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い
て
、
無
文
字
の
異
質
な
社
会
を
解
読
し
ょ
う
と
す
る
 若
 い
 領
域
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
史
と
か
 宗
 教
学
と
か
呼
ば
れ
る
 領
 

    
十 
世 
紀 
初 
頭、 

1.@ Ⅴ 

瑳つ 

ゆ 
る 

禾 
開   

示ヰ秋 

の 

研 
究 
サま 

民 
族 
学、 

人 
類 
学 
の 

専 
有 
す 
る 

領 
域 
で、 

あ 
  

ナ - Ⅰ 

当 
時 
そ 
れ 
は 

特 
ⅡⅡ㌧ 刀 ⅠⅡ 

な方 

法 
を 
用 

(457) 

堀
越
知
己
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 民
族
学
は
異
質
な
民
族
を
研
究
す
る
専
門
学
 で
あ
る
。
今
日
、
地
球
規
模
て
こ
の
異
質
性
が
急
速
に
均
質
化
し
 つ
 っ
あ
る
情
況
の
中
 

で
、
民
族
学
は
今
ま
で
の
研
究
伝
統
を
中
断
し
て
、
こ
の
変
化
 を
 受
け
い
れ
た
研
究
内
容
を
新
設
す
る
か
、
そ
れ
が
で
き
な
い
な
 ら
 、
こ
れ
は
解
体
 

す
る
ほ
か
な
い
趨
勢
に
あ
る
。
遠
く
隔
っ
た
異
民
族
は
、
発
見
 さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
だ
け
 歩
 く
な
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
な
く
、
 

発
見
さ
れ
る
側
は
 

発
見
す
る
側
に
適
合
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
 異
遠
 性
を
保
持
で
ぎ
ず
に
、
ま
す
ま
す
発
見
す
る
側
に
似
た
も
の
と
 な
り
、
世
界
の
均
質
 

化
は
進
行
し
た
。
 
異
 民
族
に
関
す
る
科
学
は
、
そ
の
始
め
に
お
 い
て
す
で
に
、
こ
の
科
学
の
解
消
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
据
え
て
い
 た
の
で
あ
る
。
宗
教
 

 
 

民
族
学
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
も
し
こ
れ
が
解
体
す
る
と
す
 れ
ば
、
そ
の
方
法
的
プ
ル
ー
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
し
て
、
隣
接
す
る
 諸
学
科
、
す
な
わ
ち
 

社
会
学
、
言
語
学
、
歴
史
学
な
ど
へ
分
断
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
 ろ
 う
 。
し
か
し
、
も
し
宗
教
民
族
学
が
世
界
の
激
変
に
批
判
を
 も
っ
て
対
応
し
、
 
新
 

 
 

し
い
研
究
内
容
を
 う
 ち
だ
す
な
ら
、
そ
れ
は
、
ま
さ
に
宗
教
 民
 族
学
 で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
方
法
と
対
象
の
多
様
さ
ゆ
え
に
、
 

科
学
と
し
て
の
 確
 

信
 の
な
さ
の
ゆ
え
に
、
差
異
の
中
で
均
質
化
に
抵
抗
し
な
が
ら
 仕
事
を
す
る
が
ゆ
え
に
、
人
間
の
尊
さ
と
支
配
か
ら
の
自
由
を
 目
的
規
定
と
し
て
、
 

こ
れ
に
は
優
れ
た
チ
ャ
ン
ス
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
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ィ
ー
ル
ド
、
差
異
、
均
質
化
、
進
化
、
伝
 播
 、
文
化
変
動
、
異
文
化
理
解
 

一
 

問
題
の
背
景
 

宗
教
民
族
学
の
現
在
 



の
事
実
と
歴
史
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
最
初
の
 ボ
タ
ソ
 の
 か
 け
 ち
が
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
後
の
ち
ま
で
尾
を
引
 く
こ
と
に
な
る
。
さ
て
 

一
九
二
 0 年
代
に
入
る
と
、
民
族
学
は
そ
の
べ
 一
ル
 を
と
 っ
て
 反
 進
化
を
表
明
し
、
ア
 l
 ム
チ
ェ
ア
の
民
族
学
 と
 い
 う
 学
問
状
況
を
根
本
 

的
に
変
え
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
 @
 

一
 
フ
ド
 ク
リ
フ
Ⅱ
ブ
ラ
ウ
ソ
、
え
て
し
て
ボ
ア
 
ズ
 た
ち
、
い
わ
 ゆ
る
 ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
 

ソ
系
 人
類
学
の
方
法
的
核
心
は
、
フ
ィ
 一
ル
ド
 に
直
接
触
 れ
る
こ
と
、
未
開
の
現
場
に
立
ち
あ
 ぅ
 こ
と
、
つ
ま
り
 歴
史
的
関
連
か
ら
切
り
 

離
さ
れ
た
「
民
族
学
的
現
在
」
に
立
脚
し
た
事
例
研
究
に
 あ
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
、
こ
の
事
態
は
宗
教
学
、
宗
 敦
史
に
も
波
及
す
る
。
 

そ
れ
ま
で
複
雑
社
会
の
「
大
き
な
宗
教
」
を
専
門
と
し
て
 、
テ
キ
ス
ト
研
究
に
明
け
暮
れ
し
て
い
た
宗
教
史
家
も
 、
 彼
ら
の
関
心
の
向
 う
 

「
宗
教
の
現
場
」
に
立
ち
あ
お
 
う
 と
し
て
旅
行
を
企
て
る
 よ
う
に
な
り
、
 

-
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社
会
人
類
学
の
お
こ
な
 う
質
 間
や
観
察
 な
ど
、
類
似
の
方
法
の
 

コ
 ソ
 を
覚
え
、
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
体
験
を
通
し
て
、
宗
教
 史
は
 、
第
二
次
大
戦
以
降
、
し
だ
い
に
宗
教
民
族
学
で
 も
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
 

