
汝
は
留
ま
る
で
あ
ろ
う
」
と
語
り
得
る
 

の
で
あ
る
。
他
方
、
発
 

 
 

源
 し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
根
源
か
ら
発
源
し
た
も
の
と
し
 て
元
 初
 め
力
 の
内
に
あ
る
故
に
根
源
を
忘
却
す
る
こ
と
 は
な
い
。
流
れ
出
し
な
 

が
ら
も
忘
却
す
る
こ
と
な
く
絶
え
ず
 元
 初
に
繋
ぎ
と
め
ら
 れ
る
動
き
は
、
発
源
し
て
 有
 る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
 
自
 ら
の
根
源
へ
戻
り
行
こ
 

ぅ
 と
す
る
動
き
と
な
る
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
発
源
す
る
 動
 ぎ
に
は
敵
対
す
る
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
 発
源
し
た
も
の
の
本
質
 

に
、
 自
ら
へ
の
敵
対
の
 力
 を
置
き
入
れ
た
の
も
根
源
の
 カ
 で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
根
源
は
 、
 流
れ
の
 真
 右
の
内
に
 対
抗
性
を
作
り
出
す
。
 

発
源
す
る
こ
と
と
発
源
し
て
有
る
こ
と
と
の
二
重
性
か
ら
 な
る
対
抗
性
は
、
そ
の
対
抗
か
ら
し
て
初
め
て
流
れ
の
 真
有
を
成
す
も
の
で
あ
 

る
が
故
に
 、
 
一
つ
の
流
れ
の
申
で
親
密
性
（
 宙コ
 @
 
の
 す
 の
 
ざ
 ）
 と
な
る
。
こ
の
対
抗
か
ら
な
る
親
密
性
を
ど
こ
ま
で
も
 保
つ
こ
と
の
内
に
発
源
 

し
た
も
の
の
純
粋
性
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
根
源
は
 、
ど
こ
ま
で
も
根
源
の
場
に
留
ま
り
な
が
ら
、
絶
え
ず
 発
源
し
て
有
る
こ
と
を
 

作
り
出
し
て
 
カ
 を
及
ぼ
し
、
発
源
し
て
 有
 る
こ
と
は
、
 
流
 れ
る
動
ぎ
の
中
で
絶
え
ず
根
源
へ
繋
ぎ
返
さ
れ
て
い
る
 。
こ
う
し
て
、
流
れ
行
 

く
 動
き
の
中
に
「
留
ま
り
」
が
建
立
さ
れ
る
。
根
源
は
 、
 根
源
か
ら
の
流
れ
、
す
な
わ
ち
発
源
の
全
体
の
中
で
「
 留
ま
り
」
と
し
て
現
在
 

し
 、
純
粋
に
発
源
し
た
も
の
そ
の
も
の
は
「
留
ま
る
も
の
 」
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
に
発
源
 し
 た
も
の
の
 動
 性
、
と
い
 

ぅ
 こ
と
は
同
時
に
根
源
の
動
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
 

一
 つ
の
謎
、
換
言
す
れ
ば
秘
密
（
 G
e
 
毘
 ゑ
ョ
 ，
 @
"
 

）
で
あ
り
、
 「
 歌
 」
に
も
顕
に
す
る
 

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
講
中
の
こ
の
 「
 歌
 」
を
詩
作
と
し
て
捉
え
る
。
詩
作
は
 、
 決
し
て
そ
 の
動
 性
の
秘
密
を
顕
に
 

す
る
の
で
は
な
く
、
詩
作
の
言
葉
の
内
に
秘
密
を
秘
密
 と
 し
て
守
る
の
で
あ
る
。
 

空
 

以
上
、
我
々
は
 、
 大
ま
か
に
「
手
押
 達
 」
と
「
 流
 ね
 」
に
つ
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
看
取
し
た
こ
と
を
 考
 察
し
た
。
半
袖
 達
 と
は
、
 神
 

%
 
 々
と
人
間
と
の
間
に
立
っ
て
そ
の
両
者
の
中
央
の
真
 右

に
耐
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
、
こ
の
平
仲
達
 を
 思
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
 
、
そ
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他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

と
は
こ
れ
ま
 

々
の
逃
亡
の
 

世
界
の
中
で
 

し
て
自
ら
が
 

こ
と
こ
そ
、
 

と
こ
ろ
で
 

て
ま
た
神
々
 

て
は
、
決
し
 

る
。
そ
し
て
 

り
、
 
神
々
の
 

は
、
民
族
と
 

に
言
及
す
る
 

々
と
人
間
と
 

@
 
Ⅱ
 -
 

で
あ
る
」
と
 

で
 考
察
し
た
通
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
ラ
イ
ン
し
の
 
前
に
置
か
れ
た
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
 ヱ
ン
 」
は
、
詩
作
そ
の
 も
の
が
 神
 

困
窮
の
中
に
立
ら
つ
つ
、
神
々
の
神
性
を
保
持
す
る
も
の
 で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
 、
神
 な
き
 

神
性
の
到
来
を
待
つ
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
、
詩
人
は
 、
 流
れ
を
詩
作
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
さ
に
詩
作
す
る
 こ
と
を
 通
 

流
れ
そ
の
も
の
と
な
る
。
「
ラ
 イ
ソ
 」
の
詩
作
の
中
心
を
 成
す
「
半
袖
 達
 」
と
「
流
れ
」
が
詩
人
そ
の
も
の
で
あ
 る
と
い
う
 

イ
デ
ッ
ガ
 l
 の
解
釈
の
決
定
的
な
点
に
他
な
ら
な
い
の
 で
あ
る
。
 

、
 我
々
は
、
以
上
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 が
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 詩
 作
の
内
に
聞
き
取
っ
た
こ
と
を
、
人
間
一
般
、
詩
人
一
 般
 、
そ
し
 

一
般
の
事
柄
と
し
て
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
本
質
 
へ
の
問
い
し
と
言
わ
れ
て
い
る
場
合
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 に
拾
 い
 

て
 普
遍
的
抽
象
的
な
意
味
で
は
な
く
、
む
し
ろ
動
的
な
本
 質
 現
成
の
事
態
と
し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
の
で
あ
 

、
そ
の
こ
と
は
歴
史
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
 。
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 l
 に
よ
れ
ば
、
神
々
と
は
「
民
族
の
し
 神
々
で
あ
 

逃
亡
し
た
大
地
は
「
民
族
の
」
国
土
で
あ
る
。
詩
人
の
樹
 止
 す
る
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
民
族
固
有
の
言
葉
で
あ
 
る
 。
詩
人
 

神
々
と
の
間
に
立
っ
て
そ
の
真
有
を
引
き
受
け
つ
つ
、
 そ
 の
 詩
作
を
通
し
て
歴
史
を
開
く
。
そ
れ
は
、
歴
史
の
 一
 般
的
 本
質
 

こ
と
で
は
な
く
、
民
族
の
歴
史
を
語
り
出
す
こ
と
で
あ
る
 。
「
詩
作
の
言
 
述
 
（
の
。
 

m
 
呂
 ）
は
、
生
起
（
③
 "
 
臼
 蓮
實
）
 と
し
て
 神
 

@
 
印
 @
 

を
そ
の
定
め
へ
と
解
き
放
つ
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
 や
 「
詩
作
は
真
有
そ
の
も
の
の
根
本
生
起
（
の
「
 
仁
コ
色
 

g
e
 
の
の
 
ゴ
 の
 
ゴ
白
 
@
 
の
 
）
 

い
 う
 言
葉
 は
 、
詩
作
を
ま
さ
に
一
回
的
な
生
起
か
ら
 捉
，
 
ぇ
 、
そ
こ
に
歴
史
の
開
示
の
事
態
を
理
解
す
る
姿
勢
を
表
 す
も
の
に
 

で， る 
ま あ   
た ろ こ 
他 う こ 
方 。 か 
で， ら   

流 詩 
れ 人 
ま、 @ ま、 @ 

神 半 
な 神 
き 達 
大 
地 頁 0 

に道 

有 
を 

を 樹 
Ⅱム日向 立 
る 
    

す 
る 

と の 

で， み 
あ な 
  ら 

ナ ・ @ ず、 

そ そ 
の の 

流 姿 
れ 

のカ 

が半 

神 
が 、 達 

元初 

そ 
の 

と も 

し の 

て ンプ し 

の 重 
根 な 
源 る 

か     
ら と 

汲 が ， 

み 明 
取 ら 
ら か 
れ Ⅴ プ し 

る な 
    る 
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第
二
節
回
想
 

我
々
は
 、
 次
に
「
回
想
」
の
解
釈
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
前
節
で
検
討
し
た
こ
と
を
も
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、
 

ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
へ
ル
 

ダ
ー
リ
 
ソ
 解
釈
が
動
い
て
い
る
思
索
空
間
を
考
察
し
て
み
 た
い
。
も
っ
と
も
、
詩
作
「
回
想
」
の
解
釈
に
関
す
る
 限
り
、
我
々
は
、
一
九
 

四
一
、
二
年
の
冬
学
期
の
講
義
録
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 賛
 歌
 
「
回
想
 ヒ
と
 、
そ
の
講
義
を
も
と
に
書
か
れ
た
と
 思
わ
れ
る
論
文
集
「
 へ
 

ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
解
明
 b
 中
の
「
 刊
 回
想
 b
 」
と
を
 持
 っ
て
い
る
。
但
し
、
こ
こ
で
の
我
々
の
目
標
は
、
あ
く
 ま
で
 
へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 

詩
作
「
回
想
」
に
対
し
て
ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
の
思
索
の
動
く
 根
本
的
な
地
平
を
捉
え
る
こ
と
に
存
す
る
故
に
、
両
者
 の
 異
同
を
検
討
す
る
こ
 

と
は
別
の
課
題
と
な
る
。
 

さ
て
、
「
回
想
」
は
、
「
北
東
風
が
吹
く
 
、
 /
 風
の
中
で
私
 に
は
最
愛
の
風
だ
 
、
 /
 何
故
な
ら
そ
れ
は
火
の
よ
う
な
 精
神
と
よ
か
旅
路
を
 

船
乗
り
達
に
約
束
す
る
か
ら
だ
。
 

/
 し
か
し
今
は
行
け
そ
 し
て
挨
拶
せ
よ
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
。
こ
こ
で
 問
 題
 に
な
る
の
は
、
何
よ
 

り
も
風
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
風
に
思
い
を
寄
せ
る
 詩
 大
 で
あ
る
。
詩
の
始
ま
り
に
 掩
 い
て
風
と
詩
人
の
織
り
 成
す
動
性
は
、
こ
の
 詩
 

の
 最
後
の
句
「
留
ま
れ
る
も
の
を
し
か
し
、
樹
立
す
る
の
 は
 詩
人
達
で
あ
る
。
（
 毛
持
 
三
色
す
の
（
 

曲
汀
コ
 二
 %
 臼
 
Ⅰ
 @
 
の
 し
 @
c
 
す
 （
 
目
 ・
）
」
と
の
木
質
 

的
な
連
関
の
内
に
あ
り
、
従
っ
て
「
回
想
」
の
詩
作
は
 、
 こ
の
連
関
の
内
を
動
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
 
こ
 こ
で
は
 
公
ゃ
 
p
s
 
b
-
e
@
 

す
の
 
（
）
 

化
 「
留
ま
る
も
の
（
 守
 "
 四
の
 
@
 
す
の
コ
 

d
 の
）
」
と
言
葉
と
意
味
 の
上
で
区
別
す
る
た
め
、
「
留
ま
れ
る
も
の
」
と
訳
す
こ
 

と
に
す
る
。
）
 

風
は
吹
い
て
行
く
。
し
か
し
、
風
の
「
行
く
」
は
同
時
に
 風
 と
し
て
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
風
は
吹
い
て
 行
く
こ
と
に
よ
っ
 

空
て
 、
ま
さ
に
 
風
 全
体
と
し
て
は
留
ま
っ
て
い
る
。
 

詩
 人
は
 、
 思
い
を
風
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
風
と
共
に
行
 き
つ
つ
、
同
時
に
詩
人
と
し
 

瑚
 

て
は
後
に
留
ま
る
（
 N
E
 
「
 
む
 n
F
 
す
 -
 
の
 @
 
す
の
コ
 

）
。
そ
し
て
 共
 に
 行
く
こ
と
は
、
風
の
挨
拶
に
託
さ
れ
る
。
後
に
留
ま
り
 つ
つ
、
そ
の
留
ま
り
の
中
で
 

@
 

ま
 

風
の
挨
拶
に
託
し
て
思
い
を
回
ら
す
と
こ
ろ
に
、
 回
 想
 の
 動
 性
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
 

留
 

と
こ
ろ
で
、
後
に
留
ま
る
詩
人
の
挨
拶
は
、
詩
人
自
ら
が
 か
つ
て
滞
在
し
た
 南
 フ
ラ
 ソ
ス
 の
土
地
と
人
々
を
 越
，
 え
て
、
既
に
有
り
し
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う
こ
と
は
、
異
郷
で
既
に
有
り
し
神
々
と
人
間
と
の
婚
礼
 の
 祝
祭
が
、
詩
人
の
も
と
で
未
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
 と
 、
そ
の
意
味
で
将
来
 

人
間
は
各
々
固
有
の
も
の
と
な
り
、
こ
の
事
態
そ
の
も
の
 が
 
「
性
起
（
卑
の
 
@
 
の
三
の
）
」
と
名
付
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
 神
々
と
人
間
の
出
会
い
 

@
 
Ⅱ
 -
 

か
ら
は
、
「
人
間
と
神
々
と
の
間
に
立
ち
、
こ
の
日
間
口
 

を
 耐
え
通
す
者
達
の
誕
生
」
、
す
な
わ
ち
 

半
神
 達
の
誕
生
 が
 生
起
す
る
。
こ
の
 出
 

@
F
@
 

会
い
を
担
 う
 も
の
、
す
な
わ
ち
祝
祭
を
基
礎
付
け
る
「
 祝
 祭
 的
な
も
の
」
が
、
「
聖
な
る
も
の
」
で
あ
り
、
聖
な
る
 
も
の
の
 元
 切
的
な
 挨
 

拶
 が
あ
っ
て
初
め
て
、
神
々
と
人
間
と
が
相
互
に
出
会
い
 挨
拶
を
送
り
合
 う
 こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
 こ
で
は
、
聖
な
る
も
の
 

は
、
 神
々
や
人
間
と
並
ぶ
第
三
者
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
 ま
た
神
々
と
人
間
と
の
間
に
立
つ
竿
秤
 達
 で
も
な
く
、
 
神
々
と
人
間
と
の
間
の
 

出
来
事
を
越
え
包
み
な
が
ら
規
定
す
る
時
空
の
よ
う
な
も
 の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
そ
れ
は
神
々
 と
 人
間
と
の
間
に
生
起
す
 

 
 

@
M
@
 

る
 歴
史
の
成
立
の
時
空
で
も
あ
る
。
「
こ
の
 

元
 切
的
な
 挨
 拶
が
 、
歴
史
の
覆
蔵
さ
れ
た
本
質
で
あ
る
」
。
ま
た
、
 

品
 祝
祭
 し
 が
、
そ
れ
自
身
 

 
 

こ
こ
で
も
我
々
 
は
 、
歴
史
の
本
質
が
、
具
体
的
な
生
起
（
 出
来
事
）
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 
こ
 

こ
で
は
、
異
郷
ギ
リ
シ
ア
に
 掩
 い
て
、
か
つ
て
神
々
 
と
人
 間
 と
の
出
会
い
が
祝
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
あ
る
意
味
 で
 
「
聖
な
る
も
の
」
の
 

経
験
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
に
 と
っ
て
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
 る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
「
回
想
」
の
詩
作
が
、
こ
の
よ
う
な
祝
祭
 
そ
 の
も
の
で
は
な
く
、
祝
祭
を
準
備
す
る
祭
り
の
日
々
を
 名
 付
け
て
い
る
と
い
 

 
 

で
、
神
々
と
人
間
は
挨
拶
を
送
ら
れ
る
も
の
と
し
て
本
質
 を
 委
ね
合
 う
 。
「
真
の
 

@
 
は
 @
 

挨
拶
は
、
挨
拶
さ
れ
る
も
の
に
そ
の
本
質
の
鳴
り
初
め
を
 送
る
」
の
で
あ
る
。
本
質
を
委
ね
合
 う
 こ
と
（
宇
の
（
の
 

俺
 目
届
 ）
の
中
で
神
々
 と
 

（
の
の
 

由
 品
目
）
異
郷
ギ
リ
シ
ア
の
「
祝
祭
（
 鰍
 ⑨
」
、
す
な
 わ
ち
神
々
と
人
間
と
の
婚
礼
の
祝
祭
へ
向
か
う
。
「
回
想
 」
に
は
、
祝
祭
の
語
は
 

見
当
ら
ず
、
第
二
通
 で
 「
祭
り
の
日
々
（
古
色
の
（
（
 

a
g
 

の
）
」
が
 

歌
わ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
ハ
 イ
 デ
ッ
ガ
 一
は
、
 こ
の
祭
り
の
日
々
を
 

祝
祭
の
前
の
準
備
の
日
で
あ
る
と
解
す
る
。
祝
祭
と
は
、
 「
神
々
と
人
間
と
が
そ
れ
ら
の
本
質
根
拠
か
ら
相
互
に
 向
か
い
合
 う
 こ
と
（
里
甲
 (426) 36 



留まりの時空 

故
郷
に
有
っ
て
固
有
の
も
の
を
自
己
化
す
る
た
め
に
は
、
 異
郷
の
経
験
、
そ
し
て
異
郷
か
ら
の
帰
郷
が
必
要
で
あ
 る
 。
異
郷
に
有
っ
て
 

異
質
の
も
の
を
経
験
せ
ず
し
て
は
、
固
有
の
も
の
を
獲
得
 す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
精
神
は
す
な
 わ
ち
 元
 初
に
は
家
に
 

@
 
桝
 @
 

安
住
し
て
い
な
い
、
源
泉
に
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
 そ
 の
た
め
詩
人
は
、
故
郷
を
果
敢
に
忘
却
す
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
、
北
東
風
と
と
も
 

に
 船
乗
り
と
し
て
異
郷
を
遍
歴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 し
か
し
、
「
異
質
の
も
の
に
 
於
 い
て
非
故
郷
的
に
有
る
 ノ
 」
と
（
 
ヒ
 コ
ア
の
 

@
 
ヨ
 @
 
お
オ
 
の
の
三
）
 

を
 詩
作
し
つ
つ
通
過
す
る
こ
と
か
ら
、
 固
 右
の
も
の
に
 於
 い
て
詩
作
し
つ
つ
故
郷
的
に
な
る
こ
と
（
 ぎ
目
 @
 
の
 
。
 
オ
 
毛
の
「
 

口
の
 
コ
 
@
5
"
2
 
 

）
」
 

を
経
験
し
た
 

詩
 

人
は
、
故
郷
に
有
っ
て
固
有
の
も
の
の
も
と
に
留
ま
る
。
 そ
し
て
、
「
留
ま
る
こ
と
は
根
源
の
近
く
へ
行
く
こ
と
 で
あ
る
」
。
 

@
6
@
2
 
 

ま
た
、
「
 留
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「
固
有
の
も
の
の
持
つ
根
源
的
な
も
の
へ
の
帰
郷
的
帰
還
 

と
い
う
学
び
 ゃ
 く
歩
み
」
，
 

@
,
-
@
 
 

で
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
 
詩
 人

の
留
ま
り
が
、
単
な
 

る
 静
止
で
は
な
く
、
故
郷
に
有
り
つ
つ
故
郷
の
固
有
の
も
 

の
を
求
め
て
の
帰
還
、
す
な
わ
ち
 

元
初
 あ
る
い
は
源
泉
 へ
の
戻
り
行
き
で
あ
る
 

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
固
有
の
 

も
の
を
見
出
し
、
使
用
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
最
も
困
 

難
 な
こ
と
て
あ
る
」
。
 

O
@
2
"
2
 

あ
る
い
は
、
「
源
泉
へ
帰
還
し
つ
つ
根
源
へ
思
い
を
回
ら
 

す
こ
と
が
最
も
困
難
な
こ
と
で
あ
が
」
。
 

@
3
@
 

根
拠
か
ら
現
れ
 ｜
 出
で
し
め
、
そ
し
て
そ
の
根
拠
の
内
に
 

の
で
あ
る
。
移
行
 怯
 「
既
に
有
り
し
も
 

 
 

の
か
ら
到
来
す
る
も
の
へ
の
移
行
」
で
あ
る
と
同
時
に
異
 郷
か
ら
故
郷
へ
の
移
行
で
も
あ
る
。
そ
し
て
留
ま
り
と
 し
て
の
こ
の
移
行
は
 、
 

留
ま
っ
て
い
る
詩
人
の
回
想
の
中
で
生
じ
、
故
郷
に
 拾
 い
 て
 固
有
の
も
の
を
得
る
こ
と
が
・
自
ら
の
課
題
と
な
る
 。
移
行
と
は
、
「
そ
れ
 

自
ら
の
内
に
取
り
集
め
ら
れ
た
留
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
 留
 ま
り
が
一
方
と
他
方
と
を
一
つ
に
し
、
そ
う
し
て
両
者
 を
 各
々
の
留
ま
る
木
質
 

た
も
の
（
 ロ
 。
の
 G
 の
・
 
ミ
 S
 ：
。
）
と
し
て
、
回
想
す
る
者
に
打
 
ち
 当
っ
て
来
る
。
挨
拶
を
送
り
つ
つ
後
に
留
ま
っ
て
 い
 る
 者
に
、
「
固
有
の
も
 

@
 
㎎
 -
 

の
の
内
に
留
ま
り
得
る
こ
と
」
が
課
題
と
し
て
到
来
す
る
 。
既
に
有
り
し
祝
祭
か
ら
将
来
の
祝
祭
へ
の
移
行
（
 寮
 の
 
「
の
 
リ
コ
 
の
）
が
、
故
郷
に
 

の
 祝
祭
に
留
ま
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
異
郷
 で
 経
験
さ
れ
た
異
質
の
も
の
は
、
ま
だ
詩
人
自
身
の
固
 右
 の
も
の
に
な
っ
て
は
 

い
な
い
の
で
あ
る
。
今
や
、
回
想
に
 拾
 い
て
、
異
郷
で
の
 祝
祭
は
 、
 既
に
有
り
し
も
の
（
 &
 
：
 

す
な
 わ
ち
木
質
を
取
り
集
め
 



@
 
四
 @
 

さ
る
こ
と
ほ
根
源
的
な
回
想
と
し
て
本
質
現
成
す
る
」
。
 

こ
こ
か
ら
我
々
 
は
 、
「
回
想
」
を
締
め
括
る
「
留
ま
れ
る
 

も
の
を
し
か
し
、
樹
立
 

す
る
の
は
詩
人
達
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
次
の
 よ
 う
 に
言
 う
 こ
と
が
出
来
る
。
 

ま
ず
、
「
留
ま
れ
る
も
の
と
ほ
 、
 留
ま
る
も
の
で
あ
 る
 
@
8
@
@
 
 

」
。
 実
際
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 一
は
 、
ヘ
ル
ダ
 一
 リ
ン
が
「
 留

ま
れ
る
も
の
」
の
 

代
り
に
草
稿
の
中
で
「
一
つ
の
留
ま
る
も
の
」
と
書
い
て
 い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
留
ま
る
も
の
 

を
樹
立
し
得
る
た
め
 

@
 
四
 @
 

に
は
 、
詩
人
自
身
が
一
人
の
留
ま
る
者
で
有
ら
ね
ば
な
ら
 な
い
」
。
し
か
し
、
同
時
に
 
、
 留
ま
れ
る
も
の
は
留
ま
 る
こ
と
（
留
ま
り
）
で
 

@
 
㏄
 -
 

も
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
詩
人
の
詩
作
は
、
今
や
留
ま
り
 
を
 樹
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
 。
「
留
ま
れ
る
も
の
」
 

が
 
「
留
ま
る
も
の
」
と
「
留
ま
る
こ
と
（
留
ま
り
）
」
を
 

同
時
に
意
味
す
る
こ
と
の
内
に
 、
 我
々
 は
、
 ハ
 イ
 デ
ッ
ガ
 
l
 の
思
索
を
一
貫
し
 

 
 

て
 規
定
す
る
「
有
る
も
の
」
と
「
有
ヘ
る
こ
と
こ
と
の
 差
異
、
あ
る
い
 は
 差
異
と
し
て
の
 
有
 そ
の
も
の
を
看
取
 す
 る
こ
と
も
出
来
る
で
 

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
た
、
留
ま
る
こ
と
が
根
源
的
な
回
 想
 そ
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
る
時
、
留
ま
れ
る
も
の
の
 樹
立
は
 、
 自
ら
留
ま
る
 

者
 と
な
る
詩
人
自
身
の
使
命
に
は
ね
返
っ
て
来
る
。
詩
人
 は
、
 既
に
有
り
し
異
郷
の
も
の
か
ら
将
来
の
故
郷
の
も
 の
へ
の
移
行
の
現
在
に
 

立
っ
て
 、
 留
ま
り
と
し
て
の
回
想
を
引
き
受
け
 ろ
時
 、
既
 に
 自
ら
留
ま
る
者
と
な
っ
て
留
ま
れ
る
も
の
を
樹
立
し
 て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
 

こ
に
は
、
詩
人
に
の
み
課
せ
ら
れ
た
使
命
の
困
難
と
自
覚
 と
が
存
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
し
か
し
」
と
い
う
何
気
 な
い
、
し
か
し
決
定
 

的
な
言
葉
に
は
そ
の
 ょ
 5
 な
 響
き
が
込
め
ら
れ
て
は
い
な
 い
 だ
ろ
う
か
。
 

第
三
節
流
れ
の
詩
作
（
二
）
「
 ィ
 ス
タ
ー
」
 

我
々
は
、
前
節
で
「
回
想
」
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 １
 0
 解
釈
の
考
察
を
通
し
て
、
留
ま
る
こ
と
と
し
て
の
 国
 想
 の
 動
 性
を
異
質
の
 

も
の
（
異
郷
）
と
固
有
の
も
の
（
故
郷
）
と
の
間
の
移
行
 と
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
 動
 性
に
関
し
て
、
更
に
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 
は
 
「
 回
 

想
は
 、
異
郷
を
遍
歴
す
る
遍
歴
性
（
 圭
 p
n
d
 

。
「
の
り
 

オ
ぃ
 
（
（
）
 
へ
 思
い
を
回
ら
す
こ
と
に
 掩
 い
て
、
根
源
の
場
所
の
場
所
 性
 
（
 
0
 「
（
の
 

宰
 a
f
 

（
）
に
思
い
 

を
 回
ら
す
」
 

@
l
@
@
 
 

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
場
所
性
と
遍
歴
 睦
と
 の
 関
係
を
 、
 再
び
流
れ
の
詩
作
で
あ
る
「
 ィ
 ス
タ
ー
」
 の
 解
釈
を
通
し
て
検
討
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動
 性
を
規
定
す
る
。
前
節
で
見
た
 
よ
う
 に
、
人
間
八
の
精
 
神
 Ⅴ
は
 、
 差
し
当
っ
て
最
初
か
ら
家
に
安
住
し
て
、
 

つ
 ま
り
故
郷
的
に
有
る
わ
 

け
で
は
な
い
。
固
有
の
も
の
に
 
拾
 い
て
故
郷
的
に
な
る
 
ナ
 
」
と
は
、
異
質
の
も
の
を
通
過
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
 

「
非
故
郷
的
に
有
る
こ
と
に
 

旅
 し
て
 

的
に
な
る
こ
と
し
、
 

故
籠
 
D
 
-
s
@
3
 

の
動
 性
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
異
質
 

の
も
の
と
固
有
の
も
の
 

 
 

、
こ
の
 動
 性
か
ら
人
間
の
歴
史
性
も
開
か
れ
る
。
そ
し
 

  

瑚
 
「
故
郷
的
に
有
る
こ
と
 

円
 故
郷
に
親
し
ん
で
行
き
つ
 
つ
 歴
史
的
人
間
と
し
て
大
地
に
住
む
こ
と
は
、
「
一
つ
の
 

謎
 」
で
あ
る
流
れ
と
し
て
 

 
 

ら
 、
第
一
節
で
も
確
認
し
た
 
よ
う
 に
 、
 謎
を
謎
と
し
て
 
守
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
 
詩
 

-
 
㏄
 -
 

留
 

人
の
詩
作
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
想
の
本
質
も
 一
 層
 明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

ま
ず
、
流
れ
は
、
人
間
が
大
地
に
住
む
た
め
の
場
所
を
開
 き
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
そ
の
固
有
の
も
の
へ
 と
も
た
ら
す
。
流
れ
 

が
 、
ま
さ
に
人
間
の
大
地
で
の
滞
在
を
決
定
す
る
。
こ
の
 よ
う
 に
流
れ
か
ら
見
ら
れ
規
定
さ
れ
る
場
所
の
本
質
が
 場
所
性
で
あ
り
、
 
逆
 

に
 、
人
間
が
大
地
に
住
む
と
い
う
こ
と
か
ら
見
ら
れ
る
な
 ら
、
 流
れ
は
場
所
性
で
あ
る
。
他
方
、
流
れ
は
、
消
え
 去
り
行
く
も
の
で
あ
る
 

と
 同
時
に
予
感
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
、
絶
え
ざ
る
動
き
 の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
既
に
有
り
し
も
の
と
同
時
に
 来
 た
る
も
の
へ
関
わ
り
 

を
も
ち
つ
つ
、
独
自
の
遍
歴
を
な
す
。
流
れ
の
作
り
出
す
 遍
歴
の
本
質
が
遍
歴
性
と
名
付
げ
ら
れ
る
。
更
に
 、
遍
 歴
性
は
 、
大
地
に
住
む
 

人
間
が
そ
の
地
を
故
郷
と
し
て
親
し
み
行
く
こ
と
、
す
な
 わ
ち
「
故
郷
的
に
な
る
こ
と
」
を
規
定
す
る
。
「
流
れ
 は
 、
場
所
性
で
あ
り
 遍
 

暦
生
で
あ
る
」
。
 

｜
 

-
2
@
3
 
 

そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
流
れ
は
、
一
方
で
 
、
人
間
が
故
郷
的
に
な
っ
て
行
く
場
所
を
決
定
す
る
が
 故
に
「
遍
歴
性
の
場
所
 

性
 」
で
あ
り
、
他
方
で
、
故
郷
的
に
な
る
こ
と
が
そ
の
 発
 端
と
 結
末
と
を
見
出
す
場
所
は
 、
 絶
え
ず
遍
歴
の
可
能
 性
の
内
に
有
る
が
故
に
 

@
 
㏄
 @
 

「
場
所
性
の
遍
歴
性
し
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
場
所
性
と
遍
歴
性
と
の
「
覆
蔵
さ
れ
た
根
源
 的
統
 -
4
-
 

ご
か
ら
な
る
流
れ
は
、
歴
史
的
人
間
の
「
故
郷
 
的
に
有
る
こ
と
し
の
 



先
に
我
々
は
、
第
一
節
に
於
け
る
流
れ
の
詩
作
「
ラ
 イ
ソ
 」
の
解
釈
の
考
察
を
通
し
て
、
詩
人
が
流
れ
で
あ
り
、
 

ま
た
半
袖
 達
 で
あ
る
 

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
「
イ
ス
タ
ー
」
の
解
釈
 で
は
、
流
れ
は
場
所
性
と
遍
歴
性
か
ら
規
定
さ
れ
た
。
「
 
流
れ
は
、
流
れ
と
し
 

て
 、
す
な
わ
ち
遍
歴
性
と
し
て
決
し
て
源
泉
を
忘
却
す
る
 こ
と
が
出
来
な
い
、
何
故
な
ら
、
流
れ
は
、
流
れ
う
 つ
 、
す
な
わ
ち
湧
き
出
 づ
 

@
 
㏄
 @
 

っ
 、
そ
れ
自
身
常
に
源
泉
で
あ
り
、
そ
の
本
質
の
場
所
性
 に
 留
ま
る
か
ら
で
あ
る
」
。
 
ム
 「
、
詩
人
は
そ
れ
自
身
留
ま
 
る
 者
と
し
て
、
留
ま
 

り
と
し
て
の
流
れ
、
場
所
性
と
遍
歴
性
か
ら
な
る
流
れ
を
 詩
作
す
る
。
そ
し
て
こ
の
流
れ
を
詩
作
す
る
こ
と
は
、
 

異
質
の
も
の
か
ら
固
有
 

の
も
の
へ
の
、
あ
る
い
は
異
郷
か
ら
故
郷
の
源
泉
へ
の
 移
 行
 に
思
い
を
回
ら
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
故
郷
的
に
有
 る
こ
と
」
の
回
想
に
他
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
詩
人
は
流
れ
で
あ
る
と
同
時
に
半
袖
 達
 で
も
 あ
る
。
半
袖
で
有
る
と
は
、
神
々
と
人
間
と
の
「
 間
 」
 に
 立
ち
つ
つ
、
そ
の
 

間
を
耐
え
通
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
こ
の
間
の
開
 

る
 」
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
神
々
と
人
間
と
の
間
に
立
っ
 

て
 回
想
す
る
詩
人
は
 、
 流
れ
や
 平
 仲
達
を
詩
作
し
っ
 っ
、
 

げ
は
、
神
々
と
人
間
と
を
越
え
て
本
質
現
成
す
る
 聖
な
 る
も
の
に
開
か
れ
て
い
 

同
時
に
そ
の
中
で
、
 

-
 
穏
 @
 

絶
え
ず
聖
な
る
も
の
の
開
か
れ
る
場
を
準
備
し
て
い
る
と
 言
 う
 こ
と
が
出
来
る
。
回
想
の
留
ま
り
の
時
空
は
、
「
 

聖
 な
る
も
の
」
を
開
く
 

時
空
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
我
々
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 解
釈
 0
 代
表
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
、
詩
作
の
本
質
を
詩
 作
 す
る
こ
と
の
内
に
 

「
留
ま
り
」
の
 動
 性
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
を
 考
 察
し
た
。
そ
し
て
、
今
や
我
々
は
、
そ
の
留
ま
り
が
「
 聖
な
る
も
の
」
の
開
か
 

れ
る
時
空
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
至
っ
た
。
次
に
 我
 々

は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
内
に
詩
作
の
本
質
が
 詩
作
さ
れ
て
い
る
と
い
 

う
こ
と
を
洞
察
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
そ
の
も
の
の
 内
に
「
留
ま
り
」
の
 動
 性
と
「
聖
な
る
も
の
」
の
開
か
 れ
る
場
と
を
探
っ
て
 行
 

き
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
 の
 言
葉
を
聞
き
取
り
な
が
ら
進
ん
で
行
く
ハ
 イ
 デ
ッ
ガ
 １
 0
 思
索
の
姿
が
明
ら
 

か
に
な
っ
て
行
く
は
ず
で
あ
る
。
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本
章
の
課
題
は
、
前
章
で
考
察
し
た
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
 
詩
 作
 と
の
対
話
・
対
決
を
、
も
う
一
度
 右
 の
 問
 い
の
思
索
 全
体
の
中
で
捉
え
 直
 

す
こ
と
で
あ
る
。
有
の
間
い
の
展
開
の
中
で
、
ハ
イ
デ
 ソ
 ガ
 ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
の
内
に
何
を
聞
き
取
 っ
 た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

我
々
は
、
ま
ず
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
作
と
の
対
話
・
 
対
 決
の
遂
行
が
い
か
な
る
必
然
性
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
 の
か
、
そ
の
必
然
性
の
 

背
後
に
は
い
か
な
る
洞
察
が
存
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
 、
 次
い
で
そ
こ
か
ら
、
序
で
も
少
し
触
れ
た
 よ
う
 に
 、
 右
 の
 問
 い
の
遂
行
の
中
 

で
、
神
の
問
い
が
 い
 か
な
る
形
態
を
、
あ
る
い
ほ
 い
 か
な
 る
 場
所
を
取
る
も
の
と
な
る
の
か
考
察
を
試
み
た
い
。
 

第
一
節
二
ヒ
リ
ズ
ム
の
本
質
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
一
九
四
六
年
の
論
考
「
詩
人
は
何
の
 た
め
に
」
 
に
拾
 い
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
 

且
、
 

0
%
 歌
 
「
ハ
ン
と
葡
萄
酒
」
中
の
 

コ
 そ
し
て
貧
し
き
時
代
に
詩
人
は
何
の
た
め
に
」
と
い
 ぅ
 問
い
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
自
ら
の
時
代
の
も
の
と
し
て
 受
け
止
め
た
。
「
時
代
 

@
 
Ⅱ
 -
 

と
い
う
語
は
、
こ
こ
で
は
我
々
自
身
が
な
お
も
帰
属
し
 て
い
る
世
界
時
代
を
意
味
し
て
い
る
」
。
こ
の
貧
し
き
 時
 代
は
 、
ま
た
別
の
文
脈
 

で
は
、
「
逃
げ
去
っ
た
神
々
の
最
早
無
い
と
 

来
 た
る
も
の
 
の
未
 だ
無
い
」
と
い
う
「
二
重
の
欠
乏
と
無
」
に
挟
ま
れ
 
た
 時
代
と
し
て
も
捉
え
 

@
 
牝
 -
 

-
 
乾
 -
 

ら
れ
る
。
神
の
離
脱
（
 離
留
 （
 
毛
轄
す
 -
e
@
 

す
 ：
）
）
 
、
 神
の
欠
如
 に
 規
定
さ
れ
る
「
世
界
の
夜
」
は
、
根
拠
が
欠
 在
 
（
 
外
 留
 ）
す
る
（
 

a
u
 

の
 
ロ
 -
e
@
 

ヴ
 。
 
し
 

空
こ
と
に
よ
っ
て
深
淵
（
脱
塵
）
（
下
す
の
「
 隼
 口
ロ
）
に
さ
ら
 
さ
れ
、
従
っ
て
、
二
重
の
無
に
挟
ま
れ
た
「
 間
 」
の
時
空
 ほ
、
 神
の
離
 留
 、
根
拠
の
外
 

明
智
 が
 
「
留
ま
り
」
と
な
っ
て
統
べ
る
時
空
な
の
で
あ
 る
 。
し
か
し
、
そ
の
時
代
は
 、
 更
に
「
神
々
や
神
が
逃
 げ
 去
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
 
神
 

@
 

-
 
何
 -
 

ま
 

性
の
輝
き
が
世
界
歴
史
の
中
で
消
滅
し
た
」
時
代
で
 あ
る
と
も
語
ら
れ
る
。
神
性
と
は
、
「
そ
の
内
で
の
み
 、
 神
々
が
神
々
で
あ
る
 ヱ
｜
 

留
 

テ
ノ
」
 

行
 
り
 -
 で
あ
り
、
更
に
「
こ
の
エ
ー
テ
ル
の
 ヱ
レ
 メ

ン
ト
、
す
な
 
ね
 ち
、
神
性
さ
え
も
な
お
そ
の
内
で
本
質
 現
成
す
る
も
の
が
、
聖
な
る
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第
二
章
留
ま
り
と
し
て
の
 有
 



去
っ
た
神
々
の
痕
跡
の
み
が
、
神
性
の
名
残
を
留
め
る
も
 

の
と
し
て
「
聖
な
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
得
る
。
そ
し
て
 

「
歌
い
っ
 

っ
、
 
逃
げ
 
去
 

 
 

 
 

 
 

っ
た
 
神
々
の
痕
跡
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
」
が
「
貧
し
き
 

時
代
に
詩
人
で
有
る
こ
と
」
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
 

、
 逃
げ
去
っ
た
神
々
の
 

痕
跡
と
い
う
仕
方
で
の
み
認
め
ら
れ
る
「
聖
な
る
も
の
」
 

を
 詩
作
す
る
こ
と
が
詩
人
の
使
命
と
な
る
。
ハ
 

イ
ヂ
ッ
 
ガ
 @
 に
と
っ
て
、
ヘ
ル
 

タ
ー
リ
 
ソ
 は
、
時
代
の
窮
乏
の
中
で
殊
更
に
詩
人
で
有
る
 

こ
と
を
自
覚
し
、
そ
し
て
詩
作
の
本
質
を
詩
作
し
た
 

詩
 大
 で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
 

う
 な
詩
人
の
使
命
か
ら
詩
作
さ
れ
た
詩
作
の
本
質
は
前
仝
 

早
で
概
観
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

｜
は
 
、
そ
の
よ
う
な
へ
 

ル
ダ
 
一
リ
ソ
 
の
詩
作
か
ら
何
を
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
 

Ⅰ
 
カ
 0
 

先
に
見
た
よ
う
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 

ソ
 の
洞
察
し
た
神
々
 

無
 き
 時
代
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

一
 自
身
が
な
お
共
有
す
る
時
 

代
 で
あ
る
。
し
か
 

ズ
ム
 
の
自
覚
さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
 

へ
ル
ダ
 

｜
リ
ソ
 

が
 、
 神
々
の
逃
亡
し
た
後
の
「
留
ま
り
」
に
 

立
 ち
つ
つ
、
自
ら
留
ま
る
 

を
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
 

無
 と
し
て
真
摯
に
受
け
止
め
る
。
お
そ
 

ら
く
は
、
こ
の
無
を
持
ち
こ
た
え
つ
つ
、
自
ら
の
立
つ
 

「
留
ま
り
」
の
時
空
を
 

思
索
す
る
こ
と
が
思
索
者
の
使
命
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

そ
し
て
、
詩
作
が
 

、
 
神
々
の
痕
跡
を
な
お
も
唯
一
の
「
 

聖
な
る
も
の
」
と
し
て
、
 

つ
ま
り
人
間
と
神
々
を
越
え
て
本
質
現
成
す
る
「
聖
な
る
 

も
の
」
と
し
て
名
付
け
る
と
す
れ
ば
、
思
索
は
、
む
し
 

ろ
 「
聖
な
る
も
の
」
を
 

問
い
得
る
領
域
を
探
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
 

二
 ニ
ヒ
リ
ズ
ム
 

の
 歴
史
の
中
に
立
っ
て
そ
の
歴
史
を
問
い
つ
つ
、
同
時
 

に
そ
の
中
か
ら
聖
な
る
 

も
の
の
本
質
現
成
の
事
態
を
探
求
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
選
ん
だ
道
は
 

、
 ニ
ヒ
リ
 

ズ
ム
 
に
陥
っ
た
形
而
上
 

学
の
根
底
へ
帰
り
行
く
こ
と
、
換
言
す
れ
 

ば
 「
形
而
上
学
 

 
 

あ
っ
た
。
そ
の
思
索
 

-
 
㎎
 
-
 

は
 、
こ
の
移
行
そ
の
も
の
を
自
ら
の
動
く
時
空
と
し
て
 

展
 聞
 す
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
「
 

有
 そ
れ
自
身
へ
の
回
想
」
 

で
あ
り
、
形
而
上
学
 

と
 (432) 

@
 
托
 -
 

も
の
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
、
世
界
の
窮
乏
の
時
代
に
 掩
 い
 て
は
、
神
や
神
々
を
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る
神
性
そ
の
 も

の
が
失
わ
れ
、
逃
げ
 
2
 

 
 



@
 
㏄
）
 

し
て
展
開
し
た
「
歴
史
の
元
初
へ
の
回
想
」
で
も
あ
る
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
有
る
も
の
と
ほ
何
か
」
と
 
い
 う
 哲
学
の
第
一
の
問
い
と
と
も
に
、
有
る
も
の
を
有
る
 も
の
た
ら
し
め
て
 

い
る
有
が
、
形
而
上
学
の
歴
史
を
展
開
す
る
。
形
而
上
学
 は
、
 自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
問
い
に
対
し
、
有
る
も
の
が
 有
る
こ
と
（
 ェ
 ク
シ
ス
 

テ
 ソ
チ
 ア
 ）
と
有
る
も
の
で
有
る
こ
と
（
エ
ッ
セ
ソ
チ
 ア
 ）
の
二
つ
の
方
向
か
ら
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
 こ
 ぅ
 し
て
、
有
が
 、
 絶
え
 

ず
 有
る
も
の
の
方
か
ら
捉
え
ら
れ
思
惟
さ
れ
る
結
果
、
形
 面
上
半
 は
、
 有
る
も
の
一
般
を
問
 う
有
論
と
、
 有
る
も
 の
で
有
る
こ
と
を
最
も
 

充
実
し
て
い
る
最
高
の
有
る
も
の
、
す
な
わ
ち
神
を
問
 う
 神
学
と
し
て
成
立
す
る
。
有
る
も
の
そ
の
も
の
の
理
解
 が
 歴
史
と
と
も
に
ど
の
 

よ
 う
 に
展
開
し
て
も
、
形
而
上
学
の
こ
の
「
 有
 １
枠
論
的
 」
本
質
 は
 変
化
し
な
い
。
こ
う
し
て
、
形
而
上
学
は
 、
 有
を
有
る
も
の
の
方
 か
 

ら
 理
解
し
、
有
る
も
の
を
ま
さ
に
有
る
も
の
と
し
て
問
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
 有
 そ
の
も
の
を
問
 う
 こ
と
が
出
来
な
い
 の
で
あ
る
。
「
 有
 そ
れ
 

（
 
駐
 ）
 

自
身
は
、
形
而
上
学
に
 掩
 い
て
は
、
本
質
必
然
的
に
思
惟
 さ
れ
な
い
ま
ま
に
留
ま
る
」
。
こ
の
「
思
惟
さ
れ
な
い
 
ま
ま
に
留
ま
る
」
と
い
 

ぅ
 「
留
ま
り
」
こ
そ
が
、
 
有
 そ
れ
自
身
に
関
し
て
は
何
も
 無
い
形
而
上
学
の
歴
史
、
つ
ま
り
本
来
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
 と
し
て
の
形
而
上
学
の
 

歴
史
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
本
質
を
 探
求
す
る
思
索
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
留
ま
り
」
の
 究
 明
 が
ま
さ
に
問
題
と
な
 

る
 。
 

形
而
上
学
に
 於
い
 て
「
 有
 そ
れ
自
身
が
問
わ
れ
な
い
ま
 ま
に
留
ま
る
」
と
ほ
、
形
而
上
学
に
問
い
の
能
力
が
欠
如
 し
て
い
る
と
い
う
こ
 

と
 で
は
な
く
、
「
 
有
 そ
れ
自
身
 力
外
 

留
す
る
」
。
、
 

-
2
@
5
 
 

と
い
う
こ
 と
で
あ
る
。
「
 
有
 そ
れ
自
身
は
 、
 有
る
も
の
が
そ
の
内
で
 現
前
す
る
非
覆
蔵
性
 と
 

@
 
㏄
）
 

空
し
て
本
質
現
成
す
る
。
し
か
し
、
非
覆
蔵
性
そ
れ
 
自
身
 は
 、
非
覆
蔵
性
と
し
て
は
覆
蔵
さ
れ
た
ま
ま
に
留
ま
 る
 」
。
こ
こ
に
、
形
而
上
学
 

ゆ
の
本
質
は
 、
 有
の
外
 留
 、
あ
る
い
は
む
し
ろ
 外
留
と
 し
て
の
 有
 そ
れ
自
身
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
 事
態
こ
そ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 

@
 

 
 

 
 

」
か
ら
按
げ
去
る
こ
と
に
 ょ
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の
 」
の
本
質
現
成
の
事
態
を
探
求
す
る
こ
と
が
そ
の
使
命
 

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
 

詩
作
に
於
け
る
「
 
聖
な
 

っ
て
外
留
し
て
い
る
場
は
、
同
時
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
 覆
蔵
性
の
留
ま
る
場
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
非
覆
蔵
性
 そ
の
も
の
の
 外
留
と
 

覆
蔵
性
の
留
ま
り
と
は
、
一
つ
の
逗
留
所
（
 ロ
 -
e
@
 

ヴ
 し
の
 内
で
本
質
現
成
す
る
」
。
 

@
4
-
5
 
 

の
で
あ
る
。
非
覆
蔵
性
と
覆
蔵
性
 と

の
 動
 性
か
ら
な
る
 

右
の
真
性
は
、
こ
の
よ
う
に
独
自
の
「
留
ま
り
」
の
場
 へ
 の
 関
連
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
限
り
、
「
留
ま
り
」
の
場
 ほ
、
 右
の
到
来
の
場
 

と
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
場
が
、
人
間
の
本
質
と
し
 て
の
「
 現
 １
 %
 」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
我
々
は
 、
有
 そ
の
も
の
が
外
留
と
い
う
「
留
ま
り
 」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
事
態
を
考
察
し
た
。
右
の
真
性
 ほ
 、
非
覆
蔵
性
と
種
 

蔵
性
 と
の
 動
 性
か
ら
な
る
留
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
留
ま
り
 の
時
空
は
、
同
時
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
展
開
し
た
 右
 の
 歴
史
そ
の
も
の
で
あ
 

る
 。
思
索
は
 、
 留
ま
り
と
し
て
の
右
の
歴
史
の
中
で
、
 そ
 の
 留
ま
り
の
本
質
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
 自
 身
 
「
留
ま
り
」
の
場
 
と
 

な
り
、
人
間
の
本
質
を
構
成
す
る
。
そ
の
思
索
が
、
回
想
 と
し
て
の
「
 有
 歴
史
的
思
索
」
に
他
な
ら
な
い
。
 

第
二
節
 
右
 の
 問
 い
と
「
聖
な
る
も
の
」
 

我
々
は
、
前
節
で
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
本
質
を
問
う
て
行
く
 右
の
思
索
の
内
に
「
留
ま
り
」
の
 動
 性
を
考
察
し
た
。
 最
後
に
我
々
は
 、
そ
 

の
事
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
右
の
問
い
の
思
索
の
中
で
「
 聖
 な
る
も
の
」
の
問
わ
れ
得
る
領
域
を
確
認
し
、
改
め
て
 ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
 

と
 ハ
イ
デ
 ソ
ガ
 ー
の
思
索
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
  
 

我
々
は
、
ま
ず
右
の
間
 い
 と
「
聖
な
る
も
の
」
と
の
関
係
 が
 端
的
に
言
 い
表
 わ
さ
れ
て
い
る
次
の
言
葉
に
着
目
す
 る
 。
「
有
の
真
性
か
 

ら
 初
め
て
聖
な
る
も
の
の
本
質
が
思
索
さ
れ
得
る
。
 聖
な
 る
も
の
の
本
質
か
ら
初
め
て
神
性
の
本
質
が
思
索
さ
れ
 得
る
。
神
性
の
本
質
の
 

光
の
内
で
初
め
て
日
神
」
と
い
う
語
の
名
付
け
る
べ
 き
 も
 

 
 

こ
こ
で
注
意
す
べ
 き
 は
 、
 聖
な
る
も
の
そ
の
も
の
で
は
な
 く
、
 聖
な
る
も
の
の
本
質
が
思
索
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
 い
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、
も
し
こ
こ
で
の
本
質
が
、
一
般
的
性
質
の
意
味
 で
は
な
く
、
ま
さ
に
本
質
現
成
の
意
味
で
あ
る
な
ら
、
 思
索
は
、
「
聖
な
る
も
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る
も
の
」
が
人
間
と
神
々
と
を
越
え
て
本
質
現
成
す
る
と
 捉
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
そ
 0
 本
質
現
成
の
動
性
、
 

及
び
そ
の
領
域
を
有
の
問
い
の
中
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
 。
聖
な
る
も
の
を
名
付
け
る
の
は
、
あ
く
ま
で
詩
作
で
 あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
 

「
有
の
真
性
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
既
に
見
 
た
 よ
 う
 に
 、
 
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
の
形
而
上
学
の
歴
史
 の
中
を
展
開
す
る
有
の
 

真
性
か
ら
と
い
う
意
味
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 形
而
上
学
の
有
 ｜
神
 論
的
体
制
を
洞
察
し
、
そ
の
根
底
 へ
の
帰
り
行
ぎ
を
遂
行
 

す
る
思
索
は
、
そ
の
体
制
の
自
明
化
を
突
き
崩
す
こ
と
 に
よ
っ
て
、
 
一
 
・
 
神
 」
と
い
う
語
が
名
付
け
る
べ
き
も
の
の
 問
わ
れ
得
る
領
域
を
新
 

た
に
探
求
し
確
保
し
ょ
う
と
し
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
 。
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
て
神
の
問
い
が
有
の
間
い
に
 還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
 

と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
詩
作
の
言
 
口
薬
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
る
 
神
 
（
々
）
 は
、
 絶
え
ず
 思
 索
か
ら
抜
け
出
る
も
の
 

で
あ
る
だ
ろ
う
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
詩
作
の
立
場
で
 旺 下
っ
た
事
柄
を
、
思
索
の
立
場
で
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
 
。
し
か
し
、
「
思
索
 

@
 
㏄
 -
 

者
の
言
 う
 こ
と
」
と
「
詩
人
の
名
付
け
る
こ
と
」
と
が
 「
同
じ
由
来
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
直
ち
に
、
 

両
 者
が
同
じ
も
の
を
語
る
 

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
詩
作
が
思
索
の
領
域
に
 移
し
置
か
れ
る
時
、
そ
の
思
索
は
、
詩
作
さ
れ
て
い
る
 も
の
そ
の
も
の
で
は
な
 

く
 、
そ
の
詩
作
の
由
来
に
遡
っ
て
問
い
を
立
て
る
の
で
あ
 る
 。
従
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
に
放
い
て
、
「
 最
早
無
い
」
と
「
未
だ
 

無
い
」
に
挟
ま
れ
た
「
留
ま
り
」
の
中
か
ら
新
し
い
神
々
 の
 到
来
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
詩
作
 へ
 向
か
う
思
索
は
 、
新
 

し
い
神
々
で
は
な
く
、
そ
の
二
重
の
無
を
も
自
ら
の
勤
仕
 の
 内
に
含
む
よ
う
な
「
留
ま
り
」
を
問
 う
て
 行
く
。
 そ
 し
て
、
そ
の
無
の
由
来
 

空
 

が
問
わ
れ
る
時
、
神
々
の
無
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
し
て
 受
 げ
と
め
た
思
索
は
 、
 
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
本
質
を
有
の
歴
 史
 の
 元
 初
に
遡
っ
て
問
 う
と
 

棚
 

同
時
に
 、
 有
の
元
切
的
本
質
を
問
 う
 こ
と
に
よ
っ
て
 
、
 有
の
真
性
へ
の
回
想
と
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
回
想
 ほ
、
 有
の
真
性
の
問
い
の
中
 

 
 

ま
で
そ
の
本
質
現
成
の
動
性
を
思
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
て
、
 聖
な
る
も
の
の
本
質
、
神
性
の
本
質
を
問
 5
 場
 を
 聞
き
出
し
、
そ
う
し
て
 神
 

留
 

（
々
Ⅴ
の
問
い
を
準
備
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
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の
神
」
と
結
び
つ
い
て
も
お
り
、
本
論
の
内
容
と
の
関
連
 が
 究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
ら
な
い
。
 

来
は
 、
そ
こ
か
ら
有
の
思
索
の
道
に
行
き
着
い
た
と
い
う
 発
源
の
事
態
を
含
め
て
問
 い
と
 化
し
、
思
索
を
規
定
し
 続
け
る
の
で
あ
る
。
 
そ
 

の
 思
索
は
、
人
間
と
神
々
と
の
間
を
語
る
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
 の
 詩
作
か
ら
言
わ
ば
目
配
せ
を
受
け
う
っ
、
人
間
の
本
 質
を
絶
え
ず
問
題
に
す
 

る
 。
そ
し
て
人
間
の
本
質
へ
の
問
い
の
中
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
 リ
ン
の
語
る
「
聖
な
る
も
の
」
が
、
そ
の
も
の
と
し
て
 で
は
な
く
、
聖
な
る
も
 

の
の
開
け
に
通
じ
る
「
留
ま
り
の
場
」
と
い
う
形
で
受
 け
 取
ら
れ
る
。
有
の
間
い
と
神
の
問
い
と
が
接
し
得
る
場
 を
 求
め
る
努
力
が
ハ
イ
 

デ
 "
 ガ
 ー
の
思
索
を
根
底
か
ら
規
定
し
て
い
る
と
す
れ
ば
 、
 先
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
由
来
を
映
し
出
 す
 言
葉
と
し
て
支
げ
 取
 

る
こ
と
が
出
来
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
 遂
 行
は
、
 有
の
間
い
の
思
索
の
課
題
と
し
て
絶
え
ず
将
来
 に
 留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
 

結
び
 

我
々
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 ソ
 解
釈
に
出
発
点
を
取
り
、
ハ
イ
 デ
ッ
ガ
ー
の
有
の
間
い
の
思
索
を
「
留
ま
り
の
思
索
」
 と
し
て
捉
え
て
そ
の
 

構
造
を
考
察
し
た
。
そ
の
思
索
は
、
歴
史
的
な
留
ま
り
の
 内
に
立
ち
つ
つ
、
留
ま
り
と
し
て
本
質
現
成
す
る
有
を
 問
い
続
け
る
。
そ
の
 留
 

ま
り
は
、
由
来
と
将
来
と
の
独
自
の
動
性
を
も
っ
て
 、
ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
空
間
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
由
来
と
将
来
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
時
、
 

我
々
 ほ
 、
「
哲
学
へ
の
寄
与
 b
 に
 掩
 い
て
は
っ
き
り
と
 打
 ち
 出
さ
れ
て
い
る
 

「
第
一
の
 元
初
 」
か
ら
「
別
の
元
 初
 」
へ
の
移
行
、
あ
る
 い
は
二
つ
の
 元
 初
の
関
係
の
問
題
に
直
面
す
る
。
特
に
 、
 こ
の
問
題
は
「
最
後
 

こ 申ま 

し な 
た い   我 
由 々 

来 は 
ほ       
自 " し 

ら で 
の も 

j 罵 じ、 @  う 

索 一 

0 由 度 、 

来 序 
が に 

問 於 
題 い 

化 て 
す 引 
る 用 
と し 

い た 

ぅ 位山 「 
万 来 

  
み し 
問 か 
わ し 

絶えず れるこ 

と 将 
に 釆 
な に 
る 留 ま 
ネ中 ろ 

学 」 
か と 

ら か 
の う 

言葉 出発 

と を 
い 思 
う い 
白 起 
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と
こ
ろ
で
、
本
節
の
最
初
に
引
用
し
た
言
葉
は
 、
 決
し
て
 有
の
真
性
、
聖
な
る
も
の
、
神
性
、
神
八
々
Ⅴ
の
序
列
 を
 断
言
す
る
も
の
で
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八
五
年
、
用
語
解
説
一
六
ぺ
 

一
ジ
 。
一
九
三
 0
 年
代
後
半
 の
の
。
Ⅰ
 
臣
 ・
と
の
の
 

ぎ
 

の
 関
係
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
の
 や
 ・
③
・
 ぴ
ト
 Ⅱ
 ト
 

 
 

 
 

 
 

（
 け
 
7
 ）
 ピ
け
ツ
片
 

：
の
・
い
い
 
下
 ・
 

 
 

 
 

（
 
9
 ）
 ぎ
田
 ・
 
，
の
 ・
㏄
 ト
 

更
に
、
「
四
方
成
 

ガ
 ｜
 自
身
の
晩
年
の
 

本
論
と
後
期
思
想
の
 

こ
れ
ら
の
問
題
の
 

（
の
。
 
づ
 @
 
。
 
ユ
 ）
」
等
に
代
表
さ
れ
る
後
期
思
想
と
の
関
係
も
問
 

題
 に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
ハ
ィ
 デ
  
 

-
 
田
 @
 

詩
が
 
「
詩
作
よ
り
も
樹
立
す
る
も
の
に
、
 
/
 
ま
た
思
索
 ょ
 り
も
建
立
す
る
も
の
に
、
 
/
 
感
謝
は
留
ま
る
」
と
語
る
時
  
 

関
係
は
一
層
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
来
よ
う
。
 

考
察
は
別
の
機
会
に
期
し
た
い
。
 

ま
た
、
本
論
で
は
正
面
か
ら
考
察
を
行
な
わ
な
か
っ
た
が
 、
言
葉
は
、
本
論
の
主
題
を
大
ぎ
く
包
み
込
む
問
題
で
 あ
る
。
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（
Ⅲ
）
（
Ⅱ
）
 ぎ
日
 ・
・
 
P
 消
つ
 ・
な
お
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
に
 

於
け
る
「
生
起
」
と
「
歴
史
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
 有
 と
 歴
史
ハ
イ
デ
 

   
  

 

ッ
ガ
 
ー
に
於
け
る
「
生
起
」
を
巡
っ
て
」
（
京
都
宗
教
哲
学
会
編
 「
宗
教
哲
学
研
究
」
八
号
、
一
九
九
一
年
、
七
九
 

｜
 九
四
 ぺ
｜
 ジ
 ）
参
照
。
 

 
 

（
は
）
の
中
・
 
銅
 
u
.
 

四
円
Ⅱ
 

 
 
 
 
 
 

（
は
）
の
中
・
 
ナ
 
卯
の
ひ
 

（
Ⅱ
）
 @
@
 ・
・
の
・
）
 

o
u
 

（
 
巧
 ）
 
ケ
ソ
 
テ
リ
ン
グ
は
、
「
聖
な
る
も
の
」
を
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 

ン
の
 
詩
作
の
真
の
根
本
語
」
と
捉
え
て
い
る
。
Ⅱ
 ヨ
 ご
木
の
再
 
目
 ぎ
 円
目
 卜
由
卜
 ・
も
 桧
 

も
 心
さ
悪
心
さ
竃
ぬ
Ⅰ
ま
さ
㌔
Ⅱ
 

ぬ
 
@
 
薄
口
叱
叱
叱
Ⅰ
 

b
.
 （
 
Z
 の
の
左
の
・
 

ト
の
 
㏄
Ⅱ
）
・
の
・
 

い
ト
 
㏄
 
川
原
 栄
峰
 濫
訴
「
近
さ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
一
の
思
惟
」
理
想
 社
 、
一
九
八
九
年
、
 

二
 0
 八
ぺ
一
ジ
 
。
 

（
㎎
）
の
中
・
 
紹
 ，
の
Ⅱ
。
 

（
Ⅳ
）
 @
 
圧
し
・
・
の
・
の
㏄
 

（
 
m
 ）
の
中
・
 
ナ
 
い
目
Ⅱ
 

（
Ⅳ
）
の
中
・
 
銅
 
N
.
 

の
の
Ⅱ
 

（
 
初
 ）
 
日
ご
 ・
・
の
・
の
 
ひ
 

（
 
担
 ）
の
中
・
 

ナ
い
 
）
）
㏄
 

l
 コ
 の
 

（
 
羽
 ）
の
中
・
 

銅
 
N
.
 

の
）
㏄
）
 

（
 
為
 ）
の
中
・
 

銅
 
N
.
 

の
）
㏄
）
 

（
 
為
 ）
の
 卜
 Ⅰ
・
 
ナ
巾
汀
 
）
㏄
）
 

（
 
射
 ）
「
パ
ン
と
葡
萄
酒
」
の
草
稿
か
ら
。
の
中
・
ナ
四
き
・
 の
 下
 ・
 臼
 
N
.
 

の
）
㏄
の
 

（
 
為
 ）
の
中
・
ナ
四
の
Ⅱ
 

（
 
t
o
 
）
 
@
 
ヴ
ニ
 ・
・
の
・
ト
ち
 

臼
 

（
 
折
 ）
 
@
 
圧
し
・
・
の
・
ト
や
 ト
臼
 
。
 

（
 
0
0
 
）
 
ぎ
 @
 
し
 ：
の
・
ト
ち
 ち
 

（
 
杓
 ）
の
中
・
 

紹
 ・
四
）
の
 ち
 

（
㏄
）
の
中
・
 

ナ
い
 
）
ち
 
り
 



留まりの時空 

（
Ⅲ
）
 @
@
 ・
・
 

0
.
 

）
の
 

Q
 

（
㌍
）
の
や
・
㎝
 

3
.
 円
 ㏄
 の
 

（
㏄
）
 づ
四
 ・
 ぎ
日
 ・
 
-
0
.
 
ひ
の
 

（
 
田
 ）
 @
@
 ・
・
 
o
.
A
 
の
 

（
 
訪
 ）
 ぎ
ニ
 ・
・
の
・
ト
白
の
 

（
 
叶
加
 
）
二
し
プ
レ
：
の
・
 

ひ
宇
 ㏄
 ト
 

（
 
慈
 ）
 
一
 
r
@
 
Ⅰ
・
・
 

0
.
 

か
つ
 

（
 
舖
 ）
 @
 ぎ
 ・
 
，
の
 
・
）
の
の
 

（
㏄
）
 ヨ
ぎ
 ・
，
 

0
.
 

）
 
べ
ひ
 

（
 
如
 ）
 
ぎ
日
 ：
㏄
・
 ド
っ
 
の
 

（
Ⅱ
）
の
中
・
 
P
 
の
 曲
 0
 の
 

（
 
蛇
 ）
 
せ
怯
 ・
の
 
や
 ・
 ナ
い
ム
 Ⅱ
 

（
 
禰
 ）
の
 P
.
g
o
.
N
 の
の
 

（
 
巧
 ）
（
 
蝸
 ）
 
@
b
@
 

串
 ・
・
 

0
.
 

め
べ
 
㎏
 

（
 仰
 ）
 
せ
 m
-
.
 

ぎ
日
 ・
，
 

0
.
 

ぃ
 Ⅱ
 
ぃ
 

（
㎎
）
 0
 ト
 ・
の
・
 

0
.
 

㏄
㏄
 

つ
 

（
㎎
）
 ぎ
ぎ
 ：
の
・
㏄
 
ひ
 
㏄
 

（
㏄
）
 F
 ぎ
 ：
の
・
㏄
Ⅱ
 

ひ
 

（
 
目
 ）
 ヲ
 円
い
「
（
 

@
 
立
臼
 ヰ
轄
的
 
の
コ
 %
 ぎ
守
 め
も
 
き
 め
・
田
田
口
 

（
 
駝
 ）
（
㏄
）
 
ヒ
こ
 
ご
・
・
の
・
㏄
㎝
㏄
 

（
 
呂
 ）
 
日
ぎ
 ：
の
・
㏄
㎝
Ⅱ
 

（
 
臆
 ）
の
 や
 ・
 Q
 
。
 挨
 ㏄
白
ト
 

（
㏄
）
 せ
的
レ
 

・
 テ
す
田
 

・
・
 

0
.
 

㏄
 P
P
l
 

㏄
）
 

い
 

（
 
辞
 ）
の
く
 円
 
・
）
 
ひ
 ・
四
泊
ち
 
い
 

（
三
の
の
 

オ
 の
・
）
の
の
）
）
 

0
.
 

㏄
 何
つ
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序
論
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

中
期
以
降
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
索
の
内
に
ほ
・
神
と
い
う
 も
の
に
対
す
る
 相
 矛
盾
し
た
二
つ
の
態
度
が
並
存
し
て
 い
る
様
に
見
え
る
。
 

 
 

 
 

即
ち
、
一
方
に
お
い
て
彼
は
、
現
代
の
我
々
が
神
に
つ
い
 て
 沈
黙
す
る
必
要
性
を
強
調
す
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
 
信
 仰
に
属
す
る
神
学
で
あ
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
一
方
で
は
現
代
を
神
の
死
 の
時
代
と
捉
え
、
神
に
つ
い
て
は
最
早
沈
黙
す
る
以
外
に
は
な
い
 と
 言
い
な
が
ら
、
 他
 

方
 或
る
特
定
の
文
脈
で
は
神
に
つ
い
て
寧
ろ
雄
弁
に
語
っ
て
 い
 る
 。
本
稿
は
 、
 神
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
必
要
性
を
説
く
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
、
そ
れ
で
も
 

敢
え
て
神
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
理
由
を
 、
 彼
の
へ
ル
ダ
 l
 リ
ン
解
釈
を
手
掛
り
と
し
な
が
ら
探
る
試
み
で
あ
る
。
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
神
を
、
従
来
の
様
に
最
高
の
存
在
者
と
見
 倣
 す
の
 で
は
な
く
、
「
聖
な
る
も
の
」
よ
り
下
位
の
も
の
、
聖
な
る
も
 の
か
ら
人
聞
へ
 

と
 送
ら
れ
る
使
者
と
見
 倣
す
 。
聖
な
る
も
の
と
は
あ
ら
ゆ
る
 存
 在
 者
が
そ
の
本
質
を
実
現
す
る
場
で
あ
り
・
ハ
イ
デ
 ガ
一
 自
身
 
の
 言
葉
で
は
「
 真
 

理
 」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
人
間
に
対
し
て
開
示
さ
れ
る
 た
め
に
は
、
人
問
と
神
と
が
否
定
を
媒
介
と
し
て
関
わ
り
あ
 ぅ
 
「
相
克
」
が
生
起
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
 、
 神
が
た
と
え
不
在
す
る
神
で
 あ
り
、
神
に
つ
い
て
語
る
言
葉
が
沈
黙
し
つ
つ
語
る
言
離
 に
過
 ぎ
な
い
と
し
て
も
、
 

真
理
が
開
示
さ
れ
な
げ
ば
れ
な
ら
な
い
以
上
人
間
が
神
と
関
わ
 り
お
う
 こ
と
は
不
可
欠
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 神
 、
回
想
、
元
和
、
聖
な
る
も
の
、
死
す
 べ
き
者
と
不
死
な
る
者
、
相
克
、
 方
域
 

思
索
に
お
け
る
 神
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
 
｜
 

 
 

仲 

原 

孝 



が
 存
在
Ⅱ
 神
 Ⅱ
論
の
内
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
 、
そ
う
い
う
思
索
の
経
験
に
基
づ
い
た
こ
と
で
あ
る
」
 （
 
0
 （
 
す
せ
 
-
1
 
岸
 
0
@
 
ト
田
）
。
 

し
か
し
そ
 う
 言
い
な
が
ら
彼
は
 、
 或
る
特
定
の
文
脈
で
は
 神
に
つ
い
て
寧
ろ
極
め
て
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
そ
の
代
表
例
と
 

し
て
、
彼
が
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
に
つ
い
て
語
る
場
合
と
、
「
 
方
域
 」
（
の
 
窯
 @
 （
）
に
つ
い
て
語
る
場
合
と
が
挙
げ
ら
れ
 
得
る
。
神
に
つ
い
て
 語
 

ら
れ
て
い
る
の
が
も
し
も
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
解
釈
の
内
だ
 け
 で
あ
っ
た
な
ら
，
 
ぼ
、
 "
 
そ
れ
は
ハ
イ
デ
 ガ
 l
 自
身
の
思
想
 で
は
な
く
、
あ
く
ま
 

で
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
が
語
っ
て
い
る
神
に
つ
い
て
の
解
釈
に
 過
ぎ
な
い
 "
 と
 理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
た
 い
 。
し
か
し
、
そ
 う
い
 

ぅ
 仕
方
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
市
域
の
思
想
 で
あ
る
。
「
市
域
」
と
は
、
大
地
と
天
と
人
間
と
「
 
神
 」
 の
 四
者
を
一
つ
に
 集
 

め
て
い
る
本
来
的
な
世
界
を
意
味
す
る
。
市
域
の
思
想
は
 所
謂
「
後
期
」
の
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
中
心
思
想
で
あ
り
、
 従
っ
て
市
域
を
構
成
す
 

る
 四
者
の
一
つ
に
神
が
数
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
索
は
必
然
的
に
神
に
つ
い
て
表
明
 的
に
語
る
思
索
と
い
う
 

性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
 

確
か
に
、
 方
域
は
 つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
大
多
数
の
箇
所
 で
は
「
 方
域
 」
は
、
大
地
と
天
と
「
 神
 的
な
る
者
達
 と
 死
す
べ
 き
 者
達
」
 

（
 
年
 
@
 
の
の
び
（
（
目
の
す
の
 

コ
岸
コ
年
色
 

@
e
 
s
 

（
の
「
目
の
す
の
 

コ
 
）
の
四
者
を
佳
 
未
め
 る
 、
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
（
ド
ロ
・
 
し
圭
 
コ
 
ラ
卜
 
Ⅰ
 
肚
の
 

f
.
 