ゆ
く
。
こ
う
し
た
変
化
の
結
果
、
宗
教
史
は
拡
大
さ
れ
、
 か
つ
て
は
民
族
学
の
直
轄
 領
 で
あ
っ
た
未
開
宗
教
は
 、
 広
い
宗
教
史
の
区
分
配
 

列
の
中
で
し
っ
か
り
し
た
定
位
置
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
 

 
 

じ
 時
期
に
、
人
類
学
者
 

 
 

が
 
「
小
さ
な
未
開
社
会
」
か
ら
イ
ソ
 
ド
 、
中
国
の
よ
う
な
 

と
 宗
教
民
族
学
の
両
方
か
ら
く
る
こ
の
よ
う
な
変
更
に
よ
 大

き
な
複
合
統
一
体
へ
と
関
心
を
移
し
、
機
能
や
構
造
 

っ
て
、
未
開
宗
教
の
研
究
は
、
古
代
宗
教
や
世
界
宗
教
 で

は
な
く
、
文
化
変
動
 

の
そ
れ
と
同
じ
資
格
で
 

や
宗
教
変
動
、
つ
ま
り
歴
史
を
も
視
野
に
入
れ
る
 よ
う
 に
 な
る
。
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こ
れ
は
、
本
稿
の
 テ
 一
 ％
 に
も
関
わ
る
興
味
深
 い
学
問
動
向
で
あ
る
。
 

そ
の
直
接
の
原
因
は
、
世
界
規
模
で
進
行
す
る
均
質
化
の
 彼
 に
呑
み
こ
ま
れ
て
、
地
上
に
は
も
は
や
 異
 遠
の
未
開
 を
 求
め
に
く
く
な
っ
た
 

（
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事
情
に
あ
る
が
、
民
族
学
が
歴
史
に
目
を
転
ず
る
こ
と
は
 、
民
族
学
の
存
立
に
も
関
わ
る
問
題
を
含
む
の
で
あ
る
 。
と
も
あ
れ
、
宗
教
史
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烈
な
 イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。
当
時
の
論
文
で
、
「
宗
教
 

の
 始
源
と
発
展
」
に
ふ
れ
な
い
も
の
を
探
す
の
は
難
し
い
 。
こ
こ
に
は
、
宗
教
 

  

学
の
分
析
的
方
法
を
用
い
、
も
と
も
と
歴
史
家
の
研
究
で
 あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
民
族
学
の
進
化
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
 -
 
ア
 イ
 ブ
 は
宗
教
史
に
強
 

  

域
は
 、
力
争
 か
訃
朴
チ
か
 民
族
中
近
東
、
地
中
海
地
 
域
 、
イ
ソ
 ド
 、
中
国
な
ど
の
宗
教
を
対
象
と
し
て
 、
 主
に
口
古
代
 ロ
 文
献
 

 
 



鮮
る
 。
こ
の
方
法
の
導
入
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
未
聞
 社

会
の
解
読
が
、
宗
教
史
、
宗
教
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
 

社
会
科
学
そ
の
他
の
広
範
な
 

 
 
 
 
 
 

 
 

な
い
。
地
域
的
に
も
狭
く
限
定
さ
れ
た
小
さ
な
研
究
が
 、
全
人
間
存
在
の
始
め
か
ら
は
 

 
 

終
り
ま
で
の
見
通
し
を
一
挙
に
切
り
ひ
ら
い
た
か
の
感
 さ
 え
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
他
の
諸
 学
 の
よ
く
果
し
え
な
い
 
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
 
し
 

在
 

瑚
 

民
族
学
に
と
っ
て
「
現
地
調
査
」
 谷
紐
 ・
 
ミ
 。
 邑
 と
そ
れ
に
接
続
し
た
「
個
別
研
究
」
（
 
ョ
 0
 コ
 
0
 の
 
サ
 
の
 
ヮ
す
 
）
 と
は
 方
法
的
な
根
木
前
提
で
あ
 

一 
一 と   
学 
的   

0 社 が 母 が 諸 

  
る 窺 別 歴 し 

もる ノ 

    
救民   

パ 名 し る ? 現 
l 桁 ま ニ 目 柱   

-
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）
 

下
で
具
体
的
に
成
立
し
て
い
る
広
く
漠
然
た
る
領
域
を
指
 し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宗
教
民
族
学
と
は
、
民
族
学
 あ
 る
い
は
人
類
学
を
下
位
 

宗
教
史
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
 

し
て
で
は
な
く
、
宗
教
史
の
 

本
稿
が
「
宗
教
民
族
学
」
 

無
文
字
民
族
の
宗
教
は
、
進
化
論
的
な
序
論
と
し
て
で
は
 な
く
、
ま
た
単
に
社
会
関
連
に
お
け
る
 シ
ク
 ミ
と
 

正
統
な
研
究
対
象
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
 

（
 
ぺ
 
0
 
目
 住
 o
u
 
の
 宰
す
コ
 
0
-
0
 

㎎
 卜
 
オ
キ
 巴
 。
 鰯
宰
巨
 0
-
0
 

注
 巴
の
名
称
で
 ゆ
 ぶ
も
の
は
、
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
学
問
状
況
の
 



か
し
出
発
点
に
立
ち
戻
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
人
類
学
の
 設
定
し
た
こ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ー
ル
ド
に
「
 現
 に
い
あ
わ
せ
る
」
と
は
 

一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
民
族
学
的
 
現
在
」
（
注
ぎ
 0
-
0
 

の
 
汀
 目
下
滞
の
目
の
）
 
ほ
 、
方
法
と
し
て
、
 
い
 く
つ
か
の
重
大
な
制
 

限
 を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

民
族
学
は
先
ず
フ
ィ
ー
ル
ド
の
選
択
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
 
ほ
 遠
い
地
域
の
、
わ
れ
わ
れ
と
は
 

、
、
、
、
、
 

異
 っ
た
社
会
で
な
 げ
 れ
ば
な
ら
な
い
。
 
対
 

象
が
、
ト
 
p
 プ
リ
ア
 
ソ
ド
 諸
島
と
か
ア
ン
ダ
マ
ン
島
の
よ
 （
 
，
 
ノ
に
 

@
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、
 異
 遠
の
社
会
で
あ
る
と
い
う
こ
の
基
準
は
 、
民
 放
学
が
他
の
学
科
に
対
 

し
て
自
律
的
で
あ
る
た
め
に
譲
る
こ
と
の
で
き
な
い
境
界
 
概
念
で
あ
る
。
対
象
が
研
究
者
に
は
と
て
も
理
解
で
き
 

、
、
 、
、
 な
い
よ
う
な
無
縁
の
異
 

文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
の
条
件
を
取
り
払
っ
た
ら
、
記
述
 民
族
学
の
資
料
は
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
一
般
の
社
会
 諸
科
学
、
文
化
諸
科
学
 

に
 分
割
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
。
フ
ィ
ー
ル
ド
は
よ
り
遠
く
 隔
た
り
、
よ
り
異
質
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
い
。
民
族
 学
者
は
、
ナ
ー
ス
ト
ラ
 

リ
ヤ
大
都
市
周
辺
城
に
住
む
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
ズ
に
は
ほ
と
 ん
ど
眼
を
向
け
ず
に
、
遠
く
外
城
で
生
活
す
る
原
住
民
 ア
ウ
ト
バ
ッ
ク
に
の
み
 

魅
せ
ら
れ
る
。
（
 

0
 
1
 
 

）
 し
か
し
第
二
次
大
戦
以
後
、
こ
の
 異
 通
性
 は
 、
 量
質
 と
も
に
、
驚
く
ほ
ど
の
速
度
で
失
わ
れ
て
ゆ
 く
 。
土
着
住
民
は
土
地
 

を
 追
わ
れ
、
あ
る
い
は
自
ら
捨
て
て
、
工
業
化
社
会
の
周
 辺
城
に
お
い
て
都
市
か
ら
の
 ナ
コ
 ボ
 ン
 で
生
活
を
立
て
 
、
 書
く
こ
と
を
覚
え
、
 

選
挙
権
を
手
に
入
れ
る
。
研
究
さ
れ
て
い
る
人
々
は
 
、
 ほ
 ば
一
方
的
に
研
究
者
に
適
応
し
同
化
し
て
い
っ
て
 、
 両
者
の
関
係
は
逆
転
し
 

 
 

て
し
ま
っ
た
。
研
究
者
が
「
現
地
に
い
る
」
と
い
う
こ
と
 の
 必
然
的
帰
結
が
こ
れ
で
あ
る
。
民
族
学
の
大
前
提
 
、
す
な
わ
ち
自
然
民
族
 

 
 

が
 消
滅
す
れ
ば
、
こ
の
均
質
の
世
界
に
は
も
う
理
解
す
 べ
 き
 も
の
は
残
さ
れ
て
 

 
 

は
い
な
い
 0
 今
日
で
は
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
ズ
も
ア
ウ
ト
。
 

ハ
 ッ
ク
 も
、
そ
し
て
研
究
者
も
、
区
別
な
く
人
工
衛
星
の
 ビ
ー
ム
に
よ
っ
て
把
握
 

さ
れ
て
い
る
。
 

し
か
し
 終
臆
 ま
で
に
は
、
ま
だ
時
間
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
 

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
目
的
に
よ
っ
て
フ
ィ
ー
ル
ド
が
設
定
 さ
れ
、
予
備
調
査
も
 

す
み
、
研
究
計
画
が
立
て
ら
れ
、
さ
て
旅
行
し
現
地
に
た
 ど
り
つ
い
て
、
調
査
が
始
め
ら
れ
る
。
ま
ず
舌
口
語
に
 

習
 熟
す
る
。
原
住
民
と
と
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明
論
は
 、
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
。
宗
教
の
事
実
に
 触
れ
る
と
い
っ
て
は
み
て
も
、
眼
の
も
つ
こ
の
病
気
を
 越
え
て
、
「
予
測
も
し
な
か
 

ぼ
っ
た
考
え
」
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

め
に
、
数
々
の
特
別
な
術
語
を
発
見
し
て
き
た
。
マ
ナ
 、
ト
ー
テ
ム
、
シ
ヤ
マ
ン
等
㏄
 

。
 
"
 
'
 
。
 

く
 
ス
 
』
 

 
 

々
の
古
い
術
語
は
 
、
 厳
し
い
批
判
と
制
限
を
つ
げ
る
な
ら
 、
今
日
で
も
十
分
使
用
に
堪
え
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
 わ
れ
の
共
有
財
産
で
あ
 

@
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狂
体
 が
 、
民
族
学
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
主
題
化
さ
 れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
し
て
 の
 現
象
学
が
押
し
進
め
る
 議
 

｜
ト
 す
る
能
力
と
か
感
性
的
同
化
 力
 と
か
、
 
ひ
 

（
 
，
 -
 

ゆ
 る
の
 c
 プ
 名
曲
「
が
 ら
 9
 守
の
口
 こ
 「
口
の
口
で
あ
る
。
 

 
 

同
化
が
十
全
に
実
現
さ
れ
る
な
ら
、
観
察
者
は
 

を
も
っ
て
、
も
う
本
国
の
大
学
へ
戻
る
こ
と
は
 

め
論
 、
現
地
調
査
の
現
実
で
は
、
そ
ん
な
こ
 

を
 検
証
し
ょ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
 

の
 知
に
も
と
つ
い
て
、
最
悪
の
場
合
は
自
分
の
 

枠
組
み
に
従
っ
て
「
見
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
 と

の
身
に
な
っ
て
み
る
才
能
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
。
 古
 く
、
ゼ
 ー
ダ
 l
 ブ
ロ
ム
の
い
わ
 