）
、
直
接
に
「
 

神
 」
 

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
が
 避
 げ
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
 し
 、
こ
の
「
 神
 的
な
る
者
」
の
意
味
を
具
体
的
に
説
明
 す
る
時
に
は
、
「
 神
 」
 

或
い
は
「
神
々
」
と
い
う
言
葉
が
席
路
な
く
用
い
ら
れ
て
 い
る
し
（
㌻
匹
目
 品
 -
 ゴ
良
 
Ⅰ
 
ご
 。
 
1
 
～
Ⅰ
）
 

、
 更
に
ロ
ヘ
ル
 ダ
ー
リ
ン
の
大
地
と
 

天
ヒ
 と
い
う
論
文
で
は
、
「
 神
 的
な
る
者
達
と
死
す
べ
 き
 者
達
」
の
代
り
に
、
端
的
に
「
 神
 」
と
「
人
間
」
と
 @
 わ
れ
て
い
る
宮
田
。
 

定
ヱ
目
に
 0
 
）
。
何
れ
に
し
て
も
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
、
市
域
 に
 つ
い
て
語
る
以
上
や
は
り
神
に
つ
い
て
本
語
ら
ね
ば
な
 ら
 な
 い
 の
で
あ
る
。
 

て 領 れ 
し 賢 哲 
ま に 学 
づ お に 
た い 属 
か て す 
ら は る 
で 神 神 
あ に 学 
る つ で 

。 ぃ あ 

  
は 黙 神 
何 す 学 
ら る と 
か こ い 

0 と う 

無 を も 

補 選 め 
論 ぶ を 
に 。 そ 

基彩 づ 而が れ 
い 上 成 
た 字 育 
こ の し 

と 梓 て 
で 在 来 
は Ⅱ た 

な 神 曲   
彩 佳 ら 

而 格 し 

上 が て 
学 、 経 
の 居、 験 
水 素 し 

質 に た 
の と 者 
末 づ は 
だ て 誰 

ぽ、 惟 問も 題 、 
さ 的 今 
れ な 日 

ざ も で 
る の は 

統 と 居、 
一 な 素 
性 つ め 
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思索に おけ る神 

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
議
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
で
ハ
ィ
 デ
ガ
 ー
の
テ
キ
ス
ト
を
扱
う
際
空
原
則
に
つ
い
て
述
べ
 て
お
く
必
要
が
あ
 

る
 。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
思
索
を
前
期
（
一
九
三
五
年
ま
で
）
・
 

中
期
（
一
九
四
九
年
ま
で
）
・
後
期
（
そ
れ
以
後
）
に
分
け
 

て
 考
察
す
る
と
い
う
 

こ
と
が
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
 は
 私
は
中
期
 と
 後
期
と
の
間
に
特
に
区
分
を
設
け
ず
、
両
者
を
一
ま
 と
ま
り
に
し
て
扱
う
。
 

中
期
と
後
期
と
を
分
か
つ
最
大
の
根
拠
は
、
公
刊
さ
れ
た
 作
品
の
中
で
「
性
起
」
 寓
 ，
の
 
挿
，
 
@
"
 

）
の
思
想
が
明
確
な
 形
で
語
ら
れ
る
様
に
な
り
 

る
の
が
一
九
四
九
年
以
降
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
 と
 思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
ほ
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
そ
れ
以
前
 

  

 
 

中
で
し
か
も
 単
 ・
に
日
常
的
な
意
味
に
お
い
て
で
 
は
な
 く
、
 或
る
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
言
葉
と
し
て
 

「
性
起
」
に
つ
い
て
 
語
 

し
か
し
、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 自
身
神
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
必
要
 性
 を
一
方
 

つ
い
て
表
明
的
に
語
る
に
は
、
そ
れ
相
応
の
充
分
な
根
拠
 が
な
け
れ
ば
 

如
何
な
る
根
拠
に
基
つ
い
て
神
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
 か
を
明
ら
か
 

な
る
者
達
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
理
由
も
ま
た
、
明
ら
 か
に
な
る
で
 

我
々
は
こ
の
考
察
の
手
掛
り
と
し
て
、
専
ら
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 の
へ
ル
ダ
 

神
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 を
手
掛
り
但
し
 て
 ハ
イ
デ
 ガ
 

し
て
い
る
様
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
様
な
解
明
 ほ
、
 先
ず
 詩
 

わ
れ
る
べ
き
 た
 、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
 し
 、
思
索
に
 

で
 初
め
て
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
を
捨
象
 し
 た
 思
索
そ
の
 

は
 、
空
虚
な
抽
象
論
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
 放
 こ
 ナ
 
」
で
は
、
ヘ
ル
 

ィ
デ
ガ
 ー
が
実
際
に
思
索
し
た
言
葉
と
を
、
あ
く
ま
で
 具
 体
 的
に
辿
る
 

ホ
 

で
は
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
 て
 神
に
 

な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
我
々
は
以
下
に
お
い
て
、
ハ
イ
 @
 
ァ
ガ
 ー
が
 

に
し
て
み
た
い
。
こ
の
解
明
に
よ
っ
て
 、
 彼
が
し
ば
し
ば
 「
神
駒
 

あ
ろ
う
（
結
語
）
。
 

 
 

作
 と
思
索
と
の
関
係
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
た
上
で
初
め
 

ダ
ー
リ
ン
が
実
際
に
語
っ
た
言
葉
と
、
そ
れ
を
手
掛
り
に
 

も
の
・
詩
作
そ
の
も
の
に
つ
い
て
先
ず
最
初
に
論
ず
る
と
 

せ
 よ
 詩
作
に
せ
 
よ
 、
実
際
に
語
り
出
さ
れ
た
具
体
的
な
作
 

１
 0
 思
索
を
解
明
す
る
と
い
う
の
は
、
相
容
れ
な
い
立
場
 

｜
リ
ソ
 解
釈
を
取
り
上
げ
る
。
一
見
す
る
と
、
詩
作
の
立
 場
か
ら
 

を
 混
同
 

て
 行
な
 

ロ
 
叩
の
内
 

し
て
 ハ
 

い
う
の
 

こ
と
か
ら
議
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。
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し へ 解   第 
  

こ 配 置 て 
中ネ 

の 

不 

ら 味 

ハ か 

し ぅ 

取 

。 求 最 

。 ョ だ 
被 す 初 

、 背 彼 

  
  
二 死 を   l 」 要 
チ の 求 味 めら に 」。 る @3@ 神 な ヱ 持 す 

と に に か か 
を 我 「 れ も 
" 々 中 た 知 

明 は 期 こ れ 
ら 以 」 と な 
か 丁 と が い し にす 知ら 。 論 の 呼 は 
る 考 れ れ か 
で め て て し 
あ 中 い い   

  
  
  
  
さ め か 九 
れ 余 ら 三   
八年 ないとい @ ま 、 
う 。 一 ケブ L 
こ 更 触 書 

5
4
 

れ
た
著
作
の
み
か
ら
彼
の
思
想
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
 か
っ
た
時
代
に
は
、
中
期
と
後
期
と
の
区
分
も
そ
れ
は
 り
の
意
味
を
持
ち
得
た
 

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
講
義
録
や
覚
え
書
き
が
 ま
だ
全
集
と
し
て
公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
専
ら
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
生
前
に
公
刊
さ
 

  



て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
 

ニ
ー
チ
ェ
は
「
 神
 」
と
い
う
概
念
を
代
表
的
に
用
い
て
い
 る
が
、
彼
は
こ
の
言
葉
の
も
と
で
遥
か
に
普
遍
的
な
内
 容
を
考
え
て
い
る
。
 

ニ
 @
 チ
ェ
の
語
る
「
 神
 」
と
い
う
言
葉
は
、
感
性
的
な
世
 界
 に
価
値
や
目
的
や
根
拠
を
与
え
る
「
超
感
性
的
世
界
 」
一
般
を
含
意
し
て
い
 

る
 。
何
故
な
ら
、
仮
に
狭
い
意
味
で
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
 を
 信
ず
る
こ
と
が
拒
否
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
代
替
 物
 と
し
て
「
理
想
」
 

「
理
性
」
「
道
徳
法
則
」
等
が
、
感
性
的
な
世
界
に
意
味
 
や
 価
値
を
与
え
る
超
感
性
的
な
存
在
と
し
て
承
認
さ
れ
て
 い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
 

は
 依
然
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
同
一
の
存
在
理
解
の
枠
組
 み
が
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
 轟
 -
.
 
才
 毛
 。
Ⅰ
 
毛
 @
2
 ）
 
ミ
 ・
）
 
0
 「
 神
 

の
死
 」
と
は
、
総
じ
て
超
感
性
的
な
世
界
が
そ
の
無
制
限
 な
 影
響
力
を
喪
失
し
、
非
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
 ま
っ
た
、
と
い
う
事
態
 

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
 つ
め
 
-
.
 
三
毛
。
出
自
 蛍
の
 
）
。
 
神
に
対
す
る
不
信
仰
は
、
こ
の
様
な
意
味
で
の
神
の
死
の
 帰
結
に
過
ぎ
な
い
。
 

神
へ
の
不
信
仰
と
言
っ
て
も
、
そ
こ
で
は
信
仰
は
何
ら
か
 の
 主
体
的
な
決
断
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
で
は
 な
い
。
現
代
の
世
界
に
 

お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
超
感
性
的
な
存
在
に
つ
い
て
語
る
 こ
と
自
体
が
無
意
味
で
空
虚
な
行
為
を
し
か
意
味
し
得
 な
く
な
っ
て
い
る
の
で
 

神
 
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
狂
人
」
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
 

即
訪
 し
み
潮
美
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
世
界
 そ
 で

は
、
神
が
死
ん
だ
と
高
ら
か
に
語
る
狂
人
の
言
葉
を
 、
 

の
も
の
が
こ
の
様
な
世
界
で
あ
る
以
上
、
神
に
つ
い
て
 何
 他

な
ら
ぬ
不
信
仰
な
人
々
が
 

を
 語
っ
て
も
そ
れ
ほ
最
早
生
 

 
 

索
虚
 な
先
言
と
し
て
し
か
響
き
得
な
い
。
ハ
イ
デ
 ガ
 @
 が
 神
に
つ
い
て
沈
黙
す
る
必
要
性
を
語
る
理
由
は
ま
さ
 に
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
 

思
 

る
 。
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い
 」
こ
と
を
嘆
い
て
立
ち
去
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

の
事
柄
だ
と
考
え
ら
れ
 

ね
 た
 

人
々
 

る
の
 

 
 

叩
 狂
人
 b
 （
 蒋
 「
（
 0
 鮭
 主
簿
 め
 
c
 ゴ
 ）
と
題
す
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
 
で
は
、
「
狂
人
」
の
周
囲
で
彼
の
言
葉
を
聞
い
て
い
た
 

「
神
を
信
じ
な
い
 

」
が
 、
 神
の
死
を
告
げ
る
狂
人
の
言
葉
の
真
意
を
全
く
理
 解
 で
き
ず
に
彼
を
「
 噸
笑
 」
 し
或
ぃ
は
 「
 訪
 し
ん
で
」
 

（
す
の
守
の
 

5
%
0
 
（
）
 い 

で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
様
な
人
々
の
態
度
を
見
て
狂
人
は
 、
 神
の
死
と
い
う
恐
る
べ
き
出
来
事
が
「
未
だ
人
々
の
 耳
 に
届
い
て
い
な
 



余
り
に
も
愛
し
き
 汝
ら
 過
ぎ
去
り
し
者
達
 よ
 !
 

我
が
魂
は
汝
ら
の
 許
 へ
と
逆
行
し
て
は
な
ら
ぬ
の
だ
。
何
 故
 な
ら
 

最 な ハ る 形 は な 在 い 
早 っ イ さ 。 而 、 い で て 従 

      砕 い 最 土 神 。 あ の っ 

ぶ に 早 
      こ し 私 

と え に っ が は イ 

て 、 一 デ - 神 神 
は 語国、 のは し こ 丸 ガ 
さ め か ま の 三     

覚 ら   的 く 

。 の 現 （ ナ ノ 

姿 わ 従 釆 の 円丘 三 し 

の に 年 た な れ 
し 

  至 考え方 福 神々を はこう （所謂 

  ノ "@ 、 " 
  な と 
  る 

者 ま、へ 呼ぶこした 者 「中期」 ｜ 

と え の ル 

を 方 始 ダ   を 圭い 達 の     
  

    
か 瞭 に ン 

    ら に へ の 
    

詩作 断固と と 表明さ ルダー 神 
し れ り の 
て て ン 対 

話の中 拒否す いろ。 の讃歌 

る そ 『 で 
。 こ ゲ 培 も 

へ l た 

タ 。 エ 
し 

@   
ン に 者 

えられ 先 は、 ついて 

ず め る   最 講   
初 義 例 え Ⅴこ、 ば を行   

(446)  56 



思索にお け   神
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
神
に
対
す
る
こ
う
し
た
 へ
 ル
ダ
ー
 
リ
ン
の
態
度
を
、
自
己
自
身
の
思
索
の
態
度
と
し
て
 受
 零
 し
て
い
る
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
 

 
 

ン
に
 
お
い
て
も
ハ
イ
デ
 ガ
｜
に
 お
い
て
も
、
神
の
不
在
は
 、 来
た
る
べ
き
新
た
な
神
へ
の
予
感
を
内
包
す
る
も
の
 と
し
て
経
験
さ
れ
て
い
の
 

 
 
 
 

る
 。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
神
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
こ
う
し
た
 予
感
を
語
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

そ
 れ
枚
我
々
の
課
題
は
 、
 

 
  

 

こ
の
様
な
予
感
が
如
何
な
る
根
拠
を
有
す
る
の
か
を
解
明
 す
る
こ
と
と
な
る
。
 

 
 

人
は
 

か
つ
て
在
り
し
者
達
の
影
を
 

新
た
に
大
地
を
訪
ね
 う
 古
き
者
達
を
 、
 感
じ
て
い
る
。
 

来
た
る
べ
 き
 者
達
は
我
々
に
迫
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
 

そ
し
て
最
早
こ
れ
以
上
神
人
達
の
聖
な
る
群
は
 

紺
碧
の
天
で
た
め
ら
い
は
し
な
い
の
だ
か
ら
。
 

（
 
弓
 ・
 ド
 Ⅱ
 
由
 ：
の
 毛
し
 @
 ～
。
 
い
 
ゆ
め
）
 

し
か
し
同
時
に
こ
の
讃
歌
で
は
。
こ
う
し
て
「
逃
れ
去
っ
 て
し
ま
っ
た
」
（
 
づ
 
）
 
い
 の
 毛
下
 
（
。
 
毬
 ）
）
い
 に
 し
え
 の
神
々
が
 、
 新
た
な
 

姿
を
取
っ
て
再
び
到
来
す
る
こ
と
へ
の
「
予
感
」
（
 
4
.
 
。
 
，
の
 
安
目
Ⅰ
・
 ひ
 
0
 ）
）
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

か
っ
て
の
如
き
 汝
 ら
の
 麗
 し
ぎ
面
持
ち
を
見
る
こ
と
を
 

私
は
恐
れ
る
か
ら
。
そ
れ
ほ
死
に
値
す
る
こ
と
、
そ
し
 て
 

（
 
せ
 ・
 P
N
 
申
 ・
。
の
 
メ
号
 
し
 @
 （
・
の
の
 

ト
 
）
 

%
 者
を
呼
び
覚
ま
す
の
は
殆
ど
許
さ
れ
ぬ
こ
と
だ
か
ら
。
 



先
に
引
用
さ
れ
た
詩
句
の
中
で
 

へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
は
 

、
 来
た
 

る
べ
き
神
々
を
「
新
た
に
大
地
を
訪
な
 

う
 古
き
者
達
」
 

と
 呼
ん
で
い
る
。
 

こ
 

れ
は
、
来
た
る
べ
 

き
 神
々
が
古
き
神
々
の
一
種
の
回
帰
で
 

あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
古
き
 

神
々
を
そ
の
い
に
し
え
 

の
姿
の
ま
ま
で
 

呼
 お
こ
と
は
最
早
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
 

か
ら
、
神
々
 

は
 新
た
な
姿
を
取
っ
た
新
た
な
神
々
 

と
し
 
て
 到
来
す
る
の
で
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
何
れ
に
し
て
も
へ
ル
ダ
ー
リ
 

ソ
 に
お
い
て
ほ
 

、
 来
た
る
べ
き
神
々
へ
の
予
感
は
古
 

き
 神
々
へ
の
「
回
想
」
 

 
 

 
 

 
 

し
た
 円
 
ゲ
ル
マ
 
@
 二
ェ
ソ
 

b
 に
お
け
る
詩
作
の
木
質
を
 

「
回
想
」
と
理
解
す
る
の
は
、
明
白
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
 

に
な
ろ
う
。
し
か
し
 

ハ
 

ィ
デ
ガ
 
ー
は
「
回
想
」
と
い
う
言
葉
を
 

よ
 り
根
源
的
な
意
 

味
 で
理
解
し
、
讃
歌
口
回
想
 

b
 に
お
い
て
歌
わ
れ
て
い
 

る
南
 
フ
ラ
 
ソ
ス
 
へ
の
 
国
 

想
も
 
、
こ
の
根
源
的
な
意
味
で
の
回
想
の
一
つ
の
現
わ
れ
 

と
し
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
 

差
し
当
た
っ
て
は
「
回
想
」
と
は
「
想
起
」
（
山
ユ
 

コ
コ
 

の
 
目
 ）
 す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
「
真
の
想
起
す
る
 

@
 
」
と
は
予
感
す
る
こ
 

と
ロ
レ
プ
コ
 

の
巳
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
恐
ら
く
想
起
は
 

、
 単
に
来
た
る
べ
き
も
の
に
向
け
て
だ
け
推
測
を
行
な
 

ぅ
 様
な
予
感
よ
り
も
、
 

よ
 り
一
層
根
源
的
な
予
感
で
あ
る
。
更
に
、
通
常
の
予
感
 

が
 関
わ
る
来
た
る
べ
 

き
 も
の
口
器
 
木
 
。
日
日
当
色
色
が
 

、
も
し
も
既
に
在
る
 

第   
  
章 

元 
初 
へ 

の 

回 
オ @@ @ 二 日 @@ 

と 

し 

て 

の 

詩作 

(448)@ 58 



思索における 神 

  在 
  性従る た もりほ 連続、 ろ 様 さ るがいあ 。 こ てる デ ガ 
  で つ べ い げ そ な て れ 一 （ l 

刀 、こ ある をに 「 嫡 目 俺が ・ ） へ 

の立 
回 す ォ ル 

    
聖 想る の と。 穿 ダ     謝 し、 鯉 リ 

る         
る されて するた性格を がこ う への予 詩作の 場 げる 」（ レコ ～   

， 計 る 「 
卸 算 も 回 」 ケ持 想 的な の」 

ワ Ⅰ と乗 づ的う こ 

お て な し 
    は る た 

? 全 も 最 
篤くのも 理 」 深 

き 解 と い 

と ぎ う 感 

で 享 正 る 
い 態 反 様 

最 る で 対 な 
一 冗 も の あ の 想 

咲 るも 。 のの 起 
そ ハ が ァ 

    故 デ 点 な 
が ， ほ ほ で る で で ガ に の 

既 来 最 あ の あ あ l お で 

59@ (449) 

 
 

 
 

も
の
「
 &p
 の
 9
%
 

の
お
 ロ
 凸
か
ら
到
来
す
る
と
し
た
ら
、
 
そ
の
場
合
に
は
想
起
 は
 最
も
深
い
予
感
と
な
る
で
あ
ろ
 （
 
，
 ，
 
（
の
 
p
o
 の
 @
 ひ
 ち
）
。
   
イ 



こ
こ
で
は
「
聖
な
る
も
の
」
即
ち
「
自
然
」
は
「
数
々
の
 時
代
よ
り
も
な
お
 吉
 」
 い
 最
も
遠
い
既
往
 性
 で
あ
り
な
 

が
ら
、
し
か
も
ま
さ
 

に
 到
来
し
っ
 っ
 あ
る
も
の
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
 詩
句
を
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
次
の
様
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
 一
 切
 の
も
の
に
と
っ
て
 、
 

ま
た
一
切
の
も
の
に
先
立
っ
て
、
自
然
は
円
い
つ
か
の
 如
 く
ロ
毛
 ず
の
ぎ
の
（
 

ロ
ヒ
 に
あ
る
。
自
然
 は
 二
重
の
意
味
に
 お
い
て
円
い
つ
か
 ヒ
 L
 Ⅰ
 

い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
切
の
以
前
の
も
の
 に
 対
し
て
ほ
最
も
古
ぎ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
切
の
以
 後
の
も
の
に
対
し
て
は
 

だ
が
今
、
暁
が
訪
れ
る
 @
 
 私
は
待
ち
焦
が
れ
て
い
 

私
が
見
た
も
の
、
聖
な
る
も
の
 ょ
 、
我
が
言
葉
と
な
 

数
々
の
時
代
よ
り
も
な
お
古
く
 

西
の
神
々
を
も
東
の
神
々
を
も
超
え
た
者
、
 

自
然
そ
の
も
の
が
、
い
ま
剣
戟
の
音
と
共
に
目
覚
め
 

そ
し
て
、
 
ア
イ
 テ
ー
ル
の
高
み
か
ら
深
淵
の
深
み
に
 

い
つ
か
の
如
き
確
た
る
提
に
従
っ
て
聖
な
る
 ヵ
 ナ
ス
 

新
た
な
る
熱
狂
が
、
万
物
を
創
造
す
る
熱
狂
が
 （

 
ト
ト
 

再
び
感
得
さ
れ
る
時
が
来
た
の
だ
。
 

た
そ
の
訪
れ
を
見
た
。
 

ね
 。
 

る
 。
 

至
る
ま
で
 

か
ら
産
み
出
さ
れ
つ
つ
 

）
 0
 由
 ・
。
の
 
宅
ロ
 @
 （
・
㎏
 
臼
へ
 
）
 

て く   

  
｜が 或い ガ毛 

」 

  
良相 る 。 旬 5 

で 当 
始 す 
さ る 

る 性 
讃 格 
歌 を 

団巴 
下た Ⅰ 

  
歌へ L / レ 

  
） は 

  
古 万 た し 

の か 
草 も 

稿 祝 
に 日 

お の   
(450) 60 



訳
す
の
が
普
通
の
理
解
で
あ
ろ
う
が
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 @
 
」
 
こ
で
 ド
イ
ッ
語
の
 "
 の
ぎ
 
卑
，
に
 「
将
来
い
つ
の
 日
か
 」
 と
い
う
意
味
と
「
か
つ
 

て
 」
と
い
う
意
味
と
が
あ
る
こ
と
を
巧
み
に
利
用
し
つ
つ
 、
自
然
が
先
に
述
べ
ら
れ
た
意
味
で
の
 元
初
 と
い
う
 佳
 格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
 

を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
そ
れ
で
は
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ノ
 が
こ
こ
で
「
自
然
」
と
 呼
ん
で
い
る
の
は
、
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
 
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 こ
 

れ
を
 ギ
リ
シ
ア
的
な
意
味
で
の
ち
 ひ
 
a
@
 

め
と
関
係
付
け
て
 

、
 次
の
様
に
解
釈
し
て
い
る
。
「
自
然
は
一
切
の
現
実
的
 な
る
も
の
を
、
そ
の
 

「
現
実
的
な
る
も
の
の
口
木
質
動
向
に
結
び
付
け
る
。
 ロ
 中
略
…
 口
 そ
の
た
め
に
は
、
不
死
な
る
者
と
死
す
べ
き
 者
が
互
い
に
出
会
い
、
 

各
々
が
各
々
の
仕
方
で
現
実
的
な
る
も
の
性
 関
 わ
ら
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
連
関
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
 個
々
の
現
実
的
な
る
も
 

の
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
不
死
な
る
者
と
死
す
べ
 き
 若
と
 あ
ら
ゆ
る
物
と
が
そ
の
内
で
互
い
に
出
会
う
こ
と
が
で
 き
る
様
な
開
け
口
ロ
 り
 
の
 

0
 目
の
口
の
口
を
 

、
 先
ず
以
て
自
然
が
与
え
る
場
合
の
み
で
 あ
る
」
（
 
も
も
ヌ
鮒
宙
 目
口
）
 0
 こ
こ
で
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
が
自
然
と
 

呼
ん
だ
も
の
を
、
そ
の
内
で
各
々
の
現
実
的
な
る
も
の
 （
即
ち
存
在
者
）
が
初
め
て
開
示
さ
れ
、
ま
た
初
め
て
 
各
 々
の
も
の
で
あ
り
得
る
 

と
こ
ろ
の
「
開
げ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
 開
け
、
即
 ち
 「
明
る
み
」
（
 

d
a
 

の
 コ
り
ゴ
 
（
の
）
は
、
「
一
切
の
も
の
を
そ
 

の
 現
わ
れ
と
輝
き
と
 

0
 円
へ
と
出
現
せ
し
め
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
あ
ら
ゆ
 る
 現
実
的
な
る
も
の
は
こ
の
明
る
み
に
よ
っ
て
火
を
点
 さ
れ
て
そ
の
固
有
な
輪
 

郭
と
 尺
度
と
の
内
に
立
つ
に
至
る
の
で
あ
る
」
（
 
毛
毛
摂
 Ⅱ
 ぃ
宙
し
 
@
 ひ
つ
 
）
。
 

神
す
 ）聖
な
る
も
の
と
無
媒
介
的
な
る
も
の
 

 
 

神
 」
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
の
検
討
に
移
ろ
う
。
 

 
 

、
 我
が
言
葉
と
な
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
様
に
、
ヘ
ル
 ダ
ー
リ
 ソ
 の
詩
作
の
課
題
 

思
 

は
 、
以
上
の
様
な
意
味
で
の
「
自
然
」
或
い
は
「
聖
な
る
 も
の
」
の
目
覚
め
を
言
葉
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
っ
 
た
 。
し
か
し
、
同
じ
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最
も
若
き
も
の
で
あ
る
」
（
羊
毛
 

q
.
n
"
 

出
目
 臼
 ）
。
可
祝
日
 

の
 讃
歌
 b
 で
語
ら
れ
て
い
る
，
 
毛
 ず
の
ぎ
 
降
 "
 は
 、
勿
論
 「
か
つ
て
の
如
き
」
と
 



こ
こ
で
当
然
問
題
と
な
る
の
は
、
「
聖
な
る
も
の
」
を
 

言
 葉
 に
も
た
ら
す
こ
と
と
「
 
神
 」
の
電
光
を
言
葉
に
も
た
ら
 
す
こ
と
と
が
 

関
係
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
 

解
明
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
は
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 ソ
 の
 次
の
言
葉
を
取
り
 

る
 。
「
厳
密
な
る
意
味
に
お
け
る
無
媒
介
的
な
る
も
の
は
 

、
不
死
な
る
者
に
と
っ
て
と
同
様
死
す
べ
き
者
に
と
っ
て
 

も
 不
可
能
で
あ
 

神
は
そ
の
本
性
に
従
っ
て
様
々
な
世
界
を
区
別
し
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
、
何
故
な
ら
天
上
的
な
る
善
良
さ
ほ
そ
れ
 

自
身
の
た
め
に
 
聖
 

て
 純
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
認
識
者
と
 

し
て
の
人
間
も
ま
た
様
々
な
世
界
を
区
別
し
な
け
れ
 

ば
 な
ら
な
い
、
何
故
 

認
識
は
対
立
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

従
 っ
て
、
厳
密
な
る
意
味
で
ほ
、
無
媒
介
的
な
る
も
の
は
 

不
 死
な
る
者
に
と
っ
 

同
様
死
す
べ
 
き
 者
に
と
っ
て
も
不
可
能
で
あ
る
」
（
の
も
 

め
 
Ⅰ
 ，
の
 
㏄
 
0
 
）
。
 

こ
こ
で
「
無
媒
介
的
な
も
の
」
（
 

品
 。
 c
 コ
巨
 
（
（
の
 

-
 
ヴ
い
 
お
）
 
と
 @
 
言
 わ
れ
て
い
る
も
の
を
ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
は
、
 円
 
祝
日
の
讃
歌
 ヒ
に
 歌
わ
れ
て
 

「
自
然
」
に
相
当
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
。
「
 

開
 げ
は
一
切
 の
 現
実
的
な
る
も
の
の
間
の
連
関
を
媒
介
す
る
。
一
切
 

の
 現
実
的
な
る
も
 
の い て な に る 上 ど 
は る と ら し 。 げ ぅ 

「
祝
日
の
讃
歌
口
の
第
七
通
で
は
、
詩
作
の
課
題
が
 
、
父
 な
る
神
の
電
光
を
歌
の
衣
に
包
ん
で
人
々
の
も
と
に
届
 け
 る
こ
と
、
と
言
わ
れ
 

て
い
る
。
 

だ
が
我
々
に
相
応
し
い
の
は
、
 汝
ら
 詩
人
達
 ょ
｜
 

神
の
嵐
の
も
と
に
頭
を
曝
し
て
立
ち
 

父
の
電
光
を
、
電
光
そ
の
も
の
を
 

み
ず
か
ら
の
手
で
捉
え
、
そ
し
て
歌
の
衣
に
包
ん
で
 

天
上
の
賜
物
を
民
の
許
に
届
け
る
こ
と
。
 

（
 
ぺ
 ・
 旬
ひ
ヰ
 

Ⅰ
・
の
 
毛
口
 @
 ロ
 。
 
N
 
自
の
）
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（
 
も
も
巾
 
-
 由
ド
 
二
ロ
 
@
 の
 
㏄
）
。
 

（
 
c
 ）
無
媒
介
的
な
る
も
の
と
相
克
 

ハ
イ
デ
 
ガ
 ー
が
こ
こ
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
、
「
 

稲
妻
」
と
か
「
閃
光
」
と
か
い
っ
た
詩
的
な
言
葉
を
用
い
 

ず
に
思
索
の
言
葉
 

 
 

神
 
で
語
る
と
す
れ
ば
、
次
の
様
な
こ
と
に
な
る
と
思
わ
 

す
べ
き
者
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
は
そ
の
本
質
に
対
す
る
 

れ
る
。
 

端
的
な
る
否
定
で
あ
る
。
 

衆
人
間
が
神
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
自
己
 

に
 

の
 木
質
の
端
的
な
る
否
定
に
出
会
う
と
い
う
事
態
を
意
 

抹
 し
て
い
る
。
し
か
し
、
 
こ
 

思
 

う
し
た
否
定
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
は
 

、
 み
ず
か
ら
が
不
死
な
る
者
で
「
無
い
し
と
い
う
こ
と
、
 

即
ち
死
す
べ
き
者
で
 

63 (453) 

こ
う
し
た
媒
介
に
基
づ
い
て
の
み
存
立
し
 

、
 従
っ
て
媒
介
 
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
ロ
 
…
中
略
…
 口
 し
か
し
、
一
切
 の
 相
互
関
係
や
並
存
 
関
 

係
 が
互
い
に
帰
属
し
る
う
領
域
を
初
め
て
与
え
る
こ
の
 

間
 げ
そ
の
も
の
は
、
如
何
な
る
媒
介
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
 

の
で
も
な
い
。
 
開
 げ
そ
 

の
も
の
は
無
媒
介
的
な
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 

、
 神
で
 あ
れ
人
間
で
あ
れ
、
如
何
な
る
媒
介
的
な
る
も
の
も
、
 

無
媒
介
的
な
る
も
の
に
 

無
媒
介
的
に
 ロ
 つ
ま
り
直
接
恒
山
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
 

な
い
」
（
 
も
も
力
 
-
E
N
 
由
 0
-
 
日
 ）
。
 

人
間
は
単
独
で
直
接
に
聖
な
る
も
の
の
開
け
せ
開
く
こ
と
 

は
で
き
な
い
。
先
程
も
引
用
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
一
の
 

言
 葉
の
中
で
は
、
自
然
 

0
 目
覚
め
と
い
う
出
来
事
が
生
起
す
る
た
め
に
は
「
不
死
 

な
る
者
と
死
す
べ
き
者
が
互
い
に
出
会
い
、
各
々
が
 

各
 々
の
仕
方
で
現
実
的
な
 

る
も
の
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
公
ミ
 

毛
 ・
 賠
 口
口
 日
 ）
と
言
わ
れ
て
い
た
。
即
ち
 
、
 聖
な
る
も
の
の
 
目
 覚
め
が
生
起
す
る
た
め
 

に
は
、
「
聖
な
る
も
の
に
 
0
 
人
間
よ
り
も
口
一
層
近
く
 
、
 し
か
も
な
お
聖
な
る
も
の
よ
り
も
下
位
に
い
る
様
な
 

、
 そ
う
い
う
高
位
の
も
 

の
、
 即
ち
神
と
い
う
も
の
が
、
火
を
点
す
稲
妻
口
ロ
 

壬
凸
 を
 詩
人
の
魂
 仁
 投
げ
入
れ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
 

故
 に
 神
は
み
ず
か
ら
 

を
 「
超
え
た
ヒ
所
に
あ
る
も
の
、
即
ち
聖
な
る
も
の
を
、
 

み
ず
か
ら
身
に
引
き
受
け
、
そ
れ
を
た
だ
一
筋
の
閃
光
 

の
 鋭
さ
の
 内
 へ
、
た
だ
 

一
撃
の
内
へ
と
取
り
集
め
る
。
こ
の
閃
光
に
よ
っ
て
神
は
 

人
間
へ
と
差
し
向
げ
ら
れ
、
そ
う
し
て
人
問
 

仁
 贈
物
を
 与
え
る
の
で
あ
る
」
 



言
葉
の
内
に
宿
す
と
い
う
詩
作
の
課
題
は
、
 

仕
方
で
初
め
て
遂
行
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
 神

と
人
間
と
の
相
克
の
只
中
に
立
っ
て
そ
れ
を
最
後
ま
で
 耐
え
抜
く
（
害
の
（
～
 
お
紺
 ）
と
い
う
 

「
讃
歌
の
詩
作
に
お
い
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
聖
な
る
 
も
の
で
あ
る
。
 
ロ
 
…
中
略
：
山
こ
 
う
 

が
 へ
 う
 ク
レ
イ
ト
ス
の
中
心
思
想
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
の
 断
片
の
幾
っ
か
を
見
る
だ
け
で
既
に
明
白
で
あ
ろ
う
。
 「
闘
争
は
 

あ
り
、
万
物
の
王
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
或
る
も
の
を
 神
々
と
し
て
 露
 わ
に
す
れ
 ば
 他
方
で
は
他
の
も
の
を
 人
 間
 た
ち
と
 

@
7
@
 

し
 、
ま
た
一
方
で
或
る
も
の
を
奴
隷
に
す
れ
ば
他
方
で
他
 の
も
の
を
自
由
な
者
達
に
す
る
」
。
「
闘
争
は
普
遍
的
な
 

も
の
だ
と
 

正
義
と
は
争
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
万
物
は
争
 い
と
必
然
性
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
 

こ
の
こ
と
 

@
8
-
 

れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
食
い
違
う
も
の
が
ど
う
し
て
そ
れ
 

自
 身
に
お
い
て
調
和
し
て
い
る
の
か
、
彼
ら
は
理
解
し
な
 い
 0
 そ
こ
 

@
g
@
 

ュ
ラ
 と
に
お
け
る
様
な
 、
 逆
に
向
き
合
っ
た
調
和
が
あ
る
 の
だ
」
。
 

さ
て
、
こ
う
し
て
へ
ル
ダ
 l
 リ
ン
の
思
想
の
根
幹
を
 、
対
 立
し
る
う
も
の
の
相
克
を
相
克
の
ま
ま
に
保
持
す
る
、
 

と
い
う
 

と
に
よ
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
 @
 リ
ン
の
詩
作
が
神
を
必
要
と
し
 た
 根
拠
が
説
明
で
き
る
様
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ヘ
ル
 ダ
 @
 リ
ン
 

作
の
課
題
は
、
最
終
的
に
は
聖
な
る
も
の
の
目
覚
め
を
 壬
一
 

ロ
薬
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
単
 
独
で
 聖
な
 

覚
め
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
聖
な
る
も
の
の
 開
 げ
は
神
と
人
間
と
の
相
克
の
内
で
の
み
生
起
す
る
。
 従
 
っ
て
 、
聖
 万

物
の
父
で
 

し
て
 露
 わ
に
 

い
う
こ
と
、
 

を
知
ら
な
げ
 

に
は
 弓
 と
り
 

所
に
見
る
こ
 

に
と
っ
て
 誇
 

る
も
の
の
 目
 

な
る
も
の
を
 

「
在
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
開
か
れ
る
こ
と
が
で
き
 
る
 。
つ
ま
り
、
神
と
人
間
と
が
そ
の
内
で
初
め
て
各
々
 そ
 れ
 自
身
で
在
る
「
 開
 

げ
 」
は
 、
 神
と
人
間
と
が
互
い
に
互
い
の
全
き
否
定
で
あ
 り
な
が
ら
互
い
に
出
会
う
、
そ
う
い
う
両
者
の
「
相
克
 」
（
の
（
「
の
 

@
 
（
）
の
内
で
、
 

-
5
@
 

初
め
て
開
か
れ
得
る
。
こ
の
相
克
を
経
ず
に
単
独
で
開
 げ
に
到
達
す
る
こ
と
は
、
神
に
も
人
間
に
も
不
可
能
な
の
 で
あ
る
。
 

互
い
に
否
定
し
る
う
も
の
の
相
克
を
、
調
停
し
た
り
終
焉
 さ
せ
た
り
し
て
し
ま
わ
ず
あ
く
ま
で
相
克
の
ま
ま
持
ち
 耐
え
る
、
と
い
う
 所
 

に
へ
 ル
ダ
 @
 リ
ン
の
思
想
の
根
幹
を
見
る
の
は
、
ハ
イ
 @
 
ア
ガ
 l
 の
 へ
 ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 解
釈
の
根
本
方
針
で
あ
る
。
 

ハ
 イ
デ
ガ
 ー
は
 へ
 ル
ダ
ー
 

-
6
@
 

リ
ン
を
「
へ
 う
 ク
レ
イ
ト
ス
の
最
も
深
い
思
想
を
新
た
に
 思
索
し
た
」
（
の
 巴
田
 ）
 
0
5
 

）
者
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
 

。
相
克
蘭
学
已
ん
ま
。
 巴
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思索にお け 

る
も
の
の
目
覚
め
は
、
形
而
上
学
の
元
 初
 」
 

の
時
代
よ
り
も
な
お
古
く
 b
 日
神
々
を
超
え
 

初
を
建
立
す
る
」
（
 圭
ま
挿
 め
。
耳
目
 づ
の
 
）
。
・
 

る神 

立
者
と
ほ
最
早
見
 徴
 さ
れ
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
神
 と
人
間
と
の
相
克
が
忘
却
さ
れ
る
、
と
い
う
事
態
を
意
 抹
 し
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
様
な
状
態
に
あ
っ
て
は
、
聖
な
る
も
の
の
自
党
 め
は
、
新
た
に
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
将
来
的
な
 出
来
事
と
な
る
。
 

無
論
、
聖
な
る
も
の
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
目
覚
め
た
こ
と
 が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
 

元
 初
の
目
覚
め
無
く
し
て
 は
 歴
史
が
始
ま
る
こ
 

と
は
あ
り
得
な
い
。
形
而
上
学
の
歴
史
は
、
古
代
 ギ
り
 シ
ァ
 
に
お
け
る
神
と
人
間
と
の
相
克
の
内
に
目
覚
め
た
。
 

し
か
し
、
形
而
上
学
の
 

歩
み
の
中
で
こ
の
相
克
は
和
解
さ
れ
、
自
明
化
さ
れ
、
 そ
 し
て
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
一
度
こ
う
し
て
平
坦
化
 さ
れ
て
し
ま
っ
た
相
克
 

を
 、
か
つ
て
の
あ
り
方
の
ま
ま
に
反
復
す
る
こ
と
は
最
早
 不
可
能
で
あ
る
。
単
純
な
る
古
代
へ
の
回
帰
は
何
も
解
 決
し
は
し
な
い
。
 
聖
な
 

こ
は
「
別
の
元
和
」
（
 
ロ
 e
 （
 餌
 ③
お
戸
ロ
 ヰ
 
の
口
の
）
の
目
覚
め
 と
し
て
の
み
生
起
し
得
る
。
「
口
数
々
の
 

   
 

 
 

た
 b
 者
で
あ
る
聖
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
到
来
す
る
こ
と
 に
よ
っ
て
 、
 別
の
歴
史
の
別
の
元
 

 
  

 

し
か
し
、
こ
の
別
の
元
 
初
 は
あ
く
ま
で
「
数
々
の
時
代
よ
 り
も
な
お
 吉
 」
 い
 聖
な
る
も
の
の
 
新
 

し
た
詩
作
を
行
な
 う
 詩
人
は
、
必
然
的
に
人
間
と
神
々
 と
 の
間
に
立
つ
。
彼
は
最
早
人
間
で
は
な
い
。
し
か
し
だ
 か
ら
と
言
っ
て
彼
は
未
 

だ
 神
で
は
な
い
し
、
神
に
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
 人
 間
 と
神
々
と
の
こ
の
様
な
 向
間
 b
 か
ら
見
ら
れ
た
 場
合
、
詩
人
は
日
半
袖
 

「
出
生
 
6
%
 。
ま
ロ
 
ヒ
 で
あ
る
」
（
の
㌔
 だ
ト
づ
ひ
 
）
。
 

（
 
d
 ）
相
克
と
 元
初
 

今
や
我
々
は
、
 
元
初
が
 最
も
遠
い
 既
在
 性
で
あ
る
と
 同
 時
に
最
も
遠
い
将
来
性
で
あ
る
理
由
を
、
理
解
す
る
こ
と
 が
で
き
る
。
聖
な
る
 

も
の
は
、
神
も
人
間
も
そ
こ
か
ら
し
て
初
め
て
各
々
で
あ
 り
 得
る
場
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
神
よ
り
も
人
間
 よ
り
も
古
い
も
の
で
あ
 

る
 。
し
か
し
、
聖
な
る
も
の
は
常
に
目
覚
め
て
い
る
（
 開
 か
れ
て
い
る
）
と
は
限
ら
な
い
。
神
と
人
間
と
の
相
克
 が
 全
く
欠
如
し
て
し
ま
 

 
 

っ
 た
の
で
は
聖
な
る
も
の
は
最
早
聖
な
る
も
の
で
は
な
く
 な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
が
、
神
と
人
間
と
の
相
克
が
 亡
 心
卸
 さ
れ
る
こ
と
に
 
ト
よ
 

 
 

っ
て
 、
 聖
な
る
も
の
が
「
眠
っ
て
」
し
ま
う
と
い
う
こ
と
 が
 起
こ
り
得
る
。
現
代
世
界
に
お
け
る
神
の
不
在
と
は
 、
 神
が
人
間
本
質
の
対
 



第
四
章
相
克
の
場
と
し
て
の
「
 方
域
 」
 

以
上
で
解
明
さ
れ
た
の
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
に
お
 い
て
語
ら
れ
て
い
る
神
を
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
ど
の
様
に
 
捉
 え
て
い
る
か
、
と
い
 

ぅ
 問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
論
の
最
初
に
立
て
ら
れ
 た
 問
題
は
、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 自
身
の
思
索
に
お
い
て
、
 

具
 体
 的
に
は
「
市
域
」
 
の
 

思
想
の
中
で
、
神
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
必
然
性
は
ど
こ
に
 あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
我
々
は
今
や
こ
 の
 最
初
の
問
題
に
立
ち
 

帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

相
克
が
初
め
て
開
け
を
開
示
す
る
と
い
う
思
想
を
 、
 ハ
 イ
 デ
ガ
 ー
は
単
に
自
分
と
は
無
縁
な
他
人
の
思
想
と
し
て
 提
示
し
て
い
る
の
で
 

は
な
い
。
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 自
身
の
思
想
に
お
い
て
も
無
げ
は
 や
は
り
相
克
の
内
で
開
示
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
 い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 

一
九
三
五
年
に
書
か
れ
た
「
芸
術
作
品
の
根
源
三
田
 下
 「
 根
源
 L
 と
略
称
）
と
い
う
論
文
に
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
 い
る
。
例
え
ば
彼
は
 

こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
真
理
は
原
相
克
「
 

C
 「
 降
 「
よ
二
で
 あ
る
。
そ
し
て
、
存
在
者
と
し
て
現
わ
れ
て
来
た
り
 遠
ざ
 か
っ
て
行
っ
た
り
す
 

る
 一
切
の
も
の
が
、
そ
の
内
へ
と
立
ち
入
り
ま
た
そ
こ
か
 ら 退
い
て
行
く
と
こ
ろ
の
、
そ
う
い
う
開
 け
 
「
守
の
 0
 曲
 0
 口
 凸
は
 、
こ
の
 原
相
 

克
の
内
で
そ
の
都
度
一
定
の
仕
方
で
戦
い
取
ら
れ
る
の
で
 あ
る
」
（
 C
 捧
 
二
毛
 ミ
 ）
 
0
 つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
ヘ
ル
 ダ
ー
リ
 
ソ
 が
「
聖
な
る
 

も
の
」
と
呼
ん
だ
「
開
け
」
が
、
「
真
理
」
と
い
う
言
葉
 
で
 呼
ば
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 円
 根
源
 b
 に
お
い
て
は
相
克
は
、
「
世
界
と
大
地
 

と
の
」
間
に
生
起
す
る
相
克
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
 
真
 理
は
 、
世
界
と
大
地
 

と
の
向
か
い
ム
ロ
い
の
内
で
の
明
 
け
開
 げ
と
覆
蔵
と
の
相
克
 と
し
て
の
み
、
木
質
現
成
す
る
。
真
理
は
こ
う
し
た
 世
 界
 と
大
地
と
の
相
克
と
 

て た 
汲 な 
み る 
取 目 

ら 覚 
ね め 
な な 
け の 
れ で 
ば あ 
な る 
ら か 

ない ら 、 
の こ 
で、 の 

目覚め ある。 
へ 
の 

予 
感 
ま サ ） 

や 
は 

@ 
ギ 
@ 
  
  
Ⅴ @ し 

お 

げ 
る 

形ク 

而 
上 
学 
の 

元和 

へ 
の 

「 
回 
目 、 粘ゆ 

」 

か 

ら 
し 
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思索におけ る神 

し
て
、
作
品
の
内
に
向
 け
 入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
意
志
す
る
 」
（
 
c
5
 
下
吏
 
き
 ）
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
 相
克
を
 、
 先
に
検
討
 

さ
れ
た
神
と
人
間
と
の
間
の
相
克
と
同
一
視
す
る
の
は
 一
 見
 困
難
で
あ
る
様
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
 我
々
は
以
下
に
お
 い
 

て
 、
後
期
の
「
 方
域
 」
の
思
想
の
原
型
が
他
な
ら
ぬ
「
 根
 源
ヒ
 に
お
け
る
相
克
の
思
想
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
 と
を
示
し
、
そ
れ
に
 ょ
 

っ
て
、
 方
 域
の
本
質
も
ま
た
「
相
克
」
に
存
す
る
こ
と
を
 立
証
し
て
み
た
い
。
 

今
の
引
用
で
も
語
ら
れ
て
い
た
が
、
世
界
と
大
地
と
の
 相
克
と
は
、
「
明
 け
 開
 け
 」
（
「
 
@
 
。
 
す
 （
 
口
品
 ）
と
「
覆
蔵
」
（
 せ
 。
「
 
ヴ
 。
「
の
 

ロ
コ
 
の
）
と
の
 相
 

克
を
意
味
し
て
い
る
。
大
雑
把
 丘
 @
 
ロ
 え
ば
、
「
世
界
」
は
 明
 け
開
 げ
に
相
当
す
る
原
理
を
、
「
大
地
」
は
覆
蔵
に
 

相
 当
 す
る
原
理
を
、
そ
れ
 

ぞ
れ
意
味
す
る
と
言
っ
て
 よ
い
 
?
 巴
 ・
 c
5
%
 
薫
 
㌍
）
。
 し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
大
枠
で
あ
っ
て
、
両
者
の
具
 体
 的
な
内
実
は
も
う
 少
 

し
 複
雑
な
仕
方
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
世
界
も
大
地
も
 
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
自
身
の
内
で
本
質
的
に
相
克
的
 な
も
の
で
あ
り
、
 

ま
 

た
 相
克
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
も
の
と
し
て
の
 み
 世
界
も
大
地
も
明
 け
開
 げ
と
覆
蔵
と
の
相
克
の
内
に
 歩
み
入
る
こ
と
が
で
 き
 

る
の
で
あ
る
」
（
 巳
 ）
（
 
-
 下
吏
 
亡
 ）
。
つ
ま
り
、
真
理
は
単
 
な
る
世
界
と
大
地
と
い
う
二
つ
の
も
の
の
間
の
相
克
で
は
 な
く
、
そ
れ
自
身
の
 

内
に
相
克
を
含
ん
だ
も
の
同
士
の
間
の
相
克
、
と
い
う
 構
 造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

先
ず
「
世
界
」
の
方
か
ら
見
て
行
こ
 う
 。
「
根
源
 目
 で
は
 ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
世
界
の
本
質
を
規
定
す
る
際
に
、
芸
術
 
作
品
を
「
奉
献
」
 

（
 
キ
 。
 
@
 
ゴ
 ：
）
 し
 
「
賛
美
」
（
 
勾
申
ゴ
 
2
 目
）
す
る
と
い
う
行
為
を
 手
掛
り
に
取
り
上
げ
る
。
「
奉
献
す
る
こ
と
は
、
 聖
 別
し
て
捧
げ
る
こ
と
 

ロ
す
 
の
 ヨ
 ㎎
の
 
コ
コ
 で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
品
を
建
造
す
る
こ
 と
の
内
で
聖
な
る
も
の
が
聖
な
る
も
の
と
し
て
聞
き
出
さ
 ね
 、
神
が
そ
の
現
前
 

の
開
 げ
の
 内
 へ
と
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

奉
 敵
 に
は
、
神
の
尊
厳
と
光
輝
と
を
称
賛
す
る
と
い
う
 意
 味
 で
の
賛
美
が
属
し
て
 

い
る
。
 ロ
 …
中
略
…
 ロ
 こ
う
し
た
光
輝
の
反
映
の
内
で
、
 

我
々
が
世
界
と
名
付
け
た
も
の
が
光
り
輝
く
 、
 即
ち
み
ず
 か
ら
を
明
 
け
 開
く
の
の
 

 
 

で
あ
る
」
 
已
 5
 
%
 五
ぎ
）
。
つ
ま
り
世
界
と
は
、
人
間
 が
 芸
術
作
品
の
内
に
神
を
現
前
せ
し
め
る
と
い
う
人
間
と
 神
と
の
相
克
的
な
関
 

 
 

わ
り
ム
ロ
い
の
中
で
、
初
め
て
開
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
 

。
こ
れ
は
直
接
の
文
脈
と
し
て
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
の
 

 
 

  



更
に
、
「
大
地
」
の
内
に
も
相
克
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
 
が
 、
同
様
に
ギ
リ
シ
ア
の
神
殿
を
手
掛
り
に
し
て
語
ら
 
れ
て
い
る
。
月
神
殿
 

の
 」
建
物
は
 、
 そ
び
え
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
上
空
を
吹
 き
 荒
れ
る
嵐
を
堪
え
忍
び
、
そ
し
て
そ
 う
 す
る
こ
と
に
 ょ
 っ
て
初
め
て
 嵐
 そ
の
も
 

の
の
威
力
を
示
す
。
石
の
光
輝
 と
輝
 ぎ
と
は
、
一
見
そ
れ
 
自
身
太
陽
の
恩
恵
に
 よ
 る
も
の
の
様
に
見
え
る
が
、
口
実
 
際
に
堅
石
の
光
輝
 と
 

輝
 ぎ
と
が
初
め
て
星
ロ
 の
 明
る
み
と
天
の
広
が
り
と
夜
の
 闇
 と
を
輝
き
出
さ
せ
る
。
確
固
と
し
て
そ
び
え
立
っ
こ
 と
が
、
大
気
の
見
え
ざ
 

る
 空
間
を
見
え
る
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
 

ロ
 …
中
略
 

」
こ
う
し
た
出
現
と
立
ち
現
わ
れ
そ
の
も
の
、
そ
し
て
そ
 の
 全
体
を
、
ギ
リ
シ
ア
 

人
達
は
早
い
時
期
に
ピ
ュ
シ
ス
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
 同
時
に
、
人
間
が
そ
の
上
に
、
ま
た
そ
の
内
に
み
ず
か
 ら
の
住
ま
い
を
根
拠
 付
 

げ
て
い
る
も
の
を
明
 け
 開
く
。
我
々
は
そ
れ
を
大
地
と
 名
付
け
る
」
（
 c
5
 
%
 
円
ド
 ポ
 ）
。
つ
ま
り
、
大
地
に
由
来
 す
る
神
殿
の
石
は
 、
 

天
 に
属
す
る
 光
や
 闇
や
嵐
を
初
め
て
 露
 わ
に
す
る
も
の
で
 あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
 天
と
 切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
は
 な
く
、
天
を
も
ま
た
 担
 

っ
て
い
る
原
理
な
の
で
あ
る
。
 

世
界
は
神
と
人
間
と
の
相
克
を
内
包
 し
 、
大
地
は
大
地
と
 天
 と
の
相
克
を
内
包
す
る
。
㍉
根
源
 
旧
 に
お
い
て
「
世
界
 と
大
地
と
の
相
克
」
 

 
 

と
 呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
後
に
「
市
域
」
と
呼
ば
れ
る
 に
 至
る
も
の
と
、
実
質
的
に
は
同
一
の
事
柄
な
の
で
あ
 る
 。
従
っ
て
我
々
は
 、
 

市
域
の
本
質
も
ま
た
、
互
い
に
対
立
し
る
う
も
の
が
対
立
 し
あ
っ
た
ま
ま
で
出
会
う
と
い
う
意
味
で
の
「
相
克
」
 に
 存
す
る
と
考
え
て
 差
 

し
 支
え
な
い
。
神
と
人
間
と
が
世
界
に
お
い
て
相
克
し
あ
 い
、
大
地
と
天
と
が
大
地
に
お
い
て
相
克
し
あ
い
、
 

そ
 し
て
そ
の
世
界
と
大
地
 

と
が
更
に
明
け
開
け
と
覆
蔵
と
を
巡
っ
て
相
克
し
る
 う
、
 そ
う
い
う
圏
域
を
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
「
市
域
」
と
名
付
 げ
て
の
で
あ
る
。
 

と
す
れ
ば
、
市
域
に
お
け
る
神
の
本
質
も
、
や
は
り
人
間
 と
の
相
克
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
 

掛 と り 

り い に 

ほ う し 
解 結 て 

語ら 明さ 論が 

れ 出 れ 
た さ て 
神 ね い 
と て る 
大 い 結 
間 る 論   
相 さ る 

克 者 が 

とえ " れこ "   
的 こ 交 
に こ で 

は で は 
国 見 最 
一 ら 終 
の れ 的 
事 て に 

柄 い 「 
で， る 一 
あ 八 旬 
る 間 の 

芸術 と神と言 

つ と ひま 

て の 本 
差 関 質 
し わ 的 
支 り に 
え 合 は 
な い 詩 

か で、 は作 で 
あ 先 あ 
ろ は る 
う へ 」 （ ルダ C5 
  
・） ンを手 のの 曲 
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け
 

     
 

結
語
 

お
 

 
  

 

 
 

 
 索

 

 
 

 
 

思
 

中
期
以
降
の
ハ
イ
デ
 ガ
 
ー
が
神
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
 

何
 ら
か
の
特
定
の
信
仰
に
依
拠
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
し
 、
ま
た
単
に
へ
 
ル
ダ
 

る神 

デ
ガ
 ー
の
考
え
て
い
る
神
は
、
形
而
上
学
の
神
の
様
な
 

「
 神
 的
な
る
者
達
」
と
は
、
聖
な
る
も
の
が
み
ず
か
ら
を
 「

創
造
者
」
や
「
 最
 完
全
者
」
や
「
自
己
原
因
」
で
は
な
 

明
け
開
く
た
め
に
人
間
へ
と
送
り
遣
わ
す
使
者
と
し
て
 

く
 、
人
間
の
本
質
の
対
 

の
 
「
神
々
」
そ
の
も
の
 

立
者
た
る
「
不
死
な
る
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
 本
質
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

本
稿
の
冒
頭
で
指
摘
さ
れ
た
様
に
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
し
ば
 し
ば
「
 神
 」
の
代
り
に
「
 神
 的
な
る
者
達
」
（
 ロ
 @
 
の
の
 ひ
 （
（
 
-
 
@
 
。
 
ゴ
の
コ
 

）
と
い
う
言
葉
 

を
 用
い
て
 方
 威
ほ
つ
い
て
語
る
が
、
こ
の
表
現
は
ま
さ
 に
 
「
不
死
な
る
者
達
」
と
い
う
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
と
 
考
え
ら
れ
る
。
「
 歌
び
 

 
 

と
が
呼
び
掛
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
死
性
「
 C コ
の
 
（
の
「
 

ヴ
 ヰ
目
詩
の
巳
に
向
か
っ
て
 
、
 即
ち
聖
な
る
も
の
の
内
に
 匿
 わ
れ
て
い
る
神
的
な
本
 

性
 
「
 
0
0
 （
（
二
の
 

ア
 村
立
 二
 
に
向
か
っ
て
、
 
見
 遥
か
す
こ
と
で
 あ
る
」
（
二
ロ
戸
口
Ⅰ
二
目
 1
6
 

の
）
 

0
 確
か
に
、
ハ
イ
デ
 ガ
｜
 が
 
「
 神
 的
な
る
者
達
」
 

0
 本
質
を
「
 目
 配
せ
を
送
る
神
性
の
使
者
達
」
と
規
定
し
 て
い
る
（
 目
目
 ・
季
ト
 
ト
ご
 ）
の
を
見
る
と
、
「
 神
 的
な
 る
 者
達
」
と
は
神
 そ
 

の
も
の
と
は
異
な
る
単
な
る
神
の
使
者
定
過
ぎ
な
い
様
に
 見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
「
 神
性
」
（
の
 
0
 痒
ゴ
 
0
%
 

）
を
 

、
 

「
 神
 」
で
は
な
く
て
「
聖
な
る
も
の
」
に
属
す
る
も
の
と
 考
え
て
い
る
。
「
聖
な
る
も
の
は
神
性
の
本
質
空
間
以
外
 
の
 何
物
で
も
な
く
、
 
そ
 

し
て
こ
の
神
性
そ
の
も
の
は
ま
た
、
神
々
や
神
の
た
め
の
 開
 域
を
授
け
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
白
目
。
 
ミ
ョ
 
お
の
）
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
は
 

ま
た
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
の
 
ヱ
レ
ギ
 1
 
 円
帰
郷
 ロ
の
 解
釈
の
中
 で
、
「
使
者
達
」
（
 口
 0
 宙
 ：
 ぬ
 「
「
 
小
 
b
o
 
も
を
意
味
す
る
「
天
使
 」
（
Ⅲ
 
ソ
由
 
㏄
の
 
-
 
）
と
い
う
 @
 
二
ロ
 

葉
 に
よ
っ
て
「
他
の
箇
所
で
円
神
々
 b
 と
呼
ば
れ
て
い
る
 も
の
の
本
質
は
一
層
純
粋
に
語
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
 い
 る
 （
二
 
%
 
貯
 出
目
 

2
0
 

）
。
 

な
の
で
あ
る
。
 



一
註
 

煩
雑
な
註
を
付
す
の
を
避
け
る
た
め
、
ハ
ィ
デ
カ
 ー
 及
び
 
へ
ル
 ダ
 l
 リ
 ソ
 か
ら
の
引
用
の
書
名
と
そ
の
負
数
に
関
し
て
は
、
 

以
 下
の
略
号
を
用
い
て
 

一
リ
ソ
や
 ギ
リ
シ
ア
人
の
言
葉
を
模
倣
し
て
い
る
の
で
も
 な
い
。
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
神
に
つ
い
て
語
る
背
後
に
は
、
 

「
開
 け
 」
と
い
う
も
の
 

0
 本
質
に
対
す
る
明
確
な
洞
察
が
存
し
て
い
る
。
人
間
が
 自
己
自
身
の
本
質
に
対
し
て
開
か
れ
、
様
々
な
物
の
固
 有
の
本
質
が
人
間
に
対
 

し
て
開
か
れ
る
、
そ
う
い
う
 開
 げ
が
目
覚
め
る
た
め
に
は
 、
人
間
が
神
と
の
相
克
の
内
に
入
る
こ
と
が
ど
 う
し
 て
も
不
可
欠
な
の
で
あ
 

る
 。
 

し
か
し
、
現
代
は
神
の
不
在
の
時
代
で
あ
る
。
現
代
世
界
 に
お
い
て
は
、
神
に
つ
い
て
語
る
言
葉
は
総
じ
て
空
虚
 什
は
冗
舌
ロ
と
し
て
し
か
 

ふ
 

響
 き
 得
ず
 、
 神
の
本
質
を
守
る
た
め
に
は
高
々
神
に
つ
い
 て
 沈
黙
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
の
 様
な
世
界
の
内
で
は
神
 

と
 人
間
と
の
本
来
的
な
相
克
が
生
起
す
る
こ
と
ほ
そ
も
そ
 も
 不
可
能
で
あ
る
。
神
と
人
間
と
の
相
克
が
生
起
し
得
 る
た
め
に
は
、
神
に
つ
 

い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
別
の
言
葉
の
可
能
性
が
模
索
さ
 

、
、
、
、
 

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
中
期
以
降
の
ハ
 イ
 ）
 
ァ
ガ
 ー
の
思
索
は
 
、
神
 

ほ
 つ
い
て
 海
蓉
し
っ
ウ
喬
 か
と
い
う
困
難
な
課
題
を
如
何
 に
し
て
解
決
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
巡
る
思
索
で
あ
 っ
 た
と
言
 う
 こ
と
が
で
 

き
る
で
あ
ろ
う
。
「
我
々
の
西
洋
的
な
言
葉
 
は
 、
そ
の
 都
 度
 異
な
っ
た
仕
方
に
お
い
て
、
形
而
上
学
的
な
思
惟
の
壬
 
一
 
口
薬
で
あ
る
。
西
洋
的
 

な
 言
葉
の
本
質
が
そ
れ
自
体
形
而
上
学
的
な
も
の
に
過
ぎ
 ず
、
 従
っ
て
最
後
ま
で
存
在
Ⅱ
 神
 Ⅱ
論
に
よ
っ
て
刻
印
 を
 押
さ
れ
た
も
の
に
 留
 

ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
言
葉
が
別
の
語
り
方
の
可
能
性
を
 

即
ち
同
時
に
 
"
 語
り
つ
つ
語
ら
ぬ
こ
と
ロ
語
る
と
 い
 う
 仕
方
で
沈
黙
す
る
 

こ
と
の
 

p
m
 

の
 
コ
ロ
 
の
の
 イ
 n
 オ
 （
の
簿
も
三
 
"
 
 
の
 可
能
性
を
与
 え
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
は
 、
 開
か
れ
た
ま
ま
 に
 留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
 

い
 」
（
 0
 ま
づ
 。
ニ
ワ
 き
 ）
 
0
 
ハ
 イ
デ
ガ
 ー
が
「
 方
域
 」
を
 圧
 
幅
る
際
に
「
 神
 的
な
る
者
達
」
と
い
う
直
接
的
で
ほ
な
ど
 @
 葉
を
選
ん
で
神
々
に
 

つ
い
て
語
る
の
は
、
こ
 
う
 い
 う
 意
味
で
の
別
の
言
葉
を
圧
 
山
る
 試
み
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
 る
 あ
ノ
カ
 
。
 

(460) 70 



思索におけ る神 

本
文
及
び
 誌
 そ
の
も
の
の
中
で
示
す
こ
と
に
し
た
 ハ
 （
…
）
の
中
 は
 最
初
に
発
表
さ
れ
た
年
代
 U
 。
な
お
、
引
用
さ
れ
た
文
中
の
 強
調
（
傍
点
）
は
 、
原
 

別
 と
し
て
、
本
稿
の
内
で
の
文
脈
に
応
じ
て
引
用
者
が
適
宜
 付
 如
 し
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
の
そ
れ
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
 ¥
 
@
 
レ
 ト
 
十
ん
 

ム
 ,
 
@
 
時
 Ⅰ
 

才
円
け
 
Ⅰ
（
 
@
 
㌧
二
の
 @
 
巨
の
塘
㎎
の
（
 

し
の
ご
Ⅰ
 
W
 ㎎
の
 N
 目
 Ⅰ
 弔
 す
ぎ
 0
 の
 0
 ㌧
 す
 @
 
の
 （
 ト
 の
の
 
ひ
 l
 ㏄
㏄
）
・
の
の
の
り
 

日
円
け
 
仁
の
的
 
ジ
 す
 
ゆ
 口
口
・
 詔
 ・
 q
q
P
 
ロ
 F
b
E
 
臣
 
㌢
 呂
 ・
）
寮
の
 

し
 Ⅱ
 づ
牡
 

毛
ヨ
 

コ
 「の
㎎
 
ヨ
け
 Ⅰ
斤
の
 
ロ
 ・
 N
.
 ト
目
コ
 ：
 門
 Ⅰ
 曲
 ㌧
 片
 Ⅰ
 仁
 Ⅰ
（
 

a
.
 

呂
 ・
 ト
ミ
 ㏄
 

目
り
Ⅰ
 

-
 
の
 Ⅰ
 仁
 す
の
Ⅰ
巨
の
ロ
イ
円
仁
 

日
 腰
白
 
-
 
の
ヨ
 仁
の
（
Ⅰ
の
 
ト
ひ
 
）
 

@
 コ
年
ヨ
 

③
ユ
曲
仁
丹
の
Ⅰ
 

目
 ㌧
㎎
の
㌧
 ぃ
仁
 Ⅰ
 6
-
 

ロ
。
Ⅰ
 

目
 ㌧
の
し
 -
 
り
牡
 
円
仁
㌧
 
9
-
 印
 ・
 ト
目
コ
 ・
 
，
門
 Ⅰ
 曲
 ㌧
片
片
白
Ⅰ
（
 

p
.
 

ヲ
や
ト
 の
㏄
 
ト
 

③
Ⅱ
二
口
 

・
ミ
老
中
 

ノ
ミ
 -
0
%
 。
㌧
㌧
 け
 日
中
の
 -
 
の
 Ⅰ
（
 
け
 ㎎
の
：
・
（
（
Ⅰ
の
㏄
の
）
 

l
 Ⅰ
 斤
 

ノ
二
 ミ
ヨ
 オ
 亡
臣
Ⅰ
（
Ⅰ
 
卜
 ㌧
 卸
 -
 の
せ
 の
Ⅰ
 
毛
け
 ㌧
 巨
 （
の
㌧
 
ハ
 （
 ト
の
ト
 
㏄
）
 

l
 キ
 巨
斤
 

ノ
 下
臣
 巨
の
 
㌧
斤
の
臣
 
ハ
 （
 ト
の
ト
 
㏄
）
 

l
 Ⅰ
③
Ⅰ
 

コ
む
 -
 
巨
 。
 ユ
 @
 
㌧
の
③
Ⅰ
巨
の
仁
㌧
 
巨
 Ⅰ
 @
 
日
日
の
 -
 （
Ⅰ
の
白
の
）
 

Ⅰ
 o
-
 
Ⅱ
と
寸
の
塘
の
の
・
 

ヒ
戸
仁
コ
 

・
・
 門
 Ⅰ
 け
 ㌧
片
片
目
Ⅰ
（
 

a
.
 

呂
 ・
Ⅰ
の
㏄
 
つ
 

コ
キ
 

i
 目
木
 

ト
 ・
汀
の
㌧
（
 

仁
口
 
的
串
の
の
木
目
コ
 @
 （
 ミ
 @
e
r
@
@
@
@
 

の
（
 己
こ
あ
 ）
 

，
 之
毛
 

之
 T
 （
 い
 の
り
 
牡
 0
 の
 コ
 「 
0
 （
（
 ノ
の
 0
 （
（
 ぢ
 （
（
 0
 （
 ハ
 （
）
の
 
ト
 の
）
 

せ
 o
r
 

（
Ⅰ
 

ぴ
 ㎎
の
 目
 ㌧
年
下
 仁
 Ⅰ
の
 
曲
 円
 い
の
 
・
 A
.
 ト
目
コ
 ：
 づ
 Ⅰ
年
年
 
@
 
臣
 ㎎
 e
 ロ
ト
の
Ⅰ
㏄
 

せ
 年
下
 

し
け
の
し
 @
 
口
 ㎎
（
 ト
の
ト
 
の
）
 

l
%
@
 
臣
塘
 

し
け
 仁
 0
 コ
 ゼ
く
 
0
 牡
臣
の
 
㌧
し
の
㌧
斤
の
㌧
（
 
ト
 0
 包
ト
）
 

・
 切
毛
し
 

Ⅰ
巨
の
㌧
（
 

@
 
円
 W
 円
仁
㌧
 ロ
 ト
 ン
 ㌔
の
Ⅰ
の
㌧
 

N
.
 

Ⅰ
・
 

ト
 目
下
・
・
 
づ
 Ⅰ
年
年
 
@
 
㌧
㎎
の
㌧
 ト
の
 
㏄
 い
 

ト
仁
 
し
 

，
 0
 （
 牡
せ
 

し
 -
 
の
 o
 臣
円
 
0
.
 
円
牡
 
0
0
-
0
 
㎎
あ
り
牡
の
せ
の
Ⅰ
Ⅰ
曲
の
の
 

仁
 ㌧
的
串
。
Ⅰ
 年
 月の
 
円
曲
 
㌧
 牡
円
い
 
-
 
斤
 
（
Ⅰ
の
 
包
 Ⅰ
）
 

Ⅰ
 0
 巨
 。
 ユ
 -
 
㌧
の
コ
円
ヨ
㌧
の
㌧
 ノ
の
 e
 Ⅰ
 ヨ
け
 ㌧
 お
 ㌧
ハ
年
㌧
 卸
ノ
ロ
 の
Ⅰ
 刃
す
め
 
-
 
㌧
 ハ
 （
 せ
 0
 二
の
の
 
仁
 ㌧
㎎
Ⅰ
の
㏄
 
ト
 Ⅰ
㏄
白
毛
 の
 ）
。
の
。
の
の
 
ヨ
 （
曲
目
の
㎎
 

け
ヴ
 
の
口
口
・
㏄
 つ
 
Ⅱ
 

の
け
 ㏄
 の
 

憶
 Ⅰ
 け
臣
斤
 
Ⅰ
 仁
ユ
け
才
 円
ト
 の
 ㏄
。
 

 
 

4
6
1
 

 
 

Ⅰ
 む
 巨
の
笘
 @
 
臣
の
目
円
目
㌧
の
 ノ
 ト
口
 コ
 0
%
 
斤
 。
口
ハ
（
 
ノ
 「
 
0
 ユ
 の
の
 
仁
 ㌧
 塘
 Ⅰ
の
 
ト
 Ⅰ
Ⅰ
ト
 
ド
 
）
 @
 の
の
の
の
 
ヨ
 （
 
け
 仁
の
㎎
 
申
 す
の
し
 コ
 ・
白
 

2
@
 

門
 Ⅰ
 曲
 ㌧
 斤
 Ⅰ
 目
 Ⅰ
（
 

a
.
 

プ
う
 
・
Ⅰ
の
㏄
㏄
 

の
け
白
い
 

 
 

コ
ミ
 ト
 。
 臣
 -
 
㌧
の
コ
円
ヨ
㌧
の
 ノ
ロ
 の
Ⅰ
（
の
（
の
Ⅰ
 

ハ
 （
 せ
 0
 ユ
 の
の
 
仁
 ㌧
㎎
Ⅰ
の
ト
 
ド
 ）
 の
 の
の
 
の
臣
 
二
の
仁
の
吋
け
す
。
 

審
 ・
白
の
。
 憶
 Ⅰ
 け
臣
斤
 
Ⅰ
 目
 Ⅰ
（
 

a
.
 

プ
う
 
・
 ト
の
 
㏄
 ト
 

の
け
 包
 ㏄
 

 
 

憶
 （
 ぴ
串
ざ
牡
コ
宮
巨
窯
コ
 
㌧
 



い
 い
コ
ツ
井
目
り
す
の
す
 

@
 
の
 Ⅰ
ア
の
 
E
 口
ヰ
 
巾
 「
 
-
 
の
下
の
・
 

す
 Ⅰ
の
的
・
 

セ
 。
 
臣
ハ
 4
E
 
コ
田
。
Ⅰ
 

口
 -
 
0
 任
す
・
 

A
.
 

レ
口
 

D
 ：
 才
 日
中
ロ
の
す
の
 

臣
 Ⅰ
。
㏄
 

肚
 

の
圭
巾
 

（
 
l
 ）
 N
.
 
ロ
 ・
一
の
 
曲
 ㏄
 
0
@
 切
 
0
 （
）
の
㏄
 

跨
 
Ⅰ
㏄
 
ど
 

（
 
2
 ）
 い
下
 -
C
 バ
 ・
立
毛
 -
 簿
 
（
Ⅰ
 
お
 ⑰
・
な
お
、
 
註
 
（
 
皿
 ）
 を
 参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 
3
 ）
Ⅱ
「
 ウ
ミ
 
～
 
@
 
も
き
 
め
目
ト
 
沖
り
 
0
%
 
め
も
 
か
 
a
h
-
.
 

之
 「
・
㏄
 

下
ひ
 
・
 ぎ
 一
句
 ヱ
の
 
Ⅰ
「
 
ず
 す
づ
 4
@
 
の
 
（
 
ぃ
 
㏄
の
す
の
・
㏄
 

簿
ミ
 -
 
よ
も
 
か
 。
 ヰ
は
 Ⅰ
 
ひ
ぬ
 
・
 パ
 「
 
ざ
 乙
の
 
ゴ
 
の
の
円
仁
 
ヰ
 
@
0
 
コ
 じ
 
E
 功
 
的
笘
ヴ
 

。
 す
 Ⅰ
 
巾
的
 
・
 セ
 
0
 臣
 

の
 @
o
 
Ⅰ
 
い
ノ
 

。
の
 o
-
-
@
 

仁
口
ヰ
 
才
 円
 
い
 
N
s
 
ぎ
 。
 才
円
 
。
 
コ
 （
 
田
笘
二
 ・
 ロ
の
 
「
 
-
 
ぎ
 Ⅰ
 
づ
 白
の
 
ミ
く
 
ぺ
 0
 「
ア
ト
の
㏄
 

0
.
 ロ
 p
.
 

が
の
・
㎝
Ⅱ
㏄
 

（
 
4
 ）
 ぺ
の
 -
.
 