観
察
者
も
内
奥
で
秘
儀
（
 窃
 o
t
e
 

モ
 ）
を
執
行
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
仮
に
こ
の
 ょ
う
 な
 

土
着
 民
 と
な
っ
て
、
差
異
は
な
く
な
り
、
観
察
は
そ
の
 心
 熱
性
を
失
 う
 。
彼
は
研
究
成
果
 

な
い
だ
ろ
う
。
 

と
は
起
ら
な
い
。
研
究
者
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
環
境
条
件
 、
文
化
伝
統
、
社
会
構
造
な
ど
 

属
す
る
社
会
の
知
に
も
と
っ
 い
 て
、
す
で
に
「
予
測
パ
タ
 ｜
ソ
 」
を
立
て
て
お
り
、
そ
の
 

。
理
論
的
一
般
化
を
含
ま
な
い
パ
タ
ー
ソ
は
あ
り
え
な
い
 
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
理
論
 

す
 
「
知
っ
て
い
る
も
の
」
だ
け
を
見
て
し
ま
う
。
こ
の
 「
見
る
」
と
い
う
単
純
な
営
み
 
自
 

（
 
ほ
 @
 

こ
れ
を
成
功
さ
せ
る
の
は
、
 

ニ
ヴ
ァ
ソ
ス
 
@
 プ
リ
チ
ャ
ー
 ド
 に
よ
れ
ば
、
結
局
、
研
究
者
の
個
人
的
資
質
、
例
え
 ば
 他
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
 

も
に
生
活
し
、
見
、
聞
き
、
 

（
 
っ
 ：
（
 

@
c
@
 

っ
目
 （
 0
 打
の
 
，
ヰ
 
。
（
 
@
0
 
③
 

せ
る
。
こ
の
 
ょ
う
 な
調
査
の
 

に
わ
た
り
 洗
錬
 さ
れ
て
き
て
 

感
じ
、
嗅
ぎ
ま
わ
り
、
情
報
提
供
者
を
慎
重
に
選
別
し
 、
 つ
い
に
は
秘
密
の
儀
礼
に
「
参
加
す
る
観
察
」
 

な
し
て
、
一
つ
の
社
会
、
宗
教
を
生
き
い
き
し
た
相
互
 
関
連
に
お
い
て
精
 敏
 に
記
述
し
、
観
察
を
完
結
さ
 

手
続
き
は
基
本
的
に
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
時
代
と
同
じ
で
 あ
ろ
う
が
、
そ
の
技
術
は
今
日
で
は
極
め
て
詳
細
 

@
 
Ⅱ
 @
 

い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
異
質
な
原
住
民
の
信
仰
の
プ
レ
ゼ
 シ
 ス
に
到
達
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
だ
 る
 5
 。
 



 
 

 
 

示
さ
れ
 
@
8
%
@
 
 

事
実
と
し
て
の
宗
教
は
、
無
邪
気
な
説
明
で
ゆ
 が

め
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
考
過
程
の
中
で
納
得
さ
 ね
 、
溶
け
て
消
え
て
し
 

ま
う
。
構
造
主
義
は
一
人
 レ
 ヴ
ィ
 H
 ス
ト
ロ
ー
ス
の
も
の
 
で
は
な
い
が
、
こ
の
 ょ
 う
な
思
考
過
程
は
、
観
察
す
る
 側
の
自
己
理
解
で
あ
っ
 

大
略
以
上
の
よ
う
に
、
民
族
学
的
現
在
が
含
む
い
く
つ
か
 0
 局
面
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
、
社
会
人
類
学
が
 古
ヰ
木
立
唄
 

俺
 
の
 ウ
ア
イ
 
ー
 ル
 
ハ
 ド
 

で
 分
析
し
た
「
機
能
」
や
「
構
造
」
や
「
社
会
関
連
」
と
 は
 
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
 

そ
 れ
ら
の
学
説
が
、
そ
れ
 

ぞ
れ
時
代
の
脈
絡
の
中
で
極
め
て
生
産
的
で
あ
っ
た
こ
と
 は
 認
め
る
が
、
し
か
し
誰
に
対
し
て
生
産
的
で
あ
っ
た
 の
か
。
そ
れ
ら
は
、
 
自
 

 
 

 
 

己
の
帰
属
す
る
社
会
に
対
し
て
 異
 遠
の
社
会
を
説
明
し
て
 い
る
が
、
果
し
て
 
異
 遠
の
理
解
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
 

今
、
こ
れ
ら
学
説
内
容
 

の
 
一
つ
一
つ
に
立
ち
入
る
こ
と
は
控
え
る
が
、
一
括
し
て
 粗
雑
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
 以
来
の
「
社
会
は
神
で
 

@
 
け
 ）
 

あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
外
に
出
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
 。
（
唯
一
の
例
外
は
 
ヱ
 ヴ
ァ
ン
 ス
 Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
 l
 ド
 ぐ
ら
 い
で
あ
ろ
う
か
。
）
 

人
 

類
 学
は
社
会
と
宗
教
の
間
の
関
係
式
を
定
着
さ
せ
、
歴
史
 的
 関
連
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
反
復
回
帰
す
る
宗
教
構
造
 を
 社
会
シ
ス
テ
ム
 
と
し
 

 
 

て
 明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
未
開
の
宗
教
は
め
 
示
教
そ
れ
自
身
の
う
ち
で
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
（
 
田
痒
 口
宰
ぉ
 ）
は
説
明
で
ぎ
 

な
い
と
い
う
決
定
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
一
つ
の
政
治
 シ
 ス
テ
ム
は
一
つ
の
神
話
に
移
さ
れ
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
 あ
る
と
い
う
モ
デ
ル
が
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

げ
る
危
険
」
 
は 
  

は 

ひ 
か 
ら 
び 
ナ ・ Ⅰ 

カ
テ
 

｜
チ
 

（
Ⅱ
 
@
 

，
コ
リ
 一
 と
同
じ
こ
と
で
、
資
料
か
ら
生
命
を
奪
っ
て
 し
 ま
う
」
「
 

が
 警
告
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
 

し
 、
ま
た
「
特
定
概
念
を
一
つ
の
社
会
に
押
し
つ
 

あ
る
伝
統
を
に
な
っ
た
宗
教
を
、
ア
ニ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
 

ト
 ｜
テ
 ミ
ズ
ム
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
類
型
に
よ
 っ
て
分
析
す
る
こ
と
 

 
 

る
 。
ま
た
新
し
い
術
語
も
次
々
と
節
度
な
く
生
ま
れ
て
、
 

民
族
学
は
概
念
の
武
器
製
造
工
場
の
感
さ
え
あ
る
。
 

例
 え
ぱ
 
「
主
と
し
て
の
 動
 

物
 」
（
丁
日
オ
「
 づ
ざ
 「
）
と
い
う
新
し
い
表
現
は
、
狩
猟
 
民
 
・
漁
猟
民
の
宗
教
的
慣
習
の
も
つ
超
自
然
的
型
 
態
 を
ま
 ざ
ま
ざ
と
理
解
さ
せ
て
 

く
れ
る
。
こ
れ
ら
の
術
語
な
し
で
は
、
個
別
研
究
を
宗
教
 の
 全
体
領
域
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
な
い
し
、
比
較
の
視
 座
 も
で
て
こ
な
い
。
 
た
 

だ
し
一
方
に
お
い
て
、
民
族
学
の
分
析
概
念
は
依
然
と
し
 て
 
「
現
に
見
た
事
実
」
を
構
成
す
る
特
権
的
言
語
で
は
 

あ
り
え
な
い
。
「
個
性
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宗教民族学の 現在 

本
稿
 が
 
「
民
族
学
的
現
在
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
基
本
的
 

に
 、
時
間
的
前
後
関
係
の
拒
否
を
そ
の
特
質
と
し
て
い
 る
 。
今
日
の
こ
の
 フ
 

 
 

 
 

イ
 ー
ル
ド
で
の
調
査
と
五
年
前
の
あ
の
フ
ィ
 l
 ル
ド
で
の
 調
査
と
は
、
同
じ
現
在
（
 b
 。
の
の
の
 

昆
 ③
と
し
て
水
平
に
 
宙
 o
 ュ
 N
o
 
口
 
t
a
-
 

）
に
並
べ
ら
 

 
 

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
時
間
的
変
化
や
歴
史
的
 条
 件
の
違
い
な
ど
垂
直
的
（
 %
 ユ
 n
p
-
 

）
な
も
の
は
無
視
さ
 
れ
る
。
民
族
学
の
プ
レ
 

ゼ
ソ
ス
 に
差
が
生
じ
る
場
合
、
そ
れ
は
時
間
の
差
で
は
な
 く
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
違
い
、
つ
ま
り
空
間
が
違
う
の
 で
あ
る
。
宣
教
師
や
旅
 

 
 

付
 記
な
ど
の
日
付
づ
 
き
 古
記
録
は
別
と
し
て
、
記
述
民
族
 学
の
資
料
は
歴
史
的
次
元
を
表
わ
さ
な
い
。
マ
リ
ノ
フ
 ス
キ
ー
が
勧
め
、
ま
た
 

実
際
そ
う
し
た
よ
 う
 に
、
人
類
学
者
は
四
、
五
年
後
に
再
 び
 調
査
 地
 に
戻
り
、
研
究
の
欠
落
部
分
を
補
足
し
た
り
 す
る
が
、
そ
の
場
合
前
 

後
の
時
差
は
な
い
も
の
と
し
て
、
同
じ
現
在
の
上
で
資
料
 化
さ
れ
る
。
現
代
の
 7
 ィ
ー
ル
ド
で
は
、
以
前
に
は
ま
 っ
 た
く
見
ら
れ
な
か
っ
 

た
コ
一
ぅ
と
 
T
 
シ
ャ
ッ
が
数
年
後
に
は
普
通
の
風
俗
と
な
 る 。
そ
れ
で
も
、
人
類
学
が
「
民
族
学
的
現
在
」
を
 手
 放
し
た
ら
、
不
変
の
機
 

能
や
構
造
か
ら
も
見
放
さ
れ
る
。
宗
教
民
族
学
は
、
こ
の
 局
面
で
は
、
 

共
 特
約
水
平
面
の
上
で
静
態
的
な
相
関
性
 0
 分
析
を
、
や
が
て
は
 

@
 
杓
 -
 

比
較
と
体
系
化
を
め
ざ
し
、
大
筋
で
現
象
学
的
方
法
に
依
 挺
 し
た
類
型
学
（
ミ
 
ロ
 
0
-
0
%
 
）
や
形
態
学
（
 ヨ
 0
 「
 菩
 0
-
0
 
鞄
 ）
の
方
向
に
進
も
 う
と
 

す
る
。
方
法
論
上
の
原
理
か
ら
い
っ
て
、
民
族
学
的
現
在
 と
 歴
史
、
構
造
と
変
動
、
社
会
人
類
学
と
宗
教
史
は
互
 に
な
じ
み
に
く
い
。
 
例
 

え
ば
、
「
文
化
変
容
の
人
類
学
的
分
析
」
と
「
シ
ン
ク
レ
 

-
 
ア
 イ
 。
ス
ム
の
宗
教
史
的
分
析
」
と
は
、
た
と
え
内
容
の
実
 

質
が
 類
似
し
て
い
た
 

  (463) 

三
 
歴
史
的
次
元
 

て
 、
 異
 遠
の
他
者
の
理
解
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
 。
「
理
解
」
は
現
代
の
宗
教
民
族
学
の
中
心
課
題
で
あ
る
 と
い
え
る
だ
 る
 

 
 