Ⅱ
 き
ミ
洋
ミ
 0
 円
㌻
㏄
 婁
 め
も
か
ミ
 

-
,
 
之
フ
 ）
㏄
 
g
p
.
p
.
O
 
・
の
・
 
跨
 ㏄
 
0
 申
 

（
 
5
 ）
人
間
の
本
質
を
「
死
す
べ
 き
 者
で
あ
る
」
と
い
う
所
に
 で
は
な
く
、
何
か
も
っ
と
別
の
所
に
見
る
な
ら
ば
、
人
間
が
自
 己
の
否
定
と
出
会
う
こ
 

と
は
、
神
と
の
出
会
い
に
お
い
て
で
は
な
く
、
も
っ
と
別
の
仕
 方
で
生
起
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
 5
 。
例
え
ば
人
間
の
本
 宜
な
 
「
 
生
 」
に
見
出
 

す
と
い
う
一
種
の
「
生
の
哲
学
」
的
な
立
場
を
取
る
な
ら
ば
、
 人
間
が
自
己
の
本
質
の
端
的
な
否
定
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
 即
ち
人
間
が
自
己
 

の
 
「
 
死
 」
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
 ぅ
 。
即
ち
 、
 死
の
経
 牡
 こ
そ
が
開
け
を
開
示
す
る
、
と
い
う
 立
 場
 が
取
ら
れ
る
こ
と
 

に
な
ろ
 う
 。
ま
さ
に
こ
の
立
場
に
お
い
て
人
間
の
本
質
の
分
析
 な
 行
な
っ
て
い
る
の
が
「
存
在
と
時
間
ヒ
 

に
 他
な
ら
な
い
。
後
 期
 に
属
す
る
諸
論
文
 

の
 内
で
は
人
間
の
本
質
は
「
死
に
得
る
こ
と
」
（
火
の
手
の
己
き
コ
 
コ
 の
 
こ
に
見
ら
れ
て
い
る
（
 
り
圭
ミ
 ・
 ぺ
 E
 下
 @
 ）
 
0
0
@
 
り
ぎ
四
ぺ
 E
 下
 
に
こ
の
に
対
し
、
 

円
 
存
在
と
時
間
」
で
は
人
間
の
本
質
は
「
在
り
得
る
こ
と
」
（
 
紺
 ぎ
ア
ぴ
 
コ
コ
の
こ
に
見
ら
れ
て
い
る
（
 
セ
住
 ・
 N
.
 
ロ
 ・
の
 E
 が
㏄
㏄
㊥
。
 
，
 
」
れ
は
、
ハ
イ
デ
 
ガ
 

１
 0
 前
期
思
想
と
中
期
以
降
の
思
想
と
を
分
つ
大
き
な
相
違
点
 の
 一
つ
で
あ
る
。
 

（
 
6
 ）
へ
 
う
 ク
レ
イ
ト
ス
 
と
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
こ
の
様
な
思
 想
的
 類
似
は
、
勿
論
単
な
る
偶
然
で
ほ
な
い
。
一
七
八
八
年
十
 月
 、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
 

大
学
の
シ
ュ
テ
ィ
フ
 ト
 
（
大
学
神
学
寮
）
に
進
学
し
た
 

へ
ル
ダ
 ｜
 リ
ン
は
、
そ
こ
で
 へ
｜
 ゲ
ル
や
シ
ェ
リ
ン
グ
と
思
索
や
研
究
 を
 共
に
す
る
こ
と
に
 

な
る
が
、
彼
ら
は
へ
 

う
 ク
レ
イ
ト
ス
に
由
来
す
る
（
断
片
 五
 0
 参
照
）
「
一
に
し
て
一
切
」
（
：
 め
ヒ
 ㍉
 
ゑ
 
a
R
 こ
と
い
う
言
葉
を
 
自
分
た
ち
の
思
想
の
 

共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
 は
 へ
｜
 ゲ
ル
の
記
念
帳
に
こ
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
（
 俺
プ
 
㏄
「
 
@
 
芯
 
Ⅰ
も
 吏
 
。
お
安
お
目
さ
お
 

宙
 雨
下
ミ
・
 

巾
兜
 A
 Ⅰ
 デ
ゴ
 「
の
の
・
 

セ
 。
 
臣
巾
 ・
 
之
ざ
 0
-
 
ぎ
 ・
 由
笘
ヨ
サ
 
E
 「
 
的
ト
の
 
ミ
，
 の
し
 S
 。
な
お
、
手
塚
富
雄
 円
 ヘ
ル
ダ
ー
リ
 
ソ
 」
Ⅰ
中
央
 公
論
社
、
昭
和
六
二
 

牛
ロ
上
巻
、
一
五
三
頁
参
照
。
 

（
 
7
 ）
 出
 ・
 り
 T
 ㌃
 
戸
ミ
 ・
 パ
 「
 
笘
コ
 
や
む
や
Ⅱ
ド
 %
 ま
ぬ
 
さ
ぼ
由
ミ
尽
ぅ
 Ⅰ
い
も
 

ひ
 
Ⅱ
 
い
 
-
@
 
汗
も
 
コ
い
 。
Ⅱ
二
コ
Ⅰ
 

き
 9
 
之
い
 り
 す
ヰ
 
Ⅱ
 
E
 の
ア
 
N
 臣
 Ⅱ
 
ゑ
 Ⅰ
。
 
り
 E
 サ
 甘
口
 P
O
 
Ⅱ
 
N
,
 ㏄
け
い
 
印
 ㏄
 

（
 
8
 ）
 下
 ・
 
p
.
O
 

：
㏄
 

け
い
 
㏄
 
つ
 

（
 
9
 ）
 下
 ・
 
p
.
O
.
.
 

㏄
㏄
の
の
）
 

（
 
皿
 ）
 
閏
 む
さ
め
き
 
揮
 い
き
Ⅱ
 ふ
案
ぎ
下
め
 
…
・
 ぺ
 ・
に
 ，
の
ミ
巾
 
（
 ，
 
㏄
 印
肚
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思索における 神 

（
Ⅱ
）
従
っ
て
、
芸
術
作
品
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
 に

 世
界
と
大
地
と
の
相
克
が
現
示
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
 

、
こ
の
論
文
で
，
 隼
 p
m
 

巾
 3
%
 

三
の
お
 

ぎ
 ㊤
の
の
の
 
臼
ド
 目
の
 
コ
お
ぎ
 
m
"
 
（
ロ
木
 
-
 由
キ
 -
 印
い
 
）
 と
呼
 ば
れ
て
い
る
こ
と
も
、
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 こ
 の
 用
語
法
は
、
「
 
物
 」
 

が
 市
域
の
四
者
を
取
り
集
め
て
い
る
こ
と
を
「
物
が
方
 域
を
性
 起
せ
し
め
る
 
甲
 「
の
 
仔
コ
 
0
%
 

」
と
呼
ぶ
（
し
ぎ
四
七
二
戸
 

@
 ）
 
ま
 ）
 後
 期
 思
想
の
用
語
法
 

と
、
 極
め
て
近
い
所
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
既
に
一
九
三
五
 年
の
時
点
で
ハ
イ
デ
 ガ
 ー
が
 巾
 「
の
 
田
三
 ㏄
と
い
う
言
葉
の
持
ち
 得
る
根
源
的
な
意
味
 

を
 、
主
題
的
に
論
じ
て
は
い
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
は
っ
 ぎ
り
と
自
覚
し
て
い
た
証
左
で
あ
る
。
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神
 認
識
、
つ
ま
り
神
を
知
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
 お
け
る
重
要
な
問
題
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
 神
 認
識
 

に
つ
い
て
聖
書
は
様
 

々
に
証
言
し
て
お
り
、
ま
た
教
父
や
教
会
博
士
等
多
く
の
 キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
も
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
聖
書
の
 証
言
と
し
て
は
、
旧
約
 

聖
書
に
お
け
る
ヤ
コ
ブ
（
創
世
記
 三
 二
章
三
一
節
）
や
モ
 
｜
 ゼ
 （
 
出
 エ
ジ
プ
ト
 
記
 三
章
一
四
節
等
）
の
物
語
を
は
じ
め
 、
詩
編
三
五
編
 一
 0 節
 

や
イ
 ザ
ヤ
書
六
章
等
、
ま
た
新
約
聖
書
に
お
い
て
も
第
一
 コ
リ
ン
卜
書
一
二
章
一
二
節
や
第
一
ヨ
ハ
ネ
喜
三
章
二
 郎
等
様
々
な
箇
所
が
挙
 

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
 聖
 句
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
 家
を
刺
激
し
、
彼
ら
を
し
て
様
々
な
思
想
を
形
成
せ
し
 め
た
。
そ
し
て
、
「
 心
 

の
 清
い
も
の
は
神
を
見
る
」
と
述
べ
た
マ
タ
イ
福
音
書
 五
 章
 八
節
も
そ
う
し
た
 聖
句
 の
一
つ
で
あ
る
。
 

口
 世
紀
に
活
躍
し
、
三
位
一
体
論
の
確
立
に
寄
与
し
た
 ヵ
 ッ
パ
ド
キ
ア
 の
三
教
父
の
一
人
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
 神
秘
思
想
の
祖
と
い
 

@
l
"
 

わ
れ
る
 ニ
ュ
ッ
サ
 の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
、
こ
の
 聖
句
 に
つ
 い
て
講
話
を
残
し
て
い
る
。
日
至
福
に
つ
い
て
 二
 （
 
ロ
の
 汀
ぃ
 
（
 
@
 
（
，
 
往
 ，
 
ぎ
 ：
）
と
題
 

さ
れ
た
作
品
は
、
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
に
見
ら
れ
る
 所
細
 
謂
 「
山
上
の
垂
訓
」
に
つ
い
て
の
講
話
 
集
 で
あ
り
、
そ
の
 中
の
第
一
八
講
話
は
 
て
タ
 

ィ
 福
音
書
五
章
八
節
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
 ，
 
し
の
第
六
講
話
は
神
認
識
の
問
題
を
扱
い
、
こ
こ
で
論
じ
 
ら
れ
て
い
る
 神
 認
識
は
 

従
来
「
鏡
に
お
け
る
 神
 認
識
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
 。
こ
れ
に
対
し
て
以
前
発
表
し
た
拙
論
に
お
い
て
、
 グ
 レ
ゴ
リ
オ
ス
は
 ョ
 
現
に
 

@
2
@
 

お
け
る
 神
 認
識
」
と
解
釈
さ
れ
る
べ
 き
 一
つ
の
神
認
識
を
 考
え
て
い
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
。
こ
の
第
六
講
話
の
 中
で
展
開
さ
れ
て
い
る
 

神
 認
識
は
 、
 他
の
「
 鏡
 」
に
言
及
し
た
テ
キ
ス
ト
 と
共
 に
 「
鏡
に
お
け
る
 
神
 認
識
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
 は
な
い
。
と
り
わ
け
 こ
 

の
 講
話
で
語
ら
れ
て
い
る
 神
 認
識
が
或
る
種
の
ダ
 イ
ナ
，
 
、
ッ
ク
 
な
性
格
を
も
つ
と
い
う
解
釈
は
認
め
ら
れ
る
に
し
 
て
も
、
こ
の
性
格
は
 

「
 
鏡
 」
に
つ
い
て
の
テ
キ
ス
ト
の
ど
こ
を
探
し
て
も
見
出
 せ
な
い
。
こ
の
講
話
で
語
ら
れ
て
い
る
 神
 認
識
は
 、
正
 し
く
は
「
神
の
像
を
通
 

序 
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点
 挙
げ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

一
 こ
の
神
認
識
の
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
、
簡
単
 

二
 二
ロ
え
ば
、
神
に
近
づ
い
て
い
け
ば
行
く
ほ
ど
魂
は
ま
 

す
ま
す
神
を
知
る
 

、
 

と
い
っ
た
性
格
は
、
 

J
.
 

ダ
ニ
 

ヱ
 ル
 ー
や
 E
.
 

イ
ヴ
 

ァ
ソ
 
力
 等
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

?
@
 し
か
し
、
先
に
も
 

触
れ
た
 よ
う
 

@
4
-
 

に
「
 鏡
 」
 

に
 言
及
し
た
テ
キ
ス
ト
に
は
、
直
接
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
 

ミ
ッ
ク
な
性
格
、
ま
た
は
 

ダ
ニ
ヱ
ル
 
１
 0
 言
う
「
 ヱ
ペ
 
カ
 
メ
 タ
リ
ン
 

う
ハ
 

」
に
舌
口
 

W
 
て
 
律
 
し
 

て
い
る
も
の
ほ
な
い
。
日
至
福
に
つ
い
て
 

ヒ
 の
第
六
議
 
話
 
-
 の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
 

神
 認
識
に
つ
い
て
は
そ
の
 

ょ
 う
な
ダ
イ
ナ
ミ
 
"
 ク
 

な
 性
格
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
 

そ
の
根
拠
は
、
こ
の
神
認
識
が
「
鏡
に
お
け
る
 

神
 認
識
 」
で
あ
る
か
ら
で
は
な
 

 
 

ら
で
あ
る
 
0
 そ
し
て
そ
の
こ
と
は
他
の
マ
タ
イ
福
音
書
 

五
章
八
節
の
テ
キ
ス
ト
 

 
 

は
 先
ず
こ
の
神
認
識
の
も
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
の
 

存
在
を
確
認
し
よ
う
。
こ
の
 

ゆ
 
，
ダ
イ
ナ
ミ
 ノ
グ
 
な
性
格
、
即
ち
 
ヱ
 ペ
ク
タ
シ
ス
こ
そ
 
こ
の
神
認
識
を
解
釈
す
る
際
に
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
 

る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 

@
6
-
 

 
 

タ
 
」
れ
を
間
接
的
に
神
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
 

ザ
ー
ル
な
ど
が
そ
の
 

ょ
う
 な
解
釈
を
し
て
い
る
。
更
に
近
年
の
も
 

-
7
-
 

の
と
し
て
は
、
こ
の
バ
ル
 

7
A
.
 リ
ー
ス
ケ
、
 

W
.
 

フ
 
7
 
の
 

タ
 ザ
ー
ル
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
 

M
.
 

フ
ィ
 

グ
ラ
 も
挙
げ
ら
れ
る
。
何
故
こ
の
神
認
識
は
「
間
接
的
 

」
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
 

し
て
の
神
認
識
」
で
あ
り
、
「
 
鏡
 」
は
こ
の
「
神
の
像
」
 に
お
け
る
、
ま
た
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
 神
 認
識
に
 お
 げ
る
、
あ
る
特
定
 

の
 観
点
を
表
わ
す
一
つ
の
地
楡
 に
 過
ぎ
ず
、
し
か
も
ダ
 イ
 ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
は
表
わ
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
 そ
 こ
で
問
題
と
な
る
の
は
 

次
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
講
話
で
述
。
へ
ら
れ
 
ィ
 
」
い
る
 神
 認
識
が
従
来
通
り
の
「
鏡
に
お
け
る
 神
 認
識
」
 で
な
い
な
ら
、
我
々
は
 

こ
の
神
認
識
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
変
更
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
 

小
論
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
「
鏡
に
お
け
る
 神
 認
識
」
と
 呼
ば
れ
て
ぎ
た
 神
 認
識
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
 よ
う
 な
神
 認
識
で
あ
る
の
 

か
を
、
従
来
の
解
釈
を
批
判
し
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 で
あ
る
。
我
々
は
先
ず
変
更
す
べ
 き
 従
来
の
解
釈
と
し
 て
 研
究
史
の
中
か
ら
 二
 



円
 至
福
に
つ
い
て
 b
 の
第
六
講
話
で
展
開
さ
れ
て
い
る
 神
 靭
仙
識
 
と
「
 エ
 ペ
ク
ト
ク
シ
ス
」
 

こ
こ
で
は
清
ら
か
に
な
っ
た
魂
の
中
に
現
存
す
る
 神
、
つ
 ま
り
「
神
の
像
」
を
通
し
て
 

い
 て
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 ま
 た
 「
 エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
に
つ
い
 の

 関
係
は
、
一
見
す
る
と
は
っ
き
り
し
な
い
。
 

の
神
認
識
が
語
ら
れ
、
「
 
エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
に
つ
 

て
、
従
来
の
よ
う
に
「
 鏡
 」
に
言
及
し
て
い
る
 テ
 

一
 
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
八
節
の
解
釈
と
「
 
エ
 ペ
 ク
タ
 シ
ス
」
 

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
神
認
識
が
「
 鏡
 」
ま
た
 ほ
 「
神
の
像
を
通
し
て
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
 。
神
を
直
接
見
る
の
で
 

は
な
く
、
神
の
像
で
あ
る
自
己
を
通
し
て
神
を
見
る
か
ら
 で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
前
世
紀
末
に
討
論
さ
れ
た
 
問
題
に
端
を
発
し
て
い
 

-
a
@
 

る
 。
以
来
こ
の
神
認
識
を
、
本
性
的
な
神
認
識
に
対
比
さ
 せ
て
、
本
性
的
な
神
認
識
よ
り
も
一
段
低
い
も
の
と
し
 て
 、
間
接
的
な
神
認
識
 

と
し
て
解
釈
す
る
傾
向
が
続
い
て
い
る
。
し
か
し
我
々
は
 、
こ
の
 ょ
う
 な
消
極
的
解
釈
は
適
切
で
は
な
い
と
考
え
 る
 。
特
に
バ
ル
タ
 ザ
｜
 

め
 が
こ
の
神
認
識
を
し
て
、
本
性
的
認
識
の
「
代
用
」
（
 
曲
 （
の
り
（
も
で
あ
る
と
し
、
鏡
に
言
及
す
る
箇
所
に
お
い
て
 

「
あ
き
ら
め
」
ま
た
は
 

「
謙
遜
」
（
 
鰍
 "
 
牙
山
片
 畠
 ）
が
存
在
し
、
従
っ
て
魂
は
自
己
 を
 通
し
て
で
は
な
く
直
接
神
を
見
た
 い
 と
い
う
「
衝
動
 」
（
 
ロ
 （
 
り
コ
 
㏄
 
レ
に
 駆
ら
れ
 

る
 、
と
解
釈
す
る
の
は
適
切
で
な
い
。
こ
の
神
認
識
は
 単
に
本
性
的
な
神
認
識
の
代
わ
り
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
 い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
 

り
 、
本
性
的
な
神
認
識
と
の
対
比
の
中
で
こ
の
神
認
識
を
 解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
。
我
々
の
こ
う
し
た
解
釈
の
根
 拠
は
、
 先
に
述
べ
た
こ
 

の
神
認
識
の
持
つ
ダ
イ
ナ
，
 
、
ソ
ク
 
な
性
格
（
エ
ペ
ク
タ
 シ
 ス
 ）
で
あ
る
。
こ
の
「
 エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
と
い
う
視
点
 を
 加
え
て
こ
の
神
認
識
 

を
 解
釈
す
る
な
ら
、
こ
の
神
認
識
こ
そ
我
々
人
間
に
と
っ
 て
 真
の
神
認
識
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
 る
 。
 

以
上
研
究
 更
 に
お
い
て
問
題
と
思
わ
れ
、
変
更
す
べ
き
と
 考
え
ら
れ
る
見
解
を
二
点
挙
げ
た
。
以
下
我
々
は
こ
の
 二
点
に
つ
い
て
順
番
 

に
 論
述
を
展
開
し
、
こ
の
神
認
識
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
 る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。
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神 認識と ヱ ペクタシス 

の グ ソ が は   よレ ト食 こ この 話 てと b いス キ 
ラ ゴ 書 さ の の 冒 の う ト   

い し え さ は ウ ピ 自 述 オ 二 て 所 所 を で 点 中     
り る る 我 。 で ， と と かジ が い当 

は 

無 き て 。 従に 。 々こす う ら 思 口 " 一 
声 リア っ は し ヨ三Ⅱ   
に ィ て 捉 た 達 て 
よ 福 我 え パ し い 

な てい 音書れば セ 々  ま れ き ゥロ い 

、 五 絶 な の た 
    

こ い し 

ナ， ヒ こ て   

、 j 前 章人むに えず 境地 し目 １ ナ 。 @ - で は 先 

お 節 神 裁 を 人 既 は 、 ず 
い が を 々 墓 木 ケ @ ヒ 、 愚 策 

捉 そ 初 一 

て引 清かめ 求がに 捉、 踏 の ，え 0 期 に 

ら れ て え グ 境 ホ ・ Ⅰ   
中 の ク   

か る 煎 る レ 地   で 作 レ 

な の 進 と ゴ に と 景 品 ゴ 
を   亡い @ 

ス 到 l 

  
ね 、 要 文 ス 

な 性 は 
BU と テ に て 

にあ 

キ つ タ   ス い イ 

と 文 道 定 タ も る 

が 派 し す シ か も 円雅 トて で u-. 福 立   
で に て る ス か の 

ぎ お も こ 論 わ を る 。 ヨ : 丘 

得 らず るか い て 前進 とで を展 よ 円キ 雄 り八 章 
ぎ で し あ 開   （ @ ノ 

と   に ト を 未だ あるり 、 ても り 、 する 努 サま つ 者 「 神 い の ェ 
を る 

認 ヰ 、 の と か こ %  一一 ア 
識 で   
を ろ 従 二 章 シ 篆昆し 
通   で っ コ ハ ス 八 つ ス 

し た な あ 完   次 て り 節 論 議 い 」 
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て
 受
け
入
れ
て
、
能
力
に
応
じ
て
見
る
。
し
か
し
な
が
ら
 神
性
の
不
可
視
に
し
て
捉
え
が
た
さ
は
、
あ
ら
ゆ
る
 把
 握
 の
か
な
た
に
 留
 

き
る
の
で
あ
る
。
（
二
四
六
頁
）
 

こ
の
「
と
い
う
の
も
」
（
「
 
&
 も
 
）
と
い
う
理
由
を
表
わ
す
 語
 ほ
 、
こ
の
文
章
が
先
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
、
即
ち
押
目
 身
は
捉
え
が
た
い
ま
 

ま
に
留
ま
る
の
で
、
神
を
捉
え
た
と
は
思
わ
ず
に
求
め
続
 げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
へ
の
 理
 由
を
述
べ
て
い
る
。
 従
 

っ
て
こ
こ
で
、
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
八
節
は
主
 イ
ヱ
ス
 
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
パ
ウ
ロ
 ハ
リ
 
号
 ロ
う
 「
 ヱ
ペ
カ
ノ
タ
 
リ
ノ
ス
」
 
の
 根
拠
 付
 げ
の
言
葉
と
 

し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
我
々
 は
 こ
の
こ
と
に
注
目
し
な
 け
 れ
 ば
 な
ら
な
い
。
 

こ
の
箇
所
の
中
で
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
八
節
は
、
ま
た
 次
 の
よ
う
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
 

ロ
 
か
の
善
を
 ロ
 心
に
お
い
て
清
ら
か
な
人
は
で
き
る
か
ぎ
 り
 絶
え
ず
見
て
は
い
る
が
、
 ロ
 
そ
れ
は
 ロ
 人
の
心
に
思
い
 浮
か
ば
な
い
。
 

（
一
一
四
七
頁
）
 

こ
こ
で
は
第
一
コ
リ
 ソ
 卜
書
二
章
九
節
の
言
葉
と
の
組
み
 合
わ
せ
に
よ
り
、
 神
 認
識
へ
の
我
々
の
努
力
と
、
神
の
 木
性
の
捉
え
難
さ
が
 

語
ら
れ
て
い
る
。
神
の
木
性
の
捉
え
難
さ
、
そ
し
て
神
に
 対
す
る
我
々
の
で
き
る
か
ぎ
り
の
努
力
、
こ
れ
ら
の
 対
 照
 が
こ
の
箇
所
の
 テ
｜
 

マ
 で
あ
る
。
神
の
木
性
の
捉
え
難
さ
が
第
一
コ
リ
 ソ
 卜
書
 二
章
九
節
に
、
そ
し
て
我
々
の
神
に
対
す
る
で
き
る
か
 
ぎ
り
の
努
力
、
即
ち
 

「
 ヱ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
が
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
八
節
に
結
び
 つ
 げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

マ
タ
イ
福
音
書
五
章
八
節
は
、
「
清
ら
か
さ
」
「
 

神
 認
識
」
 

「
至
福
」
の
三
点
が
結
び
っ
げ
ら
れ
て
い
る
 

聖
句
 で
あ
る
 0
 グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
 

ほ
 こ
れ
ら
の
点
を
墓
に
こ
の
節
を
解
釈
し
て
い
る
。
日
至
 
福
 に
つ
い
て
 b
 で
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 神
 を
 見
る
た
め
に
ほ
 、
 

-
H
-
 

清
ら
か
に
な
ら
ほ
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
ら
か
に
な
っ
た
 心
に
「
神
は
現
存
し
」
、
そ
う
し
て
人
は
「
神
を
自
己
の
 
な
か
に
持
つ
」
。
そ
の
 

よ
う
な
人
は
「
自
己
」
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
 
神
 」
 を
 見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
こ
の
人
は
単
に
神
を
 認
識
し
て
い
る
だ
 け
 

で
な
く
、
自
己
の
中
に
神
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
 、
 幸
い
な
者
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
 円
 
雅
歌
に
つ
い
て
 ロ
 第
八
講
話
の
中
で
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神 認識と ヱベクタ シス 

て え の 期 第 

  
れる る では、 。 我々は リオ ゴ ヒ いて マ 

円 ス 0 タ ， 

確 
へ 

れ 

  
ワ @ ヒ 

隠 

い 

セァ し   
か い か し い 

ほ ろ ら て て 
つ と 、 最 b 
い 考 こ 初 の 
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@
H
-
 

た
 状
態
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
「
運
動
」
自
体
を
人
間
の
 完
全
性
と
し
て
考
え
る
点
に
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
特
徴
 が
あ
る
。
 

は
 、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
こ
の
 聖
句
 に
は
直
接
述
べ
ら
れ
て
 い
な
い
視
点
、
神
の
不
可
把
握
性
と
い
う
視
点
を
加
え
 る
 。
つ
ま
り
 神
 自
身
は
 

捉
え
難
き
者
と
し
て
留
ま
る
。
従
っ
て
人
は
自
己
の
な
か
 に
 神
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
神
に
向
か
っ
て
絶
え
 ず
 前
進
し
て
い
か
な
 げ
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
の
点
に
 、
 神
の
「
内
在
」
と
 「
超
越
」
と
い
う
緊
張
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
 
。
清
ら
か
さ
に
お
い
て
 

神
は
我
々
の
中
に
内
在
す
る
。
し
か
し
同
時
に
 、
 神
は
我
 々
を
超
越
し
て
い
る
。
我
々
の
中
に
神
は
存
在
す
る
の
 に
、
 更
に
神
を
求
め
て
 

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
神
の
内
在
と
超
越
 と
い
う
二
重
性
、
緊
張
関
係
が
 ヱ
 ペ
ク
タ
シ
ス
の
原
動
 カ
 と
し
て
働
い
て
い
 

る
 。
し
か
し
同
時
に
、
「
神
が
我
々
の
中
に
い
る
か
ら
こ
 
そ
、
 絶
え
ず
我
々
は
前
進
し
て
い
く
」
と
も
考
え
ら
れ
る
 。
「
内
在
し
て
い
る
の
 

に
 」
と
解
釈
し
ょ
う
と
、
「
内
在
し
て
い
る
か
ら
」
と
 
解
 釈
し
ょ
う
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
と
っ
て
 そ
れ
は
人
間
の
神
 
へ
 

の
 「
 
愛
 」
の
経
験
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
前
進
は
 、
 未
だ
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
 美
 な
る
神
に
引
き
付
げ
ら
れ
 て
、
 神
を
求
め
て
い
く
 

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
神
の
超
越
性
」
 は
 克
服
さ
れ
る
べ
 き
 課
題
で
は
な
く
、
一
つ
の
事
実
で
 あ
り
、
そ
れ
自
体
否
定
 

的
に
は
評
価
さ
れ
な
い
。
反
対
に
こ
の
「
前
進
」
と
い
う
 事
柄
自
身
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
。
そ
れ
は
何
か
日
 漂
 へ
い
た
る
為
の
「
 過
 

程
 」
で
は
な
く
、
従
っ
て
自
ら
は
未
だ
不
完
全
な
も
の
と
 し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
完
全
な
も
の
と
し
て
評
価
 さ
れ
る
。
何
か
静
止
し
 



「
 ヱ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
と
い
う
名
称
は
 、
 バ
ウ
 ロ
 の
ピ
リ
ピ
 喜
 三
章
一
三
節
の
言
葉
を
基
に
ダ
ニ
エ
ル
１
が
使
い
出
 し
た
も
の
で
あ
る
。
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ユ 
へ 

ク 

タ 

  
ス 

プしヰ ワ 三 一 音 

こ 草 通 人 
" う 一 も 場 立 は の   
の テ を 「 接 る の う に の 
積 キ 菱 直 兄 な らた 節を直近 う陽い更 輝の " は うたしい 全 「 てぅ " の 

極 ス 照 、 接 る ら あ き も も書 如何 く」 これ 

な と ら に 
る ぃ が 似 
こ う あ た 
と 表 な も 

ぅ の が 元 日 に な 現 た の 
が 太 た の 齢 人 

、 陽 は 認 白 湯 ほ何のかのな ま、 p 
を 求 識 休 む 。 を か 全 

少 煮 に く 

ある しなく む藤 味 （ 

    とえ 優 の両 に持 し像 より 

ほ で 初 を の 

で か 
事 = な る い 

る い     
我 
  

十ま   
後 

え よ い い な 一 

述 
ろ う に 

す 
コリ 釈 され れ に し 二七一 たのこと 

ン て た 、 て は な 一 
る ト い 

よ 重 目 る も、 恵み 明らカ C ツ、 こ ） 
ラノ @   に 彼 鏡 か い 



神 認識と ヱ ペクタシス 

か が 話 会 は 我 ぺ 振 い す 程 の そ 
。 見 こ 三 性 戒 日 工 ク 性 。 る に ポ れ 

る こ と 自 第 」 々 身 ペ タ （ ェ 。 お イ は 

グ 

ゴ の ス     

- ア 。 と 

ィ @ ま 

か き ナ - Ⅰ 

で， な 
あ い   
り と 

越 こ る 、 と る 

約 5 ， え と 

で れ た ほ 
あ て 何 で 
る い り さ あ る 
で，   

は 中 て の   
被 で い で 

る あ 

も 造物と 「被 
た 論 想 
に 争 の 

は 道   第 」とが こでは 時間的 位 
何 物 う に 講 究 准 哉 ェ 拡 な 置 過 一 

83@ (473 ・ ) 



を
 求
め
る
運
動
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
次
の
よ
 う
 に
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
の
世
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
 い
 る
だ
け
で
は
な
い
。
 

と
い
う
の
も
、
時
間
拡
張
的
連
続
の
中
を
旅
す
る
我
々
の
 精
神
は
、
い
か
に
し
て
 非
 
・
時
間
拡
張
的
な
存
在
（
Ⅱ
 
神
 ）
を
把
握
す
 

る
と
い
う
の
か
。
（
四
一
二
頁
）
 

我
々
人
間
は
来
世
を
含
め
た
自
己
の
時
間
性
の
中
で
、
 神
 を
 求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
 我
 々
に
と
っ
て
、
自
己
 

の
時
間
性
の
中
で
神
を
求
め
る
こ
と
は
自
己
の
存
在
様
式
 、
 即
ち
変
化
す
る
と
い
う
存
在
様
式
に
合
っ
た
こ
と
だ
 か
ら
で
あ
る
。
 

我
々
は
自
己
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
 は
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
 。
自
己
は
神
の
像
で
 

あ
り
、
自
己
の
中
に
あ
る
限
り
で
の
神
を
見
る
こ
と
が
で
 き
る
。
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
八
節
を
基
に
グ
レ
コ
 リ
オ
 ス
が
 展
開
す
る
 神
 認
識
 

は
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 自
覚
に
基
づ
い
て
い
る
。
 
で
は
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
 
ヵ
か
 な
自
覚
は
「
自
己
の
中
 の
神
し
か
見
る
こ
と
が
 

で
き
な
い
」
と
か
、
「
自
己
と
神
と
は
断
絶
し
て
い
る
」
 

等
の
否
定
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
 そ
 の
よ
う
に
捉
え
て
い
 

た
 。
し
か
し
こ
の
自
覚
は
明
ら
か
に
も
っ
と
積
極
的
で
、
 

肯
定
的
で
あ
る
。
確
か
に
直
接
的
か
間
接
的
か
 、
と
ぃ
 ぅ
 図
式
で
考
え
る
な
ら
 

ば
 、
こ
の
よ
う
に
「
自
己
し
を
介
し
て
「
間
接
的
に
知
る
 」
と
い
う
こ
と
は
、
限
定
で
あ
り
否
定
的
な
も
の
に
な
 る
 。
し
か
し
、
こ
こ
で
 

は
そ
の
 ょ
う
 な
図
式
で
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
 、
そ
も
そ
も
「
直
接
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
な
い
か
 ら
で
あ
る
。
無
限
な
る
 

し
か
し
、
こ
の
時
間
的
拡
張
性
（
 め
 
。
 
&
q
n
 

も
 
セ
祭
 
）
と
は
枝
道
 物
 に
他
な
ら
な
い
。
（
三
一
二
頁
）
 

従
っ
て
被
造
物
と
神
と
の
差
異
は
、
時
間
的
拡
張
性
の
有
 無
 に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
時
間
的
拡
張
性
は
狭
義
の
時
 間
性
と
ほ
一
応
区
別
 

さ
れ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
に
知
性
の
 非
物
質
性
を
肯
定
し
、
そ
の
非
時
間
性
に
つ
い
て
も
 述
 べ
て
い
る
か
ら
で
あ
 

る
 。
し
か
し
同
時
に
何
ら
か
の
時
間
的
拡
張
性
を
知
性
に
 も
 認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は
稿
を
改
め
る
必
要
 が
あ
る
が
、
次
の
こ
と
 

だ
け
は
指
摘
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
 死
 後
の
生
と
い
う
こ
の
世
の
時
間
が
過
ぎ
去
っ
た
後
の
生
 に
お
け
る
神
へ
の
運
動
 

@
 
巧
 -
 

に
つ
い
て
も
、
こ
の
「
 エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
し
を
認
め
て
い
る
 。
こ
の
肉
体
に
お
け
る
時
間
の
中
で
、
ま
た
死
後
の
生
 に
お
い
て
、
人
間
は
神
 

(474) 84 



「
至
福
に
つ
い
て
 

ヒ
 に
見
ら
れ
る
「
全
く
」
 

守
 ぎ
さ
 
3
 と
 い
 う
 表
現
や
、
太
陽
に
つ
い
て
「
 

鏡
 」
に
 @
 及
し
た
 
文
 草
筆
 は
 「
 ヱ
 ペ
ク
タ
 

シ
ス
」
を
 
墓
 但
し
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い
、
と
我
々
は
 

述
 べ
た
。
「
 

ヱ
 。
 
ヘ
グ
タ
 
シ
ス
」
を
基
に
す
る
と
こ
れ
ら
は
ど
 

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

、
善
 そ
の
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
 

て
、
 神
と
被
造
物
と
の
関
係
 

識
認
強
調
す
る
。
と
こ
ろ
が
グ
レ
ゴ
リ
ナ
ス
は
、
こ
こ
で
い
を
分
有
関
係
と
し
て
捉
え
る
思
想
は
多
く
あ
る
。
 

し
 

 
 

 
 

神
 

い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
 

、
 例
え
ば
 
中
 世
の
ヱ
ッ
 
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
に
独
自
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
 

を
 展
開
し
て
い
る
の
だ
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三
ロ
至
福
に
つ
い
て
の
 ヒ
 第
六
講
話
と
 エ
 ペ
 ク
 タ
 シ
ス
 

神
を
直
接
に
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
 血
 ぃ
 
限
な
る
神
は
、
無
限
な
る
も
の
と
し
て
ど
の
よ
う
な
 認
 誠
 に
よ
っ
て
 

く
さ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
「
直
接
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
 得
る
と
考
え
る
立
場
自
体
が
間
違
い
で
あ
り
、
迷
妄
な
 の
で
あ
る
。
 

え
ば
伝
統
的
に
直
接
的
な
神
認
識
の
典
型
で
あ
る
神
の
自
 己
 認
識
に
つ
い
て
、
我
々
の
知
る
か
ぎ
り
グ
レ
ゴ
リ
 オ
 ス
は
 論
じ
て
 

従
っ
て
「
直
接
的
」
で
「
本
性
的
」
 な
神
 認
識
の
根
本
的
 な
 否
定
、
こ
の
 ょ
う
 な
否
定
を
 、
 先
の
自
覚
は
含
ん
で
 い
る
。
我
々
 

の
中
の
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
 ょ
ぅ
 に
し
て
し
か
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
 で
は
な
い
 0
 

の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、
つ
ま
り
時
間
の
中
で
不
断
に
神
へ
 と
 前
進
し
て
行
く
こ
と
を
通
し
て
初
め
て
、
真
の
仕
方
 で
 神
を
見
る
 

何
故
な
ら
我
々
は
徹
底
的
に
時
間
的
存
 在
 だ
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
永
遠
へ
と
飛
躍
す
る
こ
と
 は
で
き
な
い
 

可
能
と
考
え
る
こ
と
が
、
決
定
的
な
過
ち
な
の
で
あ
る
。
 

も
 汲
み
尽
 

従
っ
て
 例
 

@
6
@
 

い
な
い
 0
 

は
 、
自
己
 

む
し
ろ
そ
 

こ
と
が
で
 

。
こ
れ
を
 



ろ
 う
か
 。
し
か
し
こ
こ
の
文
脈
を
丹
念
に
読
む
な
ら
ば
、
 

こ
の
文
が
独
立
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
テ
キ
ス
ト
で
 は
な
く
、
こ
こ
の
文
脈
 

の
な
か
で
読
ま
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
 る
 。
つ
ま
り
こ
の
文
は
存
在
論
的
命
題
で
は
な
く
、
 

修
 辞
 的
命
題
で
あ
る
。
 
こ
 

こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
全
く
」
は
修
辞
的
表
現
で
あ
る
 。
そ
れ
は
強
調
を
表
わ
し
て
い
る
。
神
の
木
性
を
認
識
 で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
 

た
魂
は
 絶
望
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
絶
望
す
る
魂
を
次
 の
よ
う
に
慰
め
る
。
 
神
 自
身
を
認
識
で
き
な
い
と
し
て
 も
 、
絶
望
す
る
必
要
は
 

な
い
。
神
を
知
る
尺
度
は
魂
自
身
の
中
に
あ
る
。
こ
の
 尺
 度
 こ
そ
「
神
の
像
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 神
の
像
を
通
し
て
魂
は
 

神
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
 文
が
 挿
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
「
全
く
」
 は
 、
絶
望
す
る
魂
を
慰
 

め
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
強
調
で
あ
る
。
 

神
 自
身
を
知
る
 こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
神
の
像
を
通
し
て
神
を
 知
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

神
の
像
 は
善
 な
る
神
に
似
た
も
の
と
し
て
、
全
く
善
で
あ
 る
 。
従
っ
て
神
の
像
を
見
る
こ
と
は
、
 

神
 自
身
を
見
る
 の
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
 

ほ
 な
い
。
自
己
の
中
に
神
を
見
る
者
は
、
求
め
て
い
る
も
 の
を
見
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
こ
の
人
は
至
福
な
る
 者
 と
な
る
。
 

こ
の
よ
う
な
文
脈
 に
 お
い
て
、
神
の
像
Ⅱ
神
と
い
う
 イ
コ
 ｜
ル
 関
係
は
存
在
論
的
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
 な
ぜ
な
ら
神
の
像
の
 

認
識
に
お
い
て
、
神
の
本
性
が
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
 か
ら
で
あ
る
。
で
は
こ
の
強
調
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
 基
づ
い
て
 
述
 ・
へ
ら
れ
る
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
神
の
像
こ
そ
 ほ
 真
の
神
に
至
る
 道
 、
こ
の
道
を
通
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
こ
そ
真
の
神
 で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
 

に
 基
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
論
理
の
次
元
に
飛
躍
が
生
 じ
て
い
る
。
こ
の
飛
躍
を
見
落
と
し
て
は
、
こ
こ
を
 正
 し
く
理
解
す
る
こ
と
は
 

で
き
な
い
。
神
の
像
を
像
と
し
て
、
神
に
対
比
さ
せ
る
 次
 元
 に
お
い
て
は
神
の
像
Ⅱ
神
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
 ょ
 う
 に
神
と
神
の
像
を
並
 

側
 に
並
べ
る
次
元
を
脱
し
て
、
神
の
像
を
真
の
神
に
い
た
 る
 道
と
す
る
な
ら
、
神
は
こ
の
神
の
像
の
向
こ
う
側
に
 い
る
。
神
が
向
 う
 側
に
 

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
は
神
と
神
の
像
は
重
な
っ
 て
見
え
る
の
で
あ
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
 は
 存
在
論
的
な
 並
列
論
理
で
は
な
く
、
 

時
間
的
な
直
線
論
理
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
は
神
 の
像
の
向
こ
う
に
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
に
は
神
 の
像
 し
か
神
と
し
て
 
見
 

え
な
い
、
ま
た
は
神
の
像
こ
そ
神
と
し
て
見
え
る
の
で
あ
 る
 。
で
は
神
の
像
と
は
何
か
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
い
 て
そ
れ
は
「
 ヱ
 ペ
ク
タ
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シ
ス
」
と
い
う
運
動
の
中
で
魂
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
く
も
 の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
本
性
的
 神
 認
識
の
可
能
性
と
い
 ぅ
 次
元
を
脱
し
、
「
 ェ
 

ベ
ク
タ
 シ
ス
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
 神
 こ
そ
真
の
神
で
あ
 る
 、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
様
に
 こ
の
意
味
で
「
神
は
全
 

く
 あ
な
た
か
り
中
に
 
卜
 
い
る
」
と
も
舌
口
わ
れ
る
 

か
 
り
で
あ
る
。
 ま
 た
 太
陽
と
鏡
の
比
嚥
も
同
様
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
先
述
べ
た
本
性
的
認
識
の
不
可
能
 性
を
知
っ
た
魂
の
「
絶
望
」
に
つ
い
て
述
べ
た
テ
キ
ス
 ト
を
 見
る
な
ら
、
 ま
 

す
ま
す
は
っ
き
り
す
る
。
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
幾
つ
か
の
 所
 で
 「
絶
望
」
に
つ
い
て
語
っ
て
し
る
 

、
 
O
-
s
-
1
 
 

魂
の
絶
望
に
つ
 い
 て
、
そ
れ
は
次
の
 ょ
 

う
な
過
程
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 

1
 
 魂
は
神
の
本
性
を
認
識
し
ょ
う
と
望
む
。
 

2
 
 し
か
し
、
 神
 自
身
は
捉
え
が
た
い
こ
と
を
学
ぶ
。
 

3
 
 そ
れ
ゆ
え
、
魂
は
絶
望
す
る
。
 

4
 
 し
か
し
魂
は
「
神
の
像
」
又
は
「
 エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
 を
 学
び
、
こ
の
絶
望
か
ら
癒
さ
れ
る
。
 

こ
れ
ら
の
う
ち
 1
 か
ら
 3
 ま
で
は
、
筋
が
通
っ
て
い
る
。
 し
か
し
こ
の
絶
望
を
癒
す
の
が
、
「
神
の
像
」
で
あ
り
「
 エ
ペ
ク
タ
シ
ス
」
 

な
の
は
何
故
か
。
こ
の
神
の
像
を
間
接
的
な
も
の
と
し
て
 、
直
接
的
で
本
性
的
な
も
の
の
「
代
用
」
と
捉
え
る
な
 ら
ば
、
あ
る
意
味
で
 筋
 

が
 通
る
。
つ
ま
り
直
接
に
は
認
識
で
き
な
い
の
で
、
間
接
 的
な
も
の
で
我
慢
す
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
。
 
ハ
ル
タ
ザ
ー
ル
は
そ
の
 

 
 

エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
は
、
そ
れ
が
「
絶
望
」
か
ら
の
癒
し
で
 あ
る
と
い
う
点
で
、
明
ら
 

ゆ
 
か
に
も
っ
と
積
極
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
 、
 3
 と
 4
 の
間
に
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
る
と
考
え
る
。
神
の
 本
性
の
認
識
や
直
接
的
認
識
 

か
の
至
高
性
と
い
う
次
元
に
留
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
 
不
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
決
し
て
そ
の
絶
望
か
ら
癒
さ
 れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
 

甜
 
3
 か
ら
 4
 へ
は
、
直
接
的
か
間
接
的
か
と
い
う
 迩
 万
で
 忙
な
い
次
元
へ
の
飛
躍
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
 0
 次
元
と
は
自
己
の
被
 造
性
 

神
 

の
 自
覚
、
つ
ま
り
時
間
性
の
自
覚
の
次
元
で
あ
る
。
と
い
 う
の
も
、
こ
の
よ
う
な
自
覚
に
立
つ
か
ら
こ
そ
、
本
性
 的
な
認
識
へ
の
要
求
が
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「
至
福
に
つ
い
て
 
ロ
 で
展
開
さ
れ
て
い
る
 神
 認
識
と
「
 ェ
 。
ヘ
ク
タ
シ
ス
」
の
関
係
は
、
同
至
福
に
つ
い
て
 

b
 

る
神
 認
識
」
の
主
要
テ
キ
ス
ト
と
し
て
で
 は
 な
く
、
マ
タ
 イ
 福
音
書
五
章
八
節
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
 

そ
し
て
こ
の
神
認
識
を
「
 エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
と
共
に
解
釈
 す
る
こ
と
に
に
よ
っ
て
、
従
来
の
「
間
接
的
」
と
 

つ
ま
り
、
こ
の
神
認
識
は
単
に
間
接
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
 い
の
で
ほ
な
く
、
こ
の
神
認
識
こ
そ
我
々
に
と
っ
 

り
 、
こ
の
神
認
識
に
お
い
て
初
め
て
見
え
ざ
る
神
を
知
る
 こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
 、
 我
々
は
自
己
の
時
間
を
 の

 テ
キ
ス
ト
を
「
鏡
に
お
 け
 

と
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
 

い
う
解
釈
は
退
げ
ら
れ
る
。
 

て
 適
切
な
も
の
な
の
で
あ
 

通
し
て
絶
え
ず
神
に
向
か
 

結
び
 

完
全
に
放
棄
さ
れ
、
「
 エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
」
の
中
で
神
は
探
 究
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
神
の
像
と
は
何
か
消
極
的
 な
も
の
で
は
な
く
、
 

む
し
ろ
そ
れ
を
通
し
て
初
め
て
見
え
ざ
る
神
が
見
え
る
 ょ
 う
 に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
神
の
像
」
に
つ
い
 て
 次
の
よ
う
に
言
わ
れ
 

る
 。
 

と
い
の
も
、
清
ら
か
で
な
い
者
に
は
見
え
ざ
る
も
の
を
、
 あ
な
た
ほ
清
ら
か
に
な
っ
て
見
て
、
そ
し
て
質
料
的
な
 も
や
が
魂
の
目
 

か
ら
取
り
除
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
心
の
清
ら
か
な
 晴
 天
の
な
か
で
明
瞭
に
至
福
な
る
光
景
を
見
る
か
ら
で
あ
 る
 。
で
は
そ
れ
は
 

何
か
。
清
ら
か
さ
、
 聖
性
 、
単
純
さ
、
こ
う
し
た
全
て
の
 光
輝
く
神
的
本
性
の
光
輝
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
 神
は
見
ら
れ
る
の
 

で
き
め
る
 
0
 （
 
旨
す
 e
p
 
デ
 
巾
の
 

4
4
 

。
 て
 べ
い
い
）
 

つ
ま
り
我
々
人
間
と
い
う
存
在
の
時
間
性
の
中
で
「
 エ
 ペ
 ク
タ
 シ
ス
」
と
い
う
運
動
を
通
し
て
初
め
て
、
神
は
人
 間
に
 ナ
 
@
 し
っ
て
真
の
立
臼
Ⅲ
 

味
 で
認
識
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
静
的
 な
 対
象
認
識
で
は
な
く
、
ま
た
物
の
本
性
を
問
う
 ギ
リ
 シ
ャ
的
な
認
識
で
は
な
 

い
 。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
 生
 」
と
い
う
歴
史
の
中
 で
 成
立
す
る
人
格
的
な
神
の
身
体
的
知
で
あ
る
の
で
あ
 る
 。
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な
 
「
 ヌ
 ミ
ノ
ー
ゼ
」
の
要
素
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
に
お
 い
て
見
出
せ
な
い
の
か
、
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 神
の
「
捉
え
難
さ
」
に
つ
し
の
 

 
 
 
 

註
 

て
そ
れ
が
あ
る
種
の
感
情
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
ど
 
ラ
力
 
，
 で
あ
る
 

@
 
 @
o
"
2
 
 

。
 ま
た
「
神
の
像
」
に
つ
い
て
詳
し
く
 触
 れ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
 

識
 

 
 

 
 

神
 

た
 。
更
に
本
性
的
認
識
の
次
元
か
ら
自
己
の
時
間
性
の
自
 覚
 、
つ
ま
り
 エ
 ペ
ク
タ
シ
ス
に
お
け
る
認
識
の
次
元
へ
 の
 飛
躍
は
、
ギ
リ
シ
ャ
 

ペクタシス 

い
、
こ
の
運
動
の
中
で
初
め
て
自
ら
の
中
に
現
存
す
る
 神
 を
 知
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
知
ら
れ
る
 神
は
 
「
 哲
学
者
の
神
」
で
は
な
 

い
 。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
格
神
で
あ
る
。
 

魂
は
神
 の
像
 と
い
う
神
の
ま
ね
び
を
通
し
て
、
神
を
知
る
の
で
 あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
 

う
 な
神
認
識
を
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
「
親
和
性
」
（
 
n
O
 
コ
コ
 
a
t
U
r
a
-
@
 

（
 
い
 の
）
に
よ
る
認
識
と
結
び
つ
け
た
 
R
.
 

レ
イ
 

ス
の
 解
釈
に
我
々
は
 

賛
成
す
る
。
 

@
9
@
1
 
 

ト
マ
ス
は
 
円
 神
学
大
全
日
第
二
部
の
 ニ
、
四
 
五
間
二
項
の
主
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
  
 

丁
度
純
潔
に
属
す
る
こ
と
を
、
理
性
の
探
究
を
通
し
て
 倫
 理
 的
知
を
学
ん
だ
者
は
正
し
く
判
断
す
る
が
、
し
か
し
 純
潔
の
習
慣
を
 

持
つ
も
の
ほ
、
あ
る
親
和
性
を
通
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
 正
 し
く
判
断
す
る
。
そ
の
よ
う
に
神
的
事
柄
に
つ
い
て
 理
 性
の
探
究
か
ら
 正
 

し
い
判
断
を
持
っ
事
は
知
性
的
能
力
で
あ
る
知
恵
に
属
す
 る
が
、
或
る
親
和
性
を
通
し
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
正
し
 く
 判
断
す
る
こ
と
 

ほ
 、
聖
霊
の
賜
物
で
あ
る
知
恵
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

こ
こ
で
ト
マ
ス
は
事
柄
を
単
に
並
べ
て
説
明
し
て
い
る
だ
 け
で
あ
る
が
、
グ
レ
 リ
 オ
ス
は
こ
の
二
 
つ
を
 明
確
に
分
 け
 、
後
者
の
よ
う
な
 

仕
方
で
の
神
認
識
を
真
の
神
認
識
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

い
 ず
れ
に
せ
よ
ト
マ
ス
が
言
う
「
親
和
性
」
を
通
し
て
の
 切
玲
識
は
 
、
グ
レ
・
 コ
 Ⅱ
 
ソ
 上
刃
 

ス
 が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
 神
 認
識
に
非
常
に
近
い
。
神
を
 知
る
た
め
に
は
、
神
に
似
た
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
 う
な
い
。
神
へ
の
親
和
 

性
を
通
し
て
神
を
知
る
こ
と
こ
そ
、
真
の
神
認
識
と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
「
神
の
像
を
通
し
て
の
神
認
識
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
 が
ど
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
ぎ
た
。
 本
論
は
一
つ
の
試
論
 

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ま
だ
未
解
決
の
問
題
が
多
く
あ
る
 か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
そ
れ
ら
を
一
瞥
 し
 、
今
後
の
課
 題
 と
し
て
お
き
た
い
。
 

先
ず
第
一
は
、
こ
の
神
認
識
に
お
い
て
は
否
定
的
側
面
 は
 
「
全
く
」
な
い
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
例
え
ば
 
R
.
 オ
 ッ
ト
 ー
が
述
べ
た
よ
 
う
 



 
 
 
 
 
 

註
 

 
 
 
 

（
 
1
 ）
テ
キ
ス
ト
は
ミ
ー
ニ
ュ
の
全
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
 
の
を
使
っ
た
（
㌧
 
塞
 . ニ
 %
 
㏄
１
目
 0
 ）
㏄
）
。
但
し
 
W
.
 
イ
ヱ
｜
 ガ
 ー
に
 よ
 る
全
集
の
 

テ
キ
ス
ト
が
一
九
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
の
で
、
必
要
に
応
じ
 て
こ
れ
を
参
照
し
た
（
 9
 
轄
 。
三
三
Ⅱ
 お
 文
三
）
 0
0
 

の
三
 

%
 
0
 田
 エ
 。
白
の
し
 0
 Ⅱ
二
戸
 
ざ
ダ
 

む
 ①
㏄
の
 り
エ
 
（
年
年
三
 

ぎ
 年
少
の
 ロ
 ・
 ケ
 Ⅱ
・
の
 生
り
 す
 い
白
 
（
の
 
才
 0
 七
日
Ⅰ
 目
 ）
 汀
ぎ
目
 
こ
籠
）
。
但
し
、
本
文
中
の
引
用
箇
所
の
提
示
は
 

、
，
 、
｜
ニ
ュ
 
の
コ
ラ
ム
 

数
 、
及
び
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
記
し
た
。
 

（
 
2
 ）
拙
論
「
 与
ュ
ッ
ザ
 の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
 

門
鋳
 に
お
け
る
 神
 認
識
 ヒ
の
 存
否
」
（
「
基
督
教
学
研
究
 b
 第
一
三
号
、
一
 
0
 
三
頁
 ｜
 
一
一
三
頁
）
を
 参
 

照
 。
 

（
 
3
 ）
③
Ⅱ
 0
 コ
 
（
Ⅱ
 
い
コ
オ
ダ
，
ミ
き
憶
 ざ
ざ
 薫
 れ
き
ま
 
め
ハ
ま
ヨ
づ
 キ
ヘ
 
っ
ふ
へ
荘
へ
 「
 レ
 へ
 
セ
綬
寺
し
 
・
の
り
 す
 
0
 ㌃
 目
 （
）
の
㏄
の
）
で
）
 
0
 ）
 @
 目
む
 い
田
か
 -
0
 
隼
 -
 憶
ざ
 -
 
っ
轟
サ
 
ま
心
心
～
 

～
 
か
ぬ
っ
 

～
 
っ
ぬ
 
@
n
 き
セ
め
 
-
@
Q
 

ま
 
n
.
 ㌧
㏄
「
 
@
 
の
こ
 母
 。
や
ま
 ト
 を
参
照
。
 

（
 
4
 ）
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
思
想
の
中
で
「
神
へ
の
絶
え
ざ
る
前
進
 」
と
い
う
思
想
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
 た
 。
し
か
し
こ
れ
。
 ヒ
 

リ
ピ
 
喜
三
章
二
二
節
に
基
づ
け
て
「
エ
ペ
ク
タ
シ
ス
Ⅰ
と
表
現
 し
 、
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
中
心
思
想
に
位
置
付
け
た
の
は
ダ
ニ
エ
ル
 １
が
初
め
て
で
あ
 

る
 
（
 
ナ
 
し
 い
田
 ひ
ざ
 丘
 
0
 ワ
住
ヴ
 ・
 p
 ㏄
。
の
 
｜
 ㏄
 お
 ）
。
我
々
は
Ⅰ
ク
 
エ
 ヱ
ル
 １
 0
 
ヱ
 ペ
ク
タ
シ
ス
論
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
わ
け
で
は
な
 い
が
、
本
論
で
は
 

便
宜
上
彼
の
術
語
を
使
 う
 こ
と
に
す
る
。
 

（
 
5
 ）
こ
の
神
認
識
の
ダ
イ
ナ
ミ
 
"
 ク
な
性
格
に
言
及
し
て
 

る
 研
究
書
は
多
く
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
理
由
を
挙
げ
て
ダ
 イ
 ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
に
 

及
 し
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ィ
ラ
 l
 、
ラ
ー
ナ
ー
（
 イ
ぎ
 。
三
四
㏄
 二
ロ
 
の
 「
・
 
ム
お
 N
n
 
め
へ
 悪
さ
 
荘
ノ
ら
セ
え
寺
ぎ
荘
め
 
「
 べ
屯
さ
 「
 ハ
ふ
 
～
・
Ⅱ
「
 
囲
ヴ
隼
 Ⅰ
 
幅
 Ⅰ
の
㏄
の
（
Ⅰ
の
 

0
0
 
）
。
 

p
 
お
の
）
や
イ
ヴ
ァ
ン
 
カ
 
（
 
由
 
Ⅱ
 0 コ
 （
Ⅱ
 
ぃ
コ
オ
ダ
 
0
 ワ
住
 Ⅱ
 
P
 
）
の
 
ぃ
 ）
に
 よ
 
る
と
「
神
へ
の
絶
え
ざ
る
 愛
 」
が
、
ま
た
 ヱ
 ス
ク
リ
 
ハ
 ツ
 
・
ア
ル
ベ
ル
カ
 

（
Ⅰ
由
の
り
 
コ
す
い
白
 

0
 。
 
卜
 -
 
ヴ
 ①
Ⅰ
 
り
ダ
 の
 円
 
Ⅰ
ま
け
へ
ま
さ
土
色
っ
よ
へ
 

り
へ
 
Ⅰ
か
へ
さ
 

ぶ
叶
轟
サ
 
-
 
轟
荘
案
い
 い
 
き
ふ
下
 ま
さ
 
荘
憶
 Ⅰ
で
㌻
 こ
 タ
ヱ
 い
白
年
ヴ
隼
り
 

二
年
の
「
 し
 0
 昨
ヨ
 の
 白
む
①
の
り
す
 

%
 す
ぎ
。
㏄
 年
 

）
 
N
p
.
 
ロ
 「
の
ぎ
 
目
 「
 
む
 ）
の
 
q
A
.
p
 ニ
 ど
に
よ
る
と
「
神
の
像
」
が
そ
 の
 理
由
と
し
て
舌
口
 
及
 さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
神
の
像
」
と
い
う
 こ
と
に
関
係
す
る
 

「
神
の
内
在
Ⅰ
や
「
 
徳
 Ⅰ
に
そ
の
理
由
を
求
め
て
い
る
の
は
、
 

フ
 エ
 ル
カ
ー
（
 ミ
 ・
 せ
 0
 戸
の
「
・
色
心
 吋
つ
 
「
 e
o
x
 
 

シ
ミ
 

の
 
め
 
Q
 
Q
 
㌃
 
鼠
 セ
師
 @
 
か
へ
 
「
・
 ミ
 @
 
の
の
 
F
p
 口
の
 
コ
 

）
の
の
の
。
 

p
 
）
の
 
ひ
 ）
や
レ
イ
ス
（
 
下
汀
ち
 ・
「
・
 
@
 
お
の
き
虫
害
 -
 ㌧
 ぃ
ヱ
 の
）
 0
 白
 Ⅱ
。
 っ
，
ト
 
Ⅱ
）
・
 
ヱ
 て
し
て
ダ
ニ
エ
ル
 ー
 
（
）
・
 
し
 ㏄
 田
臣
 
か
す
 タ
 
0
 で
・
 
ユ
 （
：
で
 ，
ぃ
 
㏄
 ト
 ）
 

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
日
至
福
に
つ
い
て
 L
 
の
 何
 処
 に
そ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
を
示
し
て
い
る
言
葉
 が
あ
る
の
か
明
示
さ
 

れ
て
い
な
い
。
確
か
に
「
神
の
像
」
や
「
神
の
内
在
」
と
い
う
 こ
と
か
ら
、
こ
の
神
認
識
の
ダ
イ
ナ
ミ
 ノ
ク
 
な
性
格
を
論
じ
る
 -
 
」
と
が
で
き
る
か
も
 

約
 論
理
か
ら
 へ
 ブ
ラ
イ
的
論
理
へ
の
飛
躍
と
解
釈
で
き
る
 で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
改
め
て
論
じ
る
必
要
 が
あ
る
。
 

 
  

 



し
れ
な
い
。
し
か
し
「
神
の
像
」
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ス
タ
 ソ
 テ
ィ
ヌ
 @
 
（
 
口
 ・
 パ
 0
 コ
の
 
有
三
 

i
n
o
 

口
 ）
の
よ
う
に
「
静
的
」
に
 捉
 
え
る
解
釈
も
あ
る
 

（
 
り
 T
 円
仁
的
の
口
 

日
の
ゴ
 
「
の
の
「
の
的
 

0
 「
の
 
せ
 
0
 コ
之
日
 の
の
 

p
@
 ヨ
ぺ
 の
「
二
 

%
 （
 
田
 ㏄
㏄
 目
宙
 e
r
 下
戸
立
ガ
・
中
す
 

臣
 
0
 の
 
0
 ㌧
 
ゴ
ガ
 。
 
ゴ
の
 
コ
ロ
コ
江
ロ
む
江
ず
。
 

す
 。
の
 
ゴ
 
r
 デ
亡
 ピ
 す
の
二
円
 
宙
ま
 *
 
ざ
且
 

旧
甲
き
目
お
 
ふ
 き
 。
 っ
 ・
 
註
あ
婁
お
 Ⅰ
を
参
照
）
。
し
か
し
そ
も
 
そ
も
、
こ
の
神
認
識
を
「
鏡
に
お
け
る
 神
 認
識
」
と
解
釈
す
る
，
 
」
と
に
よ
っ
て
 、
そ
 

の
 ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
を
導
ぎ
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
既
に
 レ
イ
ス
が
気
付
い
て
い
る
（
 0
 っ
 ・
ユ
ニ
ワ
 凸
 ）
 

（
 
6
 ）
 ト
 ・
Ⅰ
 は
 ㏄
叶
の
・
。
 

い
悪
 
「
づ
き
 m
o
-
0
 

吋
む
荘
ぃ
 
「
の
 す
 ～
 
り
 
～
 
匡
 
め
き
 
田
 
x
 め
 
～
～
 

下
 G
 「
 
め
憶
 
0
 「
 
め
 き
さ
 臣
 Ⅱ
 め
 
s
Q
,
.
 

の
。
 
ゴ
 
0
@
 ）
 
串
 （
）
の
㏄
の
）
 

つ
 ・
 
肚
 
㏄
 臣
 
1
 。
臣
 
Ⅰ
 
肚
 
。
 つ
 ・
 
か
 
0
 ）
・
 
@
 目
 「
・
 
せ
び
 

舟
目
 ・
 0
 や
ユ
ダ
 
ワ
お
ど
ヱ
 ・
目
せ
 0
 二
ロ
 か
耳
 
す
の
 
お
 「
・
 
Q
 ミ
吋
ミ
も
 宝
生
お
括
 
り
 実
ま
「
 め
 
@
 
め
め
め
 

-
 
～
 
め
め
 
o
x
 め
 
～
～
 

，
 （
の
 
ゴ
 「
 
@
 
の
 
（
 
コ
 
n
F
 

の
目
の
 

@
 
の
 
（
 
0
 Ⅱ
㌧
㏄
）
 

，
し
 @
 
コ
臼
 
0
 宙
 ・
 

0
 日
 
ド
お
肝
 P
,
2
0
 
 

を
参
照
。
 

（
 
7
 ）
 ミ
 ・
ヨ
 %
 「
 
p
.
,
 
旨
 浅
茅
き
め
 

Q
Q
 

～
～
 

い
の
め
 

「
か
め
さ
ま
も
め
Ⅰ
 

め
 
@
 や
 檎
 「
 
ミ
 
（
 
き
 Ⅰ
 呈
 下
き
…
 ，
ぎ
二
 P
 ソ
目
 
&
 ～
「
 

p
n
 
の
 
己
 
u
 宰
 （
・
 

@
m
@
*
-
@
-
 

ロ
ゴ
の
「
目
せ
あ
 

由
叶
 ・
の
ヰ
目
 
ま
的
ヰ
 
Ⅰ
（
・
い
中
江
 

の
 の
ヲ
宙
ヱ
ド
 の
の
 
7
.
 つ
 ・
 
N
 白
１
鯛
を
参
照
。
 

（
 
8
 ）
我
々
は
直
接
文
献
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
 他
の
文
献
か
ら
間
接
的
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
 き
る
。
一
八
九
四
年
 

に
 メ
イ
ヤ
ー
（
 
ミ
 ・
 ミ
 の
日
の
「
）
は
こ
の
講
話
の
神
認
識
を
直
接
的
 な
も
の
と
解
し
て
 新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
関
係
を
主
張
し
た
が
 

一
八
九
五
年
に
 

デ
ィ
ー
カ
ン
プ
（
中
日
の
方
の
 
ヨ
 し
は
こ
れ
を
否
定
し
、
間
接
的
 

お
い
て
は
、
神
の
光
へ
と
切
望
し
て
近
づ
い
て
い
く
と
述
べ
 ろ
 れ
て
い
る
。
 

と
し
た
。
そ
う
し
た
経
過
を
受
け
て
今
日
で
は
こ
の
神
認
識
を
 直
接
的
で
は
な
く
、
 

間
接
的
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
 が
 我
々
は
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
直
接
１
間
接
と
い
う
図
式
で
解
 釈
す
る
こ
と
を
否
定
 

す
る
。
そ
し
て
 新
 プ
ラ
ト
ン
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
 

直
 接
 １
間
接
と
い
う
図
式
で
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
 

オ
一
テ
 ィ
ス
 が
述
べ
る
よ
う
 

に
 、
永
遠
１
時
間
と
い
う
図
式
で
問
題
に
す
。
 

へ
 き
で
あ
る
と
 考
 え
る
。
 中
 
0
 ユ
 ダ
，
 Q
 「
 
め
め
ミ
 
Ⅱ
 目
牝
 お
き
 

Q
x
 

田
の
口
 

も
 
も
も
 
能
 
o
n
@
Q
x
8
x
 

（
 
め
 
㌧
～
 
@
Q
x
 
束
 
臣
 ま
め
，
・
 

田
 @
 の
ヰ
 
弔
 い
 （
「
）
 
串
 
Ⅱ
円
目
）
）
 
7
,
 ロ
の
 
ユ
ド
 
コ
ド
 の
Ⅰ
の
。
 

つ
 ・
㏄
 
い
 Ⅰ
 
｜
 ㏄
 臣
 Ⅰ
 占
乞
 
参
照
。
 

（
 
9
 ）
土
井
、
前
掲
青
一
 0
 四
頁
以
下
を
参
照
。
 

（
㏄
）
 し
 の
 ぺ
ギ
下
 
ぎ
ざ
 キ
 の
・
 
ポ
ゲ
 
（
の
の
）
）
 

S
@
 

ロ
の
 す の
 
（
 
@
 
（
・
 
n
 ゴ
 「
 
@
 ：
 ワ
お
，
の
 
（
の
 
之
 0
 巨
 Ⅰ
（
）
・
「
処
な
性
に
つ
い
 て
ヒ
 に
つ
い
て
見
る
と
、
そ
こ
 

 
 

で
 
「
或
る
程
度
」
（
 き
 q
 身
 ）
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
 ェ
ベ
ク
 タ
 シ
ス
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
 コ
 キ
リ
ス
卜
者
の
 
出
色
音
一
口
卜
し
 

っ
 Ⅰ
Ⅰ
 
て
ヒ
戸
ト
 

 
 

 
 

（
は
）
 蒋
汀
ぃ
 （
：
中
の
註
。
お
⑦
 n
.
 

「
神
を
も
つ
」
と
 

い
 う
 表
現
は
古
典
的
表
現
で
あ
る
。
次
の
も
の
を
参
照
。
 

ヱ
 
由
 レ
コ
の
 

P
Q
Q
 ～
～
 
目
 Ⅰ
 け
め
 

さ
す
い
 悪
 「
 
 
 
 
 
 
 

と
 

も
ミ
寺
 e
u
 已
 @
 
き
 下
知
 キ
め
さ
 
の
 き
 「
沖
 
さ
 n
-
 

悪
き
ふ
 

さ
め
 
「
 
え
時
 ぎ
さ
 め
 
。
 
9
 さ
 
荘
 け
心
 悪
 ㍉
 め
憶
壷
め
 

（
 
か
 ～
（
 

ま
 ミ
ハ
き
め
 

目
 さ
ざ
「
 
め
 
北
ハ
 
き
ま
 
さ
や
い
の
二
日
）
の
㏄
 
0
@
 由
 ・
 力
 の
す
 
コ
 
の
「
・
む
ぎ
 
臼
 

識
 

 
 

Q
Q
-
 
～
 
い
の
 
憶
 い
け
悪
ミ
 

・
 む
ぎ
ト
め
 キ
ミ
 田
め
 
「
木
守
き
め
 さ
ミ
ぬ
ざ
 

「
 e
Q
 
さ
熊
 「
 Q
 き
荻
 二
の
 キ
 「
～
 
め
 
～
 
@
a
 ま
め
熊
き
 
目
ミ
 

N
e
n
d
 

ミ
ホ
 ～
「
 

c
 か
め
 ui
 
逗
き
 「
 Q
 忘
 ま
ひ
 
@
 
め
 
Q
S
.
-
 

コ
 -
 
助
 

神
 

の
日
ヨ
 
サ
 
0
-
 宙
 
e
r
 本
 i
q
e
 

ゴ
の
 
・
の
の
 
コ
ド
サ
臣
 

Ⅱ
 
幅
ト
 の
ひ
 
肚
 （
Ⅰ
の
㏄
 

臣
 ）
 



（
 レ
 ）
典
型
的
な
箇
所
を
一
つ
だ
 け
 挙
げ
よ
う
。
「
七
万
全
に
つ
い
 て
ロ
（
 蒋
杏
 「Ⅰ
の
り
 

エ
 0
 コ
の
 
）
の
結
語
で
あ
る
（
 Q
 之
 O
 目
 
P
 
に
 ム
 ）
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
 

9
2
 

ぅ
卜
ト
 
華
中
ら
れ
て
Ⅱ
 
リ
る
 。
 

と
い
う
の
も
ま
こ
と
に
、
完
全
と
は
、
よ
り
よ
 ぎ
 も
の
に
む
か
 っ
て
大
き
く
な
る
こ
と
を
決
し
て
止
め
な
い
こ
と
、
何
ら
か
の
 限
 界
 に
よ
っ
⑫
 

 
 
 
 

て
 七
万
全
を
限
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

そ
の
他
 円
 モ
ー
ゼ
の
生
涯
 
ヒ
や
円
 雅
歌
に
つ
い
て
 ヒ
 な
ど
で
 至
 る
と
こ
ろ
に
見
出
せ
る
。
比
較
的
最
近
の
も
の
で
は
次
の
文
献
 を
 参
照
。
匹
の
。
 

「
 
曲
圧
 @
 つ
 ～
 
ま
や
 O
 「
 n
o
 
～
 
@
Q
 
さ
 ・
 0
 さ
荘
 ～
 
き
 。
 0
Q
 
さ
 ～
 
ぎ
 ま
ま
ま
・
づ
き
 

n
Q
 

「
～
 

も
 
め
 ぎ
 
も
 さ
 ～
 
@
 
全
ま
 
@
 
～
セ
ミ
泣
き
馬
 鳶
ゼ
寒
 ～
 
Q
Q
-
n
 
卜
 ㎏
 も
 
め
。
之
の
 
キ
ぺ
 9
 戸
 
ト
の
 
㏄
㏄
。
 
ロ
 ・
 ト
 旬
ト
 

（
㎎
）
 
ェ
 。
ヘ
ク
タ
シ
ス
論
に
つ
い
て
は
、
 
コ
 哲
学
研
究
 口
 第
五
山
 ハ
 0 号
 
（
一
九
九
四
年
一
 0
 
月
刊
行
予
定
）
に
掲
載
が
決
定
さ
れ
 て
い
る
拙
論
を
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
 

0
.
 

「
・
い
い
し
 

ひ
 の
 -
,
,
 

め
 ～
 
馬
 「
 さ
ミ
セ
 
Ⅰ
 さ
 %
 安
き
馬
ハ
ミ
の
「
 

も
 
め
っ
「
セ
母
 
き
 せ
お
 0
.
 