理
解
の
問
題
は
 
、
む
 ぎ
だ
し
の
事
実
と
し
て
の
生
活
世
界
 に
お
け
る
間
主
観
性
と
い
う
方
向
で
捉
え
る
こ
と
に
、
 

ほ
ば
 賛
成
し
な
が
 

し
か
し
今
、
哲
学
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
 避
 げ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
 

（
 
ナ
 ノ
り
 

ら
、
 



も
 、
伝
播
の
研
究
に
よ
っ
て
 
チ
ヱ
ソ
ク
 さ
れ
な
い
限
り
 
危
 険
で
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
、
論
理
と
し
て
の
類
似
性
 

、
 、
、
 は
 、
史
的
民
族
学
だ
 
け
 

フ
 "
 プ
ラ
ウ
ソ
が
「
推
測
の
歴
史
」
と
し
て
批
難
し
て
も
 、
こ
れ
は
止
む
を
え
な
い
。
し
か
し
逆
に
機
能
構
造
論
 
の
事
例
研
究
に
し
て
 

と
し
て
も
、
視
点
の
上
で
は
根
木
的
な
区
別
が
あ
る
。
 

十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
め
に
か
け
て
の
宗
教
民
族
 学
は
、
 E
 
 

タ
イ
ラ
ー
の
進
化
論
に
し
て
も
 W
.
 シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
文
化
 

史
的
民
族
学
に
し
て
も
、
右
に
述
べ
た
方
法
的
な
区
別
を
 意
識
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
露
に
表
面
化
す
る
の
は
 、
人
類
学
が
反
進
化
を
 

占
星
目
し
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
民
族
学
の
歴
史
へ
の
 
傾
 斜
が
 、
底
辺
に
お
い
て
は
連
綿
と
し
て
 続
 げ
ら
れ
て
い
 た
の
も
事
実
で
あ
る
。
 

今
日
こ
の
二
つ
の
方
法
は
互
に
融
和
が
図
ら
れ
、
共
働
し
 て
い
る
が
、
一
部
で
は
混
乱
も
生
じ
て
い
る
。
宗
教
 民
 放
学
が
歴
史
的
視
座
を
 

擁
護
し
て
宗
教
史
と
接
続
す
る
た
め
に
は
、
空
間
的
相
互
 関
係
か
ら
時
間
的
前
後
関
係
を
手
に
入
れ
る
方
途
が
計
 ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 こ

の
折
衷
は
、
「
比
較
す
る
歴
史
の
方
法
」
と
で
も
い
え
 
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
二
つ
の
事
例
が
地
理
的
に
異
っ
た
 空
 間
 に
あ
り
な
が
ら
、
 

そ
の
両
方
に
お
い
て
 寮
 助
の
宗
教
現
象
が
観
察
さ
れ
た
と
 す
る
。
こ
の
類
似
性
は
 、
 互
に
無
関
係
な
平
行
し
た
 展
 開
 で
あ
る
か
、
あ
る
い
 

@
 
四
 -
 

は
 両
者
の
歴
史
的
接
触
の
結
果
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
 あ
る
。
 、
ィ
 

進
ヒ
 論
ま
前
者
を
よ
し
と
し
、
 

@
 
@
 
。
Ⅰ
 

。
 
-
2
 
 

伝
播
論
は
後
者
 の
 可
能
性
を
選
ん
だ
こ
 

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
、
こ
の
 類
似
を
独
立
し
た
発
生
の
進
化
（
の
 
ヰ
 0
-
 
ロ
 
（
 
@
o
 

口
 ）
段
階
に
お
 げ
る
近
似
現
象
と
し
 

て
と
ら
え
、
後
者
は
、
文
化
の
伝
播
（
ら
目
「
 

m
@
o
 

口
 
）
の
 結
 果
 と
し
て
の
類
似
性
、
つ
ま
り
共
通
の
相
続
者
の
異
っ
た
 伝
統
と
し
て
説
明
し
 

た
 。
二
つ
の
立
場
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
べ
 き
 か
の
正
当
な
規
 準
は
立
て
ら
れ
な
い
。
具
体
的
な
事
例
研
究
に
お
い
て
 、
そ
の
都
度
、
適
切
な
 

選
択
を
す
る
ほ
か
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
問
題
は
 鋳
使
掛
 で
あ
り
、
そ
の
裏
の
差
異
性
で
あ
り
、
さ
ら
に
 類
似
と
差
異
の
解
釈
の
 

問
題
で
あ
る
か
ら
、
民
族
学
的
資
料
を
歴
史
的
資
料
同
様
 に
 厳
密
な
批
判
と
検
討
を
通
し
て
取
り
扱
っ
て
み
て
も
 、
結
果
と
し
て
ど
 う
し
 

て
も
 卦
藩
 細
分
析
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
類
似
 と
裏
 差
 を
時
間
的
前
後
関
係
と
し
て
並
べ
変
え
る
こ
の
点
を
と
 ら
え
て
、
ラ
デ
ィ
ク
 リ
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鰻
ぅ
 評
価
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
戦
後
の
新
進
化
論
は
 

ま
す
ま
す
折
衷
的
に
な
っ
て
、
か
つ
て
の
よ
う
な
 

反
進
 

 
 

"
"
"
 

打
て
 

さ
れ
て
自
由
に
進
展
し
て
お
り
、
例
え
ば
ス
チ
ュ
ア
ー
ド
 

は
 宗
教
と
自
然
環
境
や
技
術
環
境
と
の
関
係
解
明
を
提
 

喝
 し
て
、
新
し
い
宗
教
 

鱗
 
法
則
的
で
全
体
的
な
把
握
が
可
能
に
な
る
と
い
う
 

占
 ゅ
 
に
あ
る
。
た
だ
し
、
民
族
学
の
地
平
に
お
い
て
、
そ
れ
 

が
 致
命
的
欠
陥
で
あ
る
と
い
 

  

に
 特
有
な
不
確
実
さ
で
は
な
い
。
機
能
論
、
構
造
論
そ
の
 他
 も
ろ
も
ろ
を
含
ん
で
民
族
学
の
全
体
が
、
論
理
と
し
 て
は
大
い
に
こ
の
類
似
 