め
 0
0
 
さ
 て
 Ⅰ
い
ま
さ
 
っ
ま
ぎ
ま
 
"
.
 了
 @
Q
 「
の
的
 

0
 「
 せ
せ
 0
 臣
 ア
ド
の
の
 

い
由
臣
 
年
ヰ
 @
0
%
 ゴ
臣
 
0
 の
。
 

づ
ゴ
 
@
 
の
 ・
 ゴ
 m
.
 よ
 ・
し
び
「
二
の
の
（
 

p
@
-
 
Ⅰ
の
 
@
 
ヰ
 0
%
 

）
の
㍉
の
。
 

ロ
 ・
）
 
団
 ㏄
 1
,
 
）
 
巨
 の
を
参
照
。
 

（
 巧
 ）
 
宮
ぃ
コ
 ・
の
（
 お
ダ
 ・
 巾
 Q
 き
，
 品
い
以
下
を
参
照
。
 

（
 比
 ）
 
し
 ・
 ミ
む
 三
の
臣
す
の
「
 

m
-
 も
ぎ
与
さ
心
さ
 
荘
 -
 
㌢
 き
下
ふ
 
～
の
 注
は
の
 ひ
馬
～
 
の
 ミ
め
っ
 
「
 e
Q
 
さ
宅
 ）
 の
 
め
 
P
Q
 
む
 （
（
 
@
 
口
 港
口
 宙
 ③
 ，
や
 ）
お
を
参
照
。
 

（
Ⅳ
）
 カ
ネ
ヴ
ヱ
 
（
 
ミ
 ・
 9
 
誌
せ
 痒
 ）
は
既
に
こ
の
神
の
像
は
 、
 
人
間
に
と
っ
て
「
神
を
見
出
す
た
だ
一
つ
の
手
段
」
（
口
器
の
 
@
 
臣
堅
 的
の
日
二
神
の
 
-
 
。
 ヰ
 0
%
 

Q
 。
 目
 き
か
口
ヰ
の
し
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
。
 
9
 
。
叶
っ
「
 
き
 さ
宅
セ
の
 
め
Ⅰ
（
も
Ⅰ
㏄
㏄
㏄
 

｜
 ㏄
の
 
ち
 ）
 ，
 。
 @
 
口
 @
Q
 Ⅰ
 ウ
 め
の
目
せ
の
 
ヱ
オ
 
の
「
・
Ⅰ
の
 

す
 0
%
 
 
由
臣
 
羊
ミ
月
村
の
 
臣
 -
 

ヲ
 自
む
 
コ
り
ゴ
 
の
 コ
ト
 の
㏄
 
ト
 ・
 づ
 ・
 団
 ㏄
・
）
。
 

（
 憾
 ）
（
 コ
 の
り
 
臣
 （
・
・
 

Q
 之
 0
 コ
ロ
・
㏄
 
ひ
の
 
@
 も
の
丘
 円
ワ
ミ
 
0
 ゼ
 ・
・
 臣
け
文
 
。
 @
 蒋
汀
痒
 ：
 
巾
 Q
 食
品
 9
 甲
馬
 蕊
 臣
を
参
照
。
ま
た
「
 絶
 望
 」
で
忙
な
く
、
「
 悲
 

し
み
」
（
 訣
 ヒ
ロ
 
占
 ）
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
を
参
照
。
 
ロ
 の
 す
 い
 （
：
 巾
 Q
 
ト
ト
 ）
 
N
N
 
巨
し
 

（
㎎
）
 力
 ・
 オ
の
せ
ダ
 。
Ⅰ
 
ぃ
円
ゴ
ひ
 
0
-
0
 

雙
の
の
 柚
ニ
 （
由
の
 

コ
 の
 ヰ
 の
 Q
 「
 ひ
 0
 ギ
 0
 ヰ
の
 之
 せ
の
の
 

p
,
.
@
 

二
 
%
 下
り
可
 
・
 
n
 円
ヒ
 ひ
ち
。
 
ロ
の
 
「
二
口
）
の
 

臼
 q
 。
 ワ
旬
 。
 の
を
参
照
。
 

（
㏄
）
 力
 ・
 0
 痒
 0
-
 。
 
0
 き
 「
㌧
つ
め
～
つ
ま
ま
 

め
薄
憲
 「
 荘
 Ⅰ
 め
目
コ
鮎
吋
 
ミ
思
 ぎ
き
 馬
 @
 
コ
ハ
Ⅱ
つ
ま
ち
・
 

-
 
臣
一
戸
 由
 Ⅰ
㏄
 
い
円
い
の
ヰ
 

の
の
口
ヒ
 
目
 二
ロ
 
0
 の
の
す
の
神
Ⅱ
の
申
の
ロ
ヰ
 

・
の
㎡
年
神
㎡
幅
り
Ⅰ
㎡
Ⅰ
ハ
り
 

0
 円
ゴ
ぃ
 

石
文
 の
，
や
 ）
 １
 ）
 0
.
 

こ
の
論
文
の
中
で
 

ナ
 ソ
ト
ー
は
、
グ
レ
ゴ
 
り
 オ
 ス
に
お
け
る
 
ヌ
 ミ
ノ
 l
 ゼ
 の
テ
キ
ス
ト
を
一
箇
所
挙
げ
て
 
い
る
（
の
 ロ
 ・
 巾
 Q
 ム
旬
 

0
0
 
）
 い
 ）
。
そ
の
中
で
グ
レ
ゴ
 
り
オ
 ス
は
神
が
言
葉
を
超
越
し
て
い
 る
こ
と
、
従
っ
て
神
の
ま
え
で
は
、
敬
し
て
沈
黙
す
べ
き
こ
と
 を
 語
っ
て
い
る
。
 

「
沈
黙
」
に
つ
い
て
は
、
被
造
物
の
時
間
性
に
つ
い
て
の
古
典
的
 
箇
所
と
し
て
挙
げ
た
「
集
会
の
書
講
話
 ヒ
 第
七
講
話
（
 Q
 之
 o
 づ
 ワ
ち
つ
 
の
 ｜
ト
ト
ひ
 
）
 の
 

中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
 か
ほ
 つ
い
て
は
、
所
謂
「
闇
の
中
で
の
神
認
識
」
と
の
関
連
で
 考
察
し
な
け
れ
ば
な
 

う
な
い
。
 



 
 

フ
ロ
イ
ト
以
降
の
精
神
分
析
学
は
多
様
な
展
開
を
み
て
い
 る
が
、
そ
れ
は
わ
が
国
の
宗
教
心
理
学
に
お
い
て
は
 追
 尾
 さ
れ
て
こ
な
か
っ
 

 
 

も
っ
と
も
典
型
的
な
の
は
、
松
本
 滋
 に
よ
る
一
九
七
 
九
年
の
円
宗
教
心
理
学
 b
 以
降
、
こ
の
分
野
で
は
概
説
 書
の
類
が
ま
っ
た
く
 出
 

八 八 

  
V 

序 士 
  
  
対 
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幼
児
性
・
幻
想
・
宗
教
 

（
 
l
l
 

）
 

１
１
宗
教
心
理
学
に
お
け
る
対
象
関
係
論
の
位
 
置
 



対
象
関
係
論
と
は
、
カ
 l
 ル
・
ア
ブ
ラ
ハ
ム
本
曲
臣
下
 甲
申
 ゴ
 曲
ヨ
お
よ
び
メ
ラ
ニ
 
一
 ・
ク
ラ
イ
ソ
ノ
ミ
 e
 宙
ョ
 0
 
 
本
 了
了
に
よ
っ
て
 プ
ロ
 

(484)  94 

    

幼 
児 ｜ 

の 

分 
析 
か 
ら 

対 
象 
関 
係 
論 
へ 

フ そ （ つ ェ 
お 会 か ま 口 

論 を の さ 
っ デ 今 上 わ も れ   

が 念論 展 尹 

倹 おあ を お 何 

す い あ 

れる ば。 り、 
そ 促 そ 
れ つ の 

い ェ でて縞 よ 、 果 

諭 そ 論 
と い り ク及 言 
ラ ソ さ 

わ ソ れ 
け 以 て 
で 降 い   は め る 

重 要   
関心 地 こ 移 の が の 

宗教 た し よ、 宗教 

が 心 心 

係理 咬 
と に 行本移は と 罷 り、 、 理 理 

論 と の 理 学 学 



幼児性 幻想・宗教 

ィ
ト
 の
理
論
に
加
え
ら
れ
た
修
正
が
出
発
点
と
な
り
、
 ィ
 ギ
リ
 ス
の
精
神
分
析
学
界
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
 理
 論
 で
あ
る
。
 

フ
ロ
イ
ト
の
 娘
 ア
ソ
 ナ
 同
様
、
ク
ラ
イ
ソ
は
幼
児
・
 児
 仝
 
里
に
 対
し
て
精
神
分
析
を
行
な
っ
た
草
分
け
の
一
人
で
あ
 っ
た
 。
と
こ
ろ
で
 フ
 

ロ
イ
ト
お
よ
び
 ア
ソ
ナ
 は
、
幼
児
・
児
童
に
対
し
て
は
、
 精
神
分
析
の
治
療
技
法
の
根
幹
で
あ
る
自
由
連
想
が
適
 用
 困
難
と
す
る
見
解
で
 

 
 

げ
る
諸
行
動
を
、
自
由
連
想
と
同
様
に
分
析
可
能
な
も
 の
 と
と
ら
え
て
い
た
 
 
 

幼
児
の
分
析
を
彼
女
が
行
な
っ
た
こ
と
は
、
さ
ら
に
自
閉
 症
や
分
裂
病
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
は
精
神
分
析
で
は
 扱
え
な
い
と
さ
れ
て
 

い
た
種
の
精
神
疾
患
の
患
者
を
分
析
す
る
こ
と
を
も
可
能
 に
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
よ
う
な
範
囲
の
拡
大
以
上
の
意
 味
 が
児
童
分
析
に
は
あ
 

つ
た
 0
 
 
エ
デ
ィ
プ
ス
，
コ
ソ
プ
レ
ッ
ク
ス
発
現
以
前
に
生
 じ
て
い
る
現
象
を
と
ら
え
、
自
我
の
形
成
に
つ
い
て
の
 フ
ロ
イ
ト
の
理
論
を
修
 

正
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

ク
ラ
イ
ソ
が
こ
と
に
重
要
と
考
え
た
の
は
、
生
後
一
年
以
 内
の
乳
児
の
母
親
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
 い
て
は
、
彼
女
に
よ
 

れ
ば
、
乳
児
は
母
親
を
母
親
と
認
識
せ
ず
、
は
じ
め
は
 乳
 房
な
ど
の
部
分
的
な
対
象
と
し
て
し
か
と
ら
え
る
こ
と
 が
で
き
な
い
。
し
か
し
 

な
が
ら
、
乳
児
の
欲
求
を
理
解
し
、
そ
れ
に
反
応
し
て
 母
 親
 が
と
る
諸
行
動
が
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
乳
児
と
 母
親
と
の
交
流
の
て
が
 

か
り
と
な
る
。
 

母
親
、
特
に
そ
の
乳
房
は
乳
児
の
欲
求
を
満
た
し
、
満
足
 を
 与
え
る
。
乳
児
は
そ
れ
を
「
 よ
 い
」
乳
房
と
し
て
 内
 面
 に
取
り
込
み
、
 取
 

り
 込
ま
れ
た
内
面
の
そ
れ
に
対
し
、
愛
を
向
け
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
そ
の
「
 よ
 さ
」
を
、
外
界
の
実
際
の
乳
房
の
 う
 え
に
投
影
す
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
満
足
が
中
断
さ
れ
た
り
、
思
う
 よ
う
 に
満
た
さ
れ
な
い
と
 き
 、
乳
児
は
欲
求
不
満
を
覚
 え
 、
欲
求
を
満
た
し
て
 

く
れ
な
い
乳
房
を
「
悪
い
」
乳
房
と
し
て
取
り
込
ん
で
、
 そ
こ
に
憎
し
み
や
破
壊
衝
動
を
向
げ
も
す
る
。
こ
れ
も
 ま
た
外
界
の
乳
房
に
投
 

影
 さ
れ
る
。
善
悪
二
面
の
価
値
を
投
影
さ
れ
た
外
界
の
乳
 肩
 は
、
さ
ら
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
満
足
と
 迫
害
を
受
け
る
過
程
が
 

繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
乳
離
れ
や
 お
 れ
 つ
の
交
換
や
母
親
の
さ
ま
ざ
ま
な
反
応
を
通
じ
て
 こ
の
投
影
と
取
り
込
み
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以
上
二
つ
の
態
勢
と
 ヱ
 デ
ィ
プ
ス
・
コ
ソ
プ
レ
ッ
グ
 ス
 を
 経
て
、
幼
児
は
適
切
な
対
象
関
係
を
つ
く
り
、
対
象
を
 全
体
と
し
て
愛
す
る
 

母
親
を
中
心
と
し
た
 外
 

い
う
 ア
ソ
ビ
 ヴ
ァ
レ
ン
ス
 

ま
り
生
の
本
能
と
死
の
本
 

考
え
る
。
外
界
の
対
象
を
 

の
二
つ
の
本
能
の
葛
藤
に
 

生
じ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
 

生
ず
る
と
さ
れ
る
「
妄
想
 

自
己
お
よ
び
対
象
の
「
 

的
な
存
在
と
し
て
全
体
的
 

づ
 0
 四
計
 
ざ
ロ
と
 呼
ば
れ
る
、
 

が
同
一
の
母
親
で
あ
る
こ
 

る
。
同
様
の
過
程
が
父
親
 

階
か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
の
 い
 

（
 
g
 ）
 

ラ
イ
ソ
は
見
る
。
 

界
 に
対
し
て
循
環
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
投
影
と
取
り
入
れ
 の
 反
復
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
母
親
の
善
悪
二
面
性
と
 

に
 先
行
す
る
と
さ
れ
る
の
が
、
内
界
で
生
じ
て
い
る
葛
藤
 で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
、
性
欲
動
と
攻
撃
欲
動
、
 つ
 

（
 
8
 ）
 

能
 と
の
葛
藤
を
論
じ
た
の
を
受
け
て
、
彼
女
は
乳
児
の
未
 分
化
の
意
識
の
う
ち
で
こ
の
葛
藤
が
生
じ
て
い
る
と
 

識
別
す
る
能
力
が
形
成
さ
れ
る
に
 つ
 れ
て
、
こ
の
葛
藤
は
 外
界
に
投
影
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
内
界
で
 

対
応
し
て
、
 よ
 い
乳
房
と
悪
い
乳
房
、
つ
ま
り
善
悪
両
面
 を
 併
せ
持
っ
た
母
親
と
い
う
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
 ソ
ス
 が
 

内
外
で
一
 つ
に
 統
合
し
き
れ
な
い
ま
ま
、
乳
児
は
葛
藤
 す
 る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
後
三
、
四
 ケ
 月
の
幼
児
に
 

１
分
裂
態
勢
」
 お
圧
 N
o
 
宙
 ・
 
づ
 a
r
a
 

口
 o
 日
 ロ
 0
 四
曲
 
0
 口
で
あ
る
  
 

悪
い
」
部
分
を
「
よ
い
」
部
分
と
あ
わ
せ
て
認
識
し
 、
そ
 れ
を
統
合
し
て
自
己
お
よ
び
対
象
（
母
親
）
を
市
価
 

に
と
ら
え
、
さ
ら
に
そ
れ
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
 よ
う
 に
な
る
こ
と
が
、
つ
づ
く
「
 
抑
磁
 態
勢
」
 口
 名
お
招
客
 の
 

普
通
は
生
後
四
 ケ
 月
か
ら
 六
ケ
 月
の
段
階
に
お
け
る
乳
児
 0
 課
題
で
あ
る
。
「
よ
い
」
対
象
と
「
悪
い
」
対
象
 

と
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
は
、
愛
す
る
対
象
に
同
時
に
 憎
 し
み
を
も
向
け
て
い
た
自
分
に
気
づ
く
こ
と
で
も
あ
 

お
よ
び
他
の
家
族
成
員
と
の
関
係
に
お
い
て
も
働
き
、
 幼
 児
は
葛
藤
と
不
安
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
 段
 

う
 三
歳
か
ら
五
歳
に
か
け
て
の
時
期
よ
り
も
な
お
早
く
 、
 エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ソ
プ
レ
ッ
グ
 乙
ど
 始
ま
る
と
、
 グ
 

分 陰 
て 々 

あ に 
る 統 合 

さ 

れ 

  
個 

人 0 
現昂 

と 

し 
て 
の 

母親 

の 

全 
体 
像 
が 

形作 

ら 

れ 
て 
い 

@ 
の 

ナ， し - 
が 
  

生 
後       

四 

ケ月 

の 

段 
階 
で 
むま 

い 

ま 
ナ， し - 
不 
十 

(486)@ 96 

が
 、
つ
ま
り
、
満
足
感
と
迫
害
感
と
を
味
わ
う
過
程
が
 、
 繰
り
返
し
 行
 な
わ
れ
る
。
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
の
乳
房
と
 母
親
の
他
の
断
片
と
が
 



幼児性・幻想   宗教 

い
う
こ
と
が
、
成
人
し
て
の
ち
の
神
経
症
や
精
神
病
に
大
 ぎ
く
関
わ
る
。
ま
た
こ
の
態
勢
を
、
治
療
者
と
の
擬
似
 的
な
母
子
関
係
を
通
じ
 

て
 患
者
に
通
過
さ
せ
る
こ
と
が
治
療
の
た
め
に
重
要
で
 あ
る
。
 
抑
礒
 態
勢
の
課
題
を
通
じ
て
、
人
は
健
全
な
母
 
子
 関
係
を
モ
デ
ル
 
と
し
 

た
 、
健
全
な
対
人
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
ひ
 い
て
は
当
人
を
精
神
的
な
病
理
か
ら
回
復
さ
せ
う
る
よ
 う
に
す
る
の
で
あ
る
。
 

フ
ロ
イ
ト
の
本
能
論
、
特
に
攻
撃
欲
動
を
死
の
本
能
に
結
 び
 
つ
げ
る
論
点
と
、
対
象
関
係
に
お
い
て
生
じ
る
諸
葛
 藤
の
理
論
と
の
二
つ
 

を
 、
無
理
に
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
を
放
棄
し
て
、
 後
述
す
る
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
よ
う
に
徹
底
し
て
対
象
 関
 係
 論
に
依
拠
し
た
な
 

ら
 、
ク
ラ
イ
ソ
の
理
論
は
も
っ
と
す
っ
き
り
し
た
も
の
に
 な
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
 
本
 能
 論
の
処
理
と
い
う
 問
 

題
 で
の
彼
女
の
過
渡
的
な
立
場
と
、
最
初
の
対
象
と
し
て
 の
母
親
と
の
関
わ
り
あ
い
に
自
我
形
成
と
い
う
課
題
の
 遂
行
を
重
視
す
る
彼
女
 

の
 論
点
に
注
目
す
る
に
げ
に
し
て
お
こ
う
。
ク
ラ
イ
ン
の
 重
要
性
は
、
い
ず
れ
フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
論
を
検
討
す
る
 七
 で
あ
ぎ
ら
か
に
な
 

る
 。
 

@
 
㏄
 -
 

ク
ラ
イ
ソ
に
続
い
て
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
し
ミ
・
ミ
ヨ
 ヨ
 の
 
0
 ま
に
つ
い
て
述
べ
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
分
析
家
に
 な
る
以
前
は
小
児
科
 

医
 を
し
て
い
た
彼
に
は
、
児
童
分
析
の
草
分
け
た
る
 ク
 -
 
フ
イ
ソ
と
は
別
の
意
味
で
、
幼
児
の
精
神
世
界
に
接
近
し
 、理
解
す
る
う
え
で
、
 

フ
ロ
イ
ト
よ
り
も
一
日
の
長
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

彼
 0
 対
象
関
係
論
的
見
解
に
は
ク
ラ
イ
ン
が
影
響
し
て
い
 る
 部
分
も
大
き
い
が
、
 

し
か
し
 彼
 独
自
な
部
分
も
見
逃
せ
な
い
。
も
っ
と
も
わ
 れ
わ
れ
に
関
わ
り
が
あ
る
の
は
、
乳
児
に
お
け
る
幻
想
 
@
 
二
目
 れ
 。
 コ 
の
役
割
の
再
 

評
価
で
あ
る
。
 

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
精
神
世
界
に
は
、
 

外
 界
の
知
覚
と
、
内
界
で
の
意
識
の
み
で
は
な
く
、
第
三
 の
 、
そ
の
両
者
に
 頁
乃
 

 
 

 
 

敵
 す
る
中
間
領
域
 ぎ
 （
の
（
 

ヨ
 0
 日
韓
（
の
 簿
 （
の
簿
が
存
在
す
る
 と
い
う
。
こ
の
領
域
は
乳
児
お
よ
び
幼
児
の
諸
経
験
が
ま
 さ
に
行
な
わ
れ
る
と
 

 
  

 

こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
乳
児
が
現
実
を
認
識
す
る
 能
 力
 を
得
て
い
た
 い
 段
階
と
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
ま
で
 0
 段
階
と
の
間
に
 、
中
 



な
い
。
患
者
と
治
療
者
と
の
関
わ
り
あ
い
の
場
で
あ
る
 臨
 床
 そ
の
も
の
が
、
Ⅲ
治
療
上
の
転
移
と
抵
抗
と
い
う
 関
 係
性
 を
め
ぐ
る
考
察
、
 

（
は
 
"
 

と
こ
ろ
で
、
ク
ラ
イ
ソ
と
ウ
ィ
ニ
コ
ソ
 ト
 の
議
論
は
 、
フ
 
ロ
イ
ト
に
お
け
る
対
象
関
係
論
的
思
考
を
前
提
と
す
る
 こ
と
は
い
う
ま
で
も
 

間
 的
な
段
階
を
仮
定
す
る
。
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
幻
想
的
 な
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
は
、
内
界
と
外
界
、
現
実
検
討
 能
 力
 め
 獲
得
・
 末
 獲
得
と
 

の
中
間
に
あ
っ
て
そ
れ
を
架
橋
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
 
移
行
現
象
」
 叶
 
づ
い
口
の
 

ゃ
叶
ゃ
 

0
 口
凹
 で
ぎ
 口
 0
 ヨ
 0
 口
 0
 口
 と
呼
ば
れ
 る
 。
移
行
現
象
は
四
 ケ
 

月
か
ら
一
二
 ケ
月
 ま
で
の
間
に
現
わ
れ
始
め
る
と
、
ウ
ィ
 ニ
コ
ッ
ト
は
い
う
。
ク
ラ
イ
ン
同
様
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
 も
 生
後
一
年
間
の
対
象
 

関
係
を
非
常
に
重
視
す
る
。
 

乳
児
が
最
初
に
も
つ
「
自
分
で
な
い
」
所
有
物
、
ぬ
い
ぐ
 る
み
や
お
し
ゃ
ぶ
り
や
お
気
に
入
り
の
毛
布
な
ど
を
、
 そ
し
て
も
ち
ろ
ん
 母
 

親
の
乳
房
を
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
「
移
行
対
象
」
時
 の
 臣
の
 
三
 0
 口
主
 。
三
の
 
ユ
 と
陣
 ぷ
 。
移
行
対
象
は
所
有
物
で
あ
る
 か
ら
、
（
心
的
概
念
で
 

あ
る
）
内
的
対
象
で
は
な
い
。
し
か
し
乳
児
に
と
っ
て
は
 ま
っ
た
く
の
外
的
対
象
で
も
な
い
。
こ
の
移
行
対
象
を
 し
ゃ
ぶ
っ
た
り
、
愛
撫
 

し
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
徐
々
に
幼
児
は
「
自
分
で
 な
い
も
の
」
と
し
て
移
行
対
象
を
認
識
す
る
。
つ
ま
り
 、
移
行
対
象
に
よ
っ
 

て
 、
外
界
の
他
者
の
認
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 つ
い
で
幼
児
は
移
行
対
象
に
結
び
つ
げ
て
、
も
の
を
 
考
え
、
空
想
す
る
。
 ゥ
 

ィ
ニ
コ
 "
 ト
 に
よ
れ
ば
、
母
親
と
乳
児
と
の
交
流
は
移
行
 対
象
を
通
じ
て
間
接
的
に
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
 乳
児
が
移
行
対
象
と
そ
 

れ
に
ま
つ
わ
る
幻
想
を
十
分
に
体
験
し
て
い
な
け
れ
 ば
、
 乳
児
の
健
全
な
母
子
関
係
、
ひ
い
て
は
乳
児
の
健
全
な
 成
長
は
あ
り
え
な
い
と
 

す
る
。
 

移
行
対
象
は
幼
児
の
外
界
，
他
者
認
識
の
発
達
に
応
じ
て
 、
中
間
領
域
全
体
に
拡
散
し
て
い
く
。
こ
の
中
間
領
域
 は
 、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
 

に
ょ
 れ
ば
、
公
私
に
ま
た
が
る
幻
想
的
な
体
験
を
行
な
 う
 場
 と
し
て
、
つ
ま
り
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
文
化
的
 
領
域
と
し
て
、
は
じ
 

め
は
遊
び
に
「
夢
中
」
に
な
る
子
供
の
遊
び
の
領
域
に
直
 結
し
、
将
来
的
に
は
芸
術
や
宗
教
や
科
学
に
関
わ
る
 ょ
 う
 な
体
験
が
展
開
す
る
 

（
Ⅱ
 

@
 
）
 

場
 と
な
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
幻
想
は
創
造
性
 と
 結
び
っ
げ
ら
れ
る
。
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幼児性 

ス 姑 

想
 
：
 

幻
 

  

Ⅱ
 経
 症
と
宗
教
と
 

Ⅰ
精
神
分
析
に
 ょ
 

・
 @ 
、
｜
 

を
 比
較
す
る
、
 

る
 知
見
を
 、
 -
 

対
象
関
係
論
で
宗
教
を
扱
う
に
は
、
当
然
フ
ロ
イ
ト
の
論
 じ
 方
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
実
際
に
そ
う
な
っ
て
 い
る
。
以
下
で
は
、
 

フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
論
を
検
討
し
つ
つ
、
フ
ロ
イ
ト
の
胸
を
 か
り
て
対
象
関
係
論
の
可
能
性
を
も
示
そ
う
。
 

フ
ロ
イ
ト
が
宗
教
に
つ
い
て
論
じ
た
最
も
初
期
の
業
績
は
 、
一
九
 0
 セ
 年
の
「
強
迫
行
為
と
宗
教
的
儀
礼
」
（
 以
 下
 
「
強
迫
行
為
」
と
 

略
す
）
で
あ
る
。
内
容
は
題
名
そ
の
も
の
で
あ
り
、
 フ
 ロ
イ
ト
自
身
の
い
い
方
を
用
い
る
な
ら
、
「
神
経
症
の
こ
 
と
を
個
人
的
宗
教
性
 と
 

@
H
"
 

呼
び
、
宗
教
の
こ
と
を
普
遍
的
強
迫
神
経
症
と
呼
ん
で
み
 」
 る
 、
つ
ま
り
神
経
症
に
よ
る
個
人
の
強
迫
行
為
と
、
 

宗
教
儀
礼
と
い
う
集
団
 

%
 
 的
 
・
普
遍
的
な
行
為
と
の
類
似
の
指
摘
で
あ
る
。
 

続
 く
 
「
ト
一
 テ
ム
と
 タ
ブ
 一
 L
 二
九
一
二
年
、
以
下
「
 ト
 一
テ
 ム
し
 、
 「
あ
る
幻
想
の
 

ト
 

未
来
 J
 二
九
二
 セ
年
 、
以
下
口
未
来
し
、
日
文
化
 へ
の
不
満
 b
 （
一
九
三
 0
 年
 、
以
下
口
不
満
し
、
「
人
間
 モ
 一
セ
と
 
一
神
教
 J
 二
九
三
 

ル
竿
、
以
下
口
モ
ー
セ
 ヨ
 
と
は
い
さ
さ
か
主
題
を
異
に
す
 る
 よ
 う
 で
、
実
は
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
た
主
題
は
ず
っ
と
 継
続
さ
れ
て
い
る
。
 

つ
 え
で
、
個
人
と
集
団
と
を
対
比
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 

実
 は
こ
の
点
は
、
個
人
の
神
経
症
や
幻
想
を
め
ぐ
 

集
団
，
社
会
的
レ
ベ
ル
で
維
持
さ
れ
て
い
る
文
化
に
も
 適
 用
 し
よ
う
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
一
貫
し
た
関
心
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三
集
団
と
個
人
を
 っ
な
ぐ
 

②
 ヱ
 デ
ィ
プ
ス
・
コ
ソ
プ
レ
ソ
 ク
ス
 と
い
う
三
者
関
係
の
 布
置
を
め
ぐ
る
考
察
へ
と
、
自
然
に
フ
ロ
イ
ト
を
導
い
 て
は
い
た
。
 

フ
ロ
イ
ト
の
場
合
に
は
、
い
ま
だ
な
お
二
本
能
論
の
枠
内
 に
お
い
て
対
象
関
係
の
後
成
を
論
じ
て
い
た
。
そ
れ
が
 、
ク
ラ
イ
ソ
 

は
 、
二
本
能
論
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
死
の
本
能
に
つ
い
て
 は
 対
象
関
係
と
の
両
立
を
は
か
り
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
に
 お
い
て
は
、
 

の
 重
視
が
さ
ら
に
徹
底
し
た
形
で
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
 る
 。
こ
れ
は
単
な
る
力
点
の
相
違
の
よ
う
だ
が
、
の
ち
 の
 宗
教
論
に
 

要
 に
な
る
。
 

し
か
し
、
 

に
お
い
て
 

対
象
関
係
 

お
い
て
 重
 



つ
く
の
は
適
切
に
 

価
と
は
い
い
が
 

こ
の
著
作
で
 
フ
 思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
リ
ク
 @
 ル
は
 、
 ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
は
 自
我
の
価
値
の
過
大
評
価
で
あ
り
、
自
我
の
能
力
の
過
 大
詔
 

-
 
巧
 -
 

た
い
点
を
指
摘
す
る
。
「
思
考
の
全
能
」
と
ナ
ル
シ
 シ
ズ
 ム
は
 結
び
つ
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

ロ
ィ
ト
 は
、
権
力
欲
や
性
欲
の
発
散
を
禁
じ
て
い
た
が
、
 ま
た
愛
さ
れ
、
賛
美
さ
れ
て
も
い
た
 原
 父
の
存
在
を
仮
 完
す
 

を
 示
し
て
い
る
。
こ
の
類
似
は
行
動
レ
ベ
ル
で
の
類
似
に
 す
ぎ
ず
、
両
者
を
同
一
の
レ
ベ
ル
で
論
じ
る
妥
当
性
に
 つ
い
て
は
保
留
さ
れ
る
 

が
 、
フ
ロ
イ
ト
は
の
ち
の
宗
教
論
で
こ
れ
を
同
一
性
へ
と
 

続
く
「
ト
ー
テ
ム
 
L
 、
こ
と
に
そ
の
第
三
章
、
四
章
は
 、
 

導
く
。
そ
の
役
割
を
果
た
す
の
が
、
「
ト
ー
テ
ム
 

b
 や
 

精
神
分
析
の
成
果
を
応
用
し
た
歴
史
的
・
民
族
学
的
な
 

「
モ
ー
セ
 b
 な
ど
の
、
 

文
化
論
で
あ
る
。
 
こ
 

歴
史
的
・
民
族
学
的
著
作
で
あ
る
と
、
リ
ク
ー
ル
は
み
る
 ひ
 彼
の
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
の
っ
と
り
、
前
項
で
見
 た
 、
幼
児
性
・
幻
想
 

本
能
の
重
要
性
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
 論
を
見
て
い
こ
 う
 。
 

強
迫
行
為
と
宗
教
的
儀
礼
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
フ
ロ
イ
 ト
 は
ひ
と
た
び
は
、
後
者
の
象
徴
性
や
意
味
深
さ
に
 言
 及
し
 、
両
者
の
類
比
 

を
 保
留
す
る
か
と
思
わ
せ
る
。
だ
が
彼
は
、
前
者
の
強
迫
 行
為
の
意
味
深
さ
を
精
神
分
析
 は
 発
見
し
て
い
る
と
 述
 べ
、
っ
 づ
け
て
双
方
に
 

お
い
て
、
行
為
の
意
味
は
当
事
者
に
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
 い
こ
と
を
強
調
す
る
。
ま
た
、
両
者
の
共
通
の
原
因
と
 な
る
罪
責
意
識
に
対
し
 

て
 、
前
者
は
行
為
、
後
者
は
罪
人
で
あ
る
と
い
う
告
白
に
 よ
っ
て
、
両
者
と
も
に
防
衛
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
と
 す
る
。
そ
の
罪
責
意
識
 

の
 原
因
と
な
る
の
は
、
前
者
の
場
合
に
は
、
性
欲
動
を
中
 心
と
す
る
欲
動
の
抑
圧
で
あ
り
、
後
者
は
利
己
的
・
 反
 社
会
的
な
欲
動
の
抑
圧
 

で
あ
る
。
 

こ
で
 フ
ロ
イ
ト
は
、
個
人
と
文
化
を
結
び
つ
け
る
論
点
を
 探
そ
う
と
す
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
に
の
っ
と
っ
て
、
ア
ニ
 、
 
、
、
ズ
ム
 （
神
話
）
的
 世
 

界
 観
、
宗
教
的
世
界
観
、
科
学
的
世
界
観
と
い
う
進
化
論
 的
 図
式
に
対
応
さ
せ
て
、
個
人
の
リ
ビ
ド
 @
 の
展
開
の
 経
緯
を
論
じ
る
。
上
記
 

三
者
に
対
応
す
る
の
が
、
「
思
考
の
全
能
」
を
特
徴
と
し
 

た
 ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
段
階
、
現
実
に
適
応
す
る
た
め
に
 欲
 望
を
断
念
す
る
対
象
 

@
H
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選
択
の
段
階
、
そ
し
て
快
感
原
則
を
超
え
て
現
実
原
則
を
 自
分
の
も
の
と
す
る
段
階
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
「
 思
考
の
全
能
」
が
結
び
   



ぬ
 「
未
来
円
円
不
満
 

b
 
は
、
連
続
線
上
に
あ
る
。
 

前
 
者
の
「
未
来
 

b
 
で
は
、
寄
る
辺
な
い
人
間
が
自
然
か
ら
 

自
ら
を
守
る
共
同
戦
線
と
し
 

幻
 
想
て
 
生
活
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
を
文
化
内
に
お
 

文
化
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
時
代
が
進
 

 
 

。
こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
は
 
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
社
会
 

、
唯
 

め
 
性
 
見
一
の
父
の
下
の
道
徳
を
最
上
の
も
の
と
し
た
ユ
ダ
ヤ
 

理
学
的
理
由
と
し
て
、
幼
児
的
な
依
存
へ
の
願
望
、
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は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
。
ど
の
よ
う
に
し
 て
 各
個
人
に
こ
の
 ょ
う
 な
複
雑
な
物
語
が
系
統
発
生
的
 に
体
験
さ
れ
る
の
 た
 ろ
 

ぅ
か
 。
 

口
 

幻
想
の
意
味
す
る
も
の
 

@
 
Ⅱ
 -
 

主
張
で
あ
る
。
だ
が
や
は
り
フ
ロ
イ
ト
の
議
論
に
は
 
難
 点
が
残
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
世
代
間
の
精
神
の
遺
伝
的
 連
 続
を
論
じ
る
が
、
そ
れ
 

る
 。
こ
の
 原
 父
を
殺
し
た
息
子
た
ち
は
、
そ
の
罪
悪
観
に
 苛
ま
れ
な
が
ら
も
、
父
の
 力
 を
自
ら
の
う
ち
に
取
り
込
 む
た
め
に
、
父
を
食
べ
 

て
、
 父
と
の
一
体
化
を
は
か
る
。
こ
の
事
件
が
儀
式
と
し
 て
 反
復
さ
れ
る
の
が
ト
ー
テ
ム
の
供
犠
で
あ
り
、
キ
リ
 ス
ト
教
の
聖
体
拝
領
で
 

あ
る
と
さ
れ
る
。
供
犠
に
ほ
ま
ず
、
焚
殺
し
の
罪
悪
を
生
 
口
 白
し
 、
 償
 う
 意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
供
犠
 に
は
、
父
と
の
和
解
を
 

通
じ
て
父
の
力
を
取
り
戻
し
て
自
ら
の
も
の
に
し
、
 父
 へ
の
勝
利
を
記
念
す
る
と
い
う
隠
さ
れ
た
目
的
も
あ
る
。
 ま
体
拝
領
は
 、
 父
と
の
 

和
解
と
と
も
に
、
父
に
か
わ
っ
て
身
を
捧
げ
た
息
子
の
血
 と
 身
体
を
味
わ
う
と
い
う
、
父
子
関
係
の
逆
転
が
込
め
 ら
れ
た
儀
式
で
あ
る
。
 

こ
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
ト
ー
テ
ム
供
犠
が
行
な
わ
れ
 た
 動
機
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
見
え
隠
れ
す
る
、
 ェ
 デ
 イ
 プ
ス
・
コ
ソ
プ
レ
ソ
 

ク
ス
 と
い
う
名
の
父
子
関
係
と
が
、
人
類
の
歴
史
の
中
で
 形
を
変
え
っ
 っ
 も
、
個
人
お
よ
び
集
団
に
お
い
て
受
 け
 継
が
れ
て
き
た
と
い
う
 



寄
る
辺
な
い
人
生
を
耐
え
 

実
証
的
基
盤
を
持
ち
え
な
い
 

@
o
 
）
 

の
に
、
宗
教
論
の
場
合
に
は
 

と
、
信
者
が
共
有
す
る
神
々
 

も
注
意
し
て
お
こ
う
。
さ
ら
 

円
 不
満
 b
 は
、
同
幻
想
 
b
 を
 

「
無
制
限
」
そ
し
て
「
大
洋
」
 

外
界
と
わ
か
ち
が
た
く
結
び
 

ぅ
と
 説
明
し
っ
 っ
 、
だ
が
 宗
 

い
 切
る
。
そ
し
て
ロ
ラ
ン
の
 

文
化
 内
 不
満
を
さ
ら
に
細
か
 

を
巧
み
に
断
念
さ
せ
る
シ
ス
 や

す
く
す
る
慰
め
の
機
能
は
評
価
す
る
が
、
科
学
へ
の
 信
 仰
を
標
傍
 す
る
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
、
確
固
た
る
 

幻
想
の
評
価
は
高
く
な
い
 0
 こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ロ
 ィ
ト
 が
芸
術
論
で
は
創
造
的
な
解
釈
を
展
開
す
る
 

@
 
れ
 @
 

な
ぜ
そ
れ
を
行
な
わ
な
い
の
か
と
り
ク
ー
ル
は
批
判
す
る
 。
あ
わ
せ
て
リ
ク
ー
ル
が
個
人
的
な
夢
の
空
穂
 

@
 
れ
 ）
 

の
 巨
大
な
 像
 と
の
間
に
、
や
は
り
個
人
と
文
化
と
を
隔
て
 る
 大
き
な
距
離
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
 

に
こ
の
こ
と
に
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
幻
想
の
創
造
的
な
側
 面
を
買
っ
て
い
た
こ
と
を
対
置
し
て
お
こ
う
。
 

読
ん
だ
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
手
紙
に
フ
ロ
イ
ト
が
こ
た
 ，
 
え
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
 p
 ラ
ン
が
、
「
永
遠
」
 

と
い
っ
た
言
葉
で
宗
教
的
感
情
の
源
泉
を
表
現
し
ょ
う
 と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
そ
れ
は
 

つ
い
て
一
体
に
な
っ
て
い
る
感
覚
で
、
お
そ
ら
く
は
自
他
 の
 境
界
が
消
失
し
た
感
覚
を
さ
し
て
い
る
の
 た
 ろ
 

教
的
 感
情
の
源
泉
と
し
て
は
幼
児
的
な
寄
る
辺
な
さ
と
い
 ぅ
 強
い
欲
求
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
と
 言
 

「
大
洋
感
情
」
に
は
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
ぬ
ま
ま
、
フ
ロ
 
ィ
ト
 は
 円
 未
来
 b
 で
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
 

く
 分
析
し
、
結
局
文
化
と
は
人
間
が
自
己
維
持
の
た
め
に
 、
性
欲
動
に
新
た
に
攻
撃
欲
動
を
加
え
た
 二
 欲
動
 

テ
ム
 な
の
だ
と
説
く
。
性
欲
の
断
念
と
し
て
ほ
近
親
相
姦
 の
 禁
止
を
例
と
し
、
後
者
の
断
念
と
し
て
は
、
 強
 

（
 
円
）
 

@
 

フ
ロ
イ
ト
に
お
け
る
含
み
は
、
Ⅲ
幼
児
的
な
願
望
充
足
、
 

㈲
検
証
不
可
能
な
言
説
、
の
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
 

根
源
的
な
願
望
の
存
在
を
考
え
る
。
さ
ら
に
そ
れ
を
 補
 &
 
万
 す
る
も
の
と
し
て
、
原
文
殺
害
と
い
う
歴
史
的
事
件
を
 お
ノ
入
 同
ト
ー
テ
ム
 b
 で
 

の
 仮
説
に
 @
 及
す
る
。
単
な
る
保
護
者
と
し
て
の
父
親
と
 、
 神
と
な
っ
た
原
文
と
の
間
に
、
フ
ロ
イ
ト
は
 ェ
 デ
 イ
 フ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ソ
 
ク
 

ス
 と
い
う
共
通
の
背
景
を
見
い
出
す
。
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
 て
 、
幼
児
が
神
経
症
的
状
態
を
経
て
成
長
す
る
よ
う
に
 、
人
類
も
宗
教
と
い
う
 

-
M
@
 

神
経
症
的
状
態
を
超
え
て
合
理
精
神
へ
と
到
る
べ
き
だ
と
 し
 、
フ
ロ
イ
ト
自
身
の
科
学
へ
の
信
仰
を
吐
露
す
る
。
 

こ
こ
で
も
リ
ク
ー
ル
を
参
照
し
よ
う
。
彼
は
、
「
幻
想
」
 

の
 語
に
対
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
扱
い
を
と
り
あ
げ
る
。
「
 
幻
 想
 」
と
い
う
語
の
 
、
 

(492) 102 



幻
 
想
セ
ヒ
に
 

と
が
、
た
し
か
に
一
つ
に
 

お
い
て
、
神
経
症
の
臨
床
的
記
述
と
、
歴
史
 

統
ム
ロ
 

さ
れ
え
て
い
る
と
い
 

 
 

、
欲
望
の
経
済
論
的
な
説
明
 

 
 

し
て
い
る
。
全
て
を
過
去
の
繰
り
返
し
に
お
い
て
論
じ
る
 

フ
ロ
イ
ト
の
枠
組
み
は
、
 

ゐ
不
 

@
 
托
 
@
 

教
 感
情
を
正
面
か
ら
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
だ
が
リ
ク
ー
ル
の
指
摘
を
 

待
つ
ま
で
も
な
く
、
 

103 (493) 

麹
 
の
と
お
り
な
ら
た
し
か
 
仁
 記
述
の
上
で
の
類
似
を
超
 
え
て
、
構
造
的
な
同
一
性
へ
と
い
た
る
こ
と
が
で
き
よ
 

う
 0
 り
 ク
ー
ル
け
は
 
円
モ
 l
 

@
 
桝
 @
 

「
個
人
心
理
学
と
集
団
心
理
学
と
の
隔
た
り
に
架
橋
 し
 、
民
族
を
個
々
の
神
経
症
患
者
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
で
 ぎ
る
」
と
い
う
。
 そ
 

追
行
為
で
言
及
し
た
よ
う
な
利
己
的
な
欲
動
を
抑
え
て
の
 、
隣
人
愛
の
強
調
を
取
り
上
げ
る
。
一
九
二
 0
 年
の
円
 快
感
原
則
の
彼
岸
 L
 に
 

お
い
て
提
出
さ
れ
た
「
死
の
本
能
」
の
仮
説
が
こ
こ
で
の
 議
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
宗
教
は
、
「
死
の
 
本
能
」
の
現
わ
れ
で
 

@
 
㏄
 @
 

あ
る
攻
撃
欲
動
を
制
御
す
る
使
命
を
担
 う
 の
だ
。
欲
動
の
 票
田
に
よ
っ
て
隣
人
愛
の
試
み
が
可
能
に
な
る
と
い
う
 人
間
観
は
、
幼
児
期
 仁
 

対
象
愛
の
試
み
を
見
る
ク
ラ
イ
ン
の
見
解
と
は
か
な
り
 異
 な
る
宗
教
論
を
導
く
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
 

円
 モ
ー
セ
 ヒ
 で
は
、
原
文
、
モ
ー
セ
、
キ
リ
ス
ト
と
い
う
 連
続
を
強
調
し
て
、
過
去
に
生
じ
た
歴
史
的
外
傷
と
し
 て
の
原
文
殺
害
が
 、
 

モ
 l
 セ
、
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
回
帰
さ
れ
、
そ
し
て
個
々
 人
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
 ェ
 デ
ィ
ブ
ス
・
 コ
 ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
う
 

か
た
ち
で
、
系
統
発
生
的
に
生
じ
て
い
る
と
い
う
 円
 ト
一
 テ
 ム
ヒ
で
の
仮
説
を
さ
ら
に
強
化
す
る
。
 

リ
ク
ー
ル
は
フ
ロ
イ
ト
が
依
拠
し
た
民
族
誌
的
姿
 料
や
、
 彼
の
仮
説
の
危
う
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
よ
 り
も
、
フ
ロ
イ
ト
が
 

聖
典
の
釈
義
や
宗
教
感
情
の
展
開
を
追
わ
ず
に
、
神
経
症
 の
 経
過
を
モ
デ
ル
に
、
抑
圧
さ
れ
た
過
去
の
外
傷
の
回
 帰
 と
し
て
の
み
、
文
化
 

お
よ
び
個
人
に
お
け
る
 神
 観
念
の
成
立
を
論
じ
る
こ
と
に
 対
し
、
リ
ク
ー
ル
は
批
判
的
で
あ
る
。
 

だ
が
こ
こ
で
 り
ク
一
ル
が
 再
び
問
題
に
す
る
の
は
、
個
人
 対
 集
団
と
い
う
例
の
図
式
で
あ
る
。
結
局
フ
ロ
イ
ト
は
 、
過
去
の
印
象
を
と
 

ど
め
る
「
無
意
識
的
な
記
憶
痕
跡
」
の
存
続
を
仮
定
し
 、
 こ
の
外
傷
的
事
件
が
史
的
事
実
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
 
、
そ
の
上
に
立
っ
て
 、
 



宗
教
に
対
す
る
い
さ
さ
か
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
態
度
を
除
け
ば
 、
フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
論
の
枠
組
み
は
き
わ
め
て
示
唆
的
 で
 有
意
義
な
も
の
で
 

@
 
折
 -
 

あ
る
。
彼
は
宗
教
を
幻
想
と
し
て
論
じ
る
一
方
で
、
ま
た
 単
な
る
幻
想
に
と
ど
ま
ら
ず
「
重
要
な
歴
史
的
記
憶
」
 を
 含
み
、
宗
教
に
お
い
 

 
 

矛
盾
し
た
物
言
い
は
、
文
化
の
精
神
分
析
と
、
個
人
 レ
 ヘ
ル
の
欲
望
の
経
済
論
 

と
を
同
一
化
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
生
じ
て
 

@
9
@
@
 
 

い
た
。
Ⅲ
個
人
の
 
自
由
連
想
と
夢
に
よ
る
分
析
と
い
う
基
盤
か
ら
出
発
し
 て
 、
幼
児
的
な
願
望
 充
 

足
の
幻
想
か
ら
複
雑
で
大
き
な
相
観
念
へ
の
発
展
、
そ
し
 て
 ㈲
個
人
の
精
神
か
ら
文
化
の
「
精
神
」
へ
の
、
精
神
 分
析
の
対
象
の
拡
大
、
 

こ
の
二
つ
の
主
題
を
フ
ロ
イ
ト
が
扱
う
際
に
は
、
㍉
未
来
 

目
 、
 日
 
不
満
 b
 に
お
い
て
は
 
共
時
 的
に
幻
想
の
成
立
と
機
能
 も
 Ⅰ
述
べ
、
 円
 
ト
ー
テ
ム
 目
 

と
 
㍉
モ
ー
セ
目
に
お
い
て
は
通
時
的
・
歴
史
的
に
宗
教
的
 
観
念
の
起
源
を
置
 き
 、
そ
こ
か
ら
の
発
展
を
述
べ
て
い
 る
 。
幼
児
性
や
幻
想
と
 

い
っ
た
概
念
の
含
意
、
そ
し
て
過
去
へ
の
遡
及
に
よ
る
 説
 明
 と
い
う
フ
ロ
イ
ト
の
論
じ
方
が
、
精
神
分
析
的
宗
教
 論
を
見
る
 ぅ
え
 で
 き
わ
 

め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

こ
の
前
提
を
問
い
な
お
そ
 う
 。
ま
ず
幼
児
期
に
つ
い
て
で
 あ
る
。
対
象
関
係
論
に
お
け
る
幼
児
性
の
再
評
価
を
み
 れ
ば
明
ら
か
な
 よ
う
 

に
 、
幼
児
期
に
は
、
未
熟
さ
と
い
う
語
だ
け
で
は
語
り
尽
 く
せ
な
い
、
極
め
て
複
雑
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
。
 

寄
 る
 辺
な
い
無
力
な
だ
け
 

の
 存
在
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
本
能
の
な
す
が
ま
ま
、
 

父
 親
の
保
護
に
依
存
す
る
の
み
の
無
力
な
存
在
と
し
て
、
 

幼
児
は
と
ら
え
ら
れ
る
 

五
 

結
語
 

Ⅲ
遠
 い
 過
去
に
外
傷
的
事
件
を
措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 レ
 点
、
㈲
そ
し
て
そ
の
遠
い
過
去
か
ら
現
在
へ
の
連
続
 性
を
考
え
な
け
れ
ば
 

494  
 

な
ら
な
い
点
は
、
理
論
上
の
難
所
と
い
え
る
。
特
に
 、
フ
 
ロ
イ
ト
自
身
が
た
び
た
び
こ
れ
ら
の
宗
教
論
の
中
で
告
 白
し
て
い
る
よ
 う
 に
 、
 

㏄
 

 
 

 
 

こ
う
し
た
議
論
は
精
神
分
析
の
臨
床
に
直
結
し
た
も
の
で
 は
な
い
。
 



べ
 き
 で
 は
 な
い
。
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
ほ
 
ず
 の
（
そ
う
で
 
な
け
れ
ば
児
童
分
析
の
臨
床
に
生
じ
る
諸
現
象
が
説
明
 

で
き
な
い
、
そ
の
）
 
対
 

象
 関
係
の
き
わ
め
て
複
雑
な
作
用
を
通
じ
て
、
幼
児
性
 

と
 幻
想
と
を
と
ら
え
よ
 
う
 と
し
た
と
 き
 、
ク
ラ
イ
ン
は
 
、
 そ
れ
ら
を
再
評
価
す
る
 

最
初
の
可
能
性
を
関
い
た
。
幼
児
期
を
理
解
可
能
な
も
の
 

と
み
た
点
、
お
よ
び
、
幻
想
を
他
者
認
識
と
対
象
 

憂
 へ
 の
 幼
児
の
努
力
と
し
て
 

と
ら
え
る
枠
組
み
を
示
し
た
点
で
、
彼
女
ほ
わ
れ
わ
れ
に
 

と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
そ
の
前
提
は
彼
女
に
よ
る
二
本
 

能
 論
の
修
正
だ
が
、
 
実
 

ほ
 彼
女
の
理
論
と
の
比
較
の
上
で
円
不
満
 

L
 を
検
討
し
て
 
み
る
と
、
死
の
本
能
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
の
人
間
の
評
 

価
は
正
反
対
に
さ
え
な
 

る
 。
関
係
性
は
、
攻
撃
欲
動
の
処
理
の
た
め
に
し
か
た
な
 

く
 後
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
性
欲
動
と
か
ら
み
あ
い
 

な
が
ら
、
自
我
形
成
に
 

重
要
 た
 役
割
 を
 果
た
し
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
彼
女
に
と
 

っ
て
、
幼
児
期
の
諸
行
動
は
、
 

円
 
不
満
 L
 で
み
た
よ
う
な
 
禁
圧
さ
れ
る
べ
 き
諸
 

欲
動
の
現
わ
れ
で
も
あ
り
な
が
ら
、
対
象
愛
の
試
み
と
 

し
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
 
よ
う
 に
さ
れ
た
の
だ
。
さ
ら
に
 
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
 
、
内
 

界
 と
外
界
が
、
ま
た
自
己
と
他
者
が
区
別
さ
れ
な
い
 

過
 渡
 的
な
認
識
状
態
を
幻
想
と
結
び
つ
け
、
そ
こ
に
文
化
 

的
な
創
造
性
を
み
て
い
 

る
 。
 

も
う
一
つ
重
要
な
点
が
あ
る
。
過
去
へ
の
遡
及
と
い
う
，
 

し
と
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
個
人
に
お
け
る
宗
教
的
感
 

情
と
 、
ト
ー
 テ
 ミ
ズ
 

ム
や
聖
体
拝
領
に
見
る
よ
う
な
宗
教
儀
礼
を
 

、
 遠
い
過
去
 の
 歴
史
的
事
件
が
、
個
人
お
よ
び
文
化
レ
ベ
ル
で
系
統
 

発
生
的
に
回
帰
・
反
復
 

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の
外
傷
が
症
 

状
や
分
析
へ
の
抵
抗
に
お
い
て
回
帰
・
反
復
さ
れ
る
の
 

と
 同
様
、
人
類
 
史
 の
 太
 

%
 
 古
に
生
じ
た
外
傷
が
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
 

は
 宗
教
的
 感
情
と
し
て
、
文
化
の
レ
ベ
ル
で
は
宗
教
儀
礼
と
し
て
 

繰
り
返
さ
れ
る
と
み
る
の
で
 

想
 
あ
る
。
こ
の
場
合
、
過
去
の
外
傷
的
事
件
を
ま
ず
 

措
 定
し
 、
さ
ら
に
遠
い
過
去
か
ら
現
在
の
個
々
人
へ
と
つ
 

た
が
る
連
続
性
の
実
体
を
も
 

幻
 
措
定
す
る
と
い
う
二
重
の
手
続
ぎ
を
と
ら
ざ
る
を
 

，
 え
な
い
こ
と
ほ
、
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

  

105  (495) 



註
 

（
 
1
 ）
本
稿
は
、
日
本
宗
教
学
会
第
五
二
回
学
術
大
会
（
一
九
 九
三
年
）
で
発
表
し
た
「
対
象
関
係
論
と
神
の
像
」
を
再
構
成
 し
た
も
の
で
あ
る
。
 重
 

復
 す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
 断
 わ
り
し
て
お
く
。
 

（
 
2
 ）
円
宗
教
研
究
 ヒ
を
 過
去
十
年
分
調
べ
て
み
る
と
、
フ
ロ
イ
 ト
 以
降
の
宗
教
心
理
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
の
考
察
は
な
い
と
 い
っ
て
よ
い
。
ア
メ
 

リ
ヵ
 で
の
具
体
的
な
動
向
は
以
下
の
論
考
な
ど
が
参
考
に
な
る
 。
日
の
日
の
の
 

ミ
 ・
 目
 
0
 
コ
 の
の
の
の
っ
 
き
ざ
 
き
も
っ
 

ぺ
 
さ
ミ
 セ
 に
 い
 
き
っ
さ
き
さ
 

モ
め
汗
 さ
き
目
打
 
隠
 ～
 
悔
 ぎ
さ
 
1
1
 

キ
ミ
白
弐
き
 寒
さ
さ
 
荘
 づ
き
ま
 濤
薫
ぬ
 
さ
い
の
（
 

N
 の
 
目
ぺ
 0
 「
 
下
へ
 a
-
 
の
 日
田
せ
の
「
の
 

@
 
（
ゼ
ロ
「
の
の
の
・
 

お
 三
）
は
、
対
象
関
係
論
を
含
む
 ポ
ス
 ト
 ・
フ
ロ
イ
デ
ィ
ア
 

ン
 た
ち
の
業
績
を
、
自
身
の
心
理
療
法
家
と
し
て
の
臨
床
経
験
 と
 、
宗
教
学
を
教
授
し
て
ぎ
た
経
験
か
ら
批
判
的
に
と
ら
え
 よ
う
 と
し
た
試
み
で
あ
 

ば
 、
フ
ロ
イ
ト
が
直
面
し
た
多
く
の
問
題
に
は
ま
っ
た
く
 抵
触
せ
ず
に
す
む
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
フ
ロ
イ
ト
 よ
 り
す
す
ん
で
、
幼
児
期
 

は
 複
雑
な
、
幼
児
が
意
欲
的
に
自
我
形
成
の
努
力
を
行
な
 5
 場
と
し
て
、
そ
し
て
幻
想
は
、
そ
の
萌
芽
的
な
自
我
 0
 発
展
可
能
性
を
含
ん
 

だ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
 よ
う
 に
な
る
。
 

こ
こ
に
お
い
て
対
象
関
係
論
は
、
幼
児
性
・
幻
想
の
再
 評
 価
を
通
じ
て
、
 り
ク
一
め
 が
あ
げ
た
一
つ
の
課
題
を
 、
 フ
ロ
イ
ト
の
図
式
に
 

の
っ
と
り
補
完
し
な
お
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
 り
ク
 ｜
め
 が
懐
疑
の
実
践
と
し
て
の
解
釈
（
 学
 ）
と
、
創
造
 的
な
意
味
の
想
起
と
し
 

-
 
㏄
 "
 

て
の
解
釈
（
 学
 ）
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
前
者
を
経
由
 し
て
後
者
に
い
た
る
こ
と
に
 よ
 る
可
能
性
に
期
待
し
た
 の
と
同
じ
こ
と
が
、
 精
 

神
 分
析
の
文
脈
の
中
で
も
行
な
い
 う
 る
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
も
う
一
度
、
学
説
史
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
お
 プ
 
」
 ぅ
 。
 私
 ほ
こ
こ
で
対
象
関
係
論
の
検
討
・
援
用
が
フ
ロ
 イ
ト
 を
否
定
し
た
、
 

宗
教
肯
定
的
な
宗
教
心
理
学
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
 る
の
で
は
な
い
し
、
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
の
で
も
な
い
 。
望
む
の
は
む
し
ろ
、
 

フ
ロ
イ
ト
の
忘
れ
ら
れ
て
い
た
一
側
面
の
批
判
的
継
承
で
 あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
扱
っ
た
多
様
な
主
題
、
諸
概
念
、
 枠
組
み
に
取
り
組
む
そ
 

の
後
継
者
た
ち
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
 を
も
つ
の
か
の
検
討
を
、
宗
教
心
理
学
は
も
っ
と
積
極
 的
に
行
な
っ
て
く
る
 ぺ
 

き
だ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
そ
う
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
 ほ
 、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
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幼児性，幻想， 宗 

る
 。
彼
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
も
ポ
ス
ト
・
フ
ロ
イ
デ
ィ
ア
 ソ
の
 宗
教
研
究
へ
の
援
用
に
は
時
を
要
し
た
ら
し
い
。
最
も
早
 期
 の
そ
の
 ょ
う
 な
所
 

突
 と
し
て
彼
が
あ
げ
る
の
は
、
一
九
七
九
年
の
 レ
コ
 
p
 。
 
目
 ㏄
「
 
@
p
 刃
守
ぃ
 
Ⅰ
 芹
 
0
,
 づ
 ミ
ぃ
 い
 @
 
「
～
 
ミ
息
 
～
 
き
め
い
 
～
 
e
@
 
お
崎
 Q
 っ
憶
 （
 
C
 三
セ
 
縛
 の
 
@
 
（
 
吋
 o
h
 の
 ゴ
 @
n
p
 

の
。
 

P
l
 
窃
の
）
で
あ
る
。
 甑
 c
 
ゴ
ぃ
臼
口
 
・
 Q
 ま
 0
 在
 ・
，
 
伊
潟
ヴ
 0
 口
目
 お
 吋
 0
 （
 由
目
 あ
ぎ
 且
，
ぎ
住
 ・
 三
 ・
 四
ざ
監
 ・
里
心
ミ
 %
 監
 ㍗
 
母
 
わ
 い
 
～
 
@
 
崎
 @
o
x
 
 

（
 
ヲ
自
 
p
n
.
 

ヨ
ま
キ
 。
お
ま
）
 ほ
 、
フ
ロ
イ
ト
以
降
の
深
層
心
理
学
の
展
開
 と
 宗
教
研
究
と
の
関
わ
り
を
広
く
と
ら
え
、
教
会
で
の
司
牧
に
 お
け
る
そ
の
活
用
ま
 

で
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
 

（
 
3
 ）
松
本
渡
円
宗
教
心
理
学
 
b
 東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
 九
年
。
さ
ら
に
こ
の
 書
 自
体
も
今
田
 恵
 
「
宗
教
心
理
学
」
（
改
訂
 
版
 、
文
 川
堂
 、
昭
和
 

二
 二
年
）
以
後
、
三
 0
 年
 近
く
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
宗
教
心
 理
学
の
概
説
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
松
本
は
述
懐
し
て
い
る
。
 

（
 
4
 ）
宗
教
社
会
学
の
領
域
に
お
け
る
 
ウ
ヱ
 一
バ
一
の
日
本
で
 の
 扱
わ
れ
方
と
比
較
す
る
と
、
フ
ロ
イ
ト
も
宗
教
に
深
い
関
心
 を
 持
ち
っ
づ
け
た
の
に
 

も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
扱
わ
れ
方
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
 林
淳
は
 、
日
本
に
お
い
て
は
 
門
 
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
 倫
 珪
と
資
本
主
義
の
精
 

神
 し
を
中
心
と
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
近
代
化
論
が
一
種
神
聖
 不
 何
 %
 の
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
と
し
、
日
本
社
会
の
近
代
化
 を
 論
じ
る
上
で
の
 細
 

坤
 に
も
か
か
わ
ら
ず
、
繰
り
返
し
参
照
さ
れ
て
き
た
状
況
を
指
 摘
 し
て
い
る
。
林
の
論
じ
方
は
 ウ
ヱ
 一
バ
一
の
基
本
的
な
枠
組
 み
を
逆
手
に
と
っ
て
 

お
り
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
意
味
で
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
重
要
性
を
一
 
不
 す
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
興
味
深
い
。
一
方
で
「
 宗
 ゑ
 心
理
学
」
と
い
う
 

領
域
で
フ
ロ
イ
ト
以
降
の
研
究
史
を
検
討
す
る
試
み
が
ほ
と
ん
 ど
 行
な
わ
れ
て
い
な
い
わ
が
国
の
現
況
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
提
起
 し
た
問
題
の
豊
か
さ
 

を
 考
え
る
と
、
 ウ
ヱ
一
 バ
ー
を
め
ぐ
る
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
 憂
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
林
の
見
解
は
「
現
代
宗
教
学
に
と
っ
 て
の
 ウ
ェ
 l
 バ
 l
 」
 

日
本
宗
教
学
会
第
五
二
回
学
術
大
会
発
表
（
一
九
九
三
年
）
に
 よ
る
。
 

（
 
5
 ）
し
た
が
っ
て
フ
ロ
イ
ト
の
宗
教
論
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
 
の
 豊
か
な
研
究
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
で
き
な
い
。
後
述
す
る
 乙
 ブ
 イ
ン
、
ウ
ィ
ニ
 コ
ノ
 

ト
 以
降
の
対
象
関
係
論
の
展
開
も
、
あ
る
い
は
、
対
象
関
係
論
 と
の
関
わ
り
や
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
心
理
学
へ
の
影
響
の
上
 で
、
本
来
な
ら
 見
 

落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
 コ
 フ
 l
 ト
 甫
ぎ
 N
 木
 o
 す
 目
な
ど
に
 
つ
い
て
も
、
今
後
の
課
題
と
す
る
に
と
ど
め
、
本
稿
で
は
扱
わ
 よ
 
亡
 、
。
 

Ⅰ
 

教
 

（
 
6
 ）
フ
ロ
イ
ト
が
児
童
の
分
析
の
経
験
を
多
く
も
っ
て
は
い
 な
い
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
有
名
な
動
物
恐
怖
症
の
ハ
ン
ス
の
 症
例
も
、
五
歳
に
な
 

る
 彼
を
 、
 主
と
し
て
父
親
と
の
面
談
を
通
じ
て
分
析
し
て
い
く
 と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
ア
ン
ナ
は
基
本
的
に
こ
の
点
で
 フ
ロ
イ
ト
の
父
親
の
 

見
解
を
踏
襲
し
て
お
り
、
幼
児
の
「
無
法
な
」
欲
動
を
説
得
す
 る
 方
向
を
と
っ
た
点
に
お
い
て
、
他
者
と
の
関
係
、
特
に
愛
さ
 れ
 か
 つ
憎
 ま
れ
る
母
の
 

親
 と
の
関
係
に
お
い
て
幼
児
の
欲
動
を
理
解
す
る
ク
ラ
イ
ソ
に
 反
対
し
て
い
た
。
 ハ
ソ
ス
 の
症
例
に
つ
い
て
は
、
高
橋
・
野
田
 訳
 
「
あ
る
五
歳
男
児
㏄
 

の
 恐
怖
症
分
析
」
 向
 フ
ロ
イ
ト
著
作
集
第
五
巻
 ヒ
 人
文
書
院
、
一
 九
六
九
年
。
ア
ン
ナ
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
 レ
 ・
Ⅱ
「
 
臼
口
 ・
 、
 

  

ぺ
い
 
汀
 Ⅰ
㏄
 
毛
 ㏄
 0
%
0
0
 

ゲ
 ，
 而
 「
 
っ
 
ミ
夫
き
め
 
母
 市
名
（
 
ミ
っ
い
ミ
 

い
せ
～
 

さ
つ
め
 
c
 
ミ
 
ま
逮
 。
 ョ
乱
ヨ
 。
「
。
 

達
 
（
 ご
 。
）
 
蚕
臣
ぎ
湧
 母
も
 ，
き
や
 。
 
持
耳
 せ
 0
 ㌃
 ゴ
 （
も
百
ら
 

0
 俺
 



耳
 O
g
a
r
 

（
 
ア
 下
の
革
）
 

9
7
 

）
）
・
 

づ
 ・
 2
5
9
.
 
佐
藤
・
岩
崎
・
泣
訴
「
 児
 童
 分
析
の
訓
練
ヒ
岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
八
二
年
。
 

（
 7
 ）
 
パ
 -
 
の
 @
 
ロ
 ・
タ
円
 
ア
の
 ㌧
の
 
出
 。
 す
 0
.
 

戸
ロ
田
田
 

吋
ざ
 ㌧
下
田
 円
の
 
0
 す
口
占
卜
 
の
 ）
（
の
 
十
 
Ⅰ
 
-
 
の
 （
 
O
r
 

）
・
 

a
@
n
@
@
p
 

の
 -
9
 

一
ヰ
 

-
f
@
@
@
a
@
n
@
@
@
 

の
・
）
 
い
 
一
切
な
・
Ⅰ
Ⅱ
 

ゃ
 
@
@
V
@
y
-
 

さ
さ
 
簿
恥
 Ⅰ
 い
臣
 
-
 
ま
簿
 
い
さ
さ
 
簿
 Q
-
 
キ
い
Ⅱ
 

蓬
っ
 
Ⅱ
 卜
 ㏄
二
で
 ム
 ひ
１
～
で
 
曲
曲
 
）
（
Ⅰ
 
0
 臣
ヰ
 
。
 臣
 @
 エ
 0
 呵
 ㏄
Ⅰ
 
吋
ア
 ㌧
Ⅰ
の
㏄
の
 

，
 Ⅰ
の
べ
 

印
 ）
 
渡
辺
久
子
訳
「
精
神
分
析
的
 遊
抽
 療
法
そ
の
歴
史
と
意
 義
 」
（
「
妄
想
的
・
 分
 

裂
的
 世
界
 ヒ
 メ
ラ
ニ
ー
・
ク
ラ
イ
ソ
著
作
集
第
四
巻
、
誠
信
書
 房
 、
一
九
八
五
年
）
。
 

（
 8
 ）
こ
の
こ
と
は
ク
ラ
イ
ン
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
の
本
能
論
に
 
つ
い
て
の
言
及
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
 

パ
了
ぎ
 ・
 パ
 す
の
 

0
q
 

俺
 ぎ
の
 0
 片
ハ
 ,
 
Ⅱ
 い
臣
 
㏄
埼
の
Ⅱ
の
由
り
の
Ⅰ
・
 

）
 O
 の
 N
,
 
 
覇
モ
 n
x
 
簿
恥
マ
 
n
-
@
-
 

悪
札
 
め
 ・
 舘
 哲
朗
 訳
 
「
転
移
の
起
源
」
（
 ㍉
妄
想
的
・
分
裂
的
世
界
 
ヒ
 ）
。
 

（
 9
 ）
 
ミ
 ・
 パ
 -
0
 
ヨ
・
 @
 
の
 0
 ヨ
 0
 円
す
の
 
0
 Ⅰ
の
（
お
 

%
0
0
 

目
コ
仁
田
 

0
 ロ
の
オ
 の
 幅
 ㏄
Ⅰ
 
ヰ
 @
 
目
的
 吋
 
す
の
の
 ヨ
 0
 ヱ
 。
 由
 ㏄
 -
 Ⅰ
目
の
 0
 Ⅰ
 吋
ア
の
ト
由
埼
り
由
ダ
，
 

Ⅰ
の
 
り
い
 
。
由
さ
 ミ
い
 さ
 簿
恥
マ
 %
 安
 

ぎ
き
 ・
佐
藤
五
十
完
訳
「
幼
児
の
情
緒
生
活
に
つ
い
て
の
 ニ
 、
一
一
 
一
の
理
論
的
結
論
」
 貧
 妄
想
的
・
分
裂
的
世
界
 ヒ
 。
 

（
 稔
 ）
ク
ラ
イ
ン
や
ウ
ィ
ニ
 
コ
，
ト
と
 並
ぶ
重
要
な
存
在
で
あ
 る
 フ
ェ
ア
ベ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
は
ず
れ
 る
の
で
、
言
及
し
な
い
 

む
ろ
ん
彼
と
両
者
と
の
関
わ
り
を
軽
視
す
る
 り
 も
り
は
な
い
。
 
彼
の
説
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
 

圭
 ・
 戸
ワ
 
コ
田
芋
 巴
ヨ
 ・
 ，
 
，
 
下
オ
 の
づ
ガ
 
の
 ヰ
 巾
の
出
 

リ
 ア
。
 
づ
 ㏄
 吋
ア
 
0
-
0
 

呵
出
 。
 埼
 （
す
 
め
 ㌧
の
 
出
 り
す
。
㏄
の
㏄
 

い
臣
ヰ
 
巾
の
出
。
 

す
 。
 臣
 ㏄
 由
 Ⅰ
 
0
 ㏄
の
の
 

-
 
"
 Ⅰ
の
 
ト
 ）
。
泊
め
 

セ
 も
 ミ
 。
む
さ
ね
 

ち
ま
 も
め
 -
 
悪
札
ぎ
め
 
Q
 
玉
 -
 
ミ
ぃ
山
ぃ
「
め
っ
さ
 

い
 ～
 
@
-
 

セ
 （
Ⅰ
。
 
臣
ヰ
 
0
 由
円
 ㏄
 せ
掠
 （
 
o
n
 
斥
 

コ
手
コ
 n
p
 
（
 
@
o
 
拐
 ・
 お
縫
 ）
・
山
口
泰
司
 訳
 
「
精
神
病
と
精
神
神
経
 
症
の
 、
修
正
さ
れ
た
精
神
病
理
学
」
宍
人
格
の
対
象
関
係
論
ヒ
 文
 仏
書
房
博
文
社
、
 

一
九
八
六
年
）
。
 

（
 ロ
 ）
ウ
ィ
ニ
 
コ
 "
 ト
は
 創
造
性
を
芸
術
的
な
も
の
の
み
と
 結
 び
つ
け
て
考
え
な
い
よ
う
に
注
意
を
促
し
、
こ
の
概
念
が
生
き
 る
こ
と
そ
の
も
の
に
 関
 

わ
る
普
遍
的
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
 

目
圭
 ・
 圭
 田
田
 

n
o
 

臣
 ・
 憶
 ざ
セ
 @
 
き
ぬ
い
 
き
 簿
力
 ぃ
ぃ
 
自
ぢ
 （
Ⅰ
 
0
 臣
ヰ
 
。
 臣
円
 ㏄
 せ
デ
 （
 
0
0
 
斥
巾
 二
 %
 汗
 ㏄
 エ
 0
 由
 ダ
こ
コ
 ）
・
橋
本
 雅
 

雄
訳
 
（
 円
 遊
ぶ
こ
と
と
現
実
ヒ
岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
七
九
年
 。
ま
た
日
現
代
の
エ
ス
プ
リ
ヒ
至
交
 堂
 、
一
四
八
号
、
一
九
七
 九
年
Ⅰ
九
四
頁
。
 

（
は
）
エ
銭
Ⅰ
 出
 ）
・
の
・
 

Q
 二
三
 %
 や
憶
遥
き
菩
 s
Q
 

～
）
 

-
 
汗
 
ご
て
 Q
 
マ
 
）
・
 づ
 き
 め
 
マ
 
い
わ
せ
 
い
さ
簿
 
-
 
き
 め
 め
ぃ
宝
 （
署
の
毛
 
ぺ
 0
q
 
斥
し
窃
 ぽ
 い
 0
0
 
斥
ダ
 ）
 の
 二
）
・
小
此
木
啓
吾
・
 

柏
瀬
宏
隆
訳
 「
対
象
関
係
論
の
展
開
１
１
精
神
分
析
・
フ
ロ
イ
 

ト
以
 眉
ヒ
誠
信
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
八
頁
。
 

（
 穏
 ）
の
 俺
 5
 年
 臣
ヰ
 Ⅰ
Ⅰ
の
ニ
ロ
・
 

ナ
 
N
 毛
い
 目
的
㏄
す
の
 

臣
日
 二
ロ
的
の
臣
目
口
ヰ
 

オ
 の
 -
 
-
 
幅
 -
0
 
臣
 ㏄
 
仁
す
 
二
ロ
的
の
 

ロ
，
 
Ⅰ
む
 い
 
Ⅰ
 い
い
 
り
い
ま
ま
 
い
 
～
 
-
 
い
さ
さ
オ
ド
ネ
 
い
 
さ
 史
っ
さ
め
 
-
 
ぬ
 ま
ま
さ
 
簿
 ㍉
「
ぃ
柱
 

簿
 （
 
以
 

下
 
「
 
p
 
 圭
 ・
」
）
。
 
ぎ
巨
プ
卯
 ）
 寮
 1
 
田
山
本
 巌
 失
調
「
強
迫
 行
為
と
宗
教
的
礼
拝
」
 

尖
 著
作
集
ヒ
第
五
巻
人
文
書
院
、
一
九
 六
九
年
）
。
 

（
Ⅱ
）
 ロ
 
リ
ク
ー
ル
（
久
米
 博
訳
 ）
「
フ
ロ
イ
ト
を
読
む
 

解
釈
学
試
論
ヒ
新
 曜
社
 、
一
九
八
二
年
、
二
五
三
 ｜
 六
頁
。
 
英
 訳
 を
も
参
照
し
た
。
 

h
-
.
 