性
 に
依
存
し
て
お
り
、
比
較
の
前
段
と
し
て
の
類
似
性
の
 蓋
然
性
か
ら
出
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
 こ
 の
 不
確
実
さ
が
民
族
学
 

の
 優
れ
た
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
本
稿
 と
 L
 
し
て
は
、
 レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
流
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ッ
 ク
の
 完
結
に
ま
き
こ
 ま
 

@
 
捜
 @
 

れ
る
よ
り
は
、
ギ
ア
ー
ッ
の
「
確
信
を
も
て
な
い
と
い
う
 点
に
 、
わ
れ
わ
れ
の
強
み
が
あ
る
」
に
賛
同
し
た
 い
 。
 

宗
教
学
・
宗
教
史
の
領
域
に
お
い
て
 反
 進
化
論
が
ま
き
 起
 っ
 た
の
は
、
歴
史
の
問
題
は
進
化
論
な
し
で
、
厳
密
な
 歴
史
学
の
方
法
だ
 け
 

で
 処
理
で
き
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
も
な
い
し
、
ま
し
て
 神
学
的
反
発
か
ら
で
も
な
い
。
十
九
世
紀
進
化
論
の
 一
 糸
的
 ス
キ
ー
ム
を
撲
滅
 

し
た
の
は
、
最
初
に
も
ふ
れ
た
 よ
う
 に
、
現
地
調
査
の
個
 性
 記
述
的
相
対
主
義
を
主
張
し
て
ア
メ
リ
カ
人
類
学
を
 支
配
し
た
ボ
ア
ズ
学
派
 

と
 、
 二
 0
 年
代
に
イ
ギ
リ
ス
に
あ
ら
わ
れ
た
構
造
機
能
主
 義
 と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
返
え
す
刀
で
伝
播
論
を
も
 槍
 玉
 に
あ
げ
て
、
民
族
学
 

に
お
け
る
歴
史
主
義
を
否
定
し
た
。
こ
の
 ょ
う
 な
勢
力
を
 敵
に
ま
わ
し
て
「
進
化
論
の
誤
り
」
を
新
し
く
解
釈
し
 な
お
し
、
論
戦
に
っ
 ぐ
 

論
戦
を
い
ど
ん
だ
の
が
 L
.
A
.
 

ホ
ワ
イ
ト
、
 

J
.
H
 

ス
チ
ュ
ア
ー
ド
以
下
の
新
進
化
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
 れ
ば
、
進
化
と
は
、
 古
 

い
 形
式
か
ら
新
し
い
形
式
へ
と
展
開
す
る
た
め
の
、
段
階
 的
な
機
能
の
分
化
と
構
造
の
複
合
で
あ
る
。
ま
た
次
第
 に
 単
線
的
な
発
展
の
図
 

式
か
ら
離
れ
て
、
普
遍
進
化
か
ら
参
来
進
化
を
区
別
す
る
 よ
う
に
な
る
。
過
去
に
文
化
接
触
が
あ
っ
た
と
は
考
え
 ら
れ
な
い
遠
隔
の
諸
 地
 

域
 に
お
い
て
、
パ
ラ
レ
ル
 社
 文
化
発
展
の
継
起
が
観
察
さ
 れ
た
と
き
、
こ
の
類
似
性
を
 ぅ
 み
だ
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
 が
 果
し
て
共
通
の
も
の
 

在
か
 、
異
質
の
も
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
、
参
来
道
 化
 論
の
最
優
先
課
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
も
、
こ
の
 メ
 カ
ニ
ズ
ム
の
理
論
的
徴
表
 と
 

戒
 
な
る
の
は
機
能
と
構
造
で
あ
る
。
結
局
は
妥
協
の
古
 
示
教
理
論
な
の
で
あ
る
が
、
最
大
の
長
所
は
、
こ
の
 ア
プ
 ロ
 ー
 チ
 に
よ
っ
て
宗
教
の
合
 



 
 

役
を
果
し
た
し
、
ま
た
 E
.
R
.
 

サ
ー
ヴ
ィ
 

ス
 は
 彪
大
 な
 民
族
誌
資
料
を
整
理
 

 
 

ぅ
 概
念
を
提
出
し
 毛
 
（
 
ボ
 
ア
メ
リ
カ
人
類
学
の
あ
い
だ
 
に
 活
発
な
議
論
を
提
起
 

し
 、
 R
.
N
.
 

べ
う
の
宗
教
発
展
の
図
式
と
と
も
に
、
 

マ
 ク
コ
 な
宗
教
史
把
握
へ
の
要
請
に
答
え
て
い
る
。
 

進
化
論
に
対
し
て
、
伝
播
論
は
、
い
わ
ば
常
識
的
枠
組
み
 で
あ
っ
て
、
進
化
論
の
よ
う
に
全
人
類
の
精
神
的
斉
一
 性
を
前
提
に
し
た
 先
 

験
的
 観
念
に
頼
る
必
要
も
な
く
、
た
だ
類
似
佐
を
理
由
と
 し
て
、
い
く
つ
か
の
地
域
の
関
係
を
文
化
伝
播
と
し
て
 抱
 え
る
と
い
う
方
法
的
 

素
朴
さ
の
ゆ
え
に
、
そ
の
文
化
圏
 論
 と
と
も
に
、
今
日
も
 な
お
根
強
い
有
効
性
を
残
し
て
い
る
。
伝
播
と
は
、
 
普
遍
の
表
現
で
は
文
化
 

（
宗
教
）
普
及
の
時
間
的
 
プ
コ
セ
ス
 で
あ
る
が
、
伝
播
論
 は
 、
伝
播
が
経
過
し
て
ゆ
く
歴
史
の
問
題
で
あ
る
よ
り
 は
 、
さ
し
あ
た
り
文
化
 