吊
 
Ⅰ
 
-
 
う
 0
 の
 ハ
 
@
 
Ⅰ
・
 
目
 
Ⅰ
「
 
い
 
Q
 
も
 
@
 
Ⅱ
さ
さ
 
@
 Ⅰ
 
し
 
@
@
@
 

～
 
Q
 
め
 
Q
h
@
@
-
@
 

：
・
 
@
0
 

ミ
 
@
 Ⅰ
Ⅱ
 
の
 
め
 
@
0
 

）
 -
Q
 
ズ
 
@
 Ⅰ
「
 

さ
 -
 
い
 Ⅱ
も
Ⅱ
 

め
 -
 
ぃ
 -
-
Q
s
.
 

（
Ⅰ
㏄
口
紅
㏄
（
の
申
す
出
し
・
の
㏄
せ
り
的
の
・
 

ぺ
 ㏄
 -
0
 口
口
 -
 
せ
の
 
Ⅰ
 
ど
 （
 
出
 
㌧
Ⅰ
の
の
の
，
 

ト
の
ひ
 

0
.
 

も
も
・
㎏
㏄
 

0
1
 
。
 ㏄
 

（
 巧
 ）
の
・
Ⅰ
Ⅰ
の
目
ロ
・
 

づ
 Q
-
 
の
 
ま
悪
さ
 簿
 づ
き
 悪
，
の
 
・
 圭
 .
 し
 ㏄
 由
年
 0
.
 %
 
ま
 １
 ）
 目
 ・
西
田
 越
郎
訳
 「
ト
ー
テ
ム
 と
 タ
ブ
ー
ヒ
 
寓
著
 作
案
 三
 第
三
巻
人
文
書
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トひ ロロコ 0 １ 隼 0 
） の ド 

浜川       
け 。 祥 
ゴ 枝 

訳 九六九 ，，ロ ぎの 
森 学 ） 

右目       
不満 「人間 三 

モ （ 

「著作集 ｜セと一     

院
 、
一
九
六
九
年
）
。
 

（
 
托
 ）
 り
 グ
ー
ル
前
掲
 
書
 、
一
夫
 
0
 頁
 。
 申
き
 Q
Q
 
き
ま
臣
桶
 
も
 
㌧
 
ン
セ
 
・
 づ
 
・
 
け
 
㏄
Ⅱ
 

 
 

鰍
臣
甘
 。
四
の
洋
 
１
 の
 
0
.
 

浜
川
 

祥
枝
訳
 「
あ
る
幻
想
の
未
来
 

三
 合
著
作
集
第
三
巻
し
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本
論
文
 は
 文 
部 
省 
科 
学 
研 

先
賢
 
に
よ
 
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Ill 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
の
目
的
は
、
近
代
宗
教
学
に
お
け
る
 宗
 教
 概
念
の
了
解
の
位
相
を
、
「
体
験
」
を
 鍵 概
念
と
し
て
宗
教
の
 自
律
性
を
擁
護
し
た
 

R
.
 オ
 "
 ト
 ー
と
、
「
意
味
」
を
 
鍵
 概
念
と
し
て
宗
教
の
場
を
 文
化
的
・
精
神
的
諸
領
域
に
拡
張
し
た
 P
 。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
 
る
 宗
教
の
基
礎
 づ
 

け
の
手
続
き
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
 も
に
、
そ
の
後
の
宗
教
学
の
理
論
的
展
開
に
お
け
る
両
者
の
宗
 教
 概
念
の
継
承
の
在
 

り
 方
を
探
る
こ
と
に
あ
る
。
カ
ン
ト
ー
シ
ュ
ラ
イ
ニ
ル
マ
ッ
ハ
 ｜
 的
な
理
論
枠
組
み
を
継
承
し
た
オ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
は
、
 

宗
 教
の
本
質
は
個
人
の
 

「
体
験
」
及
び
「
感
情
」
の
領
域
に
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
 
基
 礎
 づ
け
は
普
遍
的
か
つ
自
律
的
な
能
力
た
る
「
素
質
」
と
し
て
 捉
え
ら
れ
る
。
 

一
 

方
 、
「
体
験
」
の
独
自
性
よ
り
も
「
意
味
」
の
統
一
性
を
追
求
す
 
る
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 
は
 、
形
式
と
内
実
、
文
化
と
宗
教
と
の
相
互
 内
在
性
を
明
ら
か
に
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
の
本
質
及
び
真
理
を
、
人
間
の
普
 遍
 的
な
存
在
論
的
構
造
と
し
て
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。
宗
教
 の
 自
律
的
な
基
礎
 づ
 

け
を
目
論
み
た
 オ
 ソ
ト
ー
の
宗
教
理
論
が
、
宗
教
現
象
学
派
を
 中
心
と
し
て
積
極
的
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
い
わ
 
ゆ
る
「
究
極
的
関
 

心
 」
概
念
に
収
放
す
る
テ
ィ
 り
ソ
ヒ
 の
宗
教
理
論
は
 
、
 主
に
社
 全
科
学
的
な
宗
教
研
究
に
お
け
る
概
念
規
定
の
中
で
継
承
さ
れ
 て
い
っ
た
と
見
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
系
譜
学
的
な
反
省
は
、
今
日
の
科
学
 論
 に
お
け
る
 反
 基
礎
づ
 け
 主
義
的
な
立
場
と
対
時
し
て
い
く
上
で
 、
 欠
か
せ
な
い
 
作
 

業
 で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 基
礎
づ
 け
 主
義
、
オ
ッ
ト
 L
 
 体
験
、
 
テ
 イ
リ
ツ
ヒ
 、
意
味
 

 
 

 
 
 
 

近
代
宗
教
学
に
お
け
る
 

R
.
 

オ
ッ
ト
ー
と
 

P
 

「
宗
教
」
概
念
の
系
譜
 

・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
所
論
を
め
ぐ
っ
て
 

島 

田 

勝 

巳 



前
世
紀
後
半
の
西
洋
に
お
い
て
成
立
し
た
個
別
科
学
と
し
 て
の
宗
教
学
は
、
そ
の
成
立
当
初
か
ら
、
自
ら
が
内
包
 す
る
一
つ
の
デ
ィ
レ
 

ソ
て
 に
常
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
 す
 な
わ
ち
そ
れ
は
、
他
の
精
神
的
・
文
化
的
諸
領
域
に
は
 還
元
不
可
能
と
さ
れ
る
 

「
宗
教
」
を
、
近
代
的
「
半
知
」
の
認
識
論
的
枠
組
み
の
 
中
で
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
問
題
で
 杖
 

こ
う
し
た
問
題
が
 

と
り
わ
け
先
鋭
化
し
た
の
は
、
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
 初
 頭
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
宗
教
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
 ヵ
 ン
ト
及
び
シ
ュ
ラ
イ
 ェ
 

ル
マ
ッ
ハ
 ｜
 以
来
の
宗
教
哲
学
の
伝
統
を
そ
の
前
史
と
す
 る
 草
創
 斯
 の
ド
イ
ツ
宗
教
学
は
、
宗
教
を
、
自
然
科
学
 の
み
な
ら
ず
他
の
精
神
 

約
１
文
化
的
諸
領
域
と
も
根
木
的
に
異
質
な
も
の
と
し
て
 捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
自
律
性
を
擁
護
し
、
さ
ら
 に
そ
の
学
的
 ｜
 ム
口
 
理
的
 

な
 基
礎
 づ
 げ
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
対
象
 領
 域
 と
し
て
の
宗
教
そ
れ
自
体
の
メ
タ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
 基
礎
づ
 け
 Ⅱ
正
当
化
に
 

よ
っ
て
、
「
学
的
」
認
識
対
象
と
し
て
の
権
利
 
づ
 げ
が
 為
 さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
て
認
識
論
的
に
 
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
た
「
 宗
 

教
 」
は
、
具
体
的
な
現
象
分
析
の
方
法
論
に
お
い
て
は
 「
説
明
」
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
「
理
解
」
さ
れ
 る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
 

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
学
自
体
も
ま
た
、
精
神
科
学
 の
 一
分
野
と
し
て
位
置
付
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
 あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
、
科
学
論
を
中
心
と
し
た
 今
 日
の
思
想
的
・
哲
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
は
、
 学
 ね
め
 在
り
方
の
根
木
 

的
な
変
革
と
も
呼
べ
る
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
。
 そ
れ
は
い
く
つ
か
の
哲
学
的
・
思
想
的
伝
統
か
ら
生
じ
 て
い
る
も
の
で
ほ
あ
る
 

が
 、
そ
こ
で
の
共
通
の
了
解
事
項
は
、
西
洋
の
哲
学
的
伝
 統
 が
一
貫
し
て
追
求
し
て
き
た
知
の
「
基
礎
づ
 け
 主
義
 」
に
対
す
る
根
本
的
 批
 

判
 で
あ
る
と
舌
口
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
科
学
論
 
の
と
り
わ
け
極
端
な
見
解
に
お
い
て
は
、
従
来
ま
で
の
 素
朴
な
科
学
主
義
的
 客
 

観
 主
義
が
疑
問
に
付
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
科
学
的
知
 と
 形
而
上
学
的
知
と
の
認
識
論
的
区
分
さ
え
も
が
流
動
化
 さ
れ
っ
 っ
 あ
る
の
で
あ
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何
本
稿
で
は
そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
特
に
 ル
ド
 ル
フ
・
 よ
 
Ⅱ
 ッ
ト
 ー
（
 抽
 u
d
o
 

目
 0
 （
（
 

0
.
 

）
㏄
 

っ
ゅ
１
 
）
 
ゅ
 
3
7
 
）
 及
 び
 パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

お
 
（
了
三
 つ
宙
 F
 お
き
 １
 ）
 
ま
臼
 
）
の
宗
教
理
論
に
 お
け
 る
 宗
教
の
基
礎
づ
け
の
手
続
き
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
、
近
代
宗
教
学
に
お
 け
 

 
 

ぬ
 
る
宗
教
概
念
の
了
解
の
位
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 こ
の
両
者
が
特
に
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
所
以
は
 、
以
 下
の
点
に
あ
る
。
ま
ず
第
一
 

傾
に
 、
宗
教
学
の
理
論
的
展
開
に
お
け
る
両
者
の
立
 場

の
独
自
性
及
び
重
要
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
オ
ッ
ト
ー
が
 そ
の
独
自
な
理
論
構
成
に
 ょ
 

近
 

っ
て
、
近
代
宗
教
哲
学
と
近
代
宗
教
学
と
の
媒
介
を
果
た
 す
と
共
に
、
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
形
成
 に
 決
定
的
な
基
盤
を
与
 

113  (503) 

る
 変
貌
と
正
面
か
ら
 

対
僻
 
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
。
 

と
は
い
え
、
も
と
よ
り
本
稿
に
お
い
て
は
、
方
法
論
を
も
 

含
め
た
そ
う
し
た
近
代
宗
教
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
全
体
の
 

学
問
史
的
反
省
が
日
 

読
 ま
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
 

る
の
は
む
し
ろ
、
舌
口
わ
ば
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
の
、
 

宗
教
概
念
及
び
宗
教
理
 

%
 
 
論
の
系
譜
学
的
検
討
と
も
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
。
 

一
定
の
歴
史
的
負
荷
を
負
 

う
 概
念
及
び
理
論
を
自
ら
の
 

学
的
な
思
索
の
場
と
せ
ざ
る
 

特
化
教
 

ね
を
得
な
い
我
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
歴
史
性
に
対
用
に
お
け
る
認
識
論
的
 

構
制
 
Ⅱ
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
 

対
  

 

 
 

宗
 る
の
で
あ
る
。
 

-
@
@
 

る
 。
 

科
学
基
礎
論
に
お
け
る
そ
う
し
た
今
日
的
な
展
開
を
宗
教
 学
 に
お
け
る
基
礎
論
的
な
文
脈
に
置
き
換
え
れ
ば
、
 そ
 れ
は
一
方
で
、
今
日
 

の
 宗
教
学
の
一
部
が
尚
も
固
執
し
て
い
る
科
学
主
義
的
自
 己
 同
定
の
立
場
に
対
し
て
根
本
的
な
反
省
を
促
す
と
い
 ぅ
意
味
を
持
っ
と
同
時
 

に
 、
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
科
学
主
義
で
さ
え
も
が
自
ら
 の
 概
念
構
成
に
際
し
て
は
何
ら
か
の
形
で
参
照
せ
ざ
る
 を
 得
な
か
っ
た
 、
｜
上
 

述
の
 ド
イ
ツ
宗
教
生
，
 
ぽ
 と
り
わ
け
顕
著
な
１
本
質
主
義
的
 Ⅱ
 ア
 プ
 リ
オ
り
 主
義
的
な
立
場
を
、
最
終
的
な
瓦
解
に
 ま
で
追
い
込
む
も
の
で
 

あ
る
と
言
え
る
。
今
日
の
宗
教
学
が
自
ら
の
基
礎
論
的
 
認
識
論
的
な
問
題
に
言
及
す
る
場
合
、
科
学
論
の
そ
 う
 し
た
根
本
的
と
も
言
え
 



近
代
宗
教
学
、
と
り
わ
け
ド
イ
ッ
 

ト
 ぅ
 モ
チ
ー
フ
が
、
そ
れ
以
前
の
、
 

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い
 宗

教
学
に
お
い
て
顕
著
な
主
観
主
義
的
 ｜
 体
験
主
義
的
 &
 
不
教
理
論
、
及
び
宗
教
の
自
律
性
の
擁
護
と
 

特
殊
ド
イ
ッ
的
と
も
言
え
る
観
念
論
的
な
思
想
伝
統
に
お
 い
て
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
 

え
 、
や
は
り
そ
の
背
景
に
は
、
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
 ド
 イ
ソ
 を
中
心
と
し
た
独
自
な
思
想
状
況
が
 

二
 
近
代
宗
教
学
の
思
想
史
的
背
景
 

え
た
一
方
で
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
部
分
的
に
 オ
ゾ
ト
 ー
を
 継
 度
 し
な
が
ら
も
、
今
世
紀
の
宗
教
学
に
お
け
る
理
論
的
 展
開
に
独
自
な
イ
ソ
 パ
 

ク
ト
 を
与
え
た
。
宗
教
学
に
お
け
る
こ
う
し
た
両
者
の
位
 畳
付
げ
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
 も
な
か
ろ
う
。
更
に
第
 

二
点
目
と
し
て
、
前
者
の
「
 聖
 」
概
念
が
「
体
験
」
を
 、
 後
者
の
「
究
極
的
関
心
」
概
念
が
「
意
味
」
を
、
そ
れ
 ぞ
れ
自
ら
の
 鍵
 概
念
と
 

し
て
い
る
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
点
 目
 と
し
て
は
、
宗
教
が
オ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
は
ま
っ
た
 く
 自
律
的
な
も
の
と
し
 

て
 、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
ほ
非
自
律
的
な
も
の
と
し
て
 そ
れ
ぞ
れ
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
 こ
う
し
た
第
二
と
第
三
 

の
点
は
、
両
者
の
宗
教
概
念
を
、
近
代
宗
教
学
に
お
け
る
 宗
教
の
概
念
規
定
の
二
つ
の
系
譜
と
し
て
位
置
付
け
る
 こ
と
を
可
能
に
す
る
 要
 

件
 で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
 オ
 "
 ト
 ー
の
「
 聖
 」
概
念
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
究
極
的
関
心
」
概
念
が
 、
 往
時
の
宗
教
学
の
理
論
 

的
 ，
概
念
的
検
討
に
お
い
て
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
 い
わ
ば
指
標
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
と
い
う
 事
 実
を
想
起
す
る
だ
け
で
 

も
 明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
本
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
 の
よ
う
な
点
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
オ
ッ
ト
 ｜
 及
び
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 宗
 

教
理
論
と
、
そ
の
後
の
宗
教
学
に
お
け
る
理
論
的
省
察
と
 の
 連
続
性
と
不
連
続
性
と
を
明
ら
か
に
し
た
 い
 。
そ
 う
 し
た
検
討
は
、
近
代
 宗
 

教
学
に
お
け
る
宗
教
理
論
の
系
譜
を
浮
 き
 彫
り
に
す
る
と
 と
も
に
、
我
々
自
身
も
内
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
認
識
 論
的
 パ
ラ
ダ
イ
ム
を
 自
 

覚
 的
に
捉
え
返
す
た
め
の
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
 よ
う
 に
 思
わ
れ
る
。
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近代宗教学 

宗
教
論
や
敬
虔
主
義
の
み
な
ら
ず
、
広
義
の
ド
イ
ツ
観
念
 

論
の
伝
統
も
、
あ
る
意
味
で
は
そ
う
し
た
プ
ロ
テ
ス
タ
 

ン
テ
ィ
ズ
ム
的
な
近
代
 

精
神
を
基
盤
と
し
て
初
め
て
生
じ
得
た
も
の
だ
っ
た
の
で
 

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
般
的
な
宗
教
学
史
に
お
い
て
は
 

、
と
り
わ
け
理
神
論
的
 

な
 伝
統
が
、
宗
教
の
普
遍
的
契
機
の
探
求
と
い
う
点
に
お
 

い
て
、
近
代
宗
教
学
の
成
立
を
直
接
的
に
準
備
し
た
も
 

の
と
し
て
位
置
付
げ
ら
 

 
 

け
る
宗
教
概
念
の
生
成
に
関
し
て
は
、
そ
う
し
た
理
神
論
 

的
伝
統
に
連
な
り
な
が
 

%
 
 ら
も
独
自
な
影
響
力
を
保
持
し
た
、
敬
虔
主
義
及
び
 

ド
イ
ッ
観
念
論
が
果
た
し
た
役
割
も
ま
た
看
過
し
得
な
 

い
 重
要
性
を
有
し
て
い
る
。
 

鮫
 

ま
ず
、
敬
虔
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
今
日
の
 

宗
教
学
に
お
け
る
「
体
験
」
概
念
の
先
行
形
態
が
既
に
 

準
備
さ
れ
て
い
た
。
理
神
論
 

 
 

 
 

 
 

@
S
@
 

 
 

何
ら
に
ド
イ
ッ
観
念
論
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
 

ヒ
 ㌃
 ム
 に
よ
っ
て
「
独
断
の
眠
り
を
覚
ま
さ
れ
た
」
カ
ン
ト
 

が
 、
 三
 批
判
 
書
 に
よ
っ
て
 
代
 

笘
 表
さ
れ
る
そ
の
一
連
の
理
性
批
判
の
作
業
を
通
し
 

て
 、
あ
ら
ゆ
る
思
弁
的
な
認
識
原
理
に
基
づ
く
神
の
存
 

左
証
明
の
不
可
能
性
を
立
証
 

 
 

 
 

 
 

以
降
の
神
学
友
体
験
と
い
っ
た
事
柄
の
中
 

、
カ
ソ
ト
 

で
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
、
こ
こ
に
 

お
い
て
宗
教
の
存
立
基
盤
の
主
観
的
 

｜
 内
在
的
領
域
へ
 

の
 譲
渡
が
決
定
的
な
も
 

115 (605) 

あ
る
こ
と
 

い
 て
い
か
 

す
る
こ
と
 

近
代
的
 

だ
さ
れ
る
 も

ま
た
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
ま
ず
、
 

宗
教
を
め
ぐ
る
近
代
的
な
問
題
 構
制
 が
観
念
論
的
な
思
 想
 伝
統
に
お
 

に
 展
開
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
近
代
的
学
知
の
編
制
シ
ス
 テ
ム
 の
中
で
い
か
に
継
承
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
巨
 視
 的
に
概
観
 

に
よ
っ
て
、
近
代
宗
教
学
に
お
け
る
宗
教
概
念
を
準
備
し
 た
 先
行
地
平
を
明
ら
か
但
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

宗
教
理
論
の
枠
組
み
を
成
す
個
人
主
義
・
心
理
主
義
・
 体
 験
 主
義
と
い
っ
た
諸
特
徴
の
す
べ
て
が
既
に
ル
タ
ー
に
 お
い
て
見
い
 

@
3
@
 

こ
と
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て
ぎ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
 う
 し
た
指
摘
に
 
ょ
 れ
ば
、
一
七
世
紀
以
降
の
啓
蒙
主
義
的
 ，
理
神
論
的
 



文
脈
に
お
い
て
、
ド
イ
ッ
宗
教
学
に
対
し
て
重
要
な
イ
ソ
 ハ
グ
ト
 を
与
え
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
そ
 れ
は
、
近
代
宗
教
哲
学
 

で
 更
新
さ
れ
た
宗
教
の
自
律
性
の
擁
護
と
、
哲
学
の
領
域
 に
お
い
て
企
図
さ
れ
た
学
及
び
文
化
的
価
値
領
域
の
基
 礎
 づ
け
と
い
う
二
重
の
 

るすこ ソ 作 の 更 表 潮 み そ 
トで ト 笑 中 新 的 流 と な の 

自
律
性
を
直
観
や
感
情
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
う
し
た
 近
 代
 宗
教
哲
学
の
心
理
主
義
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
近
代
的
 宗
教
理
論
一
般
の
 

ら
ず
、
精
神
科
学
の
一
分
野
と
し
て
の
ド
イ
ツ
宗
教
学
の
 生
成
を
も
準
備
す
る
思
想
的
基
盤
を
成
し
た
の
で
あ
る
  
 

は
い
え
、
宗
教
概
念
を
め
ぐ
る
近
代
宗
教
哲
学
と
近
代
 ゐ
 示
教
学
と
の
概
念
史
的
連
関
の
背
景
に
は
、
前
世
紀
後
半
 以
降
の
思
想
史
的
 

の
中
で
新
た
に
浮
上
し
た
モ
チ
ー
フ
が
介
在
し
て
い
る
 @
 
」
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
 

既
に
見
た
心
理
主
 

宗
教
哲
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
 、
新
カ
ソ
ト
 
学
派
な
ど
に
よ
 っ
て
象
徴
さ
れ
る
「
学
の
再
編
成
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
 を
 介
し
て
継
承
・
 

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

へ
｜
 ゲ
ル
的
思
弁
哲
学
の
衰
退
 、
 及
び
そ
れ
に
伴
 う
 実
証
主
義
的
自
然
科
学
の
急
速
な
 進
展
と
い
う
潮
流
 

で
、
そ
の
威
信
を
完
全
に
失
墜
し
た
前
世
紀
半
ば
に
お
け
 る
 哲
学
及
び
精
神
諸
科
学
は
 、
 学
の
再
編
成
あ
る
い
は
 基
礎
づ
け
と
い
う
 

を
 自
ら
の
中
心
課
題
と
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
 学
的
認
識
の
妥
当
性
を
「
権
利
問
題
」
と
し
て
非
経
験
 的
に
究
明
す
る
 ヵ
 

の
 超
越
論
哲
学
が
、
そ
う
し
た
課
題
に
と
っ
て
も
っ
と
も
 適
 ム
ロ
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
首
肯
 
し
 得
る
で
あ
ろ
 ぅ
 。
す
な
わ
ち
 そ
 

は
 、
科
学
分
類
論
と
し
て
の
科
学
的
認
識
の
基
礎
づ
け
が
 、
ま
さ
に
「
時
代
の
要
請
」
と
し
て
の
意
義
を
担
 う
こ
 と
に
な
る
の
で
あ
 

そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
は
、
一
方
で
、
神
学
の
領
域
に
お
い
 て
｜
 と
り
わ
け
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
に
お
い
て
 ｜
 新
た
に
 価
値
論
的
な
立
場
 

@
6
-
 

の
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

そ
う
し
た
広
義
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
的
伝
統
は
 、
 
シ
ュ
ラ
イ
 
ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
い
て
新
た
な
結
節
点
を
 見
 い
だ
し
た
と
言
え
 

@
7
@
 

る
 。
ロ
マ
 ソ
 主
義
及
び
敬
虔
主
義
を
自
ら
の
思
想
的
立
脚
 点
と
す
る
彼
は
、
宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
分
析
に
お
 い
て
、
宗
教
を
形
而
上
 

学
及
び
道
徳
と
い
っ
た
領
域
に
は
還
元
不
可
能
な
自
律
性
 を
 有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
の
自
律
性
の
根
拠
を
 
「
直
観
」
（
 レ
コ
 の
り
 
ゴ
 a
u
u
.
 

-
8
@
 

月
 ）
及
び
「
感
情
」
 
6
 の
Ⅱ
 
宇
 -
 
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
た
。
 

人
間
の
主
観
的
 ｜
 内
在
的
な
領
域
に
宗
教
の
存
立
基
盤
 を
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
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性
の
普
遍
的
な
装
備
（
や
二
の
の
（
 

り
 
（
（
 

臣
，
の
 

）
の
一
つ
ぼ
ほ
か
な
 ら
な
い
。
そ
れ
は
何
ら
厳
密
な
検
証
に
付
さ
れ
る
こ
と
 の
な
い
、
当
時
の
 ロ
マ
 

近代宗教学 

9
 区
別
に
つ
い
て
の
明
確
な
洞
察
が
施
さ
れ
る
こ
と
な
く
 、
後
者
が
前
者
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
 と
 指
摘
す
る
。
す
な
わ
 
帥
 

ち
 、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
 
"
 ハ
 ー
に
と
っ
て
、
宗
教
皇
系
 質
 
（
 
臼
 。
や
。
 

-
a
m
e
 
f
 

ぉ
 「
 刃
 。
 ヱ
の
 
@
0
 

。
）
と
し
て
の
「
直
観
 
と
感
 情
 」
と
は
、
人
間
的
 本
 

Ⅳ
 

 
 

三
 
「
感
情
」
。
「
体
験
」
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
 

づ
 け
 
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
理
論
 

 
 

お
オ
 "
 ト
 ー
の
宗
教
理
論
の
基
本
的
枠
組
み
が
、
 

ヵ
 

（
 
1
 ）
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
論
の
生
成
 

 
 

ン
ト
 
の
超
越
論
哲
学
及
び
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
 

  

心
理
主
義
的
宗
教
論
の
批
判
 

リ
 
Ⅲ
 
日
 

 
 

 
 

 
 

ね
 
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
オ
ッ
ト
 

｜
は
 
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
宗
教
の
本
質
分
析
 

に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
 

ヵ
ン
 

お
ト
 的
な
認
識
能
力
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
基
礎
つ
け
に
よ
 

る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
人
間
的
本
性
へ
の
基
礎
 

づ
 け
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い
 

 
 に

 対
す
る
疎
隔
の
意
識
を
、
近
代
宗
教
学
に
付
与
し
て
い
 る
と
も
舌
ロ
 
え
る
 ハ
 
ツ
 で
あ
る
。
 

 
 

来
 擁
護
さ
れ
て
き
た
宗
教
の
自
律
性
を
認
識
論
的
に
基
 礎
 づ
け
る
こ
と
に
 ょ
 

っ
て
、
宗
教
を
自
ら
の
学
的
認
識
対
象
と
し
て
規
定
し
た
 の
で
あ
る
。
言
 う
 ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
認
識
関
心
 か
ら
精
神
科
学
と
し
て
 

の
 ド
イ
ッ
宗
教
学
の
実
質
的
な
端
緒
を
切
り
開
い
た
の
が
 
ル
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
以
下
で
 は
そ
う
し
た
一
連
の
 ブ
 

口
 セ
ス
を
 、
 彼
の
「
体
験
」
及
び
「
感
情
」
に
 よ
 る
宗
教
 0
 基
礎
づ
け
と
い
う
手
続
き
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
し
 て
い
き
た
い
。
 



る
 宗
教
の
心
理
主
義
的
問
題
設
定
を
自
ら
の
問
題
意
識
と
 し
て
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
も
、
 よ
 り
確
固
た
る
 哲
 学
的
・
認
識
論
的
基
礎
 

づ
 げ
の
必
要
性
を
明
確
に
自
覚
す
る
に
 つ
 れ
、
そ
の
立
脚
 庶
を
フ
リ
ー
ス
の
・
 q
.
 
マ
 @
 
の
の
・
ま
 

あ
 １
 %
 毬
 ）
に
求
め
 る
よ
う
 に
な
る
の
で
あ
 

る
 。
こ
う
し
た
事
態
の
背
景
に
 、
 先
に
も
指
摘
し
た
よ
 う
 な
 、
近
代
宗
教
哲
学
に
対
す
る
近
代
宗
教
学
の
疎
隔
の
 意
識
が
あ
る
こ
と
は
 否
 

定
 で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
 げ
る
宗
教
の
独
自
性
の
主
張
が
、
宗
教
を
道
徳
や
形
而
 工
学
に
還
元
す
る
当
時
 

の
 啓
蒙
主
義
的
宗
教
観
へ
の
対
抗
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
 根
 差
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ナ
ッ
ト
ー
に
お
け
る
そ
れ
は
 む
し
ろ
、
 ｜
 彼
の
日
日
 

無
主
義
的
世
界
観
と
宗
教
的
世
界
観
 口
 （
三
ミ
：
。
 

こ
 。
 
瑳
 。
 
ぎ
 ま
さ
 
荘
 「
 
め
 
-
@
 

め
 @
0
 

の
 
e
 ヨ
 e
-
 

～
 
漂
コ
め
 

@
C
h
-
.
l
 

の
 
宝
 ）
に
お
い
て
明
ら
か
 な
よ
う
 に
 ｜
 宗
教
を
感
 

覚
や
歴
史
的
進
化
に
還
元
す
る
自
然
主
義
的
世
界
観
へ
 0
 対
抗
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
根
差
す
も
の
で
あ
っ
た
（
 之
 界
 四
ま
１
 %
 ）
 
0
 し
た
 

が
っ
て
そ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
う
し
た
対
立
的
立
場
に
対
 し
て
、
い
か
に
し
て
自
ら
の
立
場
を
合
理
的
・
哲
学
的
 認
識
と
し
て
表
明
し
得
 

@
 
口
 @
 

る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
 改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
「
学
問
」
 理
念
の
変
容
は
 、
 既
に
 

見
た
よ
う
な
、
前
世
紀
後
半
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て
 の
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
学
の
再
編
成
と
い
う
転
換
の
中
で
出
 来
し
て
き
た
も
の
に
 は
 

か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ナ
ッ
ト
ー
が
抱
い
た
 よ
う
 な
 問
題
意
識
は
 、
｜
新
 カ
ン
ト
学
派
や
デ
ィ
ル
タ
イ
 解
 釈
 学
の
興
隆
が
物
語
る
 

よ
う
 に
 ｜
 多
か
れ
少
な
か
れ
哲
学
を
含
め
た
当
時
の
精
神
 科
学
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
オ
ッ
ト
 １
が
自
ら
の
哲
学
的
 思
 

索
を
深
め
て
い
っ
た
の
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
思
想
的
状
況
 の
た
だ
中
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
鑑
み
れ
ば
、
彼
が
確
 固
 た
る
宗
教
的
ア
プ
リ
 

ソ
 主
義
的
な
人
間
性
信
仰
に
追
従
し
た
立
場
で
は
あ
る
が
 、
オ
ッ
ト
ー
は
そ
う
し
た
立
場
に
こ
そ
、
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
に
と
っ
て
 

 
 

 
  

 

の
 
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
を
看
取
し
て
い
る
の
で
あ
る
 
 
 

 
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
 
l
 
の
宗
教
の
本
質
論
に
対
す
る
 オ
 
ッ
ト
 ー
の
こ
う
し
た
批
判
的
な
見
解
は
、
そ
の
後
の
 オ
 ッ
ト
｜
 自
身
に
お
 け
 

る
 
「
宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
論
の
射
程
を
明
瞭
に
映
し
出
 
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
 う
 に
 、
オ
 "
 ト
 一
 が
追
求
し
た
の
は
 何
 

よ
り
も
ま
ず
、
宗
教
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
哲
学
的
 基
礎
 づ
 げ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
シ
ュ
ラ
 イ
 
ヱ
 ル
マ
ッ
ハ
ー
に
お
 
け
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オ
り
 論
に
基
づ
い
た
宗
教
の
哲
学
的
基
礎
 づ
 げ
を
目
指
そ
 ぅ
 と
し
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
ご
く
自
然
な
帰
結
 で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
 

あ
ろ
う
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
か
ら
フ
リ
ー
ス
 ヘ
 の
 立
脚
点
の
推
移
は
、
こ
う
し
た
オ
ッ
ト
ー
自
身
の
認
識
 関
心
の
変
化
の
中
で
生
 

-
 
け
 "
 

じ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 



い
て
見
る
こ
と
但
し
た
い
。
 

（
 
2
 ）
「
感
情
」
・
「
体
験
」
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
 

周
知
の
よ
う
に
、
 カ
ソ
ト
 に
と
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
 は
 単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
 さ
れ
る
も
の
は
す
べ
 

て
 「
理
念
的
」
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
 
対
し
フ
リ
ー
ス
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
超
越
し
た
も
の
 に
つ
い
て
の
概
念
と
し
 

て
の
「
理
念
」
の
客
観
的
妥
当
性
を
 、
 彼
の
い
わ
ゆ
る
 
一
 
1
 
直
接
的
認
識
」
（
日
の
目
 
巨
コ
匹
汗
 
8
%
 
オ
目
 
ヨ
コ
 
@
 
の
 
）
か
ら
 の
 由
来
を
明
ら
か
に
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
す
る
と
共
に
、
時
間
 ｜
 空
間
に
 め
げ
る
認
識
と
は
対
立
す
る
、
事
物
の
木
質
に
つ
い
て
 の
 認
識
が
、
そ
の
「
 理
 

念
 」
に
お
い
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
 木
 タ
ひ
ち
 １
ひ
 
0
 
）
 
0
 す
な
わ
ち
フ
リ
ー
ス
は
、
カ
ン
ト
 自
 身
に
お
い
て
は
到
達
 不
 

可
能
と
さ
れ
た
「
物
自
体
」
の
認
識
の
可
能
性
条
件
に
つ
 Ⅰ
 
リ
て
 明
ら
か
に
し
た
と
舌
口
え
る
。
フ
リ
ー
ス
に
よ
れ
。
は
 

、
認
識
に
は
時
間
 ｜
空
 

間
の
 カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
現
象
 界
 に
つ
い
 て
の
自
然
的
・
理
論
的
認
識
と
、
い
わ
ゆ
る
叡
知
界
に
 つ
い
て
の
理
念
的
・
 直
 

接
的
 認
識
と
い
う
二
つ
の
様
態
が
存
在
す
る
。
両
者
は
ま
 た
 、
そ
れ
ぞ
れ
「
知
識
」
（
 
圭
 万
目
）
及
び
「
信
仰
」
 お
 -
a
u
 

ヴ
の
 
）
と
し
て
規
定
 

さ
れ
る
 
絨
尹
の
 
㌍
１
館
）
。
後
者
は
理
性
の
内
奥
に
 
潜
 み
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
経
験
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
い
 ぅ
 意
味
に
お
い
て
真
に
 

ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
 物
 自
体
の
木
質
に
つ
い
て
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
可
能
に
 な
る
と
さ
れ
る
（
 パ
コ
 

ぴ
亡
 １
ち
 
の
 
）
。
オ
ッ
ト
ー
が
自
ら
の
「
宗
教
的
ア
プ
リ
 
オ
 り
 」
と
し
て
規
定
し
た
能
力
 は
 、
こ
う
し
た
理
念
的
・
 直
 接
的
 認
識
に
ほ
か
な
 

ら
な
い
。
だ
が
オ
ッ
ト
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
フ
リ
ー
ス
を
介
し
 た
こ
う
し
た
 ア
 プ
 リ
オ
り
 概
念
は
、
あ
く
ま
で
も
形
式
 的
な
形
而
上
学
に
過
ぎ
 

ず
 、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
何
ら
具
体
的
な
宗
教
を
構
成
す
 る
も
の
で
は
な
い
（
 パ
コ
 の
 む
，
 
㏄
）
 
0
 と
い
う
の
も
、
 そ
こ
に
は
理
性
の
実
 

践
的
 側
面
か
ら
受
け
取
る
内
容
（
（
 
目
 a
-
 

（
）
と
し
て
の
「
 

感
情
」
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
木
刀
の
お
。
お
 ）
 

フ
リ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
時
間
的
・
空
間
的
に
制
約
さ
れ
た
 自
然
的
世
界
に
身
を
置
く
我
々
に
と
っ
て
、
ア
プ
リ
 オ
 り
な
認
識
と
し
て
の
 

直
接
的
認
識
は
肯
定
的
な
概
念
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
る
 も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
否
定
的
な
形
で
の
み
も
た
ら
 さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
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群
 

既
に
触
れ
た
よ
 う
 に
、
オ
ッ
ト
ー
が
フ
リ
ー
ス
の
 カ

ソ
ト
 解
釈
か
ら
継
承
し
た
の
は
、
そ
の
合
理
的
な
「
 宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
の
 能
 

①
 

 
 
 
 

白
ホ
 

述
力
 と
「
予
感
」
の
概
念
で
あ
っ
た
。
前
者
の
ア
プ
リ
 オ
リ
 な
能
力
が
普
遍
的
可
能
性
た
る
「
素
質
」
と
し
て
 継
承
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
 
1
 

 
 

は
 既
に
触
れ
た
が
、
後
者
の
「
予
感
」
概
念
も
 ヌ
 …
 ノ
｜
 セ
の
 体
験
及
び
感
情
、
あ
る
い
は
「
 預
覚
 」
（
 口
 @
v
@
 
ま
 コ
 ）
と
し
て
継
承
さ
れ
 

 
 に

も
の
 

ぉ
 

ヒ
 に
お
け
る
非
合
理
主
義
的
な
立
場
の
中
に
 、
 よ
り
明
瞭
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

サる 「宗教」概俳の 系譜 

と も オ 摘 近 目 て て 根 情 」と して のと り概 され 性は 示教 が の宗 「宗 差す 以上   

  
、 実は 

ォ び ば 

の と に l 0 間   誠 プリ形式近いなる に ノォ こ目 親 の には とし とし 

る
 。
そ
れ
は
「
感
情
」
に
お
け
る
判
断
力
に
ほ
か
な
ら
ず
 、
概
念
的
，
論
理
的
判
断
力
と
は
対
立
す
る
、
 カ
ソ
ト
 の
い
わ
ゆ
る
「
美
的
 

判
断
力
」
と
同
義
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
（
 寄
 。
 巾
 お
 ・
 コ
 ㏄
）
。
自
然
的
認
識
と
し
て
の
「
知
識
」
と
理
論
 
的
 認
識
と
し
て
の
「
 信
 

仰
 」
と
を
統
合
す
る
認
識
の
第
二
一
の
性
質
と
し
て
の
 
ブ
 リ
 一
ス
 の
い
わ
ゆ
る
「
予
感
」
デ
田
目
し
と
は
、
こ
 う
し
 た
 意
味
に
お
け
る
「
 感
 



も
 
「
素
質
」
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
と
し
て
の
 
普
遍
的
能
力
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
 ロ
ェ
 
。
 s
.
 
）
 
お
 ）
。
 
さ
 ら
に
そ
こ
で
は
、
 
ヌ
 

ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
体
験
及
び
感
情
は
、
「
非
合
理
的
で
あ
っ
て
 
、
概
念
で
ほ
説
明
し
得
な
い
も
の
で
、
た
だ
体
験
さ
れ
 た
心
情
に
お
い
て
喚
起
 

さ
れ
る
特
殊
な
感
情
反
応
に
よ
っ
て
の
み
示
唆
さ
れ
得
る
 」
（
し
目
押
目
）
。
し
た
が
っ
て
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 の
体
験
 は
 、
一
方
で
は
対
象
の
 

非
合
理
性
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
点
で
本
質
的
に
 客
体
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
 他
 方
で
そ
れ
ほ
 ァ
 プ
リ
 オ
 

リ
な
 「
素
質
」
か
ら
現
出
す
る
も
の
と
さ
れ
る
と
い
う
 
点
 で
 
（
 目
 -
 け
に
 0
 
）
、
体
験
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
は
 
｜
そ
 ぅ
 し
た
客
体
的
契
機
 

に
よ
っ
て
で
は
な
く
 ｜
 や
は
り
主
観
内
在
的
な
契
機
に
よ
 っ
て
基
礎
 づ
 げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

だ
が
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
ほ
 、
ヌ
 ミ
ノ
 一
 ゼ
の
 感
情
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
と
し
て
の
「
素
質
」
 の
 実
際
的
な
発
現
 と
 

さ
れ
、
し
か
も
そ
う
し
た
能
力
は
 、
 何
ら
か
の
非
合
理
的
 な
 対
象
的
契
機
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
 さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
 

ほ
 明
ら
か
に
 ヵ
ソ
ト
 的
な
意
味
で
の
超
越
論
的
機
能
を
失
 っ
 た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
 す
た
 ね
ち
、
そ
こ
で
 語
 

ら
れ
る
 ヌ
 ミ
ノ
ー
 セ
 の
体
験
の
言
わ
ば
「
可
能
性
の
条
件
 」
は
、
経
験
的
な
認
識
能
力
そ
れ
自
体
に
関
す
る
メ
タ
 
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
解
明
 

で
は
な
く
、
経
験
的
な
対
象
に
喚
起
さ
れ
る
限
り
で
の
 認
 誠
 で
あ
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
も
は
や
、
超
越
論
的
 性
格
の
も
の
か
ら
経
験
 

@
 
は
 @
 

的
な
性
格
の
も
の
に
変
質
し
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 こ
こ
に
 は
 、
内
容
的
・
非
合
理
的
な
も
の
と
し
て
の
「
体
験
」
 な
 形
式
的
・
合
理
的
な
 

ア
プ
リ
オ
リ
に
よ
っ
て
基
礎
つ
げ
よ
う
と
し
た
オ
ッ
ト
 ｜
 の
 論
理
的
破
綻
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
 で
も
な
く
こ
う
し
た
 破
 

綻
は
、
 予
て
 よ
り
 精
神
科
学
の
方
法
論
に
付
随
し
て
き
た
 法
則
定
立
と
個
性
記
述
の
分
離
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
の
 一
 断
面
以
外
の
も
の
で
は
 

な
い
。
と
は
い
え
こ
こ
で
の
オ
ッ
ト
ー
の
場
合
に
は
、
 フ
 リ
 一
ス
受
容
の
変
化
と
い
う
独
自
な
問
題
が
そ
の
背
後
 に
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
と
し
て
の
 7
 リ
ー
 ス
 0
 合
理
的
な
「
予
感
」
概
念
を
継
承
し
た
オ
ッ
ト
一
 ほ
、
よ
 り
具
体
的
な
 宗
 

く 512) 

る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
も
と
よ
り
両
者
は
明
確
に
 峻
 別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
 く
 、
む
し
ろ
発
現
の
能
 

 
 

力
 と
し
て
の
「
素
質
」
と
認
識
の
能
力
と
し
て
の
「
 預
覚
 」
と
は
、
相
即
的
な
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
 し
 た
が
っ
て
、
「
 預
覚
 」
は
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教
 現
象
へ
の
関
心
を
高
め
る
に
つ
れ
て
、
フ
リ
ー
ス
の
 直
 接
 的
な
受
容
か
ら
再
び
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ソ
 ハ
 l
 の
 非
 合
理
的
な
「
感
情
」
 概
 



の
 変
容
と
い
う
事
態
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
 、
オ
 
"
 ト
 ー
 と
テ
 ィ
 り
ッ
ヒ
 の
思
想
的
方
向
性
を
分
か
 っ
 決
定
的
な
動
因
と
な
 

っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
 
ロ
 で
は
な
い
。
以
下
で
は
、
 

テ
 ィ
り
ッ
ヒ
 の
「
意
味
」
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
を
、
 

そ
 ぅ
 し
た
思
想
的
・
 
学
 

鉤
状
況
の
変
容
と
の
連
関
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
，
 
」
と
に
し
た
い
。
 

そ
う
し
た
課
題
に
と
っ
て
ま
ず
注
目
に
値
す
る
の
が
、
 

オ
 ッ
ト
 ー
の
 
日
 聖
な
る
も
の
 
ヒ
 に
対
す
る
テ
ィ
 
り
 "
 ヒ
の
 批
判
的
見
解
で
あ
 

る
 。
「
ル
ド
ル
フ
，
 オ
 "
 ト
 ー
に
お
け
る
 
円
 聖
な
る
も
の
 
ヒ
の
範
晴
 
（
 
"
 こ
こ
木
 巴
の
的
 
0
 「
 
ぎ
 宙
の
 

s
,
 

二
色
品
 

呂
 ，
 ヴ
往
勾
 年
し
 
0
 目
 0
 津
 0
"
 
）
な
る
タ
 イ
 

ト
ル
の
下
で
一
九
二
三
年
に
発
表
し
た
短
い
論
評
の
中
で
 、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
 
q
 聖
な
る
も
の
 
ヒ
 の
副
題
、
す
な
わ
 
ち
 「
 神
 的
な
る
も
の
の
 

観
念
に
お
け
る
非
合
理
的
な
も
の
及
び
そ
の
合
理
的
な
も
 の
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
い
う
副
題
の
、
前
半
部
分
 に
 関
し
て
は
そ
の
分
析
 

を
 高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
後
半
部
分
に
関
し
て
は
未
解
 決
 の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 一
方
で
、
オ
ッ
ト
ー
の
 

現
象
学
的
方
法
が
価
値
の
領
域
に
入
り
込
む
こ
と
は
不
可
 能
 で
あ
る
と
し
て
そ
の
限
界
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
 他
 方
で
彼
は
、
「
 聖
 」
 を
 

ア
プ
リ
オ
リ
な
 
範
 隔
と
し
た
オ
ッ
ト
ー
の
見
解
を
評
価
す
 る
 。
し
か
し
同
時
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
宗
教
的
ア
プ
リ
 オ
リ
 が
無
媒
介
に
他
の
 

ア
 プ
 リ
オ
 り
と
並
存
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
 立
 場
か
ら
、
内
容
と
し
て
の
「
絶
対
他
者
」
と
他
の
意
識
 の
 諸
形
式
と
の
間
に
明
 

確
 な
連
関
が
存
在
し
な
け
れ
ば
意
識
の
統
一
性
は
破
綻
し
 て
し
ま
う
と
し
て
、
宗
教
と
他
の
精
神
的
機
能
と
の
 並
 存
 状
況
を
容
認
す
る
 ょ
 

う
な
オ
ッ
ト
ー
の
見
解
を
批
判
す
る
。
そ
こ
で
テ
ィ
 

ヒ
が
 宗
教
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
の
木
質
連
関
を
表
現
す
る
 概
念
と
し
て
提
示
す
る
 

の
が
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
（
 ぎ
 s
u
 コ
す
 
の
 
d
@
 
コ
 %
 ㊨
）
な
る
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 に
よ
 れ
ば
、
こ
の
概
念
 

ほ
 合
理
化
の
図
式
で
は
な
く
、
 

聖
 そ
れ
自
体
の
本
質
要
素
 で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
は
、
「
 
単
 に
 図
式
化
に
よ
る
 
ア
 

ポ
ス
テ
リ
 オ
 り
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
木
質
連
関
に
 よ
っ
て
 ア
 プ
 リ
オ
 り
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
意
識
、
 

あ
ら
ゆ
る
精
神
的
現
実
 

を
 基
礎
づ
け
る
要
素
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
 当
 。
の
）
 ㏄
 切
 ）
。
 

あ
ら
ゆ
る
精
神
的
諸
形
式
を
本
質
要
素
（
Ⅱ
内
実
）
 

た
 る
 
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
こ
う
し
 た
 テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 
立
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自
ら
従
軍
牧
師
と
し
て
大
戦
に
参
加
し
、
 殺
 裁
と
 破

壊
が
日
夜
繰
り
返
さ
れ
る
戦
場
で
の
悲
惨
な
現
実
の
 中
で
既
成
の
文
化
的
価
値
の
 

 
 

ね
 
崩
壊
を
予
感
し
て
い
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
、
や
は
り
，
 
」
う
し
た
潮
流
に
同
調
し
て
い
っ
た
の
も
容
易
に
領
け
る
 
て
 あ
ろ
う
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
 

 
 

で
 科
学
と
の
あ
ら
ゆ
る
対
立
を
払
拭
し
ょ
う
と
す
る
 ヵ
 ソ
ト
 主
義
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
 

 
 

が
ソ
ト
 神
学
の
目
論
み
は
、
も
は
や
逃
避
以
外
の
何
 も
の
で
も
な
か
っ
た
（
 ポ
 。
 
0
.
 
乙
１
 ）
～
）
。
彼
に
と
っ
て
 

重
 要
 な
こ
と
は
、
 新
カ
ソ
ト
学
 

宋
代
派
の
如
く
、
宗
教
を
自
然
科
学
や
他
の
精
神
的
・
 文
 化

的
 諸
領
域
と
は
異
な
っ
た
特
殊
領
域
⑬
。
乱
の
お
の
 

b
@
 

の
（
 

）
と
し
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
 

近
 

な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
意
味
意
識
（
 m
@
 
コ
 。
 
r
 。
 
毛
 二
ぬ
（
の
の
 

@
 
ロ
 ）
の
統
一
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
定
式
化
を
試
 み
る
こ
と
を
適
し
て
、
 

125 (515) 

ゆ
る
形
で
、
生
の
全
体
性
を
希
求
す
る
広
義
の
生
の
哲
 
学
 あ
る
い
は
表
現
主
義
的
な
潮
流
が
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
 

の
 全
面
に
浮
上
す
る
に
 
至
づ
 

（
㎎
 
@
 

 
   系譜 

る を 「 場 

の 智 一 内実」 もと 代案 が役 季に顕 ま いる当 それ以上 @ 、 
し 教 と 在 時 の 
て 的 異 化 の よ 

捉 な 隆 す ド ラ そのま ぞれ 独 たる 

え 性 を る ィ な 
る 格 呈 に ッ テ 
こ は す 至 の ィ 

と 、 る っ 混 り 

が キ よ た 沌 ッ 

で リ ラ 既 た ヒ 

ぎ ス に 成 る の 文化 る 。 ト教 なっ の価 社会   
に と た 序 思 的 

知 わ ナ 崩 的 フ   
の け 力 壊 状 ロ 

レ フ ル に 況 グ 
プ ロ テ よ で う 
ェ テ ィ づ あ ム 

ル ス ズ て る を 

れ こ 

おソ タム " 既一る " 。 見 
い ト フ に 九 場 ろ 
て 教 ェ 世 二 合 に君 も、 舎か キ ル 紀 転 O 年 
そ ら ッ 換 代 過 
ね め シ 期 の し   
以 国 ュ か ド 得 ら潮 前の民の 運動 る 
新 難 、 流 で の 

    
ト い 学 し 第 そ 

釈する す な って 、 
わ 

こでの 主義的 事態 ぅ といっ てきた 一次大   
な な た さ 戦 根 
合 そ 一 ま の 本 

に 友 禅 精 美 も 

抗 す 動 運 ぼ っ 
  
す る の 動 一 て あ と   



文
化
的
諸
領
域
の
自
律
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
真
理
 観
 ，
 価
 値
 観
の
相
克
を
克
服
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 そ
 う
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 

問
題
意
識
は
、
独
自
な
学
問
の
分
類
に
よ
っ
て
自
ら
の
 「
文
化
の
神
学
」
の
構
想
を
展
開
，
補
強
し
ょ
う
と
す
る
 
彼
の
試
み
の
中
に
明
瞭
 

に
 窺
う
こ
と
が
で
き
る
 0
 大
戦
帰
還
後
の
テ
ィ
 リ
ソ
ヒ
 の
 最
初
の
著
書
が
同
諸
学
の
体
系
 
L
G
 ：
 せ
 。
 
-
n
 

ま
 Q
n
 
、
 吏
 @
 
め
め
め
 

-
-
 

め
 
n
b
Q
h
-
n
x
 
 

き
き
 

n
n
 

ぬ
心
さ
め
 

-
 
ぬ
さ
 
Q
n
 

さ
ま
さ
も
寒
心
 

ま
 o
Q
o
 

さ
 ・
 P
o
N
u
 

）
と
題
さ
れ
た
学
問
 

論
 で
あ
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
精
神
科
 学
 
（
 
G
 臼
茸
 
伊
毛
 
@
 
の
の
の
 

コ
 の
 
c
h
.
 

a
f
 

（
）
の
理
念
そ
の
も
の
を
彼
自
身
の
宗
教
の
理
念
に
よ
 

っ
て
、
す
な
わ
ち
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
あ
る
い
は
「
 意
 味
 」
概
念
に
よ
っ
て
 

基
礎
づ
け
る
と
い
う
そ
こ
で
の
試
み
も
（
（
。
の
・
 

2
2
7
 

１
 は
 お
 ）
、
や
は
り
 
非
 ム
ロ
 
理
 主
義
的
な
潮
流
を
背
景
と
し
た
、
 半
知
の
世
界
観
へ
の
 転
 

@
 
㎎
 -
 

化
と
い
う
思
潮
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
 き
 た
も
の
だ
っ
た
の
 で
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
「
 無
 制
約
的
な
意
味
」
に
よ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
宗
教
の
基
礎
 づ
 げ
の
手
続
き
に
つ
 い
て
見
て
い
く
前
に
、
こ
こ
で
ま
ず
、
彼
自
身
の
規
定
 に
よ
る
精
神
科
学
の
 

方
法
論
に
つ
い
て
一
箇
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
 の
も
、
そ
こ
で
の
方
法
論
が
、
同
時
に
そ
の
ま
ま
彼
の
 宗
教
哲
学
に
お
け
る
 方
 

法
論
と
し
て
も
 機
 徒
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
方
法
 論
 と
は
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
超
論
理
的
方
法
」
（
 
臼
 。
 ョ
 の
圧
の
 

-
0
 

的
 
㍉
。
 
オ
の
プ
ミ
 

の
ド
目
。
年
の
）
 

な
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
直
観
的
・
 力
 動
的
 に
 形
成
さ
れ
た
批
判
的
方
法
と
も
言
 う
 べ
 き
 も
の
で
あ
 る
 。
す
な
わ
ち
そ
れ
 

は
 、
合
理
的
な
諸
形
式
が
保
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
 は
 論
理
的
で
あ
る
も
の
の
、
諸
形
式
に
お
け
る
生
け
る
 内
実
（
Ⅱ
 無
 制
約
的
な
 

も
の
）
の
把
握
、
及
び
個
別
的
 i
 創
造
的
な
規
範
付
与
 と
 い
 う
両
 契
機
に
お
い
て
、
純
粋
に
形
式
的
な
も
の
が
 克
 服
さ
れ
て
い
る
と
い
う
 

点
で
は
超
論
理
的
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
（
・
の
㏄
）
㏄
）
。
 

，
 
」
こ
か
ら
は
、
カ
ン
ト
及
び
 
新
 カ
ン
ト
主
義
と
、
当
時
 興
 降
 し
つ
つ
あ
っ
た
現
象
 

学
 と
の
対
決
，
止
揚
を
通
し
て
、
自
ら
の
方
法
論
の
構
築
 を
 目
論
み
る
テ
ィ
 リ
 "
 ヒ
 の
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
 わ
ち
彼
に
と
っ
て
 、
批
 

判
 的
方
法
は
（
意
味
）
形
式
に
対
し
て
は
適
切
で
あ
る
も
 の
の
、
（
意
味
）
内
実
（
の
 

@
 
コ
コ
 
的
の
 
ォ
 a
-
 

（
）
を
看
過
し
て
し
ま
 

う
も
の
で
あ
る
（
（
。
の
 

ぎ
 S
 。
一
方
現
象
学
的
方
法
は
、
批
判
井
田
に
お
け
る
 ょ
 う
 な
単
な
る
形
式
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
で
 は
 な
く
、
生
 き
 生
 ぎ
と
し
た
直
観
的
な
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 実
性
は
、
そ
の
前
で
あ
ら
ゆ
る
懐
疑
が
消
え
去
り
、
 

し
か
も
自
ら
は
懐
疑
の
対
象
に
は
成
り
得
な
い
よ
う
 

ね
 、
基
礎
づ
け
的
な
確
実
性
 ん
 

窩
盆
は
 h
E
 

コ
ロ
 

@
o
q
o
 

コ
ロ
の
 

9
 毛
ヨ
ォ
 
の
 
@
d
 

）
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
 
。
「
し
た
が
っ
て
、
宗
教
の
対
象
は
単
に
レ
ア
ー
ル
で
 

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
 7
 

 
 

近
 

る
 実
在
規
定
の
前
提
（
 
往
 。
 づ
 。
 
奉
仁
 
の
の
。
（
。
 

E
 
温
 u
-
-
 

の
 
。
寄
生
 
（
 
W
 
（
 
"
"
 

注
 ：
 お
 ）
で
も
あ
る
」
（
（
。
の
・
 

ひ
 
2
7
 
１
 ひ
い
 
の
）
。
「
 

無
制
 約
 的
な
意
味
を
求
め
 

における「宗教」概俳の 系譜 

ア
プ
リ
オ
リ
を
有
す
る
も
の
の
（
（
 ，
 
卯
の
 0
 
の
）
、
批
判
的
 
な
 基
準
を
欠
き
、
意
味
原
理
と
意
味
対
象
と
の
区
別
の
 可
能
性
を
失
 う
 と
い
う
 

欠
点
を
持
っ
て
い
る
（
（
 ，
中
 お
さ
。
両
者
の
止
揚
を
目
 指
す
超
論
理
的
方
法
は
、
実
在
を
貫
徹
す
る
形
式
と
内
 実
 
（
Ⅱ
 
無
 制
約
的
な
意
 

味
 ）
と
の
弁
証
法
を
「
超
論
理
的
木
質
直
観
」
（
 
ロ
 
@
0
 
ョ
 注
 巳
 o
g
@
 

の
の
 

オ
 
の
毛
の
の
の
 

コ
 s
s
c
 

ォ
 
㏄
已
に
よ
っ
て
把
握
す
る
の
で
あ
 る
 。
 

形
式
と
内
実
と
の
内
的
な
力
学
を
直
観
す
る
以
上
の
 よ
う
 な
方
法
論
的
前
提
か
ら
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
導
出
し
た
見
解
 は
 、
以
下
の
よ
う
な
 

も
の
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
精
神
が
個
々
の
意
味
形
式
と
 そ
の
統
一
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
人
間
は
文
化
 と
 関
わ
っ
て
お
り
、
 ま
 

た
 精
神
が
無
制
約
的
な
意
味
、
つ
ま
り
意
味
内
実
に
向
 け
 ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
人
間
は
宗
教
と
関
わ
っ
て
い
る
 、
と
い
う
見
解
で
あ
 

る
 。
そ
う
し
た
事
態
を
彼
は
、
「
宗
教
と
は
無
制
約
的
な
 
も
の
に
向
か
う
精
神
の
方
向
で
あ
り
、
文
化
と
は
制
約
的
 な
 諸
形
式
に
向
か
う
 

精
神
の
方
向
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
（
（
。
 
い
 の
 
2
0
 

）
、
さ
ら
に
宗
教
と
文
化
の
相
互
内
在
性
を
よ
り
 

明
確
に
す
る
た
め
に
、
 

「
文
化
は
宗
教
の
表
現
形
式
で
あ
り
、
宗
教
は
文
化
の
内
 
容
 で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
描
写
し
て
い
る
 （
Ⅰ
。
の
・
㏄
 

い
 
。
）
。
 

超
論
理
的
方
法
に
お
い
て
は
、
「
木
質
へ
の
問
い
と
真
理
 

以
上
の
よ
う
な
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
認
識
論
的
・
方
法
論
的
 一
 

へ
の
問
い
は
一
つ
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
（
，
 
卯
健
さ
 。
「
 
血
 

刊
提
は
 、
こ
こ
で
の
主
題
で
あ
る
宗
教
の
基
礎
づ
け
の
間
 

@
 
制
約
的
な
も
の
の
 確
 

題
 に
そ
の
ま
ま
直
結
 

し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
超
論
理
的
方
法
 仁
 お
い
て
は
、
従
来
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る
宗
教
の
基
礎
 づ
け
、
す
な
わ
ち
そ
の
 

真
理
性
の
問
題
に
関
す
る
根
本
的
欠
陥
で
も
あ
っ
た
 、
経
 験
的
 宗
教
と
そ
の
真
理
性
と
の
乖
離
あ
る
い
は
二
元
論
 は
 克
服
さ
れ
る
。
と
い
 

ぅ
 の
も
、
「
宗
教
の
真
理
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
無
制
約
 
的
な
意
味
へ
向
か
う
方
向
性
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
 超
 論
理
的
な
木
質
把
握
に
 

よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 
無
制
 約
 的
な
も
の
」
を
前
提
と
し
た
上
で
「
 無
 制
約
的
な
も
の
 」
の
把
握
を
目
指
す
 



る
 存
在
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
見
解
を
擁
す
る
テ
ィ
 リ
 ッ
ヒ
 は
、
こ
う
し
て
宗
教
の
真
理
性
を
、
人
間
の
普
遍
 的
 ・
斉
一
的
な
存
在
論
 

的
 構
造
と
し
て
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
実
在
規
定
の
前
提
と
し
 て
の
「
 無
 制
約
的
な
意
 

味
 」
な
る
概
念
に
よ
っ
て
含
意
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
 内
 容
 が
検
討
に
付
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

そ
も
そ
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
自
ら
の
宗
教
哲
学
の
鍵
概
念
 と
し
て
「
意
味
」
を
用
い
た
背
景
に
、
真
理
 観
 ・
価
値
 観
の
相
克
に
よ
る
 必
 

然
 的
な
帰
結
と
し
て
の
人
間
の
意
味
意
識
の
破
壊
と
い
う
 事
態
に
対
す
る
、
彼
自
身
の
深
刻
な
危
機
意
識
が
あ
る
 こ
と
は
疑
え
な
い
。
 と
 

は
い
え
こ
の
概
念
の
含
意
す
る
も
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 思
索
の
内
に
突
然
浮
上
し
て
 き
 た
も
の
で
は
な
く
、
 第
 一
次
大
戦
以
前
の
彼
 自
 

身
の
 シ
ェ
リ
ン
グ
を
中
心
と
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
研
究
に
 お
い
て
既
に
胎
座
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
一
九
二
二
年
に
発
表
し
た
論
文
「
カ
イ
ロ
 ス
 」
（
。
 
パ
 a
@
 

「
 
o
 
の
 
"
 ）
に
お
い
て
、
「
 
無
 制
約
的
な
も
の
」
の
 概
念
に
つ
い
て
 次
 

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
 
無
 制
約
的
な
も
の
は
一
つ
の
 性
質
（
の
 口
 
。
 
-
@
 

（
 
曲
 
（
）
で
あ
っ
て
存
在
で
は
な
い
。
た
と
え
 
我
々
が
そ
れ
を
月
神
 L
 、
 

自
存
在
自
体
円
円
 
善
 自
体
 円
 
あ
る
い
は
 
円
 
真
理
自
体
 ロ
と
 呼
ぼ
 ぅ
 と
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
は
別
の
名
を
与
え
 よ
う
と
も
、
そ
れ
は
 我
 

々
に
究
極
的
に
、
し
た
が
っ
て
無
制
約
的
に
関
わ
っ
て
 い
 る
も
の
を
特
徴
 づ
 げ
て
い
る
の
で
あ
る
」
 ご
，
 四
の
）
。
 
こ
こ
か
ら
も
、
こ
の
 

概
念
が
キ
リ
ス
ト
教
的
西
洋
の
思
想
伝
統
に
お
い
て
「
 第
 一
 原
理
」
あ
る
い
は
「
 神
 」
と
し
て
語
ら
れ
て
 き
た
 も
 の
に
相
当
す
る
も
の
で
 

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
同
時
 に
、
 神
の
対
象
化
・
実
体
化
を
招
く
よ
う
な
 神
 概
念
 
宗
教
概
念
を
徹
底
的
に
 

退
け
る
（
 ロ
 ，
 0
.
 
ま
 じ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
形
而
上
 学
的
な
相
理
解
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
は
 、
 何
も
 テ
 ィ
 リ
ッ
ヒ
に
の
み
特
徴
 

的
で
あ
る
と
い
う
わ
げ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
以
降
 、
さ
ら
に
 へ
｜
 ゲ
ル
以
降
の
自
由
主
義
的
プ
ロ
テ
ス
タ
 ソ
テ
ノ
 ズ
ム
の
伝
統
に
 

め
げ
る
本
来
的
な
傾
向
性
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
言
え
 る
 0
 と
は
い
え
 テ
ノ
リ
ソ
ヒ
 は
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
に
 お
 げ
る
如
く
倫
理
的
要
 

請
 に
訴
え
た
 れ
 げ
で
も
な
け
れ
ば
、
ト
レ
ル
チ
 や
 オ
ッ
ト
 １
 の
よ
う
に
認
識
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
を
措
定
し
た
 わ
 げ
で
も
な
い
。
彼
は
 

神
の
存
在
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
議
論
を
退
け
る
一
方
で
 、
 明
ら
か
に
ド
イ
ッ
観
念
論
、
と
り
わ
け
シ
ェ
リ
ン
グ
 に
 多
く
を
負
っ
て
い
る
 

(518) 128 



 
 

迂
 

で
き
な
い
。
 

@
l
@
2
 
 

と
は
い
え
そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
や
は
り
 、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
継
承
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
 神
論
 」
 に
お
い
て
醸
成
さ
れ
た
 

三代 男 

学
 と
い
っ
た
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
的
諸
潮
流
に
お
い
 

て
 「
意
味
」
概
念
が
前
面
に
浮
上
し
て
ぎ
た
と
い
う
 

事
 情
 が
あ
る
こ
と
は
否
定
 9
 

%
 
 捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
的
契
機
を
内
在
化
さ
せ
た
 背
景
に
は
、
 
新
 カ
ン
ト
学
派
や
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
、
 

あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
 

 
 

(519) 

れ
的
 ・
超
越
主
義
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
遮
蔽
す
る
た
 め
に
、
「
意
味
」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
内
在
的
 
超
 越
 」
な
る
性
格
を
描
き
出
そ
 

 
 

て
 彼
が
、
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
の
概
念
を
「
意
味
」
 概
 念
 と
同
義
の
も
の
と
し
て
 

 
 

と
し
て
の
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
の
概
念
を
引
用
し
て
い
 る
 。
そ
れ
は
「
そ
れ
自
身
を
通
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
 存
在
を
通
し
て
思
考
さ
 

れ
 得
る
何
か
、
略
言
す
れ
ば
、
そ
れ
が
存
在
と
思
考
の
原
 理
 に
お
い
て
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
思
考
さ
れ
 
る
 何
か
」
と
さ
れ
る
 

（
（
。
の
・
 

簿
 ）
。
 こ
 @
 
」
か
ら
も
、
存
在
と
思
惟
、
主
観
と
客
 
観
 と
い
っ
た
す
べ
て
の
二
元
論
的
対
立
を
包
含
す
る
も
 の
 、
あ
る
い
は
そ
の
 前
 

提
 と
な
る
も
の
と
し
て
の
こ
う
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
の
理
解
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
ほ
ぼ
そ
 の
ま
ま
の
形
で
継
承
し
 

て
い
る
こ
と
が
推
察
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 の
 「
 
無
 制
約
的
な
も
の
」
の
概
念
は
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
 ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
 

の
み
な
ら
ず
、
 よ
 り
 力
 動
的
・
生
成
的
な
性
格
を
も
 シ
ヱ
 リ
ン
グ
か
ら
継
承
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
に
 

%
 
 お
け
る
弁
証
法
的
契
機
の
継
承
で
あ
る
。
そ
の
こ
 と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
こ
の
概
念
を
形
容
す
る
際
に
 、
 「
 根
底
」
 お
 q
u
 
已
 ）
及
び
「
 深
 

ね
淵
 」
（
下
す
の
「
 

仁
 コ
ロ
）
な
る
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
 
ょ
 っ
て
、
 神
 概
念
に
お
け
る
 両
 契
機
の
弁
証
法
的
性
格
を
認
 め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
 

か
で
あ
る
（
（
。
甲
の
の
の
）
。
 

 
 

イ
ソ
 "
 ヒ
 は
神
的
契
機
の
超
越
的
性
格
そ
の
も
の
は
失
わ
 ず
に
、
し
か
も
同
時
に
対
象
 

た
と
え
ば
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
一
九
一
二
年
の
同
 シ
ヱ
リ
ソ
 グ
の
 哲
学
的
展
開
に
お
け
る
神
秘
主
義
と
 罪
 意
識
 b
 （
 
レ
へ
セ
切
 

臣
下
 悪
笘
 
Ⅰ
 め
も
ヰ
ヰ
 

-
 
Ⅰ
 

Ⅰ
 
雨
き
ヰ
 

も
㌻
 
頸
笘
 @
 
笘
 め
も
こ
 

赴
ミ
ぎ
吋
 

㏄
㌧
 こ
 
由
っ
 
い
 
も
 こ
 
㌻
も
こ
 

赴
 
Ⅰ
 田
笘
 
～
 
ミ
 ㌣
 ぎ
悪
 
轄
 ）
に
お
い
て
既
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
あ
ら
ゆ
る
 実
 在
の
究
極
的
な
根
底
」
 

@
0
"
 

の
で
あ
る
。
 



以
上
見
て
 き
 た
よ
う
な
 オ
 "
 ト
｜
 及
び
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 ゐ
 
示
教
理
論
が
、
今
世
紀
の
宗
教
学
に
対
し
て
多
大
な
イ
ソ
 
ク
ト
 を
与
え
た
こ
 

と
に
つ
い
て
ほ
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
 巨
視
 的
に
見
れ
ば
、
オ
ッ
ト
ー
の
宗
教
理
論
が
、
い
わ
ゆ
る
 宗
教
現
象
学
派
を
中
心
 

と
し
て
積
極
的
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
テ
ィ
 リ
ッ
ヒ
の
宗
教
理
論
、
と
り
わ
け
そ
の
「
究
極
的
関
心
 」
概
念
は
 、
 主
に
社
会
 

科
学
的
な
宗
教
研
究
に
お
け
る
概
念
規
定
を
め
ぐ
る
問
題
 の
中
で
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
以
下
で
は
こ
 ぅ
 し
た
両
者
の
継
承
の
 

五
 
オ
ッ
ト
ー
及
び
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
理
論
の
 
受
容
 

も
の
と
し
て
見
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
意
味
」
に
よ
る
 宗
教
の
基
礎
づ
け
は
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
観
 が
も
は
や
説
得
力
を
 

失
い
、
超
越
者
を
超
越
者
と
し
て
語
る
こ
と
も
不
可
能
と
 な
っ
た
今
世
紀
初
頭
の
思
想
的
状
況
の
中
で
、
尚
且
つ
 超
越
者
を
招
来
し
っ
 っ
 

も
そ
れ
を
内
在
的
な
理
念
に
よ
っ
て
正
当
化
し
よ
 う
と
 す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
言
 う
 ま
で
 も
な
く
そ
う
し
た
テ
ィ
 

リ
ッ
ヒ
の
試
み
 
ほ
、
オ
 
"
 ト
 ー
に
お
け
る
よ
う
な
認
識
論
 的
 ア
プ
リ
オ
リ
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
は
か
な
り
性
格
 
を
 異
に
す
る
も
の
で
あ
 

る
 。
そ
の
体
験
あ
る
い
は
感
情
の
「
素
質
」
に
よ
る
基
礎
 づ
け
と
比
較
す
れ
ば
、
「
内
在
的
超
越
」
と
し
て
の
「
 無
 制
約
的
な
意
味
」
に
 

よ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
基
礎
づ
け
は
む
し
ろ
、
は
る
か
に
 反
 近
代
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
 。
彼
の
ア
メ
リ
カ
移
住
 

後
、
「
 無
 制
約
的
な
意
味
」
が
「
存
在
」
に
、
ま
た
「
 温
 @
 
制
約
的
な
も
の
 b
 に
向
か
う
精
神
の
方
向
と
し
て
の
 
宗
教
」
が
「
究
極
的
関
 

心
 」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
、
両
者
の
ニ
ュ
ア
 ソ
ス
 に
あ
る
 程
度
の
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
は
 い
え
、
そ
の
基
本
的
な
 

見
解
に
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
 、
こ
う
し
た
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
移
住
後
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 の
 宗
教
思
想
に
つ
い
て
 

も
 言
い
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 

(520) 130 



 
 

 
 

 
 

陀
 と
い
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
う
し
た
特
徴
 

は
す
べ
て
 
円
 
聖
な
る
も
の
 

b
 の
オ
ッ
ト
ー
に
お
い
て
は
 

と
り
わ
け
顕
著
で
あ
り
、
 

彼
 

 
 

ハ
 ラ
ダ
イ
ム
を
切
り
開
い
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
と
は
 

い
え
、
オ
ッ
ト
ー
と
現
象
学
 

 
 

%
 
 派
 と
の
類
似
性
に
関
す
る
こ
う
し
た
指
摘
の
み
で
も
 

、
両
者
の
間
に
あ
る
微
妙
な
差
異
が
見
逃
さ
れ
て
し
ま
 

ぅ
 恐
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
 

士
不
 

休
 
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。
 

近
 

本
稿
で
の
関
心
に
と
っ
て
見
逃
し
得
な
い
の
ほ
、
宗
教
の
 

基
礎
 づ
 げ
の
問
題
を
め
ぐ
る
、
オ
ッ
ト
ー
と
そ
の
後
の
 

現
象
学
派
と
の
決
定
 

131 (521) 

念の系譜 

フ
ラ
ッ
シ
 ュ
 に
よ
れ
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
宗
教
学
に
お
 

い
て
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
特
徴
が
見
ら
れ
、
し
か
 

も
そ
う
し
た
思
考
 
モ
 

テ
ル
は
 
、
 多
か
れ
少
な
か
れ
オ
ッ
ト
ー
の
 
日
 
聖
な
る
も
の
 

 
 

、
宗
教
体
験
あ
る
い
は
 

プ
ロ
セ
ス
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 糸
 

関
 に
は
、
そ
う
し
た
側
面
 だ
 げ
に
は
留
ま
ら
な
い
、
い
く
 譜

の
連
続
性
と
非
連
続
性
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
 

つ
か
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
 

（
ー
）
宗
教
現
象
学
に
お
け
る
オ
ッ
ト
ー
の
受
容
 

近
代
宗
教
学
史
に
お
け
る
 オ
 "
 ト
 ー
の
宗
教
理
論
の
位
置
 付
 げ
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
 た
 。
そ
の
中
で
も
 特
 

に
 、
基
本
的
に
オ
ッ
ト
ー
の
立
場
を
継
承
す
る
と
目
さ
れ
 る
、
い
 わ
ゆ
る
「
宗
教
現
象
学
派
」
や
「
理
解
の
宗
教
 学
 」
 に
 属
す
る
人
々
に
 

と
っ
て
 、
 例
え
。
は
 
ヴ
ァ
ソ
ハ
ニ
 ・
 ミ
 a
c
 
ゴ
 。
お
 寮
｜
ト
 
の
の
の
）
 

に
と
っ
て
そ
れ
ほ
、
主
観
主
義
的
宗
教
学
か
ら
客
観
主
 義
的
 宗
教
学
へ
の
転
換
 

 
 

（
 
Q
.
 
ミ
 ⑬
の
り
 

ゴ
 @
 
畠
 。
 ぢ
 0
 ト
ー
お
お
）
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
 
啓
 夢
主
義
的
宗
教
学
か
 

ら
 
「
理
解
の
宗
教
学
」
へ
の
転
換
を
成
し
遂
げ
た
も
の
と
 

 
 

て
い
る
。
だ
が
、
フ
ラ
 

ソ
シ
 ヱ
父
 
ヨ
 の
の
 
c
 
ゴ
 0
 
）
ら
の
や
や
立
ち
入
っ
た
分
析
が
 明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
オ
ッ
ト
ー
と
そ
の
後
の
現
 象
 学
派
と
の
内
的
 連
 



的
な
相
違
で
あ
る
。
宗
教
の
基
礎
 づ
 げ
は
、
オ
ッ
ト
ー
に
 お
い
て
は
普
遍
的
・
斉
一
的
な
「
素
質
」
と
し
て
、
 ア
 ブ
 リ
 オ
リ
 な
能
力
と
し
 

て
 捉
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
一
方
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
的
 な
 生
の
哲
学
の
認
識
枠
組
み
に
立
脚
す
る
現
象
学
派
に
 お
い
て
は
、
そ
う
し
た
 

普
遍
 頃
 が
立
て
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
オ
ッ
ト
ー
に
 お
 げ
る
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
な
能
力
と
し
て
語
ら
れ
た
 わ
 げ
で
は
な
い
。
む
し
 

ろ
そ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
オ
ッ
ト
ー
の
言
わ
ば
哲
学
的
 墓
 盤
は
等
閑
視
さ
れ
る
一
方
で
、
宗
教
に
と
っ
て
の
自
律
 的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
 と
し
 

て
の
「
 聖
 」
概
念
の
み
が
半
ば
実
体
化
さ
れ
、
継
承
さ
れ
 て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
 レ
｜
ゥ
や
ヴ
ァ
 ッ
ハ
 と
い
っ
た
初
期
の
 

現
象
学
派
に
お
け
る
宗
教
学
の
理
念
は
、
そ
う
し
た
「
 聖
 」
概
念
の
抽
出
に
よ
る
宗
教
の
自
律
性
の
確
信
に
よ
っ
 て
 支
え
ら
れ
て
い
た
の
 

で
あ
る
。
彼
ら
が
企
図
し
た
宗
教
学
の
体
系
的
基
礎
づ
 け
 は
 、
こ
う
し
た
オ
ッ
ト
ー
か
ら
の
部
分
的
受
容
を
経
る
 こ
と
に
よ
っ
て
 、
 初
め
 

て
 可
能
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
 靭
 
曄
 
講
読
に
お
け
る
 カ
ソ
ト
 主
義
か
ら
生
の
哲
学
へ
の
推
移
 と
い
う
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 

が
 オ
ッ
ト
ー
 と
 一
線
を
画
す
要
因
と
も
な
っ
た
思
潮
の
変
 容
 と
同
様
の
事
態
が
存
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
に
は
 、
近
代
宗
教
学
が
そ
の
 

成
立
当
初
か
ら
内
包
す
る
一
種
の
デ
ィ
レ
ン
マ
、
す
な
わ
 ち
 「
他
の
精
神
的
 
｜
 文
化
的
領
域
と
は
ま
っ
た
く
異
質
 な
も
の
と
し
て
の
 宗
 

教
 」
と
い
う
形
で
の
「
宗
教
の
基
礎
づ
 け
 」
と
、
そ
 う
し
 た
 宗
教
を
「
学
的
に
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
 い
 う
 近
代
的
学
 知
 の
 要
 

求
 に
従
お
 う
 と
し
て
な
さ
れ
た
「
宗
教
学
の
基
礎
づ
 け
 」
 と
い
う
二
律
背
反
的
な
問
題
も
ま
た
、
浮
き
彫
り
に
さ
 れ
て
い
る
よ
 う
 に
思
わ
 

れ
る
。
 

（
 
2
 ）
機
能
主
義
的
宗
教
理
論
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 
受
容
 

は
 上
の
よ
う
に
、
宗
教
及
び
宗
教
学
の
自
律
性
を
擁
護
す
 る
 宗
教
現
象
学
に
お
い
て
 オ
 "
 ト
 ー
が
受
容
・
継
承
さ
 れ
た
の
と
は
対
照
的
 

に
 、
テ
ィ
 リ
 "
 ヒ
の
 宗
教
理
論
は
 、
 主
に
今
世
紀
半
ば
 以
 降
の
社
会
学
や
人
類
学
に
お
け
る
機
能
主
義
的
な
宗
教
 研
究
に
お
い
て
積
極
的
 

に
 受
容
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
経
緯
の
背
景
に
は
、
 テ
ィ
 リ
 "
 ヒ
の
 ア
メ
リ
カ
移
住
後
、
そ
の
中
心
概
念
が
 「
 
無
 制
約
的
な
も
の
」
 

か
ら
「
究
極
的
関
心
」
へ
と
変
化
し
、
 ｜
 意
図
せ
ず
し
て
 １
機
能
的
性
格
を
色
濃
く
内
包
す
る
こ
と
に
な
っ
た
 と
 い
う
事
情
が
存
す
る
。
 

(522) 132 
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㌍
 
-
 

 
 

 
 

 
 

 
 

近
 

 
 

ム
外
的
な
影
響
力
と
は
別
に
、
学
的
な
レ
ベ
ル
で
見
る
 

な
ら
ば
、
と
り
わ
け
 

彼
 

ね
そ
の
も
の
に
は
、
決
定
的
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
 
の
で
あ
る
。
 

 
 

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と
は
 
言
，
ぇ
 
な
い
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 
｜
 「
 
無
 制
約
的
な
も
の
」
を
 

）
 
拐
べ
 
）
に
お
い
て
、
彼
が
「
存
在
自
体
」
（
口
の
ぎ
の
・
 

ぎ
の
 
-
 
（
）
 
に
よ
っ
て
「
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
 

こ
と
」
（
 

p
n
n
 

の
 
且
 p
o
o
 

の
 
b
,
 

親
 釘
目
 
巴
を
 「
存
在
へ
の
勇
気
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
 

こ
と
 
ヵ
 
，
 
ら
も
窺
わ
れ
る
 

O
-
8
@
 

と
は
い
え
一
方
で
、
「
 

無
制
 
約
 的
な
も
の
（
意
味
）
」
の
 

発
 

㍻
明
か
ら
容
易
に
察
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
概
念
が
異
教
 

ね
 屋
形
態
と
し
て
の
「
存
在
自
体
」
が
、
や
は
り
 

あ
 

 
 

 
 

宗
 メ
リ
カ
移
住
後
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
も
、
 

宗
 致
 さ
ら
に
は
人
間
の
存
在
基
盤
を
も
「
内
在
的
超
越
」
 

な
 る
 契
機
に
求
め
る
彼
の
視
点
 

 
 し

た
が
っ
て
こ
こ
で
は
ま
ず
、
彼
の
「
究
極
的
関
心
」
 概
 念
の
性
格
を
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

一
九
三
三
年
に
ナ
チ
政
権
に
よ
っ
て
故
国
ド
イ
ツ
を
追
わ
 ね 、
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 、
 自
ら
の
 関
心
を
よ
り
内
面
的
 

@
 
ぬ
 @
 

な
 方
向
へ
、
す
な
わ
ち
社
会
の
救
済
か
ら
個
の
救
済
へ
と
 転
換
さ
せ
る
。
宗
教
社
会
主
義
運
動
の
挫
折
と
実
存
生
 義
へ
の
共
感
と
い
う
彼
 

-
 
㏄
 @
 

の
 思
想
的
方
向
性
の
変
容
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
よ
く
 物
 語
っ
て
い
る
 0
 し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
認
識
関
心
の
 変
化
に
伴
っ
て
、
ド
イ
 

ッ
 時
代
の
「
 無
 制
約
的
な
も
の
」
の
概
念
の
発
展
形
態
と
 し
て
の
「
究
極
的
関
心
」
概
念
も
ま
た
、
よ
り
実
存
 生
 義
的
 
・
心
理
学
的
 は
性
 

格
を
内
包
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
 壁
 @
 
ロ
ぅ
 ま
で
も
な
い
 
。
そ
の
こ
と
は
、
「
関
心
」
 
オ
 。
冑
の
目
。
と
い
う
表
現
 を
 
「
実
存
的
」
（
。
 

，
 @
 
。
 
計
 
：
・
 

@
 
祈
 -
 

計
 
@
a
-
 

）
 な
 性
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
提
示
す
る
彼
自
身
 の
 言
葉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
 
は
 、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
 ア
 

メ
リ
力
 で
の
名
声
を
 ｜
 し
か
も
実
存
主
義
者
と
し
て
の
 名
 声
を
 ｜
 決
定
的
な
も
の
と
し
た
「
存
在
へ
の
勇
気
 b
 （
 づ
キ
 
も
の
も
 
悪
 Ⅰ
Ⅰ
 
悔
 い
 き
 
㏄
 い
 



以
上
に
お
い
て
、
 ナ
 ク
ト
ー
及
び
テ
ィ
 リ
ク
ヒ
 の
宗
教
 概
 余
な
、
 主
に
そ
の
基
礎
 づ
 げ
の
手
続
ぎ
に
注
目
し
な
が
 ら
 検
討
し
、
さ
ら
に
 

そ
れ
ぞ
れ
の
継
承
・
受
容
に
 よ
 る
変
容
の
様
態
を
瞥
見
し
 て
き
た
。
こ
こ
で
再
び
そ
れ
を
確
認
す
れ
 ば
、
ナ
 "
 ト
 ｜
 に
お
い
て
は
、
宗
教
 

0
 本
質
は
個
人
の
「
体
験
」
及
び
「
感
情
」
の
領
域
に
求
 め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
基
礎
 づ
 げ
は
、
普
遍
的
・
自
律
 的
な
「
素
質
」
と
し
て
 

捉
え
ら
れ
た
。
一
方
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
ほ
、
「
 
無
 制
約
的
な
意
味
を
求
め
る
存
在
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
 見
解
か
ら
、
宗
教
の
 

本
質
の
問
題
と
真
理
の
問
題
と
が
同
一
化
さ
れ
て
い
た
。
 こ
う
し
て
両
者
は
、
宗
教
の
本
質
を
人
間
の
個
人
的
な
 「
精
神
」
の
在
り
方
に
 

求
め
る
と
い
う
点
で
は
等
し
く
観
念
論
的
な
伝
統
を
踏
 興
 し
な
が
ら
も
、
宗
教
の
基
礎
 
づ
 げ
に
関
し
て
は
、
 前
 者
は
人
間
の
主
観
「
 内
 

在
 」
的
な
契
機
に
、
後
者
 は
 精
神
の
基
盤
た
る
「
内
在
的
 超
越
」
の
契
機
に
そ
れ
を
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

六
 
結
語
 

の
 「
究
極
的
関
心
」
が
機
能
主
義
的
な
宗
教
研
究
に
お
い
 
て
 影
響
力
を
持
ち
得
た
要
因
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
 点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
 

可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
概
念
が
そ
の
実
存
 主
義
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
放
氏
「
 聖
 」
概
念
の
よ
う
な
実
体
 的
 性
格
を
含
ま
な
い
 

-
 
㏄
 -
 

も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
機
能
主
義
的
な
概
念
と
し
て
 捉
 え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
 概
 念
が
 、
「
文
化
と
し
て
 

の
 宗
教
」
と
い
う
社
会
科
学
的
な
宗
教
研
究
の
視
座
を
 、
 理
論
的
に
補
強
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
 事
 情
も
無
視
で
き
ま
い
。
 

@
3
@
3
 

さ
ら
に
ほ
今
世
紀
半
ば
以
降
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
 し
た
宗
教
の
個
人
化
と
い
う
宗
教
的
状
況
の
中
で
、
 こ
 れ
が
そ
う
し
た
状
況
に
 

対
す
る
適
合
的
な
宗
教
概
念
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
 事
情
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
い
ず
れ
に
せ
よ
 そ
う
し
た
場
面
で
は
、
 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
本
来
的
に
含
意
し
て
い
た
超
越
的
な
 契
 機
 は
ほ
と
ん
ど
看
過
、
あ
る
い
は
意
識
的
に
排
除
さ
れ
 
、
と
り
わ
け
「
作
業
 仮
 

説
 」
的
概
念
と
し
て
、
受
容
・
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
 あ
る
。
 

(524) 134 



近代宗教学における「宗教」概俳の 

よ
う
な
オ
ッ
ト
ー
や
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
ら
の
本
質
主
義
的
 ｜
並
 
ロ
 通
宝
 推
 的
な
基
礎
づ
 け
 の
み
な
ら
ず
、
科
学
主
義
的
自
 己
 同
定
に
固
執
す
る
 客
 

観
 主
義
的
立
場
や
 、
｜
 そ
れ
と
表
面
的
に
は
対
立
し
な
が
 ら
も
論
理
的
に
ほ
客
観
主
義
と
い
う
同
一
の
構
造
に
根
 差
し
て
い
る
 ｜
 上
で
触
 

れ
た
言
わ
ば
当
事
者
主
義
的
な
立
場
で
さ
え
も
が
、
既
に
 そ
の
正
当
化
の
基
盤
、
す
な
わ
ち
認
識
の
ア
ル
キ
 メ
ヂ
 ス
 の
点
の
探
求
を
放
棄
 

せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 

言
う
ま
で
も
な
く
、
宗
教
学
が
自
ら
の
「
相
対
的
自
立
性
 」
に
立
脚
し
て
い
る
限
り
、
そ
の
独
自
な
認
識
関
心
も
 ま
た
確
保
さ
れ
て
 然
 

る
べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
や
は
り
一
つ
の
 近
代
的
学
 知
 で
あ
り
、
ま
た
認
識
形
態
で
あ
る
限
り
、
 そ
う
し
た
今
日
的
な
 科
囲
 

学
 基
礎
論
的
な
議
論
を
避
け
て
通
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
 あ
ろ
う
。
今
日
的
な
宗
教
学
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
 、
も
は
や
 主
 １
審
図
式
 
5
 

 
 

に
 則
っ
た
対
象
構
成
と
そ
の
忠
実
な
再
構
成
と
し
て
の
論
 証
の
正
当
化
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
 の
 認
識
関
心
と
そ
の
 歴
 

系譜 

教
学
的
認
識
に
対
し
て
も
 向
 げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
 。
そ
う
し
た
 反
 基
礎
づ
 け
 主
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
 本
稿
で
検
討
し
て
き
た
 

だ
が
、
両
者
の
宗
教
理
論
の
継
承
過
程
に
お
い
て
は
、
 そ
 ぅ
 し
た
言
わ
 ぱ
 実
体
主
義
的
な
発
想
に
基
づ
く
基
礎
 づ
 げ
は
極
力
回
避
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
宗
教
現
象
学
に
お
い
て
は
、
 認
識
論
的
ア
プ
リ
オ
リ
の
設
定
の
み
な
ら
ず
、
次
第
に
 体
験
主
義
的
な
立
場
 そ
 

の
も
の
が
 退
 げ
ら
れ
、
そ
の
認
識
目
標
は
研
究
対
象
と
す
 る
 当
の
信
仰
者
に
と
っ
て
の
「
意
味
」
に
帰
せ
ら
 杭
る
 こ
と
に
な
る
の
で
あ
 

 
 

は
 、
デ
ー
タ
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
的
に
妥
 当
な
 認
識
が
 標
傍
 さ
れ
 

る
に
至
っ
た
。
両
者
は
今
世
紀
後
半
に
お
け
る
宗
教
学
の
 方
法
論
的
展
開
の
中
で
対
極
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
 に
よ
っ
て
 、
め
 
ホ
教
学
の
 

内
部
に
表
面
的
な
二
極
分
化
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
り
、
 し
か
も
そ
う
し
た
方
法
論
的
な
対
立
は
、
今
日
の
宗
教
 単
 に
お
い
て
も
尚
も
末
 

解
決
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

一
方
で
、
本
稿
の
冒
頭
で
も
触
れ
た
 よ
う
 に
、
今
日
の
科
 学
 基
礎
論
、
と
り
わ
け
批
判
的
ム
コ
 
理
 主
義
や
ネ
オ
・
 プ
 -
 
フ
グ
 マ
テ
ィ
ズ
 ム
 に
 

お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
の
究
極
的
な
正
当
化
や
基
礎
 づ
 げ
の
不
可
能
性
が
叫
 は
 れ
て
い
る
。
言
 う
 ま
で
も
な
く
 そ
う
し
た
主
張
は
 、
宗
 



@
 
祷
 @
 

史
的
制
約
性
へ
の
反
省
と
に
基
づ
い
た
、
よ
り
主
体
的
 
倫
理
的
な
認
識
活
動
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

 
  

 

 
 

 
 

註
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅹ
オ
ッ
ト
 
｜
 及
び
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
主
要
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
略
記
は
以
下
の
通
 @
 。
 

勾
 ・
 0
 コ
 0
.
 

ノ
ミ
 

-
@
 
さ
 ・
 
a
Q
-
@
 

め
 ～
 
@
 
め
ミ
ほ
 @
 
（
 
き
 @
 ）
 
べ
よ
 ㎏
 ぎ
照
 
@
 
）
 （
 
n
-
 
～
 
@
@
@
 

め
 @
 
（
 @
@
 

～
。
 円
 申
ま
コ
 の
の
 
コ
 。
 こ
 。
 肝
 
）
 o
N
 
晦
 
（
才
力
と
略
記
）
。
 

一
 

舌
 @
@
3
 

～
 
@
 
め
 （
 @
 。
Ⅱ
Ⅰ
 

ャ
 @
n
 
め
 ・
 
め
 （
 き
日
心
 

@
 

n
-
@
 

㎏
ぎ
ま
せ
 さ
 さ
め
や
 
h
@
@
@
@
@
n
@
 

（
 
ゃ
 
@
@
 

注
 @
@
 ぃ
ら
 さ
き
い
 
さ
 毘
 ま
さ
㎏
 a
 ま
 Ⅰ
 毘
む
円
ミ
 e
o
 
ざ
 ㎏
 驚
 ，
 円
申
旺
 ロ
的
の
 
コ
，
 日
の
 

0
9
 

。
日
の
㎏
 

）
。
（
Ⅱ
 木
勺
 

と
略
記
）
。
 

し
 ま
 
由
 n
@
 
～
 忘
や
黛
驚
ャ
き
馬
 キ
ャ
 寮
こ
き
ミ
ぃ
ぎ
毘
ミ
 

Ⅰ
 &
 窯
 
&
n
 
の
 の
 黛
 に
 %
 ミ
ぃ
さ
ま
さ
 
毘
め
ゑ
さ
末
 ミ
ミ
 &
-
 
～
 
轟
 ㌻
 
め
 ま
き
 
滝
ミ
 ぎ
 さ
 o
-
n
s
,
 
）
の
 
日
 Ⅱ
 

せ
 ①
 弓
宙
幅
 

の
ヱ
 ・
援
の
 

o
F
.
 

ミ
中
 

コ
 0
 す
呂
，
 こ
目
（
Ⅱ
し
目
と
略
記
）
。
 

エ
ド
二
 %
 ゴ
 ・
の
ま
Ⅰ
 き
ま
ミ
 ③
三
心
 ャ
蘇
，
 Ⅱ
 つ
い
コ
堺
 二
お
 ゴ
 の
の
せ
の
「
 
寸
 的
の
毛
 
e
 Ⅰ
 左
 P
 
の
片
目
片
片
帆
 

ぃ
 Ⅰ
 ダ
こ
い
コ
ヰ
 
（
・
日
の
り
 

0
.
 

。
 目
 ・
日
の
ひ
Ⅱ
。
お
。
 ）
 0
0
 

の
・
。
 

革
 ・
）
の
Ⅱ
）
 

（
そ
れ
ぞ
れ
巻
数
で
略
記
）
。
 

（
 1
 ）
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
 ワ
 「
・
㌧
巴
の
 
，
 
Ⅰ
の
力
 0
-
 
お
 -
0
 
目
い
 
㏄
 仁
 -
 幅
 0
 目
 0
 づ
乙
 
Ⅰ
 ゴ
 0
 コ
 0
 ヨ
 0
 コ
 0
 目
 ，
Ⅰ
も
 ま
 Ⅱ
 さ
 Ⅰ
 -
 
目
 
～
 
ミ
 。
く
日
き
も
 
ふ
 （
 Q
s
 

ト
 （
 寮
毘
氏
ま
 
旧
住
 滝
ミ
忘
ぎ
キ
 
ロ
 せ
 Ⅰ
 ド
 
Ⅰ
 ロ
 ・
㎏
銅
の
 

@
 ㎏
㏄
㎏
 

（
 2
 ）
今
日
的
な
文
脈
に
お
い
て
は
、
特
に
以
下
の
よ
う
な
 立
 場
 が
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
論
理
実
証
主
義
に
対
 す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
 

ふ
め
 
論
駁
、
と
り
わ
け
ク
ワ
イ
ン
（
 ミ
 ・
 づ
 ・
 0
.
 の
三
お
）
の
 い
 わ
ゆ
る
「
知
識
の
全
体
論
（
 ゴ
 0
 チ
ョ
 ）
」
の
テ
ー
ゼ
及
び
「
自
然
 

化
さ
れ
た
認
識
論
 

（
Ⅱ
 
宮
笘
 。
 ヨ
 o
-
o
 
幅
 Ⅱ
 
許
 （ 目
ぃ
臣
 Ⅰ
 え
 ）
」
の
テ
ー
ゼ
は
、
一
方
で
は
 

従
来
の
ア
ト
ミ
ズ
ム
的
 ｜
 素
朴
実
在
論
的
な
論
理
実
証
主
義
に
対
 す
る
強
力
な
批
判
 

で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
伝
統
的
な
形
而
上
学
的
ア
プ
リ
 チ
 リ
主
義
に
対
す
る
根
本
的
な
論
駁
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て
 い
る
。
こ
の
点
に
つ
 

い
て
ほ
次
の
論
文
を
参
照
。
 

W
.
V
.
O
.
 

ク
ワ
イ
ン
、
飯
田
 降
 Ⅲ
口
前
川
的
 刊
 Ⅱ
か
ら
 ト
 、
 
曲
 草
書
房
、
一
九
九
二
年
（
Ⅱ
 Ⅱ
 さ
き
お
 
い
。
 
吋
 @
 
（
 0
-
 

セ
 。
 ぎ
 ～
 目
ぺ
ぎ
き
 @
 毛
ぎ
も
し
福
 @
 
（
も
セ
 ミ
 ～
も
め
も
 
キ
 ～
（
 
寮
 ～
目
お
 さ
旧
タ
 ㎏
目
 

P
.
 

コ
 a
 耳
目
ヰ
目
 ア
 ・
㌧
「
の
の
の
・
こ
の
 

0
 。
）
、
伊
藤
春
樹
 訳
 
「
自
然
 
化
さ
れ
た
認
識
論
」
 

（
「
現
代
思
想
三
一
九
八
八
年
、
青
土
社
、
所
収
）
（
 

H
,
 こ
 宮
の
（
の
 
ヨ
 o
-
o
 
幅
 Ⅱ
 
乞
い
 片
口
Ⅰ
 
い
目
 N
o
 
ヰ
 @
@
 コ
 
0
 さ
ぎ
 ～
 
0
 吋
 汗
さ
 -
 滝
ぃ
 
～
Ⅰ
 
こ
建
よ
旧
 Ⅰ
 ミ
 毘
 
0
-
 
き
 め
 ヤ
由
 ㏄
 寮
セ
臼
 

の
 。
三
ヨ
 三
ぃ
巴
三
ヌ
弔
 お
の
の
・
）
窩
の
）
。
ま
た
、
 R
.
p
 

ー
テ
ィ
、
 

斉
家
啓
一
濫
訴
 円
 哲
学
と
自
然
の
鏡
 ヒ
 、
産
業
図
書
、
一
九
九
三
 
年
 
（
Ⅱ
セ
ミ
～
も
め
色
ミ
 

Ⅰ
 ミ
も
 -
 
ミ
心
土
へ
 
@
 
Ⅱ
Ⅱ
 
0
 Ⅱ
 ぅ
 Ⅰ
 ミ
目
ヰ
悪
 
Ⅱ
 め
，
 
㌧
 コ
コ
 0
0
 
目
 0
 コ
ト
 
Ⅰ
 
コ
 -
 
づ
 ・
 弓
 Ⅰ
 0
 の
の
・
 
日
 葵
 e
.
 
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
批
判
的
合
理
主
義
の
立
場
か
ら
は
 H
,
 
ア
ル
バ
ー
ト
、
 

萩
原
龍
人
 訳
 
「
批
判
的
理
性
論
考
」
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
 

五
年
（
Ⅱ
 目
い
 已
下
 -
 汀
ユ
 ・
 円
ャ
寮
か
 
～
 
Q
-
 隠
 け
ぃ
 
ャ
寺
ャ
 @
 
～
 
@
 
め
 （
 き
 め
 
蕊
 ミ
ミ
 さ
ヤ
 
～
 
，
 ）
・
 

n
.
 

四
目
。
 す
ク
 

円
 む
ま
温
の
 コ
 ・
）
 ぎ
円
 ）
を
参
照
。
 



近代宗教学に   おける「宗教」概俳の 系譜 

（
 3
 ）
 
E
.
 ト
レ
ル
チ
「
ト
レ
ル
チ
著
作
集
 8
L
 、
 堀
 
・
佐
藤
 
半
田
 訳
 、
ヨ
ル
ダ
ン
 
社
 、
一
九
八
四
年
、
一
八
五
 ｜
三
 一
二
一
頁
 
 
 

（
 4
 ）
例
え
ば
 G
.
 

メ
ン
 

シ
ソ
グ
 
「
宗
教
学
史
㌔
下
宮
守
之
 訳
 

一
九
七
 0
 年
 、
創
造
社
、
四
四
 ｜
 五
五
頁
を
吾
 
照
 。
 

（
 5
 ）
 
E
.
 

ト
レ
ル
チ
 

日
 ト
レ
ル
チ
著
作
集
 9
%
 
 芳
賀
・
河
島
 訳
 、
ヨ
ル
ダ
ン
 社
 、
一
九
八
五
年
、
三
七
 -
 頁
。
な
お
、
近
代
 的
な
宗
教
経
験
概
念
 

ほ
 つ
い
て
は
、
以
下
の
論
稿
に
お
け
る
詳
細
な
検
討
を
参
照
の
 ，
 
」
と
。
深
澤
 英
隆
 
「
敬
虔
主
義
と
近
代
案
 
音
 経
験
概
念
の
「
 起
 源
ヒ
 、
「
東
京
大
学
 

宗
教
学
年
報
 X
 尺
一
九
九
二
年
、
一
一
三
 ｜
一
 三
二
頁
。
 

（
 6
 ）
㎎
 C
 及
び
 釦
 C
 の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
に
お
け
る
 カ
 ン
ト
哲
学
の
受
容
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
。
何
 
%
 お
コ
 の
 Ⅰ
 
@
 や
め
て
の
 

オ
 （
の
し
の
「
 

オ
の
 
N
 の
 つ
甘
 
。
 コ
パ
じ
コ
甘
 
㏄
 
り
す
 
の
Ⅰ
乙
の
円
じ
つ
 

す
 Ⅱ
 臼
 オ
ー
ド
「
 
温
 -
 
オ
 -
 
コ
 
串
の
Ⅰ
の
 
セ
じ
コ
 
㎎
の
 
コ
 ㏄
 り
す
 
。
 コ
 Ⅱ
 ，
ゴ
の
 

o
-
o
 

的
 -
 
の
し
。
ひ
田
の
・
ニ
コ
 

し
ド
 0
.
 Ⅰ
 い
ゴ
 
Ⅰ
 
ゴ
 ニ
コ
 
串
 の
 「
（
の
さ
 

，
毛
 き
め
 N
o
-
 

～
の
（
 

浮
沌
 
Ⅰ
～
 
ト
む
 
「
 め
 
Ⅰ
 色
 め
き
 
い
ミ
め
 
（
 
ヰ
 づ
 き
き
ぎ
 
下
ぎ
悪
 き
 江
馬
。
安
岐
ぎ
さ
の
き
 

沖
め
 
心
さ
㏄
ハ
ミ
 

ト
且
い
 ・
 い
田
ノ
ト
 
の
の
 
巾
ご
 0
.
 ド
り
 
１
 %
 Ⅰ
 

（
 ヰ
 
@
 ）
～
・
 旧
き
 
@
 
し
 の
 ア
 -
 再
 。
 
こ
晦
 
@
 
も
ミ
 
㏄
 
ミ
 ㌻
㏄
 
e
 
ミ
 ㏄
 
ハ
 
ミ
ロ
 
ト
テ
亡
の
 
@
 
つ
 N
@
 
㎎
・
 ト
の
ド
 

串
 
。
の
・
 ト
ひ
 
の
１
ト
 

9
0
 

（
女
し
）
 
弓
 ・
の
の
 
ア
 -
 
の
 -
 
の
 Ⅰ
 づ
 つ
し
 
め
す
 
の
「
・
 
円
ト
 
寸
心
Ⅱ
 
軋
還
再
 。
安
岐
き
さ
 

-
 再
 。
 
軋
 心
さ
 
い
 S
Q
 ぎ
 ら
め
ま
 
迂
 Q
 
～
 
め
ミ
 悪
さ
ざ
「
 
@
 
ミ
こ
さ
ぺ
ミ
 Ⅰ
 0
 
ミ
さ
 
ド
 ド
 
田
の
 
0
 ゴ
 
の
 
ひ
 。
 

（
 9
 ）
 
新
 カ
ン
ト
学
派
の
一
般
的
特
徴
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
 照
 。
卜
エ
 の
 s
s
 
の
 コ
 ・
も
ぎ
知
え
 @
 
ミ
 o
n
 
る
ミ
臣
挟
 
o
p
h
 

ぎ
 d
e
 
め
ノ
 @
 
の
ま
 
ぎ
さ
 こ
 い
さ
 
梯
ま
悪
 
9
%
 Ⅰ
 
0
-
 
す
臣
 
Ⅰ
㎎
・
 

お
ま
 ・
 甲
 
7
%
.
 

ま
た
、
 

新
 カ
ン
ト
学
派
興
隆
の
思
想
史
的
背
 景
は
 
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。
九
鬼
一
人
「
 新
 カ
ン
ト
学
派
 
の
 価
値
哲
学
三
、
弘
 

文
堂
 、
一
九
八
九
年
、
二
二
頁
。
 

（
 騰
 ）
 
力
 ・
 0
 ～
（
 

0
.
 

タ
オ
せ
 
り
 オ
三
ざ
 k
 。
・
 @
 
コ
づ
 ・
の
り
 
ゴ
汀
 @
 
の
 「
 日
 a
c
 
ゴ
の
 
「
・
 
0
 つ
 ・
 め
 ぎ
：
の
・
 ド
 。
の
 
1
 ド
 。
 の
 

（
Ⅱ
）
 オ
 

「
 カ
 ソ
ト
ー
フ
リ
ー
ス
の
宗
教
哲
学
 b
 の
 中
で
、
現
代
の
宗
教
哲
学
が
、
「
自
然
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
併
存
 し 、
そ
の
自
立
性
、
 

妥
当
性
、
及
び
重
要
性
に
お
い
て
そ
れ
ら
と
同
等
な
「
宗
教
的
 ア
プ
リ
オ
リ
」
、
「
宗
教
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
求
め
る
必
要
性
を
強
 

謁
 し
て
い
る
。
㌔
 

オ
 ・
 0
 笘
 0
.
 メ
巾
 ・
 り
串
 

（
は
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
稿
も
参
照
の
こ
と
。
 

刃
 
の
り
 
す
 -
 
コ
 Ⅰ
の
コ
カ
オ
 
仁
串
 
。
 毘
 
0
 （
（
 
0
 ｜
 Ⅱ
 コ
 ㎡
 
毛
臣
 Ⅰ
ヰ
ミ
 コ
 e
 Ⅰ
 
い
 -
0
 
㎎
Ⅰ
い
つ
 

三
の
Ⅰ
・
 
@
 
コ
 
n
.
 ロ
 0
 コ
Ⅱ
 

（
 
ア
 「
㏄
の
・
）
 

再
 悪
札
 
ミ
ト
 0
 ～
～
も
め
㏄
 

雨
軋
雨
ミ
 

～
悪
 
き
晦
 Ⅰ
 薄
 「
 軋
ざ
再
め
 -
 
～
 
晦
 ぎ
さ
 
㏄
 
き
湧
 ㏄
 
e
 
さ
 ㏄
 
ハ
 
ミ
ロ
 
ト
 ～
悪
さ
 軋
 
づ
 き
 e
 
も
 -
 
も
吋
良
 ミ
心
 
ミ
 @
 
め
 
・
 亡
 の
 亡
コ
 
。
 コ
 ・
 ト
の
 
㍉
 ご
 
の
 
）
㏄
・
 
@
 舟
山
目
ま
 

@
 

の
の
 
ア
由
 
二
の
・
 
再
え
蒔
 ぎ
さ
悪
 き
 軋
の
き
ド
 
%
 ざ
さ
～
悪
ま
 
@
 
ミ
 軋
め
「
づ
 
き
の
 
も
ぎ
 
晦
ざ
 再
笘
軋
ミ
 
h
O
 ま
 も
め
・
 
ロ
 0
%
@
 
コ
 ・
）
の
 
0
 や
の
㏄
年
１
㏄
 ひ
 

 
 
 
 
 
 

（
 B
 ）
 
E
.
 

ト
レ
ル
チ
 

コ
 ト
レ
チ
著
作
集
 l
L
 、
森
田
・
高
野
 訳
 、
ヨ
ル
ダ
ン
 
社
 、
一
九
八
一
年
、
一
二
六
 ｜
 一
二
八
頁
。
 

 
 
 
 

（
 M
 ）
 
メ
 ・
 し
つ
 
「
コ
 

%
p
E
n
 

の
 コ
 ・
，
し
り
 
0
 「
の
 
-
 
俺
乙
 ひ
の
や
ロ
「
 

ざ
ユ
す
ユ
 Ⅱ
「
 
コ
の
 
（
ロ
リ
Ⅰ
 

o
 の
 P
 
円
 
㏄
 
り
 す
臣
 コ
 し
日
用
旦
し
 

o
P
 
ヰ
 O
 （
（
 
0
,
.
 
い
 。
 
@
 
～
 
め
 
0
 
ミ
 「
 @
h
 
～
 卜
薄
 
「
 日
リ
 
b
@
 
-
 
も
 
㏄
も
で
き
Ⅰ
。
 

ミ
さ
 
軋
で
 き
 @
-
 

も
 

き
 ㌧
 ま
ぉ
ォ
 
0
%
 達
 ～
 
寺
 ・
 田
じ
 
コ
 %
 ）
 曲
坤
 
。
）
の
）
 
0
 。
 甲
 
）
の
㏄
 

。
ぃ
 

1
 
。
 9
 
ま
た
 ）
の
 亜
 Ⅰ
の
 
コ
エ
 o
-
 
日
 .
@
 
く
肝
 
つ
ユ
 
0
 ユ
 ニ
コ
し
目
Ⅰ
 
つ
ゴ
由
コ
 

。
曲
目
 

0
 コ
す
 の
 @
 刃
 二
し
 

  

し
 0
 コ
Ⅱ
（
 
す
 Ⅰ
の
的
・
）
・
 

0
 つ
 ・
 め
 ぎ
・
・
の
・
㍉
 

ト
 
ー
の
㏄
 



（
 
巧
 ）
こ
の
点
は
押
 ヱ
 0
-
 
日
 ・
 0
 で
・
 
c
@
 
（
：
が
夙
に
指
摘
し
て
 
き
 た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ホ
ル
ム
に
よ
れ
ば
、
オ
ク
ト
ー
の
ア
プ
リ
 
オ
リ
 は
経
験
に
先
立
 

   
 

ち
 、
そ
れ
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
意
識
的
 現
実
の
中
で
見
 ぃ
 だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
そ
れ
 は
 ア
プ
リ
オ
リ
な
も
 
比
  

 

の
で
は
な
く
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
形
式
的
 な
も
の
で
は
な
く
質
料
（
実
質
）
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
 る
 。
 

 
 

（
 
M
 ）
フ
リ
ー
ス
の
「
予
感
」
概
念
と
シ
ュ
ラ
イ
 
ヱ
 ル
マ
ソ
 
ハ
 １
 0
 
 「
感
情
」
概
念
の
受
容
を
め
ぐ
る
オ
ッ
ト
 

l
 の
微
妙
な
揺
 れ
は
、
「
自
然
主
義
的
㏄
 

世
界
観
と
宗
教
的
世
界
観
し
か
ら
 向
 聖
な
る
も
の
目
に
ま
で
 至
 

 
 

か
ら
明
ら
か
に
見
て
 

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
世
界
観
」
に
お
い
て
は
 

シ
ュ
ラ
イ
 
ヱ
 ル
マ
，
ハ
ー
の
「
依
存
感
情
」
を
継
承
し
な
が
ら
 も
 
（
 
ヨ
オ
 ・
 巾
 
㌣
㏄
 っ
｜
 

目
 ）
、
コ
カ
ン
ト
ー
フ
リ
ー
ス
 ヒ
 に
お
い
て
は
明
確
に
フ
リ
ー
ス
 的
な
立
場
か
ら
シ
ュ
ラ
イ
 ヱ
 ル
マ
ソ
 

ハ
 l
 を
批
判
し
（
木
刀
の
 
㏄
１
日
 0
 ）
 、
 
ヰ
合
 
ヒ
 Ⅰ
 に 

五
聖
な
る
も
の
」
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ー
ス
的
な
立
場
か
ら
と
 
言
 ぅ
 よ
り
も
、
歴
史
的
宗
教
に
対
す
る
「
現
象
学
的
」
関
心
か
ら
 

や
は
り
シ
ュ
ラ
 

イ
エ
 
ル
マ
フ
 
ハ
 ー
の
「
感
情
」
概
念
の
超
克
を
日
指
し
て
い
る
 と
 言
え
る
。
 

（
Ⅳ
）
テ
ィ
 
リ
ダ
ヒ
 
の
生
涯
に
関
し
て
は
以
下
の
著
書
を
参
照
 。
 W
&
M
.
 

パ
ヴ
ク
 
「
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
 
@
1
 生
涯
与
田
 九
徳
 善
訳
 、
 コ
 ル
 ダ
 

ソ
社
 、
一
九
七
九
年
。
 

（
 
毬
 ）
ド
イ
ツ
・
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
非
合
理
主
義
的
 潮
 流
 に
つ
い
て
は
以
下
の
著
書
を
参
照
。
 

K
.
 
ゾ
ン
ト
ハ
イ
マ
 
I
 
「
ワ
イ
マ
一
ル
共
和
国
 

の
 政
治
思
想
 目
 、
河
島
幸
夫
，
腕
車
平
調
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
 

一
九
七
六
年
、
三
三
 
｜
 四
六
頁
、
四
九
 @
 五
四
頁
。
 

U
.
 
ワ
 
ン
 ゼ
 

「
ワ
イ
マ
ル
 共
 

和
国
の
予
言
者
た
ち
」
、
奥
田
隆
男
 

他
訳
 、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
 

一
九
八
九
年
、
一
 
｜
 一
六
頁
。
 

（
㎎
）
）
・
 ヴ
 ・
ト
串
 ぃ
 
ヨ
ダ
㌧
Ⅰ
 
悪
 -
 ま
 -
 
よ
 ま
 ・
 
め
 ㌧
 こ
ざ
 め
せ
 き
セ
執
 
0
 き
 -
 
ま
 「
 
0
.
 め
ハ
ぎ
さ
鷲
 
。
 R
 さ
 
軋
ん
も
に
め
ぎ
 さ
 。
 ヱ
の
 「
で
の
「
 
箆
刃
 0
 毛
 ・
 P
 つ
 
0
9
 
で
 で
 ・
Ⅰ
㏄
㏄
 

（
 
四
 ）
 
ト
 ・
 づ
す
 の
 テ
 
。
 す
の
 
「
・
づ
 き
め
 
0
 ぎ
ざ
ざ
 め
セ
母
 
㌧
Ⅰ
 
ま
 -
 ド
よ
 
-
 
よ
驚
 ，
 0
 お
 Ho
 
「
 
串
ロ
コ
 @
 
ヰ
 ・
 巾
 「
の
の
の
，
）
 

つ
 Ⅱ
 
9
 
つ
 っ
 ・
㏄
 
つ
 

 
 

（
 
祖
 ）
 
ナ
 「
・
 ト 守
ヨ
 ダ
せ
 ・
 c
@
 
テ
 
・
・
 
毛
 ・
 き
 １
ミ
・
も
ち
ろ
ん
、
 

-
 
ア
 イ
 リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
「
意
味
」
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
概
念
 群
 の
 使
用
が
、
デ
ィ
ル
 

タ
 イ
や
フ
 
，
サ
ー
ル
な
ど
か
ら
の
影
響
に
 

よ
 る
も
の
で
あ
る
こ
 
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
得
る
。
例
え
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
も
強
 レ
イ
ン
パ
ク
ト
を
 

受
け
た
 
フ
 
フ
サ
ー
ル
の
 
円
 論
理
学
研
究
 卜
 

と
り
わ
け
第
二
巻
に
 お
け
る
「
意
味
意
識
」
（
 ぎ
監
 三
岸
 コ
 ㎎
の
 
ヴ
 の
 も
岸
め
テ
 

の
の
 
ぎ
 ）
、
「
意
味
 充
実
」
（
㏄
 0
&
0
 
目
（
 
仁
コ
 

 
 

の
の
の
「
～
 

む
オ
 
-
 
目
コ
の
 
）
、
「
意
味
内
実
」
（
㏄
の
 &
 の
目
 
（
 
目
コ
 
の
の
㎎
の
 

オ
 の
方
）
 と
い
 っ
た
 
一
連
の
概
念
 群
 が
そ
の
用
法
か
ら
見
て
、
テ
ィ
 リ
ゾ
ヒ
 に
 何
ら
か
の
示
唆
を
与
 

え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
 。
 E
.
 
フ
ッ
サ
ー
ル
「
論
理
学
研
究
 2
 ヒ
、
立
松
弘
孝
 
也
訳
 、
 み
 す
ず
書
房
、
一
九
 

セ
 0
 年
 、
参
照
。
 

（
 
羽
 ）
）
・
ミ
 リ
 。
 す
 ・
 0
 で
・
由
テ
：
の
・
㏄
 O
N
l
N
 
つ
 ㏄
 



近代宗教学における「宗教」概俳の 系譜 
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い と し 象 石畳で当 

139  (529) 

（
㌍
）
 ノ
 ン
 シ
ソ
グ
 「
宗
教
学
史
 
日
 
九
九
 ｜
一
 0
 八
頁
。
 

（
 舛
 ）
 末
 ・
 ヨ
い
 
お
 す
 の
・
，
木
蓮
 

婆
 。
 巳
ョ
 0
 宙
臼
汀
 Ⅰ
 コ
宙
 ⑧
 イ
 左
の
 
コ
コ
 
（
 
田
 ㏄
Ⅰ
 
ヱ
コ
注
づ
ず
コ
 

宙
の
Ⅱ
 
末
 。
目
的
 

@
o
 
コ
の
キ
ず
 

㏄
。
 
コ
の
 
。
す
 
い
 Ⅱ
 
円
 @
 
コ
宙
の
Ⅱ
毛
虫
 
ヨ
曲
 
Ⅱ
の
Ⅱ
 
N
 
げ
ぎ
 
Ⅰ
 
"
-
 
ヰ
エ
 

の
の
 
コ
ユ
叶
 
。
 わ
え
 
～
 
憶
 ぎ
さ
り
 

｜
 
悪
さ
も
 
Q
 驚
轟
雨
め
 

糠
雨
 
り
り
き
よ
ミ
 

@
 
ざ
 も
心
 
ド
ヨ
 C
 ～
 
き
さ
 
Ⅰ
 
雨
ャ
わ
 
雨
も
悪
Ⅰ
 

-
@
 

か
，
し
 
申
の
の
の
 

-
 
宙
 O
 「
 
f
.
l
0
 

の
 2
.
0
.
 
ド
め
 
Ⅱ
１
ド
㍉
 

ひ
 

（
 i
b
 
）
 
パ
ウ
ク
 前
掲
訳
書
、
二
六
九
頁
。
 

（
㏄
）
田
丸
徒
書
「
実
存
主
義
と
社
会
主
義
の
あ
い
だ
 l
P
,
-
 
ア
 イ
 リ
ッ
ヒ
の
場
合
 ｜
 」
、
「
実
存
主
義
三
八
六
号
、
一
九
七
九
年
 
、
実
存
主
義
協
会
、
 

八
七
 ｜
 九
一
頁
。
 

（
 折
 ）
 巾
 ・
円
目
 
汀
ゴ
 ・
 め
ヒ
の
さ
き
注
ざ
 

づ
 き
 
e
o
 
ざ
憶
ヒ
ヰ
 
。
 ァ
 w
.
 円
 す
の
 
口
田
づ
 
・
 O
h
 の
 ゴ
 ぎ
の
的
。
 
巾
 「
の
の
の
，
 

P
O
 

亜
 P
.
 
ロ
づ
 
・
 P
 
ド
 

（
 恭
 ）
 
巾
 ・
 円
 二
ロ
 
り
ゴ
 
・
づ
 き
 心
の
 ミ
き
 糠
雨
 ざ
田
や
ぺ
 巴
の
 ロ
 三
 つ
 ・
 づ
 Ⅱ
。
㏄
㏄
・
Ⅱ
の
り
り
。
Ⅰ
 

づ
 ・
Ⅱ
㍉
 

亜
 

（
 
銭
 ）
例
え
ば
一
九
三
 
0
 年
に
著
さ
れ
た
宗
教
哲
学
の
概
論
書
 に
お
い
て
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
僅
か
 半
 ペ
ー
ジ
で
紹
介
さ
れ
て
 い
る
に
過
ぎ
な
い
。
 

Q
.
Z
 
ず
 日
の
こ
 
グ
 も
 ざ
ノ
愚
き
ミ
 
Q
S
 

ま
さ
も
 

Q
 ャ
 
さ
さ
き
 

g
h
 

ギ
さ
の
 

め
 
9
s
 

太
ま
 

も
心
Ⅰ
 
わ
 e
-
 

～
 
憶
 ～
 
っ
 
さ
り
も
 

ミ
 支
っ
 
り
 
も
 ミ
や
 も
 雨
 
Ⅹ
 Q
 雨
 
糠
雨
さ
き
さ
 

ャ
 
-
.
 
の
神
Ⅰ
（
（
幅
の
「
（
・
 

P
 
の
 ㏄
 
つ
 。
の
・
Ⅱ
㏄
 

つ
 



書評と紹介 

関
一
敏
 著
 

「
聖
母
の
出
現
近
代
フ
ォ
 一
ク
 
・
カ
ト
リ
シ
ズ
 

ム
考
 L
 

日
本
ェ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
 

一
九
九
三
年
、
二
六
八
ぺ
ー
ジ
、
二
八
 
0
0
 円
 

弘
 

山
中
 

一
九
世
紀
か
ら
今
日
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
中
で
頻
繁
に
報
 上
ロ
 
さ
 

れ
て
い
る
聖
母
出
現
俸
牡
の
検
討
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
体
験
 を
 墓
に
し
 

た
 聖
地
の
形
成
を
発
生
論
的
に
説
明
す
る
モ
デ
ル
を
構
築
し
ょ
 ぅ
 と
い
う
 

の
が
本
書
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。
著
者
は
主
に
子
 保
 た
ち
に
 

現
れ
た
い
く
つ
か
の
代
表
的
な
聖
母
の
出
現
体
験
を
素
材
に
し
 な
が
ら
、
 

主
観
的
体
験
が
「
推
測
を
越
え
た
社
会
的
現
実
」
で
あ
る
客
観
 的
な
集
 ム
口
 

表
象
と
な
る
過
程
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
そ
の
過
程
を
 推
進
し
て
 

い
る
の
か
を
出
来
事
の
細
部
に
わ
け
入
り
な
が
ら
細
か
く
分
析
 す
る
。
も
 

ち
ろ
ん
、
本
書
は
、
著
者
の
博
覧
強
記
ぶ
り
を
反
映
し
て
、
 こ
 れ
 以
外
に
 

も
 ス
ピ
リ
チ
ャ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
論
稿
を
は
じ
め
、
「
社
会
 
表
 象
史
 」
と
 

い
う
領
域
や
身
体
や
生
理
の
レ
ベ
ル
で
の
象
徴
の
問
題
、
体
験
 者
の
「
 帰
 

還
 」
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
宗
教
現
象
を
記
述
す
る
際
の
方
 法
 と
し
て
 

書
評
と
紹
介
 

の
 
「
濃
密
な
記
述
」
と
い
う
問
題
な
ど
宗
教
研
究
の
い
ろ
い
ろ
 
な
 領
域
や
 

ア
イ
デ
ィ
ア
の
提
起
に
溢
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
つ
い
 て
 触
れ
る
 

こ
と
は
評
者
の
能
力
を
越
え
て
い
る
。
た
だ
全
体
と
し
て
み
れ
 ば
、
 
「
 
ひ
 

と
が
超
越
的
な
体
験
に
共
感
を
お
ぼ
え
、
そ
こ
に
宗
教
的
価
値
 を
 与
え
て
 

い
く
条
件
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
本
書
を
貫
く
著
者
の
基
本
 的
な
問
題
 

意
識
だ
と
い
っ
て
よ
く
、
本
稿
で
も
こ
の
点
を
中
心
に
し
て
論
 じ
た
い
と
 

思
 う
 。
 

さ
て
、
こ
の
間
い
に
答
え
る
た
め
に
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
 れ
た
の
 

が
、
 
ル
ル
ド
、
ポ
ン
マ
ン
、
パ
リ
・
バ
ッ
 乙
街
 、
 ラ
 
，
サ
レ
 
ソ
 ト
 と
い
う
 

い
ず
れ
も
 
ブ
 ラ
 ソ
ス
 
で
の
四
つ
の
聖
母
出
現
の
出
来
事
で
あ
る
 が
 、
そ
の
 

中
で
も
ル
ル
ド
で
の
事
例
が
こ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
す
る
際
の
 一
つ
の
 
モ
 

テ
ル
に
 な
 Ⅰ
て
い
る
。
も
っ
と
も
著
者
に
よ
れ
 ば
 、
最
初
の
も
 く
ろ
み
は
 

こ
れ
ら
四
件
の
事
例
を
あ
わ
せ
て
聖
母
出
現
の
発
生
論
的
モ
デ
 か
な
 作
る
 

は
ず
だ
っ
た
と
い
う
が
、
資
料
的
な
理
由
な
ど
か
ら
そ
れ
を
と
 り
あ
え
ず
 

諦
め
て
お
り
、
結
果
と
し
て
ル
ル
ド
の
も
の
が
常
に
念
頭
に
お
 か
れ
る
こ
 

と
に
な
Ⅰ
て
い
る
。
ル
ル
ド
の
出
来
事
は
、
一
四
歳
の
少
な
 ，
へ
 
ル
ナ
デ
ッ
 

ト
 
・
ス
ビ
ル
１
が
 
マ
サ
 ビ
 
エ
 ル
の
洞
窟
で
「
何
か
白
い
も
の
」
 

を
 見
た
と
 

い
 う
 体
験
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
洞
窟
に
一
八
回
に
わ
た
 っ
て
現
れ
 

た
 聖
母
が
直
ち
に
ル
ル
ド
と
い
う
屈
指
の
巡
礼
地
を
生
み
だ
し
 た
わ
け
で
 

は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
い
く
 
っ
か
 
の
グ
ル
ー
プ
の
社
会
的
・
宗
教
 的
立
場
 

の
 違
い
か
ら
く
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
の
交
錯
の
中
に
成
立
」
 し
て
 き
た
け
 

 
 
 
 
 
 

と
 考
え
ら
れ
、
特
に
体
験
者
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
人
々
（
「
群
れ
 
」
）
 と
い
 

 
  

 

ぅ
 関
係
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

こ
の
体
験
者
と
「
群
れ
」
と
い
う
視
点
は
、
そ
れ
以
外
の
事
例
 0
 分
析
 



に
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
群
れ
は
あ
 く
ま
で
も
 

聖
母
の
出
現
を
体
験
し
て
い
な
い
人
々
で
あ
り
、
そ
の
彼
ら
が
 体
験
者
の
 

体
験
に
共
感
し
次
第
に
そ
れ
を
共
有
し
て
い
く
と
い
う
段
階
は
 、
ま
さ
に
 

体
験
が
体
験
者
を
離
れ
て
客
観
化
す
る
方
向
に
向
か
う
も
っ
と
 も
 初
発
の
 

時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
の
目
は
群
れ
と
 い
 う
 い
わ
 

ば
 体
験
の
受
容
者
側
に
も
注
意
深
く
注
が
れ
、
 

ゴ
 フ
％
 ソ
 の
 演
 劇
 社
会
学
 

理
論
な
ど
の
援
用
に
よ
っ
て
体
験
者
と
群
れ
が
演
者
と
観
客
に
 類
比
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
る
。
観
客
は
演
者
の
演
技
を
た
だ
受
動
的
に
眺
め
 て
い
る
わ
 

げ
で
は
な
く
、
そ
こ
に
「
何
ら
か
の
方
向
性
と
意
味
を
付
与
」
 し
て
い
る
 

と
い
う
受
容
者
の
側
の
能
動
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ル
ル
ド
の
 

「
 几
捌
 

%
 
ま
 帽
 」
 

も
 、
聖
母
の
出
現
と
い
う
「
了
解
困
難
な
出
来
事
」
に
対
し
て
 、
体
験
者
 

と
 受
容
者
が
共
同
で
意
味
を
付
与
す
る
中
で
構
築
さ
れ
て
い
っ
 た
と
い
う
 

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
体
験
の
妥
当
性
に
つ
い
 て
も
、
 体
 

験
者
が
受
容
者
と
の
間
で
作
り
上
げ
る
シ
ナ
リ
オ
を
ど
こ
ま
で
 説
得
的
に
 

演
じ
ら
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
 り
 、
そ
の
 

信
 傾
性
は
体
験
そ
の
も
の
の
内
実
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ち
ょ
 う
 ど
演
技
 

の
 情
想
 性
 が
そ
の
演
技
を
ど
れ
だ
け
説
得
的
に
演
じ
ら
れ
る
か
 に
か
か
っ
 

て
い
る
 よ
う
 に
、
体
験
者
が
シ
ナ
リ
 ナ
 を
ど
れ
 だ
け
 演
じ
 き
れ
 る
か
に
 依
 

存
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

も
 う
 ひ
と
つ
、
著
者
が
ル
ル
ド
の
事
例
か
ら
引
き
出
し
て
き
て
 い
る
の
 

が
 
「
媒
体
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ル
ル
ド
に
即
し
て
具
体
的
 に
い
え
 

ば
 、
洞
窟
内
で
の
泉
の
出
現
と
べ
ル
ナ
デ
ッ
ト
の
大
地
へ
の
 接
 吻
と
濯
水
 

0
 所
作
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
ナ
デ
 "
 ト
 0
 個
人
的
体
験
が
 洞
窟
の
群
 

れ
の
介
在
で
次
第
に
共
同
の
体
験
へ
と
向
か
う
中
で
そ
の
方
向
 を
さ
ら
に
 

押
し
進
め
、
出
現
し
た
聖
母
と
一
般
の
人
々
を
恒
常
的
に
結
び
 付
け
る
 役
 

割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
 ピ
 レ
ネ
 ｜
 山
鹿
の
水
成
 

に
ま
つ
わ
る
民
俗
的
信
仰
 や
ビ
ゴ
 
一
ル
地
方
の
マ
リ
ア
崇
拝
 史
 と
い
う
 
フ
 

)
 

 
 

オ
ー
ク
ロ
ア
 
的
 地
盤
を
出
現
体
験
と
接
続
し
た
と
い
う
点
で
も
 大
き
な
 意
 

㏄
 

味
 を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 

著
者
は
こ
う
し
た
視
点
を
使
っ
て
、
ボ
ン
マ
ン
な
ど
の
そ
の
他
 の
事
例
 

と
の
異
同
を
検
討
し
、
発
生
論
的
モ
デ
ル
の
構
築
に
努
め
る
が
 、
本
書
で
 

は
き
と
ま
り
の
あ
る
形
で
提
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
 を
 構
成
す
 

る
 場
合
の
問
題
点
が
い
く
つ
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
 て
い
る
。
 

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
近
代
の
聖
母
出
現
譚
か
ら
 著
 者
は
以
下
 

の
 四
つ
の
主
題
群
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
一
）
近
代
に
お
い
て
 生
き
ら
れ
 

た
フ
 オ
 l
 ク
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
民
俗
的
世
界
観
と
い
う
 
問
 題
、
 （
一
一
）
 

フ
ォ
ー
ク
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
運
動
の
も
つ
民
衆
的
活
力
に
 、
教
 義
 的
な
意
 

味
 づ
け
と
組
織
的
な
方
向
性
を
与
え
よ
う
と
し
て
き
た
近
代
的
  
 

ク
 教
会
の
歴
史
的
試
み
と
い
う
問
題
、
二
一
）
一
九
世
紀
中
葉
 か
ら
飛
躍
 

的
に
発
展
し
て
き
た
社
会
技
術
上
の
諸
発
明
と
の
関
わ
り
と
い
 う
 問
題
、
 

（
四
）
歴
史
的
、
社
会
的
個
別
性
を
捨
象
し
て
構
想
さ
れ
る
 一
 つ
の
宗
教
 

師
表
象
の
成
立
過
程
の
記
述
と
い
う
問
題
、
で
あ
る
。
こ
の
 う
 ち
 、
著
者
 

は
 
（
四
）
の
主
題
群
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
（
一
）
 

@
 
（
三
）
の
 主
題
辞
 を
 

含
む
議
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
。
 

ラ
 ，
サ
レ
ッ
ト
 事
 例
を
除
く
 

三
つ
の
事
例
の
分
析
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
「
媒
体
 
」
と
「
 群
 

ね
 」
の
発
見
と
も
呼
ぶ
べ
き
独
自
な
視
点
を
獲
得
し
た
と
い
う
 意
味
で
高
 

く
 評
価
で
き
る
。
た
だ
、
モ
デ
ル
が
（
一
）
 

@
 
（
三
）
ま
で
の
 主
 題
 辞
 を
含
 

み
こ
む
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
す
れ
 
ば
、
 少
し
不
満
も
残
 る
 。
歴
史
 



書評 と 紹介 

的
 、
社
会
的
個
別
性
を
捨
象
し
た
発
生
論
的
モ
デ
ル
の
構
築
と
 い
う
意
欲
 

の
た
め
か
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
聖
母
の
出
現
体
験
に
歴
史
的
 奥
 行
 ぎ
を
 与
 

え
て
い
る
は
ず
の
フ
ォ
ー
ク
の
世
界
と
制
度
的
教
会
の
世
界
と
 の
せ
め
ぎ
 

あ
い
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
が
も
っ
と
描
か
れ
て
欲
し
か
っ
た
と
い
 ぅ
 感
じ
が
 

残
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
例
え
ば
ル
ル
ド
の
場
合
の
 ょ
 ム
リ
 
-
 
に
、
 ・
 
へ
 

ル
ナ
デ
 
ソ
ト
 の
体
験
を
め
ぐ
っ
て
群
れ
の
解
釈
が
教
会
の
解
釈
 と
 微
妙
に
 

ず
れ
て
い
る
と
の
指
摘
に
は
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
感
じ
な
い
 で
も
な
い
 

が
、
 特
に
「
生
き
ら
れ
た
フ
ォ
ー
ク
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
は
も
 っ
 と
計
 し
 

く
 論
じ
て
欲
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

（
三
）
の
主
題
辞
 は
 、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
問
題
提
起
で
あ
る
。
 写
真
 

や
 通
信
技
術
な
ど
の
発
展
が
民
衆
の
心
性
に
跳
ね
返
っ
て
 、
 「
 霊
性
 の
 映
 

像
 化
」
な
ど
従
来
に
は
な
か
っ
た
宗
教
的
 動
 ぎ
が
現
れ
る
と
い
 
ぅ
 、
近
代
 

的
 技
術
と
伝
統
的
な
世
界
観
と
の
複
雑
な
影
響
関
係
と
い
う
 主
 題
辞
 は
大
 

ぎ
な
可
能
性
を
感
じ
た
。
こ
の
主
題
辞
 は
 、
聖
母
の
出
現
以
外
 に
本
書
が
 

論
じ
て
い
る
も
う
一
つ
の
事
例
で
あ
る
ス
ピ
リ
チ
ャ
リ
ズ
ム
 と
 い
六
ノ
ゐ
 

本
数
 

現
象
を
考
え
る
場
合
に
特
に
興
味
深
い
問
題
を
提
供
し
て
い
る
   

ス
信
号
や
通
信
技
術
の
発
展
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
技
術
の
展
開
 が
 、
こ
の
 

運
動
の
語
彙
や
性
格
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
重
 要
 で
あ
る
 

よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
ハ
イ
 ズ
 ビ
ル
・
 
p
 チ
ェ
ス
タ
ー
事
件
の
 

名
 の
も
と
 

に
一
括
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
出
来
事
の
間
に
 、
霊
 と
の
 交
信
方
法
 

0
 発
展
を
認
め
、
後
者
の
出
来
事
を
ま
っ
て
ハ
イ
 ズ
 ビ
ル
の
事
 件
 が
歴
史
 

的
 意
味
を
与
え
ら
れ
た
と
の
指
摘
も
注
目
に
値
す
る
よ
う
に
 思
 う
 -
 
っ
 

さ
て
、
あ
ま
り
ま
と
ま
り
な
く
本
書
の
内
容
の
一
端
を
整
理
し
 て
み
た
 

が
 、
こ
こ
で
一
点
だ
 け
 感
じ
た
疑
問
点
を
述
べ
て
み
た
い
。
 

評
 者
の
理
解
 

で
は
、
本
書
で
の
著
者
の
も
く
ろ
み
の
中
に
は
、
集
合
的
表
象
 の
形
成
 そ
 

デ
ル
 
の
構
築
を
通
じ
て
デ
ュ
ル
ケ
ム
以
来
の
社
会
学
主
義
的
 ア
 プ
ロ
ー
チ
 

と
 個
人
の
相
互
作
用
を
中
心
と
し
た
個
人
主
義
的
な
 ア
プ
 p
 ｜
 チ
 と
の
 接
 

合
を
探
っ
て
み
る
と
い
う
意
欲
が
あ
る
よ
 う
 に
感
じ
た
。
こ
の
 
上
 息
 図
か
ら
 

す
れ
ば
、
既
に
指
摘
し
た
「
群
れ
」
の
役
割
の
発
見
は
体
験
の
 共
同
化
と
 

い
う
段
階
に
お
い
て
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
 た
と
い
う
 

意
味
で
重
要
で
あ
り
刺
激
的
で
あ
る
。
ま
た
、
演
者
と
聴
衆
の
 相
互
作
用
 

を
 通
じ
て
演
者
が
「
社
会
的
事
実
」
へ
と
「
馳
せ
の
ば
る
」
と
 い
う
ダ
イ
 

ナ
ミ
ズ
ム
の
指
摘
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
評
者
の
疑
問
は
 発
生
論
的
 

プ
ロ
セ
ス
の
一
応
の
終
点
を
ど
こ
に
お
く
の
か
と
い
う
点
に
あ
 る
 。
体
験
 

舌
と
群
れ
の
相
互
作
用
と
い
分
段
階
で
は
、
明
ら
か
に
こ
の
 プ
 
ロ
セ
ス
を
 

閉
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
聖
地
は
ま
だ
発
生
し
て
い
 な
い
か
ら
 

で
あ
る
。
ご
く
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
教
会
の
介
入
と
聖
母
出
 現
の
公
的
 

な
 認
知
と
い
う
時
点
で
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
一
応
の
終
着
に
た
ど
 り
つ
い
た
 

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
考
え
る
と
、
発
生
が
 &
 万
 結
す
る
 

場
合
に
い
つ
も
教
会
の
認
知
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
 な
り
、
 下
 

か
ら
の
相
互
作
用
よ
り
も
教
会
の
判
断
が
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
 を
 完
了
さ
 

せ
る
際
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
 5
 こ
と
に
な
る
。
 
事
  
 

ク
街
、
ラ
 
・
 サ
 レ
ソ
ト
の
場
合
は
体
験
者
と
群
れ
の
相
互
作
用
 と
い
う
 次
 

元
 は
あ
ま
り
は
っ
き
り
せ
ず
、
ル
ル
ド
 や
ポ
 ン
マ
ン
も
当
時
の
 
教
 ム
ス
の
 
イ
 

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
「
聖
母
 無
 原
罪
の
宿
り
」
に
そ
れ
が
 合
 致
し
え
た
の
 

 
 

か
 否
か
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
う
け
と
れ
る
。
 教
会
当
局
㏄
 

の
 動
向
と
承
認
は
 、
 明
ら
か
に
聖
地
発
生
に
と
っ
て
非
常
に
大
 き
な
意
味
 
佃
 

を
も
つ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
著
者
も
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
 出
 現
例
 を
検
 



記
 す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
論
じ
、
そ
こ
か
ら
承
認
基
準
と
し
 て
 
「
司
牧
 

の
 リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
並
ん
で
「
一
貫
性
」
と
「
放
射
性
」
と
い
 ぅ
 原
則
を
 

抽
出
し
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
時
に
教
会
の
判
断
に
も
 関
 わ
ら
ず
 

巡
礼
が
持
続
的
に
生
じ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
お
り
、
教
会
の
承
 認
 が
必
ず
 

し
も
発
生
論
的
プ
ロ
セ
ス
を
閉
じ
る
地
点
に
あ
る
と
い
っ
て
 い
 な
い
よ
う
 

に
も
み
え
る
。
ど
う
も
そ
の
辺
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
  
 

"
 ク
 世
界
に
お
い
て
教
会
当
局
の
承
認
を
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
現
在
で
 も
な
お
 

た
く
さ
ん
の
巡
礼
を
集
め
て
い
る
場
所
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
ム
 
ム
 の
判
断
 

は
 集
合
表
象
の
形
成
に
と
っ
て
一
つ
の
要
素
に
な
る
に
す
ぎ
た
 
い
た
 
る
 

ぅ
 。
逆
に
、
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
聖
地
の
形
成
を
め
ぐ
る
 発
生
論
的
 

過
程
に
お
い
て
、
体
験
の
真
偽
は
体
験
者
と
群
れ
と
の
共
同
作
 業
の
中
で
 

生
ま
れ
た
筋
書
き
を
ど
れ
だ
け
説
得
的
に
演
じ
き
れ
る
の
か
と
 い
 う
 論
点
 

と
 、
教
会
の
真
偽
判
断
と
い
う
問
題
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
 な
っ
て
 
い
 

る
の
か
が
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
。
評
者
の
感
じ
た
 発
生
論
的
 

プ
ロ
セ
ス
の
終
点
と
い
う
問
題
は
、
演
者
と
聴
衆
の
相
互
作
用
 と
い
う
い
 

ね
ば
 下
か
ら
の
個
人
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
体
験
に
対
す
る
 教
会
当
局
 

の
 判
断
と
い
う
い
わ
ば
上
か
ら
の
外
在
的
枠
組
が
ど
の
よ
う
に
 結
び
つ
く
 

の
 だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
な
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
 出
 示
教
伝
統
 

で
は
こ
う
し
た
問
題
は
あ
ま
り
主
題
化
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
 。
こ
の
世
 

界
 で
も
、
マ
リ
ア
に
代
わ
っ
て
イ
ェ
ス
の
出
現
体
験
が
し
ば
し
 ば
 記
録
さ
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
体
験
の
真
偽
を
判
断
し
て
、
 

そ
れ
を
 承
 

誌
 し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
宗
教
的
権
威
を
管
理
す
る
唯
一
に
 し
て
絶
対
 

な
組
織
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
体
験
者
と
聴
衆
と
の
 関
 係
の
中
だ
 

げ
で
宗
教
的
表
象
の
形
成
は
論
じ
ら
れ
、
受
容
主
体
が
社
会
的
 事
実
を
作
 

り
 出
す
と
い
う
理
解
は
す
ん
な
り
当
て
は
ま
る
よ
 う
 に
思
え
る
 。
逆
に
い
 

え
，
は
 
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
で
は
唯
一
の
宗
教
的
権
威
か
ら
の
 認
 定
が
 、
大
田
 

々
の
記
憶
や
体
験
の
範
囲
を
越
え
て
存
在
す
る
宗
教
的
実
在
の
 形
成
に
大
 

)
 

き
く
関
わ
っ
て
お
り
、
一
面
で
は
そ
の
組
織
の
普
遍
性
が
巡
礼
 地
の
普
遍
㏄
 

性
を
保
証
し
て
い
る
よ
 う
 に
思
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 

本
書
が
集
 

合
 表
象
の
形
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
以
上
 、
発
生
論
 

的
 プ
ロ
セ
ス
の
終
点
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
で
は
な
い
か
も
 
知
れ
た
 

 
 

」
の
問
題
 

を
 論
じ
る
こ
と
は
、
ス
ピ
リ
チ
ャ
リ
ズ
ム
が
流
行
し
た
プ
ロ
テ
 ス
タ
ン
ト
 

世
界
に
比
べ
て
か
な
り
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
残
し
て
い
る
よ
 う
 に
 思
わ
れ
 

る
の
で
あ
る
。
 

本
書
は
書
き
下
ろ
し
を
ご
く
一
部
含
む
が
、
ほ
と
ん
ど
は
著
者
 が
一
 O
 

年
 ほ
ど
前
か
ら
書
い
て
き
た
論
稿
を
一
冊
に
ま
と
め
た
も
の
で
 あ
る
。
 そ
 

の
た
め
、
い
く
つ
か
の
章
で
は
同
一
主
旨
の
文
章
の
重
複
が
あ
 り
 、
率
直
 

に
 舌
口
っ
て
少
し
煩
わ
し
い
感
を
与
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
 

た
 く
さ
ん
の
 

ア
イ
デ
ィ
ア
が
十
分
に
形
を
結
ば
な
い
で
中
断
し
た
ま
ま
に
な
 っ
て
い
る
 

よ
う
に
も
感
じ
、
思
わ
ず
著
者
の
舞
台
裏
を
覗
い
て
し
ま
っ
た
 よ
う
な
 気
 

に
も
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
返
っ
て
、
著
者
の
こ
の
問
題
 を
め
ぐ
る
 

息
の
長
い
思
索
の
跡
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
納
得
が
い
く
 ま
で
問
い
 

に
 答
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
は
職
人
的
気
質
を
見
る
よ
う
な
 気
 が
し
た
。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
書
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
か
ら
す
る
 教
会
史
的
 

な
 枠
組
で
西
欧
の
宗
教
史
は
事
足
れ
り
と
い
う
態
度
が
根
強
い
 よ
う
に
み
 

え
る
わ
が
国
の
宗
教
研
究
の
伝
統
の
中
で
、
欧
米
の
宗
教
研
究
 の
 新
し
い
 

領
域
を
切
り
開
く
と
と
も
に
、
宗
教
研
究
の
視
点
そ
の
も
の
に
 も
 刺
激
的
 

  



書評と紹介 

な
 問
題
提
起
し
て
い
る
。
評
者
の
力
不
足
の
た
め
に
、
著
者
が
 本
書
で
示
 

唆
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
ア
イ
デ
ィ
ア
に
言
及
で
き
ず
、
本
書
 の
 魅
力
を
 

倭
小
 化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。
著
者
の
学
問
的
 ス
タ
ン
ス
 

に
 共
感
す
る
と
共
に
、
著
者
の
構
想
す
る
「
比
較
他
界
発
生
論
 」
の
今
後
 

の
 展
開
が
期
待
さ
れ
る
。
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竹
沢
尚
一
郎
著
 

ョ
 示
教
と
い
う
技
法
 目
 

妨
 草
書
房
、
一
九
九
二
年
一
二
月
一
 0
 自
発
行
 

A
4
 判
、
二
七
九
頁
、
二
六
七
八
円
 

鈴
木
正
宗
 

行
為
と
語
り
、
こ
の
二
 つ
が
 宗
教
を
構
成
す
る
重
要
な
次
元
で
 あ
る
こ
 

と
は
言
 う
 ま
で
も
な
い
。
両
署
 の
 
「
象
徴
と
権
力
 ヒ
 二
九
八
 七
年
）
で
 

は
、
 主
と
し
て
行
為
の
側
面
か
ら
、
儀
礼
と
そ
の
構
成
要
素
で
 あ
る
象
徴
 

が
 人
間
の
感
覚
器
官
に
刺
激
を
与
え
、
身
体
と
心
理
の
奥
底
に
 集
合
的
経
 

験
を
生
み
出
す
様
相
を
分
析
し
た
の
に
対
し
、
本
書
は
社
会
化
 さ
れ
た
 語
 

り
の
諸
相
、
特
に
歴
史
の
中
で
用
い
ら
れ
て
ぎ
た
語
り
が
人
間
 に
ど
の
よ
 

う
 な
作
用
を
及
 は
 し
て
ぎ
た
か
を
考
察
し
た
、
と
著
者
は
い
 う
 。
事
例
と
 

し
て
は
、
専
門
の
 
ァ
ブ
 リ
 ヵ
 だ
け
で
な
く
、
日
本
の
事
例
が
取
 り
 上
げ
ら
 

ね
 、
対
比
的
考
察
を
通
じ
て
一
般
化
が
試
み
ら
れ
る
。
本
書
の
 構
成
は
 、
 

始
原
的
な
語
り
と
し
て
の
神
話
か
ら
歴
史
と
物
語
へ
、
そ
し
て
 儀
礼
と
 象
 

徴
の
秘
儀
的
な
流
れ
か
ら
 想
依
 と
告
白
の
明
示
的
な
語
り
へ
、
 

と
 続
く
。
 

全
体
が
こ
の
流
れ
に
対
応
し
て
、
 

1
 物
語
論
の
可
能
性
（
社
会
 的
 経
験
と
 

し
て
の
物
語
）
、
 1
 神
話
，
物
語
・
歴
史
（
日
本
神
話
 と
 
レ
 ダ
 
ィ
 Ⅱ
ス
ト
 

ロ
ー
ス
、
神
話
か
ら
物
語
へ
、
神
話
か
ら
歴
史
へ
）
、
 

m
 天
皇
制
 の
 象
徴
と
 

物
語
（
宗
教
人
類
学
の
観
点
か
ら
見
た
古
代
天
皇
制
、
天
皇
制
 の
 シ
ン
ボ
 

リ
ズ
ム
を
読
み
解
く
）
、
 
甘
 宗
教
史
の
な
か
の
語
り
（
仮
面
と
想
 依
 Ⅰ
 あ
 

る
い
は
語
る
八
社
 V
 の
出
現
、
生
業
の
宗
教
か
ら
 想
 依
の
宗
教
 へ
 ）
に
 分
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か
れ
る
。
 

I
 で
 は
、
 語
り
Ⅱ
物
語
を
考
え
る
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
を
 作
 る
こ
と
 

を
 目
指
す
。
物
語
は
、
科
学
や
哲
学
と
は
異
質
な
認
識
の
 

一
 形
式
 で
あ
り
、
 

物
語
に
よ
っ
て
固
有
で
個
別
的
な
我
々
の
経
験
が
、
一
般
的
意
 味
 に
作
り
 

変
え
ら
れ
る
。
物
語
の
機
能
は
社
会
的
次
元
で
強
調
さ
れ
る
。
 つ
ま
り
 人
 

間
 が
同
じ
経
験
を
持
っ
こ
と
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
共
通
の
意
 識
 と
経
験
 

を
 生
み
出
す
媒
体
と
し
て
、
存
在
の
連
関
に
つ
い
て
語
る
神
話
 や
 国
家
の
 

経
験
を
語
る
歴
史
が
作
り
出
さ
れ
る
。
物
語
が
掻
き
立
て
る
 不
 安
 や
願
 

望
 、
恐
怖
や
悦
楽
の
共
有
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
 知
 っ
 た
り
、
 

共
同
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
 や
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
配
さ
れ
た
り
す
る
 。
そ
の
 意
 

味
 で
全
て
の
社
会
的
経
験
は
、
背
後
に
物
語
を
も
ち
、
そ
れ
ら
 が
 我
々
の
 

生
き
て
い
る
社
会
を
構
成
し
、
我
々
の
営
み
の
舞
台
た
る
世
界
 を
 作
り
土
 

げ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
物
語
が
ど
の
よ
う
に
世
界
を
構
 成
し
て
い
 

る
か
を
理
解
す
る
試
み
が
展
開
さ
れ
る
。
 

第
一
に
、
物
語
が
宗
教
の
中
で
果
た
す
役
割
は
 、
 ①
物
語
が
現
 実
に
生
 

じ
る
行
為
と
出
来
事
の
範
型
と
な
る
こ
と
で
、
個
々
人
が
依
拠
 す
べ
き
 認
 

識
 と
感
情
の
モ
デ
ル
と
な
る
、
②
個
々
人
に
生
じ
た
出
来
事
の
 う
 ち
 、
範
 

型
か
ら
逸
脱
す
る
 よ
う
 に
思
え
る
出
来
事
を
、
物
語
が
紡
ぎ
だ
 す
 全
体
 的
 

構
造
の
中
に
位
置
付
け
直
し
、
出
来
事
と
人
生
を
意
味
あ
る
も
 の
に
す
る
 

と
い
う
。
第
二
に
は
、
宗
教
集
団
で
の
今
日
の
状
況
を
見
る
と
 、
 単
に
物
 

語
 が
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の
信
者
が
法
座
や
体
験
 談
 と
し
て
 

自
ら
組
織
し
、
自
己
了
解
の
手
段
に
変
え
、
自
己
を
全
面
的
に
 
抱
擁
す
 

る
 。
そ
こ
で
は
物
語
が
完
結
性
の
形
式
を
持
っ
こ
と
で
、
八
社
 V
 に
つ
い
 

て
の
物
語
を
首
尾
一
貫
し
た
も
の
に
し
て
、
よ
り
よ
く
自
己
を
 知
り
、
 生
 

き
 る
に
値
す
る
も
の
と
了
解
さ
せ
る
。
こ
 う
 い
 う
 視
点
か
ら
、
 
地
域
や
血
 

縁
を
切
り
捨
て
八
個
 V
 と
し
て
 笏
 得
 う
 私
達
を
救
い
、
八
社
 V
 を
 組
織
し
 

M
 

直
す
も
の
と
し
て
新
宗
教
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
と
 生
 言
う
。
 第
 

)
 

 
 

三
 に
は
、
物
語
そ
れ
自
体
に
宗
教
性
が
あ
る
と
い
う
。
物
語
は
 、
近
代
の
㈹
 

固
有
の
語
り
と
し
て
全
て
が
八
社
 V
 に
 収
赦
 す
る
も
の
と
、
 
世
 界
の
全
て
 

を
言
語
の
中
に
取
り
込
む
た
め
際
限
な
く
語
ら
れ
る
神
話
や
叙
 事
詩
 に
両
 

極
 分
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
双
方
と
も
世
界
に
つ
い
て
 知
 ら
せ
、
 そ
 

の
中
に
人
間
を
統
合
し
て
い
く
働
き
に
よ
っ
て
、
社
会
的
Ⅱ
 宗
 教
 的
な
性
 

質
を
帯
び
て
お
り
、
現
代
で
も
生
命
を
失
っ
て
い
な
い
。
第
四
 に
 、
宗
教
 

は
 物
語
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
既
存
の
宗
 教
 N
 物
語
 

を
 否
定
し
、
新
た
な
物
語
を
創
設
し
終
え
た
そ
の
瞬
間
に
お
い
 て
の
み
、
 

真
の
生
き
た
宗
教
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
、
八
社
 V
 の
 解
体
の
 

重
要
性
を
示
唆
す
る
。
 

Ⅱ
で
は
、
世
界
を
構
成
し
て
い
る
様
々
な
物
語
を
解
体
し
て
い
 {
 。
 遠
 

い
 過
去
の
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
未
だ
に
我
々
を
拘
束
し
続
 け
 6
 日
本
 神
 

話
や
王
朝
物
語
、
天
皇
制
な
ど
の
物
語
を
検
討
し
て
、
そ
れ
を
 生
ん
だ
論
 

理
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
初
の
論
文
は
、
神
話
と
し
て
㍉
古
事
 記
ヒ
を
取
 

り
 上
げ
、
全
体
を
貫
く
基
本
的
対
立
で
あ
る
兄
弟
神
に
注
目
し
 て
 、
そ
こ
 

に
人
（
Ⅱ
 
日
 ）
は
死
を
招
き
水
（
Ⅱ
 海
 ）
は
生
命
を
呼
ぶ
 、
と
 い
，
っ
メ
ッ
 

セ
 @
 ジ
を
読
み
取
る
。
神
話
の
中
に
ほ
 、
 水
に
最
高
の
価
値
を
 置
く
集
団
 

の
上
に
 、
 火
に
価
値
を
与
え
る
集
団
が
支
配
者
と
し
て
現
わ
れ
 て
 、
太
陽
 

信
仰
と
い
う
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
強
制
さ
れ
た
時
に
 、
そ
 れ
に
抗
し
 

て
 神
話
の
固
有
性
を
堅
持
し
ょ
う
と
し
た
被
支
配
者
た
る
海
人
 Ⅱ
水
田
耕
 

作
 民
の
思
想
的
な
対
決
が
あ
っ
た
経
緯
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
 見
 る
 。
こ
こ
 



に
 異
質
な
文
化
的
社
会
的
背
景
を
持
っ
複
数
集
団
間
の
対
立
と
 支
配
の
関
 

係
 が
浮
か
び
上
が
る
。
方
法
的
に
は
、
神
話
に
お
け
る
内
的
な
 拘
束
と
交
 

換
を
重
視
す
る
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
に
対
し
て
、
外
的
要
素
 の
 影
響
の
 

重
視
、
つ
ま
り
社
会
と
歴
史
の
圧
力
を
被
り
な
が
ら
も
独
白
の
 論
理
を
組
 

み
 立
て
る
こ
と
へ
の
注
目
が
あ
る
。
 

第
二
論
文
は
、
物
語
と
し
て
「
竹
取
物
語
 ヒ
 と
臼
伊
勢
物
語
 ヒ
 を
 検
討
 

し
て
、
神
話
的
Ⅱ
儀
礼
的
な
共
同
性
の
解
体
を
生
き
た
平
安
 
朝
の
人
々
 

が
 、
現
実
の
次
元
で
は
不
可
能
に
な
っ
た
共
同
性
を
物
語
の
塗
 万
で
 実
現
 

し
よ
う
と
試
み
て
、
想
像
上
の
共
同
性
を
作
ろ
う
と
し
た
、
 

あ
 る
 意
味
で
 

は
 絶
望
的
試
み
で
あ
っ
た
と
す
る
。
 

コ
 竹
取
物
語
 ヒ
 で
は
、
 こ
 0
 世
界
は
 

前
世
の
罪
の
償
い
の
場
で
あ
る
と
い
う
仏
教
的
世
界
観
で
世
俗
 の
 論
理
を
 

相
対
化
し
つ
つ
も
、
他
方
で
神
話
的
な
語
り
の
形
式
を
使
い
、
「
 

な
ぜ
」
と
 

い
う
問
い
を
発
し
て
、
虚
構
の
空
間
た
る
物
語
と
い
う
新
し
い
 %
 式
を
作
 

り
 出
し
た
の
だ
と
い
う
。
 

円
 
伊
勢
物
語
 ヒ
 で
は
、
歌
に
現
住
を
認
 め
つ
つ
 

も
そ
れ
を
他
者
と
の
交
流
に
振
り
向
け
る
人
間
像
を
描
き
、
 

現
 実
の
世
界
 

に
 背
い
て
も
明
確
な
音
生
心
を
持
ち
、
内
面
の
真
実
を
追
求
し
ょ
 

う
と
し
た
 

個
 と
し
て
の
主
人
公
が
、
造
形
さ
れ
た
。
律
令
制
の
変
容
に
よ
 り
 、
流
失
 

し
た
個
の
出
現
や
反
省
的
意
識
が
生
じ
た
こ
と
を
背
景
に
生
み
 出
さ
れ
た
 

物
語
は
、
現
世
の
論
理
の
相
対
化
を
行
う
と
共
に
明
確
な
感
情
 と
意
志
を
 

持
つ
主
人
公
像
を
生
成
し
、
共
同
性
の
不
在
を
生
き
る
こ
と
は
 可
能
な
の
 

介
 

 
 

西
 ア
フ
リ
カ
、
 

舘
 

ニ
ジ
ェ
ー
ル
河
流
域
の
専
業
漁
民
集
団
 ボ
ゾ
 の
父
系
リ
ネ
 
｜
ジ
 
（
 
カ
ホ
 ）
 

の
 伝
承
を
取
り
上
げ
て
、
土
着
と
外
来
の
遭
遇
・
村
の
建
設
 
文
化
的
 諸
 

制
度
の
起
源
を
検
討
す
る
が
、
そ
こ
で
は
内
容
が
神
話
的
意
識
 か
ら
歴
史
 

意
識
へ
、
定
形
化
さ
れ
た
表
現
か
ら
出
来
事
性
や
事
実
性
を
帯
 び
た
表
現
 

へ
、
と
変
化
す
る
と
い
う
。
後
者
は
過
去
の
出
来
事
を
語
る
こ
 と
で
い
か
 

に
 生
活
を
変
え
、
現
在
に
至
っ
た
か
を
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
 

，
 
」
 れ
を
サ
 

｜
 リ
ン
ズ
風
に
八
構
造
 V
 と
呼
べ
ば
、
過
去
の
出
来
事
が
現
在
 の
 構
造
を
 

ど
の
よ
う
に
生
成
し
た
か
を
物
語
る
と
い
え
る
。
意
識
の
変
化
 は
 、
リ
ネ
 

｜
ジ
 間
の
同
盟
の
成
立
に
一
致
さ
せ
ら
れ
る
。
リ
ネ
ー
ジ
は
 経
 清
酌
・
 社
 

全
的
活
動
の
単
位
で
一
個
の
主
体
で
あ
り
、
過
去
か
ら
現
在
 さ
 で
 一
貫
し
 

て
 諸
出
来
事
を
結
び
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
参
照
 枠
 で
、
こ
れ
を
 
持
つ
こ
と
 

で
 歴
史
意
識
に
な
り
う
る
の
だ
と
い
う
。
そ
こ
に
は
同
盟
と
い
 ぅ
 形
で
他
 

者
と
の
出
会
い
も
関
連
す
る
。
一
般
化
す
れ
ば
、
「
神
話
」
で
 は
 出
来
事
 

が
 構
造
に
吸
収
さ
れ
主
体
が
不
明
確
、
「
歴
史
」
は
主
体
が
明
 確
 で
出
来
 

事
が
 構
造
に
影
響
を
与
え
る
、
「
物
語
」
は
個
性
と
動
機
を
持
 つ
 主
人
公
 

の
 語
り
で
出
来
事
中
心
だ
が
、
主
体
が
明
確
な
点
が
神
話
と
異
 な
る
と
 見
 

る
 。
こ
の
意
味
で
「
歴
史
」
と
「
物
語
」
は
近
似
す
る
。
以
上
 の
よ
う
な
 

無
頭
 社
会
と
対
比
し
て
王
制
社
会
の
語
り
と
の
差
異
に
注
目
す
 る
と
、
 地
 

域
 的
な
共
同
性
を
保
持
す
る
自
己
意
識
Ⅱ
歴
史
意
識
が
、
王
権
 の
 出
現
 と
 

共
に
王
の
語
り
の
う
ち
に
一
元
化
さ
れ
、
そ
の
構
図
は
現
在
 ま
 で
 続
き
、
 

我
々
が
個
を
越
え
た
共
同
意
識
を
持
と
う
と
す
れ
ば
、
全
て
が
 国
家
の
語
 

り
 Ⅱ
歴
史
に
吸
引
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
 

歴
 史
は
過
去
 

の
 出
来
事
を
直
接
的
に
反
映
す
る
よ
り
も
、
主
体
（
リ
ネ
ー
ジ
、
 

村
 、
王
の
 

 
 

権
 ）
の
自
己
意
識
表
出
の
為
に
過
去
の
出
来
事
に
言
及
す
る
 語
 り
の
形
式
（
 

で
あ
り
、
特
に
王
権
や
国
家
が
こ
れ
を
利
用
し
て
文
字
を
駆
使
 し 正
史
に
 

M
 

書
き
止
め
れ
ば
、
徹
底
し
て
そ
れ
に
束
縛
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
 観
点
か
ら
 



我
々
の
文
化
の
基
盤
に
あ
り
、
想
像
力
の
固
有
で
不
変
の
形
式
 と
し
て
 強
 

要
さ
れ
て
い
る
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
国
家
意
識
を
 、
よ
 り
 広
い
地
平
 

の
中
に
位
置
付
け
る
べ
 
き
 だ
と
す
る
。
 

皿
 で
は
、
引
き
続
い
て
王
権
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
古
代
の
天
 宣
制
 を
 

ア
フ
リ
カ
の
伝
統
王
制
と
対
比
し
、
事
実
の
背
後
に
あ
る
論
理
 を
 明
ら
か
 

に
し
て
モ
デ
ル
を
作
っ
て
比
較
す
る
。
天
皇
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
 ｜
を
 支
え
 

た
の
は
生
業
や
季
節
の
循
環
に
結
び
付
い
た
一
連
の
儀
礼
体
系
 も
 
Ⅰ
、
太
白
玉
 

Ⅱ
王
が
儀
礼
の
執
行
を
通
じ
て
国
土
の
豊
館
を
司
り
、
太
陽
 や
 雨
な
ど
の
 

自
然
現
象
を
操
作
す
る
力
を
持
っ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
 は
 日
本
に
 

固
有
で
は
な
く
、
世
界
中
の
王
制
に
見
ら
れ
る
普
遍
的
現
象
で
 あ
る
。
 儀
 

礼
は
人
間
が
他
者
た
る
自
然
に
対
し
て
働
き
掛
け
 ろ
 た
め
の
 枠
 組
み
で
、
 

自
己
の
行
為
を
正
当
化
し
て
保
証
し
、
人
問
と
自
然
を
包
括
的
 に
 考
え
る
 

た
め
の
枠
組
み
を
提
供
し
て
、
不
可
知
の
要
素
を
含
む
自
然
の
 中
に
規
則
 

性
を
見
出
し
て
統
制
可
能
な
も
の
に
す
る
。
王
や
首
長
に
特
別
 な
 力
が
 備
 

わ
っ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
儀
礼
を
支
配
し
て
 
る
か
ら
 

で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
 王
 な
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
 王
 よ
り
も
 

儀
礼
と
し
て
の
王
権
だ
と
い
う
。
更
に
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
を
考
 察
し
て
、
 

王
 た
る
天
皇
は
、
冬
至
の
前
夜
に
鎮
魂
と
い
う
甦
り
の
儀
礼
を
 経
て
 、
生
 

産
さ
れ
た
初
物
を
消
費
し
、
儀
礼
的
な
死
と
再
生
を
経
験
し
て
 年
の
移
行
 

を
 遂
行
す
る
。
王
は
生
産
と
消
費
の
サ
イ
ク
ル
を
結
び
合
わ
せ
 る
 。
か
く
 

し
て
王
は
 、
 年
を
結
合
さ
せ
時
を
支
配
す
る
が
ゆ
え
に
、
循
環
 的
な
時
の
 

意
識
を
累
積
的
な
時
の
観
念
に
作
り
変
え
る
こ
と
で
歴
史
意
識
 を
 発
生
さ
 

せ
る
。
天
皇
は
宗
教
と
政
治
を
束
ね
る
存
在
、
神
聖
王
と
し
て
 儀
礼
の
体
 

系
を
掌
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
危
険
な
移
行
を
引
き
受
け
る
こ
 と
で
時
間
 

を
 支
配
し
、
新
し
い
時
間
意
識
を
導
入
す
る
。
更
に
次
の
論
文
 弔
 
Ⅰ
は
大
白
玉
 

を
め
ぐ
る
言
説
を
、
象
徴
の
表
現
・
関
係
・
効
果
を
通
じ
て
 
倹
 試
 し
、
Ⅳ
 

「
歴
史
」
が
元
号
と
い
う
象
徴
操
作
に
よ
っ
て
「
物
語
」
に
よ
 っ
て
置
 き
 

)
 

  

換
え
ら
れ
、
我
々
の
想
像
力
が
絶
え
ず
天
皇
に
引
き
寄
せ
ら
れ
 る
こ
と
に
㏄
 

警
と
 口
を
発
し
て
い
る
。
天
皇
制
の
解
読
に
よ
り
、
そ
の
呪
縛
 
か
 ら
 逃
れ
る
 

た
め
の
理
論
的
手
続
ぎ
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
 

Ⅱ
で
は
、
宗
教
史
の
中
の
様
々
な
語
り
の
位
相
を
検
討
し
、
 

ラ
 ン
ボ
ー
 

や
 バ
タ
イ
 
ユ
 ら
の
 個
 と
社
会
を
共
に
記
述
し
分
析
す
る
よ
う
な
 詩
的
言
語
 

に
 共
感
を
示
し
、
更
に
仮
面
と
想
 依
に
 見
る
個
の
融
解
を
並
行
 さ
せ
て
、
 

人
間
の
歴
史
の
な
か
で
八
社
 V
 が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
過
程
と
 、
そ
れ
を
 

廃
絶
し
ょ
う
と
す
る
試
み
を
考
察
す
る
。
 

ド
 ゴ
ン
族
の
仮
面
は
 、
こ
れ
を
 

付
け
る
こ
と
で
名
前
や
個
性
を
失
い
、
忘
我
と
 胱
 惚
を
生
み
出
 す
 。
 美
と
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
障
で
あ
る
と
共
に
、
文
化
的
・
社
会
 的
 差
異
を
 

生
み
出
し
て
維
持
す
る
。
仮
面
は
、
文
化
と
自
然
・
 生
 と
死
 

男
 と
女
な
 

ど
の
対
立
を
も
た
ら
し
、
異
質
な
二
項
を
定
立
さ
せ
、
関
係
を
 規
定
す
る
 

超
文
化
と
で
も
言
 う
 べ
き
制
度
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
個
は
内
 在
 化
さ
れ
 

ず
 限
界
も
な
く
、
集
団
的
酩
酊
 と
洸
 惚
の
中
に
理
想
が
実
現
さ
 れ
る
。
 こ
 

の
 状
態
は
、
西
洋
近
代
の
理
解
形
式
か
ら
最
も
遠
い
も
の
と
い
，
 
て
 る
が
、
 

我
々
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
こ
と
で
多
く
を
失
っ
た
と
い
う
。
 次
に
 巌
依
 

を
 取
り
上
げ
、
社
会
現
象
と
し
て
見
れ
ば
、
①
宗
教
的
社
会
的
 機
能
に
注
 

目
し
社
会
が
 糧
依
に
 
与
え
て
い
る
位
置
付
け
を
み
る
「
シ
ス
テ
 ム
 と
し
て
 

0
%
 依
 」
②
個
々
の
社
会
的
局
面
で
、
 

怒
依
が
 
人
々
に
よ
っ
て
 ど
の
よ
う
 

に
 生
き
ら
れ
、
い
か
な
る
経
験
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
を
み
る
 「
現
象
と
 

し
て
の
 恩
依
 」
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
の
特
性
は
、
開
放
性
 
可
塑
性
 



可
能
性
に
あ
り
、
社
会
変
動
に
伴
っ
て
現
わ
れ
て
移
行
を
容
易
 に
す
る
 り
 

後
者
の
特
性
 は
 、
 想
依
霊
 ，
 被
偲
 佳
音
・
第
三
者
の
三
つ
の
 頃
 か
ら
成
立
 

し
 、
集
団
の
中
に
吸
収
さ
れ
た
い
自
己
が
出
現
し
、
そ
れ
を
 想
 依
霊
 と
し
 

て
 外
部
に
止
め
よ
う
と
す
る
社
会
の
意
志
が
働
く
。
西
欧
の
「
 と
 目
白
一
の
 

よ
う
 に
八
社
Ⅴ
を
析
出
す
る
語
り
と
仮
面
や
想
依
を
対
比
す
る
，
 
」
と
で
、
 

特
別
な
個
性
を
持
ち
、
不
可
侵
の
存
在
と
し
て
の
八
社
Ⅴ
 は
自
 明
 の
も
の
 

で
は
 な
く
、
八
社
Ⅴ
の
絶
対
化
は
人
類
 史
 の
あ
る
時
点
に
始
ま
 っ
 た
も
の
 

に
 過
ぎ
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
八
社
Ⅴ
を
持
た
ず
儀
礼
の
う
ち
 に
 表
現
さ
 

れ
る
集
団
的
な
 洸
 惚
を
理
想
と
し
た
民
族
が
、
い
か
な
る
宗
教
 的
 制
度
と
 

語
り
の
変
遷
の
う
ち
に
八
社
Ⅴ
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
っ
 た
の
か
を
 

辿
る
こ
と
が
重
要
だ
、
と
指
摘
す
る
。
 

最
後
の
論
文
 は
 、
ア
フ
リ
カ
の
宗
教
研
究
の
流
れ
を
、
イ
ギ
リ
 ス
 の
う
 

ド
 ク
リ
フ
Ⅱ
ブ
ラ
ウ
ン
ら
に
よ
る
機
能
主
義
的
研
究
と
フ
ラ
ン
 ス
の
 マ
ル
 

セ
ル
・
グ
リ
オ
ー
ル
等
の
「
民
族
学
派
」
に
分
け
て
検
討
し
、
 双
 方
 と
も
 

生
業
と
宗
教
の
関
係
の
結
び
つ
ぎ
を
軽
視
し
た
と
い
う
。
 ィ
ギ
 リ
ス
 ま
、
 

@
 

宗
教
を
社
会
の
凝
集
と
存
続
に
貢
献
す
る
と
み
て
、
社
会
組
織
 の
 維
持
と
 

機
能
の
観
点
か
ら
眺
め
、
神
話
や
生
業
と
の
関
係
は
等
閑
視
 さ
 れ
た
。
古
本
 

教
は
 呪
術
的
と
さ
れ
て
実
用
の
学
と
し
て
は
関
心
外
に
お
い
た
 
ブ
 ラ
 ソ
 

ス
は
 、
研
究
を
政
策
と
は
別
に
進
め
た
が
、
独
自
の
方
法
論
を
 持
た
ず
に
 

現
地
の
思
考
様
式
と
宗
教
的
慣
行
の
記
述
に
耽
溺
し
た
。
こ
れ
 は
 植
民
地
 

紛
 

支
配
と
い
う
社
会
的
要
請
と
フ
レ
イ
ザ
ー
ら
の
進
化
論
的
 研
究
の
負
の
遺
 

 
 

 
 

に
し
、
 想
依
と
 生
業
の
関
連
も
探
る
。
 ボ
ゾ
 が
 想
依
に
 積
極
的
 評
価
を
与
 

え
な
い
の
は
、
生
業
と
宗
教
と
の
関
連
が
強
く
 、 祀
ら
れ
る
 
精
 霊
や
神
々
 

の
 数
が
少
な
く
て
儀
礼
の
場
が
限
ら
れ
、
 

被
悠
 仕
者
に
も
出
自
 の
 重
視
 

祭
祀
の
場
の
限
定
・
地
縁
の
重
視
が
課
せ
ら
れ
こ
と
が
理
由
と
 し
て
挙
げ
 

ら
れ
る
。
宗
教
と
生
業
と
結
び
付
か
な
い
他
の
社
会
の
事
例
で
 は
 、
 想
依
 

が
 社
会
・
文
化
変
動
の
所
産
と
し
て
発
生
し
、
そ
の
特
徴
は
可
 塑
性
や
過
 

渡
 性
に
見
ら
れ
、
こ
れ
ほ
宗
教
体
系
の
変
容
な
い
し
自
己
発
展
 と
し
て
も
 

解
釈
し
 ぅ
 る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
生
業
の
視
点
に
沿
っ
て
 、
ア
フ
リ
 

力
の
宗
教
体
系
の
研
究
史
を
述
べ
、
そ
の
社
会
の
宗
教
の
歴
史
 的
 変
化
を
 

跡
付
け
る
作
業
で
あ
る
。
 

本
書
の
基
本
的
視
点
は
、
「
宗
教
と
ほ
他
の
な
に
に
も
ま
し
て
 強 く
物
 

語
 を
生
き
る
社
会
的
場
」
と
見
て
、
「
物
語
の
社
会
的
受
容
と
い
 ぅ
 問
題
 

や
 、
制
度
が
い
か
に
物
語
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
 ぅ
 問
題
」
 

に
 取
り
組
む
こ
と
が
主
題
で
あ
り
、
多
く
の
斬
新
な
提
案
や
考
 票
 が
展
開
 

さ
れ
て
い
る
。
但
し
 、
 幾
つ
か
の
問
題
点
が
な
い
わ
ば
で
は
な
 い
 。
第
一
 

に
は
、
物
語
と
い
う
概
念
の
含
む
領
域
が
広
大
な
こ
と
で
あ
る
 。
口
頭
位
 

承
 に
よ
り
そ
の
場
限
り
の
一
回
 性
 を
も
っ
て
消
滅
す
る
も
の
か
 ら
 、
古
代
 

に
 書
き
留
め
ら
れ
何
度
も
参
照
可
能
で
し
か
も
昇
任
が
あ
る
 文
 駅
 ま
で
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
告
白
か
ら
仮
面
や
想
 依
 、
更
に
新
宗
教
の
法
座
 ま
で
、
 現
 

代
の
職
業
作
家
の
作
品
か
ら
複
数
の
伝
承
が
 淘
い
 交
ぜ
に
さ
れ
 た
 叙
事
詩
 

ま
で
が
包
括
さ
れ
る
。
確
か
に
、
 

ボ
ゾ
 と
い
う
民
族
で
の
伝
承
 を
 通
じ
て
 

の
神
話
・
歴
史
・
物
語
の
差
異
と
共
通
性
を
探
る
と
い
う
よ
 う
 に
 文
脈
が
の
 

 
 

明
確
で
相
互
照
射
さ
れ
る
場
合
に
は
説
得
力
を
も
つ
。
し
か
し
 、
 読
み
 進
 

む
ほ
 
つ
れ
て
最
初
の
物
語
に
つ
い
て
の
一
般
理
論
を
め
ぐ
る
 考
 察
が
 、
 次
鵠
 

第
 に
色
 裡
 せ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
物
語
と
い
う
概
念
は
 、
そ
の
 冬
 



諸
住
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
、
個
々
の
文
脈
に
照
ら
し
て
 精
 級
 化
す
る
 

必
要
が
あ
る
。
一
般
理
論
を
作
る
場
合
に
は
、
語
り
の
 質
と
構
 成
 に
着
目
 

し
て
、
既
に
指
摘
さ
れ
た
完
結
性
・
全
体
性
・
緊
密
性
が
妥
当
 
か
ど
う
 

か
、
 全
て
の
社
会
的
経
験
が
背
後
に
物
語
を
持
つ
と
断
言
で
き
 る
か
ど
う
 

か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
中
の
語
り
は
、
参
加
者
が
 共
に
作
り
 

上
げ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
の
は
そ
の
生
成
の
過
程
の
 在
り
方
 

視
点
の
交
錯
の
動
態
・
生
成
の
場
の
雰
囲
気
で
あ
り
、
そ
の
場
 で
 使
用
さ
 

ね
 、
解
釈
さ
れ
る
当
事
者
の
概
念
の
解
釈
こ
そ
が
焦
点
に
な
る
 と
 思
わ
れ
 

る
 。
 

二
番
目
は
 、
レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
的
手
法
の
適
用
に
つ
い
て
 
で
あ
 

る
 。
著
者
は
、
個
別
分
野
の
専
門
家
か
ら
見
れ
ば
本
書
は
過
度
 に
一
般
化
 

さ
れ
個
々
の
事
実
が
論
理
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
映
る
が
、
 

こ
 @
 
」
で
目
指
 

す
の
は
末
梢
的
な
議
論
で
は
な
く
個
々
の
資
料
の
総
合
で
あ
り
 、
 我
々
の
 

想
像
力
を
拘
束
し
続
け
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
て
、
物
語
を
支
 ，
 
え
る
基
本
 

的
 構
図
を
照
射
し
て
歴
史
的
条
件
を
明
ら
か
に
し
、
物
語
の
呪
 縛
を
逃
れ
 

る
 方
策
を
示
す
と
主
張
す
る
。
確
か
に
日
本
神
話
や
天
皇
制
の
 構
造
分
析
 

は
 、
外
的
要
素
と
し
て
の
社
会
と
歴
史
の
変
動
の
重
要
性
を
浮
 き
 彫
り
に
 

し
 、
平
安
朝
の
共
同
性
の
不
在
の
中
で
の
物
語
の
持
つ
緊
張
を
 明
ら
か
に
 

し
て
、
そ
れ
と
の
照
応
に
よ
り
ア
フ
リ
カ
の
事
例
も
深
く
読
み
 込
め
る
よ
 

う
 に
な
っ
た
。
し
か
し
、
最
も
説
得
力
の
あ
る
の
は
フ
ィ
ー
 ル
 ド
 体
験
の
 

あ
る
 ポ
ゾ
 の
考
察
な
の
で
あ
る
。
徹
底
し
た
個
別
・
具
体
の
 
考
察
こ
そ
 

が
 、
結
果
と
し
て
普
遍
・
抽
象
に
至
る
と
い
う
帰
納
法
に
も
 う
 少
し
こ
 
だ
 

わ
り
続
け
て
み
た
い
気
も
す
る
。
神
話
・
歴
史
・
物
語
に
あ
た
 る
ボ
ゾ
語
 

の
 概
念
か
ら
出
発
し
て
、
日
本
語
と
現
地
詰
と
の
 ズ
レ
 を
見
極
 め
つ
つ
 提
 

示
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
は
残
る
。
更
に
こ
れ
ら
の
事
例
が
 常
に
権
力
 

に
 関
わ
っ
て
い
る
以
上
、
漠
然
た
る
力
の
概
念
を
操
作
・
変
容
 させ
て
 
民
瑚
 

衆
を
取
り
込
ん
だ
り
、
社
会
を
階
層
化
し
た
り
す
る
動
き
が
あ
 り
 、
そ
の
の
 

 
 

場
合
に
は
物
語
を
受
容
す
る
側
の
多
義
的
な
解
釈
か
ら
、
一
転
 し
て
権
力
㏄
 

を
 批
判
的
に
照
射
し
直
す
と
い
う
動
態
的
過
程
が
あ
る
の
で
は
 よ
、
 

え
 Ⅰ
 @
0
 

カ
 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
循
環
的
時
間
と
累
積
的
時
間
の
考
察
や
文
 字
の
機
能
 

の
 考
察
も
よ
り
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
 

三
番
目
と
し
て
、
な
ぜ
八
粒
 V
 
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
出
発
点
に
 す
る
の
 

か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
む
し
ろ
西
欧
の
よ
う
に
八
粒
 V
 を
 強
 く
 意
識
す
 

る
 社
会
の
ほ
う
が
特
殊
な
歴
史
を
辿
っ
て
き
た
、
と
い
う
視
点
 
に
 立
っ
 

て
 、
相
対
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
論
理
的
整
合
性
を
優
 克
 す
る
こ
 

と
と
、
個
の
析
出
Ⅱ
近
代
化
と
い
う
前
提
が
無
意
識
の
う
ち
に
 入
り
込
ん
 

で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
、
八
粒
 V
 や
八
個
 V
 
と
八
 共
同
 

性
 V
 
の
は
ざ
ま
を
徹
底
し
て
見
つ
め
直
す
こ
と
が
重
要
た
課
題
 と
な
る
で
 

あ
ろ
う
。
以
上
、
幾
っ
か
の
点
を
指
摘
し
た
が
、
本
書
は
野
心
 的
 試
み
と
 

し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
明
快
な
論
旨
や
大
き
な
視
野
か
ら
 の
 比
較
に
 

よ
る
一
般
化
に
特
色
が
あ
っ
て
刺
激
的
で
あ
る
。
む
し
ろ
些
末
 に
こ
だ
わ
 

る
こ
と
で
見
失
う
こ
と
の
危
険
が
大
き
い
と
い
う
べ
 き
 な
の
か
 

も
し
れ
た
 

 
 

 
 



書評と紹介 

長
谷
部
八
期
 

著
 

ヨ
祈
禧
 

儀
礼
の
世
界
 

力
 、
 
、
、
 

と
ホ
 
ト
ケ
 
の
民
俗
 

諸
ヒ
 

名
著
出
版
平
成
四
年
十
月
三
十
日
 

A
5
 

版
三
三
五
頁
六
八
 

0
0
 

円
 

川
村
邦
 光
 

本
書
の
題
名
を
眼
に
し
て
、
ど
こ
に
で
も
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
 

馴
 
染
み
の
 

あ
る
言
葉
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
考
え
て
み
る
と
、
 

W
 
祈
禧
 
儀
礼
 
ル
 
と
ほ
き
 

ね
 
め
て
新
し
い
舌
口
業
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
。
 

本
書
は
著
者
の
五
、
六
年
間
に
わ
た
る
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
 

に
も
と
 

  

と
い
た
も
 

た
の
 

て
や
な
 

い
し
も
の
 
い
想
か
 

ぅ
 
志
向
（
嗜
好
）
に
傾
い
て
い
た
と
い
え
 

よ
う
 

。
あ
る
い
は
、
 

滅
び
い
く
 

民
俗
に
対
す
る
、
愛
惜
の
念
か
ら
、
せ
め
て
は
記
録
に
留
め
て
 

お
こ
う
と
 

い
う
殊
勝
な
意
欲
に
も
と
づ
い
て
、
 

n
 
現
在
 
ル
 
に
は
眼
を
つ
む
 

り
、
 

"
 
過
 

去
 
"
 
の
姿
を
発
掘
し
ょ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
 

過
去
の
遺
 

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
は
歴
史
を
探
り
つ
り
、
シ
ャ
 l
 
マ
ニ
ズ
 

ム
 の
 
"
 現
在
に
 "
 鋭
く
切
り
込
ん
で
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

こ
れ
ま
で
と
い
お
う
か
、
つ
い
最
近
ま
で
、
 

ガ
 民
俗
 ル
 と
い
う
 音
一
 

ロ
 葉
で
 

表
わ
す
と
、
ど
う
も
古
く
さ
い
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
拭
い
 去
る
こ
と
 

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
ほ
な
か
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
 "
 宗
教
 ル
 レ
 し
い
 二
ノ
 
@
 口
 

葉
 で
も
、
同
様
で
あ
ろ
う
。
な
に
や
ら
辛
気
臭
く
 、
 暗
い
。
 だ
 が
、
ガ
民
 

俗
け
 や
 
"
 宗
教
 ガ
 と
い
う
言
葉
、
ま
た
そ
の
 イ
メ
一
ジ
が
、
少
 た
か
ら
ず
 

変
わ
っ
て
き
た
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
 
は
 、
 w
 都
市
伝
説
 ガ
 と
か
、
 

Ⅴ
都
市
民
俗
学
 ガ
 と
か
い
っ
た
も
の
、
同
次
に
な
る
か
わ
か
ら
 な
い
ほ
ど
 

だ
が
、
宗
教
ブ
ー
ム
の
勃
興
が
介
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
 も
で
き
よ
 

@
 。
 

し
か
し
、
イ
タ
 
コ
や
ユ
 タ
な
ど
と
い
っ
た
巫
女
に
し
て
も
、
 

低
 き
も
の
 

信
仰
に
し
て
も
、
い
わ
ば
 ル
 現
在
 ガ
を
 生
き
て
い
る
こ
と
に
 気
 つ
く
こ
と
 

に
な
る
。
決
し
て
 

ソ
 過
去
 ガ
の
 遺
物
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
 ガ
 民
俗
 ガ
や
 

"
 宗
教
 "
 と
い
う
概
念
に
い
わ
ば
地
殻
変
動
が
起
こ
っ
て
い
る
 と
 考
え
 ろ
 

れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
概
念
が
か
ぎ
り
な
く
幅
広
く
 な
ろ
 う
と
 

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
奥
深
い
と
こ
ろ
で
、
 

ガ
 本
質
 け
 に
対
す
 る
 希
求
、
 

そ
し
て
そ
れ
が
り
現
在
 ル
 の
な
か
に
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
る
 知
覚
、
 あ
 

る
い
は
ま
た
近
代
的
な
 ガ
 民
俗
 ガ
 概
念
、
と
り
わ
け
 "
 宗
教
 ガ
 概
念
に
対
 

す
る
問
い
か
け
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

"
 祈
禧
 儀
礼
け
と
い
う
概
念
に
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
読
み
 
と
る
こ
 

け
 

 
 

と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
般
の
人
び
と
に
と
っ
て
 は
た
ん
な
㏄
 

る
 慣
習
と
し
て
、
僧
侶
や
神
官
に
と
っ
て
は
営
利
活
動
と
し
て
 行
 な
わ
れ
Ⅲ
 

て
き
た
、
生
の
儀
礼
や
死
の
儀
礼
を
、
日
常
の
世
界
を
超
え
る
 よ
う
な
 生
 



含
 も
し
く
は
こ
こ
ろ
を
つ
ち
か
う
、
生
き
た
 ガ
 民
俗
 ガ
 と
し
て
 
、
ま
っ
と
 

う
な
 
"
 宗
教
 ガ
 と
し
て
あ
ら
た
め
て
引
き
受
け
て
、
と
ら
え
 
返
す
こ
と
 

が
 求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
 う
 。
 

ま
ず
、
私
な
り
の
関
心
に
し
た
が
っ
て
 、
 感
じ
た
こ
と
を
 交
 
え
た
 が
 

ら
 、
本
書
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
著
者
は
「
ま
え
が
き
」
の
な
 か
で
、
 一
 
@
 
日
 

取
 正
男
と
主
宰
諸
成
 の
 
「
葬
式
仏
教
」
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
 、
「
民
衆
 

の
祈
禧
に
 対
す
る
ニ
ー
ズ
」
が
決
し
て
低
く
な
る
こ
と
は
な
か
 っ
 た
と
い
 

い
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 

葬
式
仏
教
の
進
展
が
、
民
衆
の
祈
席
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
低
下
 を
意
 

抹
 す
る
と
速
断
し
て
は
な
る
ま
い
。
確
か
に
古
代
仏
教
の
帯
び
 た
鮮
 

明
な
祈
禧
 色
は
中
世
末
か
ら
近
世
へ
と
次
第
に
薄
ら
ぎ
、
葬
祭
 レ
 
@
 し
の
 

傾
向
を
強
め
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
方
で
、
仏
教
と
り
わ
け
 密
教
 

や
日
蓮
（
法
華
）
宗
と
神
道
・
修
験
道
・
道
教
・
陰
陽
道
な
ど
 と
の
 

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
な
交
渉
は
進
み
、
民
衆
を
と
り
ま
く
 ソ
祈
 禧
文
 

化
け
（
仮
に
そ
 う
 呼
ぶ
）
は
、
か
え
っ
て
間
口
を
広
げ
て
い
っ
 
た
と
 

み
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

こ
れ
は
、
主
宰
諸
成
 が
 
「
葬
式
仏
教
 日
 の
な
か
で
展
開
し
た
、
 
治
 病
｜
 

招
 幅
１
葬
祭
と
い
う
ふ
 5
 に
推
移
し
た
と
す
る
日
本
仏
教
論
に
 対
す
る
 批
 

判
 と
し
て
、
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
著
者
は
葬
祭
化
 へ
 の
 推
移
を
 

「
表
層
の
変
化
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
が
、
他
方
で
は
「
基
層
の
 
霊
魂
 観
 」
 

に
 寄
り
か
か
る
形
で
葬
祭
化
し
て
い
っ
た
と
、
い
わ
ば
修
正
す
 る
 。
お
そ
 

ら
く
お
お
よ
そ
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
表
層
の
変
 化
」
と
い
 

5
%
 

甘
い
方
は
も
っ
と
慎
重
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 は
た
し
て
 

日
本
仏
教
の
葬
祭
化
は
「
表
層
の
変
化
」
と
い
っ
て
い
い
の
だ
 ろ
 う
か
 。
 

ま
た
、
日
本
仏
教
の
「
基
層
」
と
「
表
層
」
と
い
う
 ]
=
 

ロ
い
 方
、
 
な
に
を
も
 

っ
て
「
基
層
」
と
し
、
「
表
層
」
と
す
る
の
か
、
も
う
少
し
言
葉
 
な
づ
 
く
℡
 

し
て
ほ
し
い
。
も
と
よ
り
本
書
の
テ
ー
マ
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
 な
の
で
は
め
 

 
 
 
 
 
 

あ
る
が
。
 

日
本
仏
教
や
神
道
の
帯
び
る
習
合
性
は
か
く
し
て
、
民
俗
社
会
 の
原
 

質
を
構
成
す
る
 呪
 約
１
霊
的
要
素
と
の
関
連
と
、
大
陸
か
ら
の
 将
来
 

宗
教
（
思
想
）
た
る
道
教
・
陰
陽
道
や
儒
教
な
ど
と
の
関
連
の
 両
袖
 

が
 交
差
し
た
時
空
に
形
成
・
展
開
さ
れ
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。
 

著
者
の
日
本
宗
教
観
と
い
え
よ
 う
 。
こ
こ
に
も
、
「
基
層
」
と
「
 
表
層
」
 

と
い
う
 @
 甘
い
方
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
ぎ
そ
う
で
あ
る
。
「
 
基
 層
 」
 シ
 し
し
 

て
の
「
民
俗
社
会
の
原
質
を
構
成
す
る
 呪
 約
１
霊
的
要
素
」
、
「
 表
層
」
と
 

し
て
の
道
教
・
陰
陽
道
や
儒
教
な
ど
、
そ
し
て
そ
の
 "
 習
合
 態
 ガ
 と
し
て
 

0
 日
本
仏
教
・
神
道
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
し
て
し
ま
う
こ
と
 は
 誤
り
で
 

あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
著
者
の
見
解
を
歪
め
て
し
ま
う
の
か
 も
し
れ
た
 

い
 。
と
は
い
え
、
図
式
的
す
ぎ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
 

日
本
仏
教
の
「
習
合
性
」
に
つ
い
て
は
よ
く
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
 だ
が
、
 

神
道
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
い
わ
れ
た
た
め
し
が
な
い
 。
民
族
 固
 

有
の
宗
教
と
い
っ
た
言
い
方
が
、
お
お
か
た
な
さ
れ
て
ぎ
た
の
 だ
。
か
っ
 

て
で
あ
れ
、
今
日
で
あ
れ
、
 

ガ
 神
道
 ガ
 な
る
も
の
の
「
習
合
性
 」
に
関
し
 

て
は
、
折
口
信
夫
の
見
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
さ
ら
に
追
究
 す
べ
き
 テ
 

l
 
％
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
 

「
現
世
の
利
益
・
加
護
を
神
仏
に
い
の
る
」
こ
と
、
こ
れ
が
 著
 者
の
規
 

走
 す
る
 
"
 祈
薦
 儀
礼
 ル
 で
あ
る
。
日
蓮
（
法
華
）
 

宗
 、
吉
田
神
 道
 
・
 橘
神
 

道
を
対
象
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
と
も
に
、
文
献
 研
 究
も
加
え
 



三包 き亘 レネ 亘オト 

て
 、
こ
の
 
ル
 新
禧
儀
礼
 ガ
の
 研
究
の
成
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

本
書
は
三
 

部
 構
成
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
は
日
蓮
宗
の
祈
 碍
師
 ・
初
席
 儀
 礼
 、
第
二
 

は
神
道
の
祈
 禧
 儀
礼
、
第
三
は
地
域
社
会
の
治
 病
 儀
礼
を
中
心
 と
し
た
 折
 

禧
 儀
礼
に
関
し
て
で
あ
る
。
 

一
、
ニ
 、
三
章
で
は
、
日
蓮
宗
の
祈
薦
僧
Ⅱ
修
法
師
と
そ
の
新
禧
 法
が
 

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
修
法
師
は
シ
ャ
ー
マ
ン
的
プ
リ
ー
ス
 ト
 と
し
て
 

考
察
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
ま
で
「
シ
ャ
ー
マ
ン
的
 力
能
 を
有
 す
る
加
持
 

僧
 
・
修
行
僧
が
不
問
」
に
付
さ
れ
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
著
者
 の
 シ
ャ
ー
 

マ
ソ
的
 プ
リ
ー
ス
ト
論
を
み
て
み
よ
う
。
修
法
師
は
、
シ
ャ
ー
 マ
ソ
 の
 イ
 

ニ
 シ
ェ
ー
シ
，
 
ソ
 過
程
か
ら
み
て
、
修
行
型
と
召
命
型
の
う
ち
、
 

前
者
の
 

タ
イ
プ
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
修
法
師
は
、
神
霊
・
精
霊
 や
 生
霊
・
 死
 

霊
 と
い
っ
た
外
在
す
る
霊
的
存
在
を
自
ら
に
 想
 入
さ
せ
る
霊
媒
 型
 シ
 ャ
｜
 

マ
ソ
 が
「
ト
ラ
ン
ス
状
態
（
意
識
の
変
異
状
態
）
で
示
す
激
し
 い
 言
動
を
 

「
タ
ク
ル
」
と
か
「
タ
ク
 
ズ
ル
 」
と
形
容
 し
 、
一
線
を
画
そ
う
と
 し
が
ち
」
 

で
あ
り
、
「
彼
ら
自
身
は
、
霊
的
存
在
と
対
話
し
た
り
そ
の
姿
を
 み
た
り
 

声
を
聞
く
な
ど
」
と
い
う
点
か
ら
、
予
言
者
型
シ
ャ
ー
マ
ン
の
 特
徴
を
示
 

す
と
し
て
い
る
。
 

こ
こ
で
は
、
修
法
師
Ⅱ
シ
ャ
ー
マ
ソ
の
類
型
化
が
 ィ
ニ
シ
ヱ
｜
 
シ
ョ
ン
 

過
程
と
儀
礼
執
行
の
際
の
状
態
ま
た
霊
的
存
在
と
の
関
わ
り
と
 い
 う
、
二
 

つ
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
 の
 四
類
型
 

Ⅱ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
な
ん
ら
か
の
内
的
な
連
関
性
が
あ
る
の
だ
 
ろ
 う
か
 。
 ィ
 

タ
コ
 な
ど
と
称
さ
れ
る
盲
目
の
巫
な
は
一
般
に
修
行
型
シ
ャ
 ｜
 マ
ン
 と
し
 

Ⅲ
 
て
 類
型
化
さ
れ
て
い
る
が
、
修
法
師
と
同
じ
な
の
だ
ろ
う
 か
 
（
私
は
修
行
 

型
 
・
召
命
型
の
類
型
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
）
 

。
ま
た
、
 

ィ
タ
コ
 な
ど
は
霊
媒
型
シ
ャ
 
一
 マ
ン
と
も
み
ら
れ
る
が
。
死
者
 の
霊
の
旺
 山
 

り
な
し
て
も
、
激
し
い
言
動
を
示
す
こ
と
は
な
い
。
修
法
師
の
壬
 
自
棄
 は
自
 

命
 な
り
の
信
仰
・
信
条
に
し
た
が
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 修
法
師
自
 

身
は
先
の
よ
う
に
霊
的
存
在
と
の
関
わ
り
を
話
し
て
い
る
が
、
 そ
の
依
頼
 

者
 
・
信
者
・
地
域
住
民
は
修
法
師
と
霊
的
存
在
と
の
関
わ
り
を
 どの
よ
う
 

に
 考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
宗
教
者
 0
 分
類
に
 

は
 大
切
だ
と
考
え
る
。
 

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
 
ル
カ
ガ
 の
観
念
に
つ
い
て
の
指
摘
で
 あ
る
。
 

「
久
遠
の
本
仏
の
仏
力
」
「
修
法
師
の
信
力
」
「
法
華
経
の
経
力
（
 

法
力
）
」
 、
 

こ
の
三
ヵ
が
感
応
し
て
生
れ
る
修
法
師
の
「
加
持
刀
」
、
四
 つ
 の
ル
 キ
川
 

%
 
け
 

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
修
法
師
の
帯
び
る
 ル
カ
 "
 で
 あ
る
。
 
こ
 

の
 
"
 カ
ル
 
の
観
念
を
さ
ら
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
 る
 。
災
厄
 

を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
、
 

邪
 霊
や
疫
神
、
生
霊
、
死
霊
も
 、
 n
 
カ
ガ
 の
 観
 

念
か
ら
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
礼
場
面
の
考
察
に
新
た
 な
領
 野
を
 

切
り
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
 人
 び
と
の
 身
 

体
 観
や
宗
教
観
に
潜
在
す
る
 ル
カ
 "
 に
関
す
る
観
念
も
含
め
る
 な
ら
、
 修
 

法
師
の
構
成
す
る
宗
教
的
世
界
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
 ル
カ
ガ
 の
 関
係
か
ら
 

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
 

著
者
は
じ
つ
に
多
く
の
地
に
お
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
 何
 な
っ
 

て
い
る
。
八
章
か
ら
十
二
章
に
は
、
そ
れ
が
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
 く
 記
さ
れ
 

て
い
る
。
高
知
県
の
宿
毛
市
・
中
村
市
な
ど
、
愛
媛
県
の
宇
和
島
 

 
 

 
 

山
口
県
萩
市
見
高
、
そ
し
て
種
子
島
が
調
査
 地
 で
あ
る
。
数
多
 く
の
事
例
 

(
 

を
 集
め
る
 
ぅ
 え
で
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
 、
多
大
用
 

な
 労
力
を
要
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
怠
惰
な
私
に
は
と
う
て
い
 な
せ
る
わ
 



ざ
 で
は
な
い
と
思
っ
た
。
 

私
が
興
味
深
く
読
ん
だ
の
は
、
 

祈
而
 儀
礼
の
失
敗
を
報
告
し
て
 い
る
 事
 

側
 で
あ
る
。
な
か
な
か
 聞
 ぎ
に
く
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
 

祈
禧
 師
 
・
 祈
禧
 

僧
 が
自
分
の
 
ガ
カ
 "
 と
邪
 霊
な
ど
の
 
ガ
カ
 "
 の
関
係
を
ど
の
よ
 
う
 に
説
得
 

力
 の
あ
る
説
明
を
し
た
の
か
、
そ
し
て
当
事
者
や
近
親
者
、
周
 四
 の
 人
び
 

と
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
納
得
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
 う
し
 
て
 納
得
し
 

な
か
っ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
 

著
者
は
医
療
大
損
学
的
な
視
点
を
組
み
入
れ
て
、
事
例
を
分
析
 し
て
い
 

る
が
、
 ガ
 多
元
的
医
療
体
系
 ガ
を
 当
事
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
 
経
路
で
利
 

用
 し
た
り
、
失
敗
し
た
場
合
、
ま
た
不
満
だ
っ
た
場
合
、
ど
の
 よ
う
な
 方
 

向
 へ
と
経
路
を
転
換
さ
せ
た
り
す
る
の
か
、
と
ぎ
ど
き
に
応
じ
 て
 組
み
替
 

え
ら
れ
る
当
事
者
た
ち
の
病
に
対
す
る
解
釈
 ｜
 納
得
の
仕
方
は
 ど
の
よ
う
 

に
な
っ
て
い
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
事
例
の
分
析
を
し
て
ほ
 し
い
と
 思
 

っ
た
 。
さ
さ
い
な
こ
と
、
ま
た
私
自
身
に
ほ
な
し
え
な
い
要
望
 ば
か
り
を
 

述
べ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
広
範
囲
に
わ
た
る
 

｜
レ
 

ド
ワ
ー
ク
の
成
果
に
も
と
づ
い
て
、
 

"
 祈
禧
 儀
礼
 ガ
論
 、
ひ
い
 
て
は
 
け
祈
 

肩
 文
化
 ガ
 論
の
展
開
を
期
待
す
る
者
は
、
 

私
 ば
か
り
で
は
な
い
 だ
ろ
う
。
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目
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一
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女
宮
信
哉
 

本
書
 は
 、
マ
イ
ナ
ー
・
ロ
ジ
ヤ
 l
 ス
 と
 ア
ン
・
ロ
ジ
ャ
ー
 ス
 （
 ワ
シ
 ソ
 

ト
ン
，
ア
ン
ド
・
 リ
｜
 大
学
教
員
）
に
よ
る
英
文
の
本
格
的
な
蓮
如
の
研
 

究
 で
あ
る
。
全
体
は
、
八
章
か
ら
成
る
が
、
「
蓮
如
の
生
涯
と
田
 
り
 
想
」
「
 
手
 

紙
 」
「
遺
産
」
の
三
部
に
分
か
れ
る
。
第
二
車
「
 
序
 」
に
お
い
て
 著
者
は
、
 

「
蓮
如
は
何
者
か
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
、
「
本
書
の
意
図
 
は
 、
蓮
如
 

と
 彼
の
浄
土
真
宗
の
歴
史
に
お
け
る
貢
献
を
比
較
宗
教
史
の
観
 点
か
ら
 紹
 

介
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
蓮
如
の
評
 価
 に
っ
 い
 

て
は
、
真
宗
学
に
み
ら
れ
る
伝
統
的
信
仰
の
側
か
ら
の
解
釈
 と
 歴
史
学
に
 

み
ら
れ
る
近
代
的
研
究
の
側
か
ら
の
解
釈
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
 れ
に
短
所
 

が
あ
る
と
い
う
。
 

八
 伝
統
的
信
仰
 V
 。
著
者
は
、
蓮
如
を
伝
統
的
信
仰
か
ら
理
解
 す
る
た
 

め
に
は
、
第
一
段
階
と
し
て
、
親
鸞
が
立
っ
た
大
乗
仏
教
の
立
 場
 を
埋
 解
 

一
し
 、
第
二
段
階
と
し
て
、
 親
驚
 と
そ
の
教
え
が
、
没
後
、
人
 間
の
歴
史
の
 

一
な
か
に
現
わ
れ
た
弥
陀
の
本
願
の
究
極
的
真
理
と
み
な
さ
れ
 
る
よ
う
に
な
 

一
 っ
た
そ
の
道
筋
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
 5
 。
著
者
が
 重
視
す
る
の
 

は
 、
第
二
段
階
に
お
け
る
宗
教
的
シ
ン
ポ
 ル
 の
変
質
で
あ
る
。
 た
と
え
ば
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「
浄
土
真
宗
」
と
い
う
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
は
、
も
と
 

挽
輯
 に
お
 
い
て
、
 法
 

然
の
教
え
の
真
実
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
 

親
 朔
日
没
後
、
 
b
 
本
脈
の
 名
 

前
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

八
 近
代
的
研
究
 V
 。
著
者
 は
 、
戦
後
 

の
 蓮
如
研
究
、
と
く
に
服
部
之
総
の
「
蓮
如
 三
 が
果
し
た
役
割
 を
 高
く
評
 

価
す
る
。
し
か
し
服
部
や
家
永
三
郎
を
始
め
と
す
る
戦
後
の
真
 宗
 研
究
は
 

真
宗
学
と
ほ
と
ん
ど
共
通
の
場
所
を
見
出
さ
な
い
こ
と
を
指
摘
 し
 、
同
時
 

に
 、
二
葉
 憲
香
 
に
お
い
て
、
仏
教
 丈
 に
立
っ
て
、
服
部
や
家
 永
 の
 立
場
を
 

み
る
総
合
的
な
見
地
が
あ
ら
わ
れ
た
と
す
る
。
 

八
 比
較
的
見
地
 V
 。
こ
こ
 

で
 著
者
は
、
自
ら
の
研
究
を
進
め
る
た
め
に
、
比
較
宗
教
史
家
 で
あ
る
 ウ
 

ィ
 ル
フ
レ
ッ
ド
・
カ
ン
ト
ウ
 ヱ
ル
 ・
ス
ミ
ス
の
方
法
に
眼
を
転
 
じ
る
。
 
ス
 

ミ
ス
の
方
法
論
を
基
礎
と
し
て
、
著
者
は
、
蓮
如
の
生
涯
 と
思
 想
 、
手
紙
 

そ
し
て
遺
産
が
 

け
 単
数
と
し
て
の
宗
教
史
け
に
日
本
仏
教
徒
が
 参
加
し
た
 

例
 と
し
て
み
、
伝
統
的
な
真
宗
学
の
方
法
と
現
代
の
批
判
的
研
 先
方
法
を
 

共
に
取
り
入
れ
て
こ
の
研
究
を
行
 う
 の
だ
と
言
明
す
る
。
ま
た
 一
一
葉
と
 
ス
 

ミ
ス
の
方
法
的
近
似
性
に
触
れ
、
両
者
に
立
場
の
違
い
を
認
め
 つ
つ
も
、
 

と
も
に
歴
史
家
と
し
て
「
世
俗
的
な
る
も
の
と
超
越
的
な
る
も
 の
の
場
」
 

と
し
て
宗
教
を
み
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
 著
者
が
本
 

書
 に
お
い
て
重
視
す
る
蓮
如
の
「
安
心
」
に
つ
い
て
の
の
（
（
 
-
 
の
ヰ
 日
ヨ
ヰ
と
 

翻
訳
し
、
 
親
 尻
の
「
信
心
」
（
 h
p
@
 

庄
 ）
と
区
別
す
る
旨
に
っ
 い
 て
 言
及
す
 

6
0
 

以
上
、
「
 序
 」
に
つ
い
て
略
述
し
た
が
、
評
者
は
、
こ
の
著
者
の
 方
法
、
 

す
な
わ
ち
真
宗
学
の
教
学
史
・
信
仰
史
的
文
脈
と
歴
史
学
の
批
 制
約
文
脈
 

の
 相
方
を
共
に
重
視
す
る
と
い
う
比
較
的
方
法
を
よ
く
て
 

解
 で
き
る
 

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
 

以
下
は
本
書
の
第
一
部
で
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
で
あ
る
 。
全
体
 

と
し
て
、
 
ス
、
、
、
ス
 

の
方
法
に
示
唆
さ
れ
つ
つ
、
本
願
寺
の
宗
教
 的
シ
ソ
ボ
 

ル
が
 蓮
如
の
時
代
か
ら
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
 扱
っ
て
 
い
 

る
 。
デ
ィ
テ
ー
ル
に
ま
で
は
触
れ
ら
れ
な
い
が
、
以
下
第
二
章
 か
ら
第
四
 

章
 ま
で
の
流
れ
を
簡
単
に
追
っ
て
み
た
い
。
 

第
二
章
「
出
家
大
谷
本
願
寺
」
は
四
節
よ
り
成
る
。
 
八
 幼
年
 期
 V
 。
 

こ
こ
で
は
、
「
英
悟
 記
 ヒ
や
「
蓮
如
上
人
遺
徳
 記
 」
に
眼
を
や
り
 な
が
ら
、
 

蓮
如
の
母
、
当
時
の
本
願
寺
、
そ
の
困
窮
の
体
験
に
つ
い
て
 
述
 べ
る
。
 

八
宗
派
教
育
 V
 。
青
蓮
院
で
得
度
し
た
蓮
如
が
身
内
の
者
か
ら
 真
宗
教
義
 

を
 相
伝
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
蓮
如
が
真
宗
の
典
籍
を
数
多
く
 筆
写
し
た
 

こ
と
、
に
つ
い
て
概
説
す
る
。
 

八
 網
織
 V
 。
網
織
後
の
蓮
如
の
 真
宗
典
籍
 

の
 書
写
、
「
正
信
 侮
 大
意
」
（
一
四
六
 
0
 ）
の
著
述
、
最
初
の
 
「
手
紙
 ヒ
 

二
四
六
一
）
そ
し
て
近
江
に
お
け
る
蓮
如
の
教
化
活
動
に
 @
 及
 す
る
。
 

六
大
谷
破
却
 V
 。
延
暦
寺
衆
徒
に
 よ
 る
大
谷
本
願
寺
の
襲
撃
に
 触
れ
、
 そ
 

れ
が
強
力
な
宗
教
教
団
を
形
成
す
る
転
回
報
に
な
っ
た
こ
と
を
 指
摘
。
 や
 

が
て
一
四
七
一
年
に
吉
崎
に
坊
舎
を
建
て
た
こ
と
に
言
い
及
ぶ
  
 

第
三
章
「
危
機
吉
崎
」
は
、
五
節
よ
り
成
る
。
吉
崎
を
中
心
 
と
す
る
 

蓮
如
の
活
動
に
つ
い
て
扱
 う
 。
 八
 政
治
的
激
動
 V
 。
こ
こ
で
は
 応
仁
の
乱
 

に
 言
及
し
、
そ
の
加
賀
越
前
の
状
況
を
傭
敬
す
る
。
富
樫
正
親
 0
 弾
圧
、
㈲
 

蓮
如
の
態
度
、
さ
ら
に
弟
子
安
芸
 蓮
 崇
の
謀
叛
、
吉
崎
大
火
に
 触
れ
る
。
 

八
宗
教
権
力
の
デ
ィ
レ
 

ソ
マ
 V
 。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
マ
イ
ケ
 
 
 

モ
ソ
 の
同
名
の
 
ヱ
 セ
 l
 に
よ
る
。
宗
教
権
力
の
デ
ィ
レ
 ソ
マ
と
 は
 、
蓮
如
 

  

蓮
如
の
生
涯
と
思
想
 



の
 吉
崎
で
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
示
す
。
す
な
わ
ち
教
団
（
コ
ミ
ュ
 -
 
一
 テ
ィ
）
 

の
 信
徒
が
増
え
、
理
想
を
追
求
す
る
と
と
も
に
、
地
域
で
の
 戦
 争
を
誘
発
 

す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
本
節
で
著
者
は
、
吉
崎
 コ
、
 
ヘ
ュ
ニ
テ
 

ィ
の
 成
立
、
異
義
に
直
面
し
た
蓮
如
が
親
鸞
の
信
心
を
人
々
に
 
伝
え
る
 

た
め
に
ど
の
よ
う
な
苦
心
を
払
っ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。
 
八
教
義
 故
 

革
 Ⅴ
。
こ
の
時
点
で
、
百
三
下
 
に
 「
 
提
 」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
 な
る
。
 注
 

貢
 す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
「
 碇
 」
の
手
紙
の
中
で
、
蓮
如
が
 親
 俺
の
「
 信
 

心
 -
 を
 
「
安
心
」
の
概
念
で
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
 
著
 者
は
、
 さ
 

ら
に
諸
神
・
諸
仏
に
対
し
て
、
蓮
如
が
ど
う
い
う
態
度
を
と
ら
 な
け
れ
ば
 

な
ら
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
入
念
仏
の
公
式
化
 V
 。
蓮
如
 

の
も
っ
と
も
顕
著
な
教
義
改
革
は
、
「
安
心
決
定
 
紗
 」
に
よ
っ
 
て
 、
 名
 白
石
 

六
字
を
「
機
法
一
体
」
の
概
念
で
解
釈
し
た
こ
と
に
あ
る
。
 著
 者
に
 よ
 れ
 

ば
 、
こ
の
よ
う
な
念
仏
解
釈
は
、
門
徒
が
、
宗
教
制
度
と
し
て
 0
 本
願
寺
 

に
 対
し
て
、
や
が
て
無
批
判
に
同
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
結
果
を
 招
い
た
と
 

い
 う
 。
八
本
尊
 V
 。
後
年
に
な
る
と
蓮
如
は
「
安
心
決
定
 紗
 」
 0
 名
号
 解
 

釈
 に
ま
す
ま
す
傾
倒
し
、
六
字
を
も
っ
て
本
尊
と
す
る
と
こ
ろ
 に
 落
ち
着
 

い
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
「
安
心
」
が
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
 現
 在
 に
ま
で
 

機
能
す
る
。
 

第
四
章
「
復
興
山
科
本
願
寺
」
は
、
三
節
か
ら
 
成
 る
。
こ
こ
 で
は
、
 

蓮
如
の
河
内
出
口
へ
の
移
住
か
ら
、
京
都
山
科
へ
出
て
本
願
寺
 
を
 上
棟
 

し
 、
や
が
て
隠
居
す
る
に
至
る
ま
で
を
扱
 う
 。
八
集
団
的
規
範
 遵
守
 V
 。
 

親
 駕
の
個
人
的
な
「
信
心
」
は
、
蓮
如
に
お
い
て
集
団
的
な
「
 安
心
」
と
 

し
て
 再
 解
釈
さ
れ
る
。
そ
れ
が
た
と
え
ば
報
恩
講
と
し
て
定
式
 
化
さ
れ
 

る
 。
し
か
し
そ
の
報
恩
の
義
を
了
解
し
な
い
米
安
心
の
者
を
め
 あ
て
と
し
 

て
 
「
 御
 俗
姓
」
が
著
さ
れ
、
以
後
、
真
宗
教
団
の
規
範
的
文
書
 に
な
る
。
 

六
親
姑
の
報
謝
 V
 。
一
四
八
 0
 年
 、
山
科
で
本
願
寺
の
御
影
堂
 が
 上
棟
 
さ
琳
 

ね
 、
真
宗
教
団
全
体
に
お
け
る
法
要
が
さ
ら
に
意
味
ぶ
か
 
い
 も
の
に
な
 

)
 

 
 

る
 。
ま
た
一
四
八
二
年
か
ら
一
四
八
六
年
ま
で
の
手
紙
が
門
徒
 
 
 

範
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
例
示
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
 宿
 ま
目
」
が
 
強
 

調
 さ
れ
る
所
以
を
尋
ね
る
。
こ
の
頃
蓮
如
は
、
加
賀
門
徒
が
 富
 樫
 正
親
 と
 

摩
 榛
を
起
し
て
い
る
こ
と
に
心
を
痛
め
、
行
動
の
自
重
を
訴
え
 る
 。
 い
 ず
 

れ
に
し
て
も
蓮
如
は
、
こ
の
頃
、
自
ら
の
多
く
の
ゴ
ー
ル
を
 達
 成
し
た
こ
 

と
に
な
る
。
 
八
 隠
居
と
最
後
の
歳
月
 V
 。
本
節
で
は
、
加
賀
の
 長
享
の
 
一
 

挨
と
 蓮
如
の
応
答
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
一
四
八
九
年
、
蓮
如
 は
 、
実
姉
 

に
 位
を
譲
り
、
山
科
本
願
寺
に
隠
居
す
る
。
そ
の
決
意
に
は
、
 長
 享
 の
 一
 

撰
が
 深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
以
後
の
手
紙
に
 、
 世
の
無
常
の
 
自
覚
と
役
 

生
の
強
調
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
や
が
て
近
親
者
に
没
後
の
こ
 と
を
指
示
 

し
 、
 蓮
 崇
の
破
門
を
解
い
て
、
一
四
九
九
年
三
月
二
五
日
示
寂
 す
る
。
 

以
上
、
本
書
の
第
一
部
で
あ
る
「
蓮
如
の
生
涯
と
思
想
」
に
つ
 い
て
 概
 

諒
 し
た
。
著
者
の
広
 般
 な
史
料
の
渉
猟
と
綿
密
な
展
開
は
見
事
 で
あ
る
。
 

と
く
に
「
安
心
」
が
教
団
を
引
っ
ぱ
っ
て
ゆ
く
宗
教
的
シ
ン
ボ
 ル
 と
し
て
 

公
式
化
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
興
味
ぶ
か
い
。
た
だ
蓮
如
に
お
 け
る
「
 安
 

心
 」
の
重
視
は
、
門
徒
を
結
集
す
る
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
 用
い
ら
れ
 

た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
 う
 。
蓮
如
の
生
い
立
ち
か
 ら
の
孤
独
 

感
 、
度
重
な
る
戦
乱
に
 よ
 る
無
常
感
、
近
親
者
の
相
次
ぐ
死
に
 対
す
る
 悲
 

し
み
な
ど
様
々
な
 悲
 苦
の
体
験
が
蓮
如
に
宗
教
的
安
心
を
一
途
 に
 求
め
さ
 

せ
る
機
縁
と
な
っ
た
と
い
う
点
も
見
落
さ
れ
な
い
と
思
 う
 。
 ま
 た
 著
者
が
 

教
団
の
制
度
的
展
開
を
論
述
す
る
な
か
で
、
「
 惣
 」
か
ら
「
 講
 」
へ
の
 展
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第
五
章
「
聖
教
手
紙
」
は
五
節
 
よ
 り
成
る
。
本
章
で
は
、
 

蓮
 如
の
手
 

紙
 が
公
式
に
集
め
ら
れ
、
「
お
文
目
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
や
が
 て
 聖
教
 

と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
追
 う
 。
八
教
 法
 V
 。
 著
 

者
は
、
こ
こ
で
親
鸞
の
思
想
の
最
も
体
系
的
な
表
現
で
あ
る
 
「
数
行
信
 

証
 口
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
が
真
宗
の
伝
統
に
お
い
て
門
徒
の
宗
 教
的
 シ
ン
 

遺
産
 

第
二
部
は
、
蓮
如
の
手
紙
 台
お
文
 b
.
 

「
御
文
王
早
口
）
の
一
帖
 

目
 か
ら
 五
 

帖
目
 ま
で
の
全
訳
で
あ
る
。
最
初
に
各
 帖
は
 つ
い
て
簡
単
に
説
 
明
し
 、
日
 

本
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
註
釈
書
を
紹
介
す
る
。
著
者
に
よ
れ
 ，
は
 
、
こ
の
 

翻
訳
の
目
標
は
、
伝
統
的
な
真
宗
学
と
近
代
の
文
献
研
究
に
基
 い
て
、
 蓮
 

如
の
言
葉
を
明
瞭
に
、
か
つ
正
確
に
表
現
し
、
各
術
語
に
対
し
 て
一
貫
し
 

た
訳
語
を
付
し
て
、
適
切
な
英
語
の
同
義
語
を
見
つ
け
る
こ
と
 
で
あ
っ
 

た
 、
と
い
う
。
こ
の
方
針
の
通
り
、
こ
の
翻
訳
は
、
詳
細
な
 註
 と
 説
明
を
 

ほ
ど
こ
し
な
が
ら
一
ま
里
謡
丁
寧
に
行
わ
れ
る
。
「
お
文
目
の
翻
 訳
は
、
 

全
訳
・
部
分
訳
を
含
め
て
わ
ず
か
数
種
類
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
 が
 、
こ
の
 

よ
う
な
行
き
届
い
た
翻
訳
は
著
者
が
は
じ
め
て
で
あ
る
。
そ
の
 意
味
に
お
 

い
て
も
、
本
書
は
貴
重
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。
 

手
紙
 

開
 、
あ
る
い
は
「
仏
法
 領
 」
の
宗
教
的
自
覚
に
つ
い
て
ほ
と
ん
 ど
 触
れ
る
 

こ
と
が
な
い
の
も
多
少
気
に
か
か
っ
た
。
 

ボ
ル
 に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
宗
学
者
以
 外
に
は
ほ
 

と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
自
ら
の
あ
る
い
 は
 唯
円
の
 

述
懐
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
 う
 に
、
親
鸞
自
身
は
、
こ
れ
が
 勝
 手
な
創
作
 

で
は
な
く
、
師
法
然
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
伝
え
た
と
見
な
し
た
 と
 指
摘
す
 

る
 。
 ハ
 テ
キ
ス
ト
と
コ
ン
テ
キ
ス
ト
 V
 。
本
節
で
は
、
真
宗
の
 聖
教
の
伝
 

統
が
 覚
如
・
 存
覚
 
・
蓮
如
の
著
述
に
ま
で
拡
大
し
、
次
第
に
こ
 の
 伝
統
の
 

主
要
な
宗
教
的
 シ
ソ
ボ
ル
 
と
し
て
こ
れ
ら
が
徐
々
に
強
調
さ
れ
 る
 よ
 う
 に
 

な
っ
た
と
い
う
。
 
八
 聖
教
 V
 。
や
が
て
 突
 如
の
子
で
あ
る
日
如
 が
、
 父
の
 

勧
め
に
よ
り
、
蓮
如
の
㏄
通
の
手
紙
を
選
び
五
帖
に
ま
と
め
る
 。
門
徒
に
 

お
い
て
、
こ
の
「
 文
 」
（
手
紙
 -
 は
円
お
 文
ヒ
 と
 尊
称
さ
れ
、
 
疑
 い
な
く
 受
 

げ
 入
れ
ら
れ
る
。
「
お
 
文
ヒ
は
 、
真
宗
教
団
で
信
仰
指
南
の
基
準
 と
な
っ
 

て
 門
徒
に
拝
読
さ
れ
る
。
 

八
 領
解
文
 V
 。
本
願
寺
の
門
徒
に
お
 い
て
 
コ
お
 

文
目
は
、
親
鸞
の
著
述
以
上
に
信
仰
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
意
味
 を
も
っ
て
 

く
る
。
こ
こ
に
蓮
如
の
著
述
や
言
説
は
、
権
威
を
も
ち
、
蓮
如
 は
 
「
領
解
 

文
 」
（
改
悔
文
）
の
作
者
と
し
て
仰
が
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 

こ
，
 し
で
著
者
 

は
 
「
領
解
文
」
を
解
説
し
、
そ
の
王
法
観
が
明
治
の
真
俗
二
諦
 
論
 に
ま
で
 

機
能
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。
八
街
裁
断
の
御
書
 V
 。
「
お
 文
目
は
 、
 

本
願
寺
の
教
権
確
立
の
プ
ロ
セ
ス
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
 く
が
、
 
こ
 

こ
で
は
近
世
西
本
願
寺
の
異
安
心
事
件
と
し
て
有
名
な
三
業
感
 乱
 を
と
り
 

あ
げ
、
こ
れ
を
略
説
し
、
 

本
 如
の
発
し
た
「
 御
 裁
断
の
御
書
」
 
の
 意
義
に
 

触
れ
る
。
最
後
に
近
代
に
お
け
る
真
宗
聖
典
の
成
立
に
つ
い
て
 
言
及
す
 

乃
 

 
 

る
 。
 

第
六
章
「
感
謝
真
宗
の
信
心
」
は
、
四
節
よ
り
成
る
。
本
章
 
 
 

浄
土
真
宗
の
正
統
な
信
仰
が
。
「
お
 

文
 」
に
 基
 い
て
感
謝
と
し
 て
 歴
史
の
 

  



な
か
に
動
い
て
ぎ
た
こ
と
に
論
及
す
る
。
そ
れ
が
社
会
的
義
務
 へ
の
無
 比
 

判
な
 服
従
を
生
ん
だ
と
す
る
。
こ
こ
に
赤
尾
の
道
宗
な
ど
が
 妙
 好
 人
と
し
 

て
 プ
ロ
ト
タ
イ
プ
化
し
て
く
る
。
一
方
、
そ
れ
が
「
一
家
衆
」
 の
よ
う
な
 

ヒ
ヱ
 ラ
ル
キ
ー
の
な
か
の
権
威
に
対
す
る
適
合
を
生
み
出
し
て
 く
る
こ
と
 

に
な
る
。
そ
れ
が
近
世
に
影
響
を
及
ば
す
。
本
章
は
そ
の
 ょ
ぅ
 な
 流
れ
を
 

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
ま
ず
版
画
家
の
棟
方
志
功
 の
 木
版
画
 

を
 通
し
て
、
蓮
如
の
弟
子
で
あ
る
越
中
赤
尾
の
道
宗
の
信
仰
に
 つ
い
て
 述
 

べ
る
。
八
二
重
の
伝
承
 V
 。
鈴
木
大
拙
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
 を
謝
念
し
 

た
道
宗
の
信
仰
に
魅
せ
ら
れ
、
「
日
本
的
空
性
」
の
典
型
と
み
 な
す
。
 
し
 

か
し
著
者
は
、
道
宗
に
代
表
さ
れ
る
 大
 拙
の
所
謂
「
日
本
的
 霊
 性
 」
が
 教
 

権
の
指
導
者
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
側
面
に
触
れ
て
 い
な
い
と
 

指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
蓮
如
の
二
重
の
遺
産
、
す
な
わ
ち
 、
は
か
ら
 

う
こ
と
な
く
謝
金
す
る
と
い
う
側
面
と
社
会
的
義
務
を
尊
重
し
 て
 謝
金
 す
 

る
と
い
う
側
面
と
の
両
面
が
追
完
 に
 現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
 

そ
し
て
 親
 

鸞
と
 蓮
如
に
お
け
る
思
の
語
法
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
 

八
 ほ
か
 

し
て
こ
れ
に
つ
い
て
、
蓮
如
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
の
文
脈
を
 ら

い
な
 ぎ
 

簡
単
に
た
 

生
活
 V
 。
本
節
で
は
、
 
親
 俺
の
思
と
報
恩
に
つ
い
て
、
お
も
に
 和
讃
に
よ
 

り
な
が
ら
考
察
す
る
。
親
鸞
の
後
継
者
と
し
て
、
蓮
如
は
 、
宗
 祖
 の
 教
，
え
 

を
 守
り
、
本
来
的
に
生
き
る
道
は
仏
恩
を
感
じ
て
称
名
す
る
こ
 と
で
あ
る
 

と
し
、
こ
れ
を
平
易
な
こ
と
ば
で
語
っ
た
と
い
う
。
八
社
会
的
 義
務
の
尊
 

重
 V
 。
蓮
如
は
、
道
宗
に
み
ら
れ
る
 2
9
 
に
、
は
か
ら
い
な
 
き
 生
活
と
社
 

全
的
義
務
の
尊
重
と
い
う
二
重
の
遺
産
を
残
し
た
と
し
、
そ
こ
 に
 本
願
寺
 

の
 指
導
者
へ
の
 
無
 批
判
な
忠
誠
と
王
法
へ
の
服
従
が
生
じ
た
と
 す
る
。
 そ
 

ど
る
。
 
八
 真
俗
二
諦
 V
 
。
こ
の
二
重
の
遺
産
の
近
代
に
お
け
る
 伝
承
と
し
 

て
 、
著
者
が
重
視
す
る
の
が
「
真
俗
二
諦
」
で
あ
る
。
著
者
に
 ょ
 れ
ば
、
 

  

そ
れ
に
基
礎
を
与
え
た
の
は
覚
如
の
教
学
で
あ
る
と
い
う
。
 以
 下
 蓮
如
の
Ⅸ
 

教
学
を
論
じ
、
明
治
初
頭
に
西
本
願
寺
法
主
 広
如
が
 発
し
た
「
 御
 遺
訓
 御
 

)
 

 
 

 
  
 

消
息
」
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
略
説
す
る
。
 

第
セ
章
 
「
西
本
願
寺
国
家
の
守
護
者
」
 ほ
 、
三
節
よ
り
成
る
 。
本
章
 

で
は
 、
正
統
な
信
仰
で
あ
る
と
さ
れ
る
感
謝
の
信
仰
が
、
や
が
 て
 本
願
寺
 

と
近
代
の
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
 た
ら
し
た
 

か
 、
と
く
に
西
本
願
寺
に
お
け
る
真
俗
二
諦
の
観
念
が
果
し
た
 役
割
に
つ
 

い
て
検
討
す
る
。
 

八
 明
治
維
新
 V
 。
本
節
で
ほ
、
一
八
 セ
一
 
年
 （
明
治
 

4
 ）
に
逝
去
し
た
 広
如
の
 
「
 御
 遺
訓
 御
 消
息
」
を
と
り
あ
げ
 る
 。
著
者
 

は
 、
こ
こ
に
強
力
な
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
真
俗
二
諦
論
 の
 誕
生
を
 

み
て
、
こ
れ
が
近
代
日
本
の
歴
史
的
危
機
に
対
す
る
本
願
寺
の
 リ
 
ス
ポ
ン
 

ス
 に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
 

八
 皇
国
日
本
 V
 。
本
願
寺
は
皇
国
 日
本
と
合
 

体
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
著
者
が
注
意
す
る
の
は
 、
聖
典
 削
 

除
 問
題
で
あ
る
。
国
家
権
力
の
思
想
統
制
の
な
か
で
、
本
願
寺
 は
 、
一
九
 

三
三
年
に
ほ
「
勅
命
」
の
字
を
、
一
九
二
夫
年
に
は
「
主
上
 目
 下
 」
の
 字
 

を
 不
敬
に
あ
た
る
と
し
て
削
除
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
著
者
 は
 、
信
楽
 

峻
麿
 の
 論
 稿
に
全
面
的
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
の
聖
典
削
除
と
い
 ぅ
 事
柄
が
 

真
空
状
態
の
な
か
で
起
っ
た
の
で
は
な
く
、
中
世
の
本
願
寺
に
 根
 ざ
し
て
 

い
る
と
述
べ
る
。
 
八
 阿
弥
陀
仏
と
天
皇
 V
 。
本
節
は
、
戦
時
数
 ￥
体
制
に
 

入
っ
て
い
っ
た
本
願
寺
を
扱
う
。
近
代
の
本
願
寺
の
歴
史
は
 、
 広
如
 の
 思
 

考
 型
式
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
真
俗
二
諦
、
本
地
塁
 述
 、
祭
政
 

一
致
あ
る
い
 は
 宗
教
則
芸
術
な
ど
の
「
 つ
 ぎ
 め
 
な
し
」
 
宙
 8
 日
 -
 
の
の
の
）
の
 

状
況
が
生
じ
て
き
た
淵
源
に
、
著
者
は
、
蓮
如
の
負
性
を
み
る
 。
ま
た
 真
 



書評と紹介 

        
以
上
が
第
三
部
の
大
雑
把
な
要
約
で
あ
る
。
法
要
な
ど
で
蓮
如
 の
 
㍉
 い
 
り
 

文
 し
が
僧
侶
に
読
ま
れ
る
と
き
、
聴
者
一
同
低
頭
す
る
 償
 い
が
 真
宗
に
は
 

あ
る
が
、
「
お
立
し
の
聖
化
の
過
程
を
述
べ
る
第
五
章
に
お
け
 る
 著
者
の
 

指
摘
に
は
実
に
豊
か
な
示
唆
を
覚
え
る
。
第
六
章
の
道
家
の
信
 仰
に
対
す
 

る
 指
摘
に
も
鋭
い
も
の
が
あ
る
。
た
だ
評
者
個
人
と
し
て
は
、
 道
 宗
の
 信
 

仰
の
美
質
に
つ
い
て
見
落
し
た
く
な
い
。
第
七
章
で
論
じ
ら
れ
 る
 近
代
の
 

西
本
願
寺
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論
の
果
し
た
歴
史
的
意
味
は
 、
 と
り
わ
け
 

こ
の
伝
統
に
属
す
る
者
に
と
っ
て
 親
 驚
の
信
仰
の
側
か
ら
常
に
 批
判
的
に
 

振
り
返
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
こ
の
通
途
の
真
俗
 二
 諦
観
に
対
 

し
て
、
清
沢
満
之
ら
の
独
自
の
立
論
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
 ろ
 れ
な
い
。
 

聖
典
削
除
事
件
は
、
欧
米
の
研
究
者
に
は
驚
き
で
あ
ろ
う
。
 こ
 の
点
に
注
 

目
さ
れ
た
著
者
の
見
識
を
高
く
評
価
し
た
い
。
本
書
の
全
体
に
 い
え
る
こ
 

と
で
あ
る
が
、
著
者
は
西
本
願
寺
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
言
及
 す
る
。
 し
 

か
し
事
柄
は
西
本
願
寺
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
今
日
に
生
き
 る
 蓮
如
の
 

遺
産
に
つ
い
て
論
じ
る
第
八
章
は
、
テ
ー
マ
の
大
き
さ
か
ら
す
 れ
 ・
は
 
、
も
 

っ
と
 ぺ
 ー
 ジ
な
と
っ
て
論
じ
て
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

民
 俗
学
の
 

側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。
著
者
が
最
後
 に
 触
れ
る
 

宗
教
的
多
元
世
界
の
な
か
に
あ
る
現
代
の
教
団
へ
の
提
言
は
 、
，
 」
の
宗
教
 

的
伝
統
に
生
き
る
者
が
心
し
て
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
 で
あ
る
。
 

こ
の
著
者
の
労
作
に
対
し
て
、
粗
雑
な
こ
と
ば
を
連
ね
て
し
ま
 
っ
た
 

が
 、
日
本
語
の
細
か
な
資
料
に
周
到
に
眼
を
配
り
、
蓮
如
 像
を
 浮
き
彫
り
の
 

 
 
 
 

に
し
、
そ
の
歴
史
的
伝
承
の
意
味
を
描
き
出
し
た
著
者
の
力
量
 は
 並
々
 な
 

（
 

ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
欧
米
に
お
け
る
蓮
如
研
究
の
第
一
ぺ
 ー
 ジ
 を
 開
い
た
 

瑚
 

と
い
っ
て
も
決
し
て
 過
 舌
口
で
は
な
い
。
が
、
ま
こ
と
に
痛
ま
し
 

い
こ
と
 



に
 、
マ
イ
ナ
ー
・
 p
 ジ
 ヤ
ー
ス
氏
は
、
一
九
九
一
年
八
月
二
五
 日
 、
本
書
 

の
 印
刷
中
に
急
逝
さ
れ
た
。
惜
し
み
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
 る
 。
貴
重
 

な
 「
遺
産
」
を
私
た
ち
に
残
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
心
か
ら
感
 
謝
 申
し
上
 

げ
た
い
。
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阪
本
是
丸
 著
 

 
  

 
 
 

明
治
維
新
と
国
学
者
 

 
 
 
 

大
明
堂
、
一
九
九
三
年
三
月
刊
⑤
 

三
一
六
頁
、
四
一
二
 0
 円
 

井
上
順
孝
 

 
 

一
明
治
以
降
の
国
学
及
び
国
学
者
に
つ
い
て
の
研
究
は
 
、
現
 在
 そ
れ
ほ
ど
 

注
目
さ
れ
る
分
野
で
は
な
い
。
木
居
 宣
 長
や
平
田
篤
胤
な
ど
 、
国
学
の
 

わ
ば
ス
タ
ー
た
ち
が
輩
出
し
た
の
が
、
江
戸
時
代
の
中
期
か
 ら
 後
期
に
か
 

げ
 て
で
あ
り
、
社
会
的
な
影
響
も
江
戸
後
期
に
最
大
で
あ
っ
た
 と
す
る
な
 

 
 ら

 、
こ
れ
は
当
た
り
前
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
学
的
な
 営
み
と
い
 

ぅ
 も
の
は
、
明
治
以
降
も
続
い
た
し
、
そ
う
し
た
も
の
の
一
部
 が
 新
国
学
 

 
 と

 称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
 

 
 

そ
れ
ゆ
え
、
国
学
及
び
国
学
者
が
明
治
以
降
の
日
本
の
社
会
的
 ぬ
 動
の
 

中
で
、
ど
の
よ
う
な
変
容
を
遂
げ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
日
本
 の
 近
代
化
 

の
特
質
を
考
え
る
上
で
も
な
か
な
か
興
味
あ
る
テ
ー
マ
な
の
 で

あ
る
。
 本
 

書
 は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
き
わ
め
て
繊
密
な
論
証
の
積
 み
 重
ね
で
あ
 

る
 。
す
で
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
加
筆
訂
正
し
た
上
で
一
冊
に
 し
た
も
の
 

で
あ
る
が
、
と
き
ど
き
見
か
け
 ろ
 よ
う
な
単
な
る
論
文
，
 

ヱ
ッ
 セ
イ
 の
 寄
 

せ
 集
め
で
は
な
く
、
全
体
の
構
成
も
納
得
い
く
も
の
で
あ
る
 。
著
者
の
関
 

 
 

 
 



を
 読
み
や
す
く
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
読
み
進
め
れ
ば
次
第
 に
 感
じ
と
 

ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
明
治
以
降
の
国
学
や
国
 学
者
・
 神
 

道
家
が
た
ど
っ
た
運
命
、
及
び
彼
ら
を
め
ぐ
る
戦
後
の
学
問
的
 評
価
の
あ
 

り
 よ
 う
 の
双
方
に
対
し
、
い
く
ぶ
ん
屈
折
し
た
と
で
も
言
 う
べ
 ぎ
 思
い
を
 

抱
い
て
い
る
。
 

前
者
、
す
な
わ
ち
明
治
期
国
学
の
運
命
に
関
し
て
言
え
ば
、
 激
 し
い
 西
 

洋
化
 ・
近
代
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
、
国
学
者
・
神
道
家
た
ち
が
 幕
末
維
新
 

期
 に
描
い
て
い
た
理
想
像
が
、
社
会
に
受
け
入
れ
難
い
も
の
と
 化
し
て
い
 

っ
た
プ
 p
 セ
ス
 に
対
し
、
そ
れ
が
致
し
方
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
 と
み
な
 

す
 視
点
が
一
方
は
は
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
そ
う
し
た
 い
 わ
ば
挫
折
 

を
 余
儀
な
く
さ
れ
た
国
学
者
・
神
道
家
た
ち
の
営
み
に
対
す
る
 、
あ
る
種
 

の
 共
感
と
で
も
呼
ぶ
べ
 き
 も
の
が
見
え
隠
れ
も
す
る
。
 

も
っ
と
も
、
著
者
の
意
図
と
し
て
は
後
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
 、
維
新
 

期
の
国
学
者
・
神
道
家
の
思
想
や
活
動
に
対
す
る
、
従
来
の
学
 問
的
 評
価
 

の
 再
検
討
こ
そ
が
、
中
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
へ
 の
 異
議
申
 

し
 立
て
は
、
ま
さ
に
本
書
の
冒
頭
の
言
に
よ
っ
て
端
的
に
示
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
「
こ
れ
ま
で
明
治
維
新
以
降
の
国
学
や
国
学
者
と
い
え
ば
、
 も
っ
ぱ
 

ら
そ
の
「
没
落
口
や
時
代
錯
誤
性
、
復
古
・
反
動
性
の
み
が
 強
 調
 さ
れ
、
 

見
る
べ
 き
 ほ
ど
の
成
果
は
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
 O
.
-
@
 

十
八
ふ
 

@
.
 

。
 
り
 

筆
者
は
そ
う
し
た
見
解
に
少
な
か
ら
ぬ
疑
問
を
か
ね
て
抱
い
て
 @
-
@
0
 

Ⅰ
 サ
ト
 
」
 

紛
 

同
様
の
趣
旨
を
記
し
た
文
は
、
本
文
中
に
も
再
三
品
 い
 だ
さ
れ
る
が
、
 

 
 

 
 

そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
に
 な
ろ
 う
 。
 

そ
れ
が
本
書
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
 個
々
の
 章
 

に
お
い
て
、
国
学
者
た
ち
の
人
間
関
係
や
個
々
の
法
令
の
制
定
 過
程
な
ど
 

に
も
細
か
く
注
意
を
払
っ
た
上
で
、
き
わ
め
て
綿
密
な
議
論
が
 繰
り
広
げ
 

ら
れ
て
い
る
。
通
説
を
推
し
進
め
て
ぎ
た
の
が
、
多
く
日
本
近
 代
 史
を
専
 

攻
 す
る
歴
史
学
者
、
さ
ら
に
宗
教
学
者
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
 そ
の
弱
点
 

を
 指
摘
す
る
に
は
、
通
常
議
論
さ
れ
て
い
る
以
上
の
細
か
な
 歴
 史
 過
程
を
 

検
討
す
る
と
い
う
作
業
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
 

つ
ま
り
、
本
書
は
マ
ク
ロ
 
な
 課
題
と
ミ
ク
ロ
 
な
 課
題
の
二
つ
を
 背
負
っ
 

て
 登
場
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
マ
ク
ロ
 な
 課
題
と
は
、
 
言
 ぅ
 ま
で
も
 

な
く
、
明
治
期
の
国
学
者
・
神
道
家
た
ち
の
歴
史
的
再
評
価
と
 い
う
問
題
 

に
 係
わ
る
。
ま
た
 く
ク
 p
 な
 問
題
と
は
、
国
学
者
・
神
道
家
た
 ち
が
、
 
明
 

治
 初
期
の
宗
教
行
政
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
、
 

そ
 こ
に
ど
の
 

よ
う
な
葛
藤
や
対
立
、
さ
ら
に
は
妥
協
が
あ
っ
た
か
な
ど
に
 関
 し
て
、
 
未
 

開
拓
の
資
料
な
ど
を
駆
使
し
て
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
  
 

さ
て
、
本
書
の
構
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
著
者
自
身
 が
、
大
 

き
く
三
部
に
分
か
れ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
す
な
わ
 h
 
ふ
 レ
 
、
 序
 車
牛
 

か
ら
第
五
章
ま
で
が
、
神
祇
官
 衞
 を
め
ぐ
る
国
学
者
の
祭
政
（
 教
 ）
一
致
 

に
関
す
る
動
向
。
第
六
章
と
第
七
章
が
国
学
者
の
教
育
構
想
を
 め
ぐ
る
 動
 

向
 。
第
八
草
と
第
九
章
が
、
幕
末
維
新
期
の
代
表
的
な
平
田
派
 国
学
者
で
 

あ
る
角
田
忠
行
の
政
治
的
動
向
。
以
上
の
三
部
で
あ
る
。
 

こ
の
中
で
は
第
一
部
に
も
っ
と
も
多
く
の
頁
が
さ
か
れ
て
い
る
 し
、
ま
 

)
 

た
 議
論
さ
れ
て
い
る
内
容
の
密
度
も
濃
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
 、
祭
政
一
㏄
 

 
  

 

政
論
 は
 、
明
治
期
の
宗
教
史
を
問
題
に
す
る
場
合
の
重
要
な
 キ
 イ
ワ
 l
 ド
 

 
 

で
あ
る
。
明
治
初
期
に
お
け
る
宗
教
と
政
治
の
関
わ
り
の
様
相
 は
 、
す
こ
 

  



ぶ
る
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
古
来
 よ
 り
神
祇
信
仰
が
日
本
の
 政
治
に
お
 

い
て
果
た
し
て
き
た
実
質
的
お
よ
び
象
徴
的
機
能
か
ら
し
て
、
 

復
 古
 せ
旗
 

印
 の
一
つ
に
掲
げ
た
維
新
政
府
と
そ
の
周
囲
に
い
た
人
間
に
と
 っ
て
 、
い
 

か
な
る
政
教
関
係
が
確
立
さ
れ
る
か
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
っ
 た
 。
従
来
 

の
 研
究
に
お
い
て
は
、
祭
政
一
致
を
実
現
し
ょ
う
と
し
た
当
時
 の
国
学
者
 

は
 、
い
わ
ば
時
代
を
読
め
な
か
っ
た
人
々
と
で
も
い
う
よ
う
な
 評
価
が
大
 

半
 で
あ
る
。
ま
た
、
宣
教
使
、
教
導
職
の
制
度
の
短
期
間
に
お
 げ
る
終
焉
 

は
 、
神
道
国
教
化
策
の
失
敗
の
過
程
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
 多
 い
 。
し
か
 

し
 、
著
者
は
事
態
は
決
し
て
そ
の
よ
う
に
単
純
で
は
な
か
っ
た
 @
 
」
と
を
 繰
 

り
 返
し
述
べ
て
い
る
。
 

ま
ず
、
序
章
「
祭
政
一
致
国
家
の
樹
立
と
国
学
者
の
動
向
」
で
 、
復
古
 

派
 国
学
者
と
洋
和
野
爪
国
学
者
の
対
比
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 こ
 れ
は
と
り
 

も
 直
さ
ず
、
明
治
初
期
の
国
学
者
の
諸
相
を
分
析
す
る
と
き
の
 、
著
者
の
 

基
本
的
構
図
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
洋
和
 好
 グ
ル
 ｜
プ
ま
、
 

@
 

国
学
者
の
中
で
も
時
代
の
動
向
を
冷
静
に
見
据
え
た
一
群
と
し
 て
 把
握
さ
 

れ
て
お
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
が
果
し
た
役
割
の
再
評
価
が
 、
本
 き
日
ハ
リ
一
つ
 

の
ポ
 イ
ソ
ト
に
も
な
っ
て
い
る
。
洋
和
 野
 グ
ル
ー
プ
と
は
、
 
津
 相
好
藩
主
 

亀
井
 舷
監
 、
同
藩
士
 福
羽
 姜
詩
ら
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
の
中
 に
は
、
 彼
 

ら
の
維
新
 期
 に
お
け
る
活
躍
は
一
種
偶
然
の
産
物
で
あ
る
と
い
 っ
た
 評
価
 

が
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
方
針
が
、
か
な
り
用
意
 周
到
な
も
 

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

そ
の
よ
う
に
彼
ら
の
業
績
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
背
景
に
は
 、
結
局
 

の
と
こ
ろ
、
明
治
国
家
が
天
皇
を
頂
点
と
す
る
祭
政
一
致
国
家
 と
し
て
 確
 

立
 さ
れ
、
そ
の
体
制
が
敗
戦
の
と
き
ま
で
続
い
た
と
い
う
歴
史
 的
 現
実
が
 

あ
る
。
維
新
政
府
は
復
古
と
開
化
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
は
 矛
 盾
 し
た
 目
 

標
を
掲
げ
な
が
ら
、
両
方
を
実
現
し
て
し
ま
っ
た
。
維
新
後
、
 社
会
の
 
シ
 

℡
 

ス
テ
ム
 や
 日
々
の
生
活
様
式
に
お
い
て
は
、
開
化
す
な
わ
ち
 西
 洋
 化
は
あ
 

)
 

 
 
 
 

ら
ゆ
る
面
で
着
実
に
進
行
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
国
家
の
理
念
 あ
る
い
は
 

邸
 

基
本
体
制
に
お
い
て
は
、
祭
政
一
致
が
か
な
り
の
程
度
実
現
さ
 れ
た
。
 
こ
 

の
 プ
ロ
セ
ス
を
偶
然
の
産
物
と
み
る
か
、
す
で
に
明
治
初
期
に
 お
い
て
、
 

洋
和
 好
 グ
ル
ー
プ
は
予
知
し
見
通
し
て
い
た
と
み
る
か
で
、
 

明
 治
 期
の
国
 

学
者
た
ち
の
評
価
も
ま
た
異
な
っ
て
く
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
  
 

明
治
の
宗
教
行
政
に
実
質
的
な
影
響
力
を
も
っ
た
国
学
者
は
ど
 つ
い
っ
 

@
 

た
人
々
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
た
第
一
章
 「
神
祇
官
 

再
興
と
国
学
者
」
と
、
第
二
章
「
明
治
初
年
の
神
祇
政
策
と
国
 学
者
」
に
 

お
い
て
も
、
洋
和
 野
 グ
ル
ー
プ
再
評
価
の
姿
勢
は
貫
か
れ
て
い
 る
 。
こ
こ
 

で
も
、
い
わ
ば
開
明
的
な
国
学
者
と
復
古
的
な
国
学
者
と
の
 区
 別
の
重
要
 

性
 が
強
調
さ
れ
る
。
 
洋
 和
 野
 グ
ル
ー
プ
は
開
明
的
な
国
学
者
と
 い
う
こ
と
 

に
な
る
が
、
玉
松
操
、
矢
野
文
道
ら
は
復
古
派
国
学
者
と
規
定
 さ
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
天
皇
に
 
よ
 る
祭
政
一
致
国
家
は
京
都
で
し
か
樹
立
で
き
た
 い
と
い
う
 

の
が
、
復
古
派
の
堅
い
信
念
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
復
古
派
 国
学
者
に
 

よ
っ
て
明
治
初
期
の
神
祇
行
政
が
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
っ
た
筈
は
 な
い
と
 

ぅ
 の
が
著
者
の
見
解
で
あ
る
。
 

一
般
に
は
、
平
田
派
の
失
墜
は
明
治
四
年
の
事
件
以
後
と
さ
れ
る
 が 

著
者
は
明
治
二
年
七
月
に
神
祇
官
が
特
立
し
た
時
点
で
、
平
田
 派
 の
う
ち
 

の
 復
古
派
が
神
祇
官
や
宣
教
使
に
参
入
し
て
も
、
洋
和
 好
 グ
ル
 ｜
プ
 を
陵
 

ぐ
 政
治
的
力
量
を
発
揮
す
る
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
 論
 述
 し
て
い
 

る
 。
す
で
に
明
治
の
ご
く
初
期
か
ら
、
津
市
野
グ
ル
ー
プ
の
 主
 導
力
は
確
 



立
し
て
お
り
、
ま
た
彼
ら
の
主
張
は
決
し
て
時
代
錯
誤
的
な
も
 の
で
は
な
 

く
 、
む
し
ろ
ぎ
 ね
 め
て
ム
ロ
 
理
 的
な
思
考
 法
 に
貫
か
れ
て
い
た
と
 
み
な
し
て
 

の
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
れ
を
議
論
す
る
上
で
、
祭
政
一
致
 論
 に
も
 大
 ぎ
く
二
つ
の
 
立
 揚
 が
る
 

っ
 た
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
維
新
政
府
が
祭
政
一
致
 国
 家
を
樹
立
 

す
る
政
治
過
程
は
、
神
武
創
業
の
理
念
を
朝
廷
の
改
革
に
よ
っ
 て
 具
現
化
 

し
ょ
う
と
す
る
大
久
保
利
通
、
木
戸
孝
允
ら
の
「
維
新
功
臣
 グ
 ル
ー
フ
」
 

と
 、
公
卿
主
導
の
王
政
復
古
を
目
指
す
「
廷
臣
グ
ル
ー
プ
」
と
 0
%
 烈
 な
 

政
治
闘
争
の
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
洋
和
釘
グ
ル
ー
プ
は
 一
 
明
 者
に
、
 

復
古
派
は
後
者
に
人
脈
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。
な
お
、
復
古
 旅
 の
目
脂
 

す
と
こ
ろ
は
神
祇
官
の
再
興
と
皇
学
の
大
学
校
を
設
立
す
る
こ
 と
に
あ
っ
 

た
と
し
て
、
こ
の
両
者
の
う
ち
ど
ち
ら
が
祭
政
一
致
国
家
の
樹
 正
 に
も
っ
 

と
も
影
響
を
与
え
た
か
を
議
論
し
て
い
る
。
 

従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
矢
野
文
道
の
構
想
が
神
祇
官
に
お
 け
る
 祭
 

祀
に
 決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
と
す
る
 説
 
（
羽
賀
祥
二
）
が
 る
 る
が
、
 矢
 

野
文
道
の
構
想
を
、
そ
の
著
「
献
芹
唐
語
 ヒ
 に
お
い
て
検
討
し
 
、
当
時
の
 

神
祇
行
政
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
の
説
に
否
定
的
な
見
解
を
一
 下
し
て
い
 

る
 。
そ
し
て
、
む
し
ろ
 福
羽
美
 静
の
指
導
体
制
が
早
期
に
樹
立
 さ
れ
て
 
ぃ
 

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 

宗
教
行
政
が
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
と
き
、
問
題
に
な
る
の
は
 ま
ず
 教
 

紛
 

化
の
主
体
を
ど
の
よ
う
に
想
定
し
て
い
く
か
、
そ
し
て
、
 ど
の
よ
う
な
 教
 

と
 

化
の
あ
り
方
を
是
認
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
 う
 。
 第
 三
章
「
明
治
初
 

舘
 

年
に
お
け
る
国
民
教
導
と
国
学
者
」
は
こ
の
問
題
を
扱
っ
 て
い
る
。
明
治
 

二
年
に
設
置
さ
れ
た
宣
教
使
の
制
度
は
、
明
治
初
年
の
国
民
放
 化
 策
を
語
 

る
 際
に
は
ま
ず
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
余
り
機
 能
 し
な
か
 

っ
 た
と
い
う
評
価
、
お
よ
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
研
 究
 と
さ
 

ほ
ど
異
な
っ
た
見
解
は
提
起
さ
れ
て
い
な
い
。
 

第
四
章
「
祭
政
一
致
国
家
の
構
想
と
東
京
 貧
都
 問
題
」
は
 
、
明
 治
国
家
 

の
 拠
点
を
東
京
に
お
く
か
京
都
に
お
く
か
を
め
ぐ
る
国
学
者
の
 対
立
と
そ
 

0
%
 
末
を
扱
っ
て
い
る
。
洋
和
 野
 派
と
復
古
派
の
対
立
の
図
式
 は
こ
こ
に
 

お
い
て
も
再
度
議
論
さ
れ
、
洋
和
 野
 派
と
平
田
派
主
流
の
明
暗
 を
 決
定
づ
 

け
た
分
岐
点
が
東
京
 貧
都
 問
題
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

洋
和
野
爪
 

は
神
祇
官
に
お
け
る
天
皇
親
祭
よ
り
も
、
宮
中
で
の
天
皇
親
祭
，
 
」
そ
が
 真
 

の
 祭
政
一
致
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
基
本
構
想
を
も
っ
て
い
た
 が
 、
こ
の
 

構
想
は
、
神
祇
官
再
興
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
は
挫
折
し
た
、
 し
か
し
、
 

神
祇
官
が
神
祇
省
と
な
り
、
や
が
て
、
こ
れ
も
魔
笛
と
な
り
、
 

教
部
省
 時
 

代
 と
な
る
過
程
に
お
い
て
、
洋
和
 野
 派
の
構
想
は
実
現
化
さ
れ
 て
い
っ
た
 

と
 解
釈
す
る
。
 

第
五
章
「
教
部
省
設
置
の
事
情
と
伝
統
的
祭
政
一
致
 
観
 の
 敗
 退
 」
で
 

は
 、
こ
の
点
を
詳
し
く
議
論
す
べ
く
、
教
部
省
の
設
置
に
よ
り
、
 復
古
的
 

な
 祭
政
一
致
を
推
し
進
め
る
グ
ル
ー
プ
が
、
後
退
し
て
い
く
 過
 程
を
扱
っ
 

て
い
る
。
神
道
を
中
心
と
す
る
国
民
教
化
政
策
は
、
明
治
四
年
 七
月
の
廃
 

藩
置
 県
を
境
に
急
速
に
後
退
し
、
翌
年
の
神
祇
省
廃
止
と
教
部
 省
 設
置
に
 

よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
政
策
は
大
ぎ
く
軌
道
修
正
さ
れ
た
と
す
る
 が
 、
こ
の
 

こ
と
は
 福
羽
 英
詩
、
門
脇
 重
綾
 ら
に
と
っ
て
は
、
既
定
の
路
線
 で
あ
っ
た
 

鈴
 

 
 
 
 

と
 論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
多
く
の
研
究
に
お
い
 て
は
、
 国
 

学
者
の
い
わ
ば
挫
折
過
程
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
た
歴
史
が
 、
 洋
和
野
爪
℡
 

の
 既
定
路
線
で
あ
っ
た
と
、
同
派
の
先
見
性
を
指
摘
す
る
と
こ
 ろ
に
、
 著
 



者
の
新
た
な
立
脚
点
が
あ
る
。
 

明
治
初
年
の
国
民
教
化
の
路
線
変
更
は
、
失
敗
の
連
続
と
す
る
 見
方
も
 

あ
る
が
、
著
者
は
試
行
錯
誤
か
ら
生
じ
た
経
験
的
産
物
と
す
る
 立
場
で
あ
 

る
 。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
評
者
も
基
本
的
に
は
著
者
と
似
た
 よ
う
な
 見
 

解
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
 ょ
う
 に
、
試
行
 錯
誤
を
な
 

す
 主
体
が
国
学
者
の
中
の
開
明
的
な
人
々
と
見
る
か
、
あ
る
い
 は
 、
日
本
 

の
 近
代
化
を
指
導
し
て
人
々
に
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
 柔
 軟
性
の
総
 

体
 と
見
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
 ろ
 う
 。
 

以
上
が
第
一
部
で
、
こ
こ
で
開
明
派
に
光
が
当
て
ら
れ
て
い
る
 と
す
る
 

と
 、
第
二
部
と
第
三
部
で
は
、
む
し
ろ
復
古
派
に
光
が
当
て
 ろ
 れ
て
い
る
 

と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
国
学
者
が
そ
の
思
想
的
伝
統
を
継
承
 し
て
い
こ
 

ぅ
 と
す
る
な
ら
、
そ
の
場
が
必
要
と
な
る
。
国
学
を
中
心
と
す
 る
 学
校
を
 

建
て
よ
う
と
い
う
発
想
が
国
学
者
に
生
ま
れ
た
の
は
自
然
な
 
@
 
」
と
で
あ
 

る
 。
こ
の
学
校
問
題
が
、
第
二
部
に
あ
た
る
第
六
章
「
矢
野
文
 道
 と
学
校
 

問
題
」
と
第
七
章
「
皇
学
 所
 ・
 仮
 大
学
校
と
国
学
者
の
動
向
」
 に
お
い
て
 

扱
わ
れ
て
い
る
。
矢
野
文
道
 は
 、
国
学
（
 本
 教
学
）
中
心
の
大
 学
校
設
立
 

に
よ
る
人
民
教
化
に
も
っ
と
も
腐
心
し
た
人
物
と
し
て
位
置
付
 け
ら
れ
て
 

い
る
。
し
か
し
、
矢
野
の
構
想
は
失
敗
し
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
 漢
学
 政
 

撃
 に
懸
命
と
な
り
、
も
っ
と
も
恐
る
べ
き
相
手
で
あ
っ
た
は
ず
 の
 政
府
 指
 

導
者
の
考
え
に
思
い
を
致
さ
な
か
っ
た
国
学
者
た
ち
の
限
界
が
 指
摘
さ
れ
 

て
い
る
。
国
学
派
と
漢
学
派
と
が
戦
い
疲
れ
た
と
 き
 、
ひ
と
り
 

無
傷
で
あ
 

っ
 た
の
は
、
洋
学
派
だ
け
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
 

国
学
を
中
心
と
す
る
大
学
校
の
設
立
が
夢
と
消
え
て
い
く
プ
ロ
 
セ
ス
 

は
 、
近
代
化
の
 一
 エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
 れ
な
い
。
 

そ
れ
は
必
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
・
 
」
れ
は
 許
 

者
の
勝
手
な
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
著
者
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
 、
明
治
国
 

血
 

学
者
た
ち
の
「
思
い
余
っ
て
力
足
り
な
い
」
と
い
う
状
況
の
象
 徴
 的
で
ぎ
 

)
 

   
 

蹟
が
 論
じ
ら
れ
て
い
る
。
角
田
は
矢
野
文
道
の
親
友
で
あ
り
、
 

ご
と
と
し
て
論
じ
た
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

後
輩
で
あ
 

第
三
部
に
あ
た
る
第
八
章
「
角
田
忠
行
と
明
治
維
新
」
と
第
九
仝
 
早
 「
 近
 

代
の
熱
田
神
宮
と
角
田
忠
行
」
で
は
、
平
田
派
の
国
学
者
角
田
 忠
行
の
事
 

っ
 た
が
、
明
治
四
年
三
月
、
矢
野
ら
と
と
も
に
国
事
犯
の
嫌
疑
 を
 3
 け
 、
 

政
府
か
ら
追
放
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
人
物
 に
 焦
点
が
 

当
て
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
、
熱
田
神
宮
の
地
位
向
 上
に
果
た
 

し
た
役
割
ゆ
え
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
維
新
後
、
熱
田
神
宮
 が
そ
れ
ま
 

で
の
石
清
水
八
幡
宮
を
凌
駕
し
て
、
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
「
第
二
 の
 宗
廟
」
 

の
 地
位
を
獲
得
す
る
に
当
っ
て
の
、
角
田
の
功
績
が
論
じ
ら
れ
 て
い
る
。
 

角
田
は
明
治
十
年
熱
田
神
宮
の
大
宮
司
と
な
り
、
さ
ら
に
一
五
 年
の
神
官
 

教
導
職
分
離
以
後
は
、
同
神
宮
宮
司
と
し
て
、
そ
の
待
遇
向
上
 に
 力
を
注
 

い
だ
の
で
あ
る
。
 

実
際
に
は
角
田
の
政
治
力
と
考
証
力
 め
 限
界
ゆ
え
、
熱
田
神
宮
 を
 官
幣
 

大
社
の
列
か
ら
脱
し
、
「
尾
張
神
宮
」
と
し
て
伊
勢
神
宮
 
と
並
 
へ
る
と
い
 

う
 目
的
は
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
功
績
の
大
 き
 か
っ
た
 

こ
と
を
著
者
は
強
調
し
て
い
る
。
復
古
派
に
属
す
る
国
学
者
 角
 田
 忠
行
の
 

こ
う
し
た
事
歴
が
本
書
に
組
み
入
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
 、
著
 者
の
「
 屈
 

抗
 し
た
思
い
」
の
性
格
が
浮
 き
 彫
り
に
な
る
効
果
を
も
た
ら
し
 て
い
る
。
 

つ
ま
り
、
開
明
的
な
 
洋
 和
 野
 派
に
 ス
ポ
 ，
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
て
、
 

国
学
者
 

の
 評
価
の
転
換
を
図
る
こ
と
が
本
書
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
 と
 思
わ
れ
 



る
が
、
角
田
忠
行
へ
の
言
及
か
ら
も
分
る
よ
 う
 に
、
復
古
派
に
 属
す
る
 国
 

学
者
の
近
代
神
祇
制
度
の
整
備
へ
の
貢
献
も
ま
た
、
著
者
の
関
 心
 で
あ
る
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

明
治
期
の
国
学
者
た
ち
の
多
く
は
、
一
見
、
時
代
に
逆
ら
っ
た
 か
の
よ
 

3
%
 見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
営
み
は
、
近
代
化
 に
と
っ
て
 

は
 逆
行
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
。
た
と
え
ば
近
代
神
祇
 制
 度
の
確
立
 

と
い
っ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
 い
 。
現
に
 

近
代
天
皇
制
と
神
祇
制
度
は
、
結
果
的
に
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
 な
っ
た
。
 

と
す
る
な
ら
、
復
古
派
国
学
者
た
ち
は
、
舞
台
で
は
ほ
ん
の
 端
 役
 に
追
い
 

や
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
明
治
の
政
教
一
致
の
実
現
、
 近
代
神
祇
 

制
度
の
確
立
に
、
そ
れ
な
り
の
機
能
を
果
た
し
た
と
い
う
評
価
 が
 存
在
し
 

て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
や
や
誇
張
し
て
 表
現
す
れ
 

ば
 、
主
観
に
お
け
る
失
敗
と
、
結
果
に
お
け
る
予
想
外
と
も
 言
，
 
え
る
機
能
 

発
揮
と
で
も
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
 

本
書
を
通
読
す
る
な
ら
、
国
学
者
・
神
道
家
た
ち
に
も
、
さ
ま
 ざ
ま
な
 

立
場
が
錯
綜
 し
 、
近
代
化
に
当
た
っ
て
戸
惑
い
と
模
索
を
続
 け
 た
 彼
ら
の
 

姿
が
 、
資
料
を
通
し
て
冷
静
に
分
析
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
 る
 。
明
治
 

期
の
国
学
及
び
国
学
者
の
政
治
史
、
宗
教
史
、
思
想
史
な
ど
に
 お
 げ
る
 新
 

し
 い
 位
置
付
け
が
、
著
者
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
 え
 、
注
意
 

深
い
読
者
は
ま
た
、
本
書
の
あ
ち
こ
ち
に
刺
激
的
な
論
争
の
種
 を
 見
つ
け
 

 
 

議
論
は
説
得
性
 

舘
に
 富み
、
明
治
期
の
国
学
者
た
ち
の
描
い
た
軌
跡
の
複
雑
 さ
と
、
そ
れ
を
 

解
き
ほ
ぐ
す
た
め
の
手
が
か
り
が
示
さ
れ
、
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
 は
 多
い
。
 

そ
の
意
味
で
は
こ
の
分
野
の
第
一
線
の
研
究
者
と
し
て
の
面
目
 躍
如
と
い
 

ぅ
 観
が
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ク
ロ
な
面
で
の
議
論
は
、
今
後
に
問
題
を
 残
す
と
 

こ
ろ
が
若
干
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
簡
単
に
言
っ
て
 
し
ま
え
 

ば
 、
従
来
の
研
究
に
対
す
る
著
者
自
身
の
研
究
の
位
置
付
け
に
 、
や
や
 不
 

確
定
な
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
視
点
 に
 対
す
る
 

言
及
、
と
く
に
村
上
重
良
の
研
究
に
対
す
る
言
及
に
は
一
部
 必
 ず
し
も
 冷
 

静
 と
は
思
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
（
 一
 
0
 六
頁
の
表
現
な
ど
）
 。
村
上
重
 

良
の
歴
史
観
が
著
者
の
立
場
か
ら
し
て
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
 も
の
で
は
 

な
い
に
し
て
も
、
ま
た
、
実
証
性
に
お
い
て
疑
問
の
箇
所
が
少
 な
く
な
い
 

に
し
て
も
、
彼
が
切
り
開
い
た
視
点
、
ま
た
首
肯
で
き
る
面
と
 、
 安
げ
 入
 

れ
 難
 い
面
 と
の
両
方
が
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
村
上
 説
 の
ど
こ
が
 

根
本
的
に
 

問
題
な
の
か
が
読
者
に
も
分
か
り
や
す
く
な
る
。
 

そ
の
 ょ
う
 な
こ
と
を
含
め
て
、
マ
ク
ロ
な
面
で
の
本
書
の
議
論
 が
、
従
 

来
の
定
説
化
し
た
維
新
明
国
学
者
に
対
す
る
評
価
に
と
っ
て
 代
 わ
る
に
 

は
 、
ま
だ
ハ
ー
ド
ル
が
残
っ
て
い
そ
う
な
気
が
す
る
。
そ
も
そ
 も
 従
来
の
 

定
説
の
部
分
的
修
正
を
目
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
根
本
的
に
新
 し
い
図
式
 

を
も
ち
こ
も
 う
 と
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
も
問
題
で
あ
る
。
 こ
 の
よ
う
な
 

点
 に
つ
い
て
の
さ
ら
に
明
快
な
方
向
性
は
、
今
後
の
著
者
の
研
 究
 が
指
し
 

示
し
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
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O
 

会
報
 

第
五
二
回
学
術
大
会
 

日
本
宗
教
学
会
第
五
二
回
学
術
大
会
は
、
九
月
一
 0
 目
 （
金
）
 
l
 
一
 

二
日
（
日
）
に
か
け
て
、
北
海
道
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
 で
 開
催
 

さ
れ
、
四
五
 0
 人
の
参
加
者
、
二
五
二
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
 
-
@
 

十
八
 
。
 

九
月
一
 0
 目
 （
金
）
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
四
時
 
l
 
一
六
時
 

円
宗
教
研
究
 
目
 編
集
委
員
会
一
六
時
 l
 
一
七
時
三
 
0
 分
 

な
 開
講
演
会
一
四
時
 l
 
一
七
時
 

理
事
会
一
七
時
三
 0
 分
 l
 
一
九
時
三
 0 分
 

「
仏
の
死
 
｜
 そ
の
伝
承
と
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
 ｜
 」
 

札
幌
大
谷
短
期
大
学
学
長
藤
田
宏
 達 

「
神
の
死
 
｜
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 ニ
 :
 チ
ュ
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
 ｜
 」
 

中
川
秀
 恭
 

大
妻
女
子
大
学
学
長
 

九
月
一
一
日
（
 土
 ）
 

開
会
式
九
時
 l
 九
時
二
 0
 分
 

研
究
発
表
九
時
二
 0
 分
 l
 
一
二
時
 

が
 議
員
全
一
二
時
 l
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
三
 0
 分
 l
 
一
六
時
三
 
0
 分
 

懇
親
会
一
七
時
三
 0
 分
 l
 
一
九
時
三
 0 分
 

九
月
一
二
日
（
 日
 ）
 

研
究
発
表
九
時
 l
 
一
二
時
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0
 理
事
 ム
ロ
 

日
時
平
成
五
年
九
月
一
 
0
 日
 
（
金
）
一
七
時
三
 0
 分
 l
 

場
所
北
海
道
大
学
ク
ラ
ー
ク
会
館
大
集
会
室
 

出
席
者
青
山
主
、
阿
部
美
哉
、
 
洗
建
 、
荒
木
美
智
雄
、
安
斎
 伸
 、
 家
 

塚
 高
志
、
弁
円
 富
 二
夫
、
池
田
昭
、
石
田
慶
和
、
上
田
賢
 

治
 、
上
田
 閑
照
 、
宇
野
光
雄
、
雲
 藤
 義
道
、
大
屋
憲
一
、
岡
 

国
重
 精
 、
金
井
新
三
、
河
 波
昌
 、
小
山
 宙
丸
 、
坂
井
信
 士
 、
 

鈴
木
康
治
、
薗
田
 坦
 、
薗
田
給
、
日
貨
龍
彦
、
田
中
英
三
、
 

谷
口
茂
、
田
九
徳
 善
 、
土
屋
 博
 、
中
島
秀
夫
、
中
村
 廣
治
 

郎
 、
奈
良
康
明
、
野
村
暢
 清
 、
長
谷
正
常
、
藤
井
正
雄
、
藤
 

田
安
達
、
藤
田
富
雄
、
藤
本
汗
疹
、
堀
越
知
日
、
社
長
吉
 

慶
 、
松
本
浩
一
、
水
垣
 渉
 、
宮
家
 準
 、
宮
田
元
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
 

金
井
新
 三
 常
務
理
事
よ
り
、
平
成
四
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
さ
 

ね
 、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
 

金
井
新
三
常
務
理
事
よ
り
、
平
成
四
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
 

平
成
五
年
度
の
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
（
別
記
 

参
照
）
 

「
宗
教
研
究
 
L
 編
集
委
員
会
一
二
時
 l
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
三
 0
 分
 l
 
一
六
時
三
 
0
 分
 

総
会
・
閉
会
式
一
六
時
四
 
0
 分
 l
 
一
八
時
 



会 報 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

松
木
晴
一
選
挙
管
理
委
員
長
よ
り
、
同
選
挙
の
結
果
が
報
告
さ
 

れ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
学
会
賞
に
つ
い
て
 

奈
良
康
明
選
考
委
員
長
ょ
り
、
審
査
結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
 

た
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
 
一
 0 人
が
人
会
を
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

本
年
度
は
岩
本
表
 波
 、
中
村
元
、
武
内
義
範
、
沈
地
英
学
の
四
 

氏
を
名
誉
会
員
に
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
 

東
京
都
品
川
区
の
立
正
大
学
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
 

-
@
 

ヰ
ハ
 
。
 

一
 
、
何
宗
教
研
究
日
偏
 
集
 委
員
の
交
代
に
つ
い
て
 

従
来
編
集
委
員
で
あ
っ
た
田
島
照
久
、
星
野
英
紀
の
両
氏
に
代
 

わ
っ
て
 、
 新
た
に
岩
本
一
夫
、
鈴
木
正
案
の
両
氏
が
編
集
委
員
 

と
な
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
特
別
基
金
に
つ
い
て
 

本
年
九
月
一
七
日
 @
 
一
九
日
に
パ
リ
で
行
わ
れ
る
 
l
A
a
R
 
の
 

理
事
会
に
出
席
さ
れ
る
荒
木
美
智
雄
、
金
井
新
二
の
両
常
務
理
 

事
の
経
費
の
一
部
を
日
本
宗
教
学
会
特
別
基
金
よ
り
支
出
す
る
 

こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

O
 総
会
 

日
時
平
成
五
年
九
月
一
二
日
（
日
）
 

場
所
北
海
道
大
学
文
系
講
義
 棟
 講
義
 室
八
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
数
四
三
五
名
、
定
足
数
一
四
五
名
、
出
 
店
者
 

（
委
任
状
提
出
者
を
含
む
）
二
六
三
名
、
よ
っ
て
総
会
は
成
 

立
し
た
。
 

議
題
 

一
 、
議
長
選
出
土
星
惇
氏
を
選
出
 

一
 
、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 
、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

松
本
選
挙
管
理
委
員
長
に
 よ
 る
会
長
選
挙
の
結
果
報
告
に
も
と
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0
 評
議
員
会
 

日
時
平
成
五
年
九
月
一
一
日
（
土
）
 

場
所
北
海
道
大
学
文
系
講
義
 棟
 法
学
部
講
堂
 

出
席
者
七
五
名
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
（
松
本
選
挙
管
理
委
員
長
）
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 は
 つ
い
て
 



0
 宗
教
研
究
編
集
委
員
会
 

日
時
平
成
五
年
九
月
一
 
0
 日
 （
金
）
十
六
時
 
l
 十
八
時
 

場
所
北
海
道
大
学
ク
ラ
ー
ク
会
館
 

出
席
者
藤
田
正
勝
、
林
 淳
 、
星
野
英
紀
、
永
井
政
 
之
 、
中
 

別
府
 

温
 

和
、
島
 薗
進
 、
田
島
照
久
、
渡
辺
和
子
 

議
題
 

一
 、
編
集
委
員
の
交
替
 

0
 学
会
賞
選
者
委
員
会
 

日
時
平
成
五
年
九
月
一
 
0
 日
 
（
金
）
十
四
時
と
十
六
時
 

場
所
北
海
道
大
学
百
年
記
念
会
館
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
星
野
英
紀
、
家
 塚
 高
志
、
水
垣
 渉
 、
 奈
良
 康
 

明
、
谷
口
茂
 

議
題
 

一
 、
慎
重
な
審
査
の
結
果
、
今
年
度
学
会
賞
は
該
当
者
な
し
と
 決
 定
 

し
た
。
 

0
 新
人
 ム
ロ
員
 （
九
月
一
 0
 口
 承
認
 分
 ）
 

吾
勝
 
常
行
 
龍
各
 大
学
大
学
院
〒
 上
ハ
 
0
 上
ハ
 京
都
市
左
京
 区
 修
学
 

院
犬
塚
虹
二
七
 ｜
一
 

ヴ
ィ
ラ
修
学
院
 六
 0
 二
 

伊
藤
雅
之
ペ
ン
シ
ル
・
八
二
 
ア
 大
学
大
学
院
 
燵
 。
の
お
 巨
 
の
ド
・
㏄
 

｜
 

コ
中
呂
 -
 
臣
由
っ
呂
 曲
り
 下
乙
 P
o
 
曲
 c
.
 
の
・
 
レ
 

岡
部
雅
明
駒
沢
大
学
大
学
院
〒
一
五
五
世
田
谷
区
 
代
 択
一
 ｜
 

一
六
 ｜
三
 

ア
ビ
タ
シ
オ
ン
 
N
A
 二
 O
 
一
 

清
基
 
秀
紀
 

龍
各
 大
学
非
常
勤
講
師
〒
 六
 0
0
 
 京
都
市
 下
京
区
 

京
中
飯
 通
 六
条
下
る
学
林
虹
二
八
六
 

日
時
平
成
五
年
九
月
十
二
日
（
日
）
十
二
時
 l 十
三
時
半
 

場
所
北
海
道
大
学
文
学
部
研
究
棟
三
階
第
一
会
議
室
 

出
席
者
藤
田
正
勝
、
林
 淳
 、
岩
本
一
夫
、
永
井
政
 

宅
中
 別
府
 温
 

和
、
島
 薗
進
 、
高
橋
 渉
 、
宇
都
宮
輝
夫
、
渡
辺
和
子
 

一
、
議
題
「
宗
教
研
究
」
第
六
八
巻
第
一
輔
（
 三
 0
0
 号
 ）
の
特
集
 
集
 

号
 テ
ー
マ
を
「
教
典
・
神
話
・
物
語
」
と
決
定
 

一
 、
そ
の
他
、
投
稿
論
文
の
検
討
 

つ
ぎ
、
田
丸
 徳
善
 氏
を
次
期
会
長
に
選
出
し
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

一
、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
の
決
定
 

次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
を
立
正
大
学
と
す
る
こ
と
が
承
認
さ
 

れ
た
。
 

一
 、
上
田
 閑
 照
会
長
の
挨
拶
 

一
 、
田
丸
 徳
 善
次
期
会
長
の
挨
拶
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
七
巻
第
三
韓
（
二
九
八
号
）
以
降
の
検
 討
 

と
り
わ
け
、
翻
訳
物
の
書
評
掲
載
に
つ
い
て
の
討
議
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
七
巻
第
一
館
 

公
 一
九
六
 邑
円
 民
族
と
宗
 教
日
 

特
集
号
刊
行
報
告
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
第
六
七
巻
第
二
鞘
（
二
九
七
号
）
刊
行
予
定
 報
 

生
口
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欧
文
梗
概
。
 w
 
 
本
文
一
行
 

会
 

三
 %
 の
 
Ⅰ
 田
 8
 
 を
三
 %
 の
 
嗣
田
 8
 
 に
 

O
 訂
正
 

六
七
巻
二
鞘
（
二
九
七
号
）
 

六
七
頁
九
行
の
最
後
尾
の
「
前
触
れ
」
の
次
に
 、
 

次
の
語
句
を
挿
入
（
欠
落
）
 

の
 響
き
の
震
え
」
を
 、
 即
ち
 八
 押
し
寄
せ
移
し
出
す
時
 

一
七
六
頁
下
段
一
四
行
 

誤
正
 

ぬ
智
 秀
年
越
智
秀
一
 

報
 

佐
々
木
宗
臣
皇
学
館
大
学
大
学
院
〒
五
一
六
伊
勢
市
 岩
 渕
三
｜
 

一
 01
 一
一
 
%
 
ハ
 

塩
沢
 
靖
浩
 
東
洋
大
学
大
学
院
十
三
五
八
入
間
市
局
町
 量
一
二
 

二
六
 ｜
二
 
向
原
団
地
八
 ｜
五
 

千
葉
 

正
 
駒
沢
大
学
大
学
院
〒
一
六
八
杉
並
区
高
辻
 月
面
 一
 

｜
セ
ー
 一
五
 

中
里
坊
東
洋
大
学
非
常
勤
講
師
〒
一
七
八
練
馬
区
 大
泉
町
 

四
｜
 四
八
 ｜
 一
四
 

那
須
一
雄
鹿
 各
 大
学
大
学
院
〒
五
一
二
一
 1
0
 三
 
滋
賀
 県
 犬
上
 

郡
 多
賀
町
佳
日
 三
 0
 七
 

福
島
美
和
子
種
谷
大
学
大
学
院
〒
 六
 0
0
 
 京
都
市
下
京
 図
七
条
 

大
宮
通
り
下
 ル
 上
の
町
四
二
七
フ
ジ
 カ
 ビ
ル
 三
 0
 二
 

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）
 

澤
井
義
次
 

秋
宮
 
克
哉
 

孝
 

仲
原
 

土
井
健
司
 

葛
西
賢
人
 

島
田
勝
巳
 

弘
 

山
中
 

鈴
木
正
宗
 

川
村
邦
 光
 

安
富
 
信
哉
 

井
上
順
孝
 

（
天
理
大
学
助
教
授
）
 

（
大
阪
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
）
 

（
大
阪
外
国
語
大
学
非
常
勤
講
師
）
 

（
京
都
大
学
助
手
）
 

（
東
京
大
学
大
学
院
）
 

（
東
京
大
学
大
学
院
）
 

（
愛
知
学
院
大
学
助
教
授
）
 

（
慶
応
大
学
助
教
授
）
 

（
天
理
大
学
助
教
授
）
 

（
大
谷
大
学
教
授
）
 

（
国
学
院
大
学
教
授
）
 

同
 

本
文
下
か
ら
四
行
 

ド
 「
Ⅰ
の
 

ユ
 の
 日
 0
 を
 
O
p
 

「
年
の
 

ム
 の
 ヨ
 0
 に
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1992 年度 日本宗教学会 決算報告 

く 収入 ノ く 支出 ノ 

会費 11,713,580 会話直接刊行賞 6,461,018 

賛助会費 940,000 会誌 発送 費 723,790 

会誌 売上金 76,0 ㏄ 編集諸費 321,411 

第 51 回大会参加費 1,504,230 第 5U 同大会費用 1,800,000 

岸本・諸 声 ・石津・ 堀 日本宗教学会賞賞金 200,000 

増谷 ・柳川 基金利子 220 ， 686 学会賞諸費 84,950 

預金利子 193,345 選挙関係費 399,059 

出版助成金 320,000 会合資 525,243 

前年度繰越金 4,989,674 通信連絡 費 512,290 

事務 m 品賞 431,992 

印刷費 446,870 

本部 費 3,222,200 

関係学会費 71,793 

国有財産借料 23,319 

名簿作成費 820,630 

次年度繰越金 3,912,950 

計 19,957,515 一 - 十一一 19,957,515 

1993 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く 支出 ノ 

会費 12,000,000 会話直接刊行賞 6,500,000 

賛助会費 940,000 会誌 発送 費 650,000 

会話売上金 30,000 編集諸費 200,000 

第 52 回大会参加費 1,290,000 第 52 回大会費用 2,200,000 

岸本・諸 声 ・石津・ 堀 日本宗教学会賞賞金 200,000 

増谷 ・柳川 塞金利子 170 ， 000 学会賞諸費 200,000 

預金利子 140.000 選挙関係費 350,000 

出版助成金 350,000 会合 費 450,000 

前年度繰越金 3,912,950 通信連絡 費 450,000 

事務用品 費 400,000 

印刷費 400,000 

本部 費 4,400,000 

関係学会費 120,000 

国有財産借料 30,000 

予備費 2,282,950 

計 18,832,950 - 十 18,832,950 

(560)@ 170 



Genealogy of the Concept of Religion in 
Modern Religious Studies 

Katsumi SHIMADA 

Abstract: The purpose of this paper is to clarify the aspects of un- 
derstanding the concept of 'religion' in modern Religious Studies thr- 
ough examining the process of founding the idea of religion by R. 
Otto, who demanded the autonomy of religion with the key concept 
"experience" as well as by P. Tillich who expanded the idea of religion 
into the field of culture with the key concept "meaning". Further, this 

paper will make clear how both concepts of religion have been succ- 
eeded in Religious Studies thereafter. Otto accepted the theoretical 

frame of Kant-Schleiermacher. He emphasized that the essence of 
religion can be seen in "experience" or "feeling", and its base was on 

"Anlage", the universal and autonomic ability of mankind. On the 
other hand, Tillich sought the unity of meaning rather than individ- 
uality of experince, and regarded the essence and the truth of relig- 

ion as human universal-ontological structure by defining mutual inw- 

ardness between "Form" and "Gehalt", and between culture and reli- 
gion. Otto tried to give the autonomic foundation to religion in his 
theory, which was positively admitted by phenomemologist of religion. 
On the contrary, Tillich's theory, which was represented the concept 
"ultimate concern", seemed to be accepted in defining concepts of 

religion mainly in socio-scientific religious studies. Such genealogical 

reconsideration seems to be an indispensable task in order to face 
the unti-foundationalism on the present philosophy of science. 



Infantility, Illusion and Religion 

-the Place of Object Relation Theory in the 

Psychology of Religion- 

Kenta KASAI 

Abstract: In Japan, the field of the Psychology of Religion does not 
seem to have been active. For example, we have not seen any Post- 
Freudian approach to religious phenomenon. It is problematic that 

there is no one to keep track of the current theories of psychology. 
In this study, I examine Object Relation Theory, which is one of the 
important schools of psychoanalysis, to test its possibility to support 

some kind of study in psychology of religion. In Object Relation Th- 
eory, they theorize the process of infant's forming primary ego and 
it's making basic relationship to their mother, which occurs earlier 

than the Oedipus Complex. 
At first a brief survey of Freud's theory of religion is done. We 

will focus on some ideas that is characteristic in his theory. These 
are the concept of "illusion," the meaning of infantility, and the 
theory of instincts where psychoanalysis of a person and that of a 
culture meet with. On his framework we can see some merits of 
Object Relation Theory in the Study of Religion. 



The Knowledge of God and Epektasis 

Kenji DO1 

Abstract: On the knowledge of God expounded by Gregory of Nyssa 
in De beatitudinibus or. 6 I will discuss two things. It is admitted 
by many scholars that there is 'perpetual progress' or so-called 'epek- 

tasis' in the knowledge. In the metaphor of a mirror we cannot find 

such progress. So as far  as we interpret it as  'the knowledge of God 
in the mirror', as  done by many scholars, we cannot find the epek- 
tasis in it. First I insist that we can find the epektasis in it only 
when we interpret this text as  the exegesis of Mt. 5,8 with the 

other texts which comment on Mt. 5,8. 

Secondly interpreting it with the epestasis I deny the interpretat- 
ion that this knowledge is to know God only indirectly through the 

soul, not directly face to face. In this knowledge we know God thro- 

ugh the soul, i.e. through the image of God. But it doesen't mean 

that we know God indirectly in contrast with the direct knowledge 

of God. According to Gregory we are absolutely in diastema and are 
not able to go out into eternity. So we should walk the way of 

knowing God in our life. We know God through our soul in the life, 
and it means that this knowledge is only adequate one for us who 
are in diastema. This knowledge is to turn from the yearning for  
the knowledge of God's nature, and it is the true knowledge of God 
for us. 



Gott im Denken 

Takashi NAKAHARA 

Abstract: Heidegger charakterisiert, Nietzsches Gedanken folgend, 

unsere Zeit als die Zeit, wo Gott tot k t ,  und fordert von uns, iiber- 
haupt von Gott zu schweigen. Allein in Wirklichkeit sagt er manches 
iiber Gott, besonders wenn er von Holderlin einerseits und vom "Ge- 

viert" andererseits redet. Dieser Aufsatz versucht daher nach dem 

Grunde zu suchen, warurn Heidegger von Gott zu sprechen wagt, 
trotz der Leerheit und Sinnlosigkeit Gottes in der modernen Welt. 

Er betrachtet Gott nicht als das hochste, vollkommenste Seiende, 

wie es die bisherige Metaphysik tut, sondern als den Boten, den das 
Heilige zu den Menschen schiclrt und der deshalb dem Range nach 
noch unter ihm ist. Das Heilige ist dann bestimmt als das Offene, 

worin jegliches sein eigenes Wesen eroffnet. Nach Heideggers eigenem 
Sprachgebrauch heiRt es die "Wahrheit". Aber dieses Offene bedarf, 
um sich zu eroffen, des Streites zwischen den einander schlechthin 
Entgegengesetzten, d.h. zwischen Gott und Menschen. Erst dieses 

Bediirfnis erklart den Grund, warum das Heilige den Gott zu den 
Menschen schickt, und warum das Denken, das alles in der Offenbar- 
keit der Wahrheit sehen will, des Gottes bedarf. 
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Philosophie des "Bleibens" 

-Das Denken Heideggers in seiner mittleren Periode- 

Katsuya AKITOMI 

Abstract: Zusammenfassung: Das Wort "Bleiben (bleiben)" ist ein 
Schliisselwort des Denkens Heideggers. In seiner Abhandlung "Aus 
einem Gesprach von der Sprache" schreibt Heidegger auf seine Studie 
der Theologie zuriickblickend: "Ohne diese theologische Herkunft ware 
ich nie auf den Weg des Denkens gelangt. Herkunft aber bleibt stets 

Zukunft". Dieser Satz zeigt, daB sich Heideggers Denken im Raum 

des "Bleibens" bewegt, das von der Herkunft und der Zukunft be- 

stimmt ist und zugleich die eigene Bewegtheit hat. 

Ich versuche die Struktur des "Bleibens" aufzuschlierjen dadurch, 

darj ich einerseits anhand Heideggers Interpretation von Holderlins 
Dichtung den Sinn des "Bleibens" im Zusammenhang mit dem "An- 
fang" betrachte, und darj ich andererseits Heideggers Denken selbst, 

das zum Grund der Metaphysik zuriiclrzukehren sucht, als "das Den- 

ken des Bleibens" auslege. 
Aus unserer Betrachtung konnen wir folgern, daB das "Bleiben" das 

Offene ist, das zum "Heiligen" fiihrt, und darj das "Heilige" zwischen 

der Frage nach dem Sein und der Frage nach dem Gott (der Gotter) 

steht und von Bedeutung k t ,  urn den Zusammenhang zwischen Sein 
und Gott aufzufassen. 



Phenomenology of Faith 

-With reference to the faith phenomena 
of the ~anka ran  tradition- 

Yoshitsugu SAWAI 

Abstract: From the phenomenological perspectives of faith, this 
paper is an attempt to clarify the semantic structure of religious 
commitments to the "supernatural," which constitutes the important 
factor of faith, with main reference to the languages of religious 
faith. Faith is an intentional experience of a certain religious adher- 
ent toward the "supernatural." The languages of religious faith are 

thus the expressions of such a faith, which reflect the reality of 

human beings and the world. In our phenomenological research of 
faith, we intend to understand the nature and structure of religious 

adherents' commitments. 
In order to attain this aim, among religious phenomena in the 

world, we mainly deal with the ~ a n k a r a n  Vedsnta religious tradition 
in India, which is traditionally said to have been founded by Sank- 

ara, the most well-known philosopher of India. The subject matter 
of our inquiry especially consists in the texts ascribed or traditionally 

ascribed to Sadkara, which are regarded among the religious adher- 

ents as the doctrinal scriptures in that religious tradition. By bringing 

back these texts to the context of religious faith, we can recognize 
the reality of this religious faith. In reality, these texts have been 
orally handed down from generations to generations and are even at 
present sung or recited daily. 

Through this research of these religious languages as a case study, 

we should like to elucidate the semantic world of faith or religious 
cosmologies, which are implied in the languages of faith. 