要
素
（
宗
教
的
徴
表
）
の
形
態
に
み
と
め
ら
れ
る
類
似
性
 か
知
 幣
 い
か
ん
の
問
題
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
 伝
 播
が
 継
続
し
て
ゆ
く
 プ
 

コ
セ
ス
 は
、
そ
の
通
過
径
路
の
地
理
的
分
布
に
お
き
か
え
 ら
れ
、
一
定
の
文
化
要
素
と
結
び
つ
い
た
空
間
を
文
化
 蕎
 （
 
本
 Ⅰ
 
-
 
（
Ⅰ
（
 

オ
 （
 
ム
の
 
）
 L
 こ
称
 

し
た
。
文
化
要
素
は
原
則
と
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
、
 あ
る
時
期
に
集
中
し
て
移
動
す
る
た
め
に
、
既
存
の
他
 の
 文
化
複
合
と
の
間
に
 

層
 を
な
し
た
痕
跡
を
残
す
。
こ
れ
が
時
間
的
前
後
関
係
を
 

 
 

か
し
文
化
 層
は
、
文
 

化
 要
素
の
変
形
や
伝
播
の
受
容
と
拒
否
な
ど
複
雑
な
問
題
 を
か
か
え
て
い
て
、
類
似
性
の
規
準
に
照
ら
し
て
も
、
 有
効
な
指
標
と
は
な
り
 

に
く
い
。
例
え
ば
、
あ
る
フ
ィ
 l
 ル
ド
が
専
ら
キ
リ
ス
ト
 教
の
普
及
地
区
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
過
去
の
民
族
 
単
調
査
報
告
、
商
館
記
 

録
 、
政
府
機
関
記
録
、
 ミ
，
シ
，
ソ
 の
証
言
な
ど
、
で
き
 れ
ば
日
付
つ
き
資
料
の
文
献
操
作
に
よ
っ
て
、
伝
播
を
 ほ
ぼ
正
確
に
復
元
で
き
 

る
し
、
何
よ
り
も
宗
教
的
徴
表
が
形
態
的
に
は
っ
き
り
 し
て
い
る
た
め
、
そ
の
変
形
の
質
や
量
も
把
え
や
す
 

い
 。
最
近
ア
メ
リ
カ
で
 

の
芽
 
コ
 0
 
ゴ
 円
の
 

t
o
r
 

円
 と
呼
ば
れ
て
い
る
分
野
で
あ
る
。
こ
れ
 に
 反
し
て
、
例
え
ば
ア
フ
リ
 ヵ
 の
原
住
民
の
中
か
ら
、
 ト
リ
ッ
ク
ス
タ
 l
 と
い
 

わ
れ
る
枠
組
で
説
話
、
神
話
を
収
集
し
て
、
そ
の
説
話
 素
 の
形
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
伝
播
、
複
合
を
追
っ
て
 説
話
圏
を
指
摘
し
ょ
う
 

と
す
る
よ
う
な
研
究
で
は
、
説
話
の
背
景
と
な
る
社
会
構
 造
 、
文
化
構
造
、
象
徴
体
系
な
ど
の
形
態
的
前
提
が
ま
 ず
 問
題
と
な
っ
て
き
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て
 、
循
環
論
の
袋
小
路
に
追
い
こ
ま
れ
る
よ
う
な
事
態
も
 

生
じ
る
だ
ろ
う
。
戦
後
、
グ
ロ
ー
バ
ル
 

な
 文
化
圏
を
内
 
容
 と
す
る
ド
イ
ツ
・
 
オ
 

一
 ス
ト
リ
ヤ
糸
の
伝
播
論
 
は
 、
図
式
的
に
す
ぎ
る
と
い
う
 

無
理
が
あ
っ
て
 
、
 強
く
批
判
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
 

各
 地
 に
類
似
の
宗
教
・
 
文
 

化
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
伝
播
理
論
で
理
解
し
て
ゆ
く
 

可
 龍
佳
 は
 、
条
件
次
第
で
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
 

歴
史
的
民
族
学
の
第
三
の
テ
 
l
 マ
 は
 、
い
わ
ゆ
る
「
文
化
 
変
動
」
の
問
題
で
あ
る
。
現
在
の
宗
教
民
族
学
が
 

、
小
 さ
な
集
団
か
ら
文
字
 

を
も
っ
た
複
雑
社
会
（
。
 

0
 
ョ
ニ
 
銭
の
 
0
 
ユ
 。
 
屯
 ）
の
大
き
な
宗
教
 
へ
と
関
心
を
移
し
、
と
く
に
同
時
代
的
な
宗
教
変
化
の
 

プ
 p
 セ
ス
 の
研
究
に
向
 

っ
て
い
る
こ
と
ほ
先
に
も
述
べ
た
。
こ
の
傾
向
が
、
世
界
 

の
縮
 分
化
、
近
代
 

ヒ
、
、
イ
 

-
8
-
2
 
 

均
質
化
、
異
文
化
接
触
の
圧
倒
 

的
 増
大
な
ど
の
諸
要
因
 

に
 押
さ
れ
て
い
る
こ
と
ほ
論
を
侯
た
な
い
が
、
こ
の
領
域
 

ほ
 、
も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
（
時
に
イ
ス
ラ
ム
）
の
 

影
 響
 下
で
未
聞
宗
教
が
 
体
 

験
し
た
変
化
の
分
析
が
出
発
点
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
 

、
 伝
播
論
の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
が
肥
大
化
し
て
、
民
族
 

学
 の
み
な
ら
ず
、
宗
教
 

学
の
本
流
に
さ
え
の
し
あ
が
ら
ん
と
す
る
勢
で
あ
る
。
「
 

文
化
変
動
」
（
 

お
 。
由
 
@
 屈
ま
 
0
 
コ
 
）
 と
ほ
、
 一
つ
の
完
成
し
た
 
社
会
が
異
文
化
接
触
の
 

な
か
で
示
す
宗
教
変
化
の
 
プ
 p
 セ
ス
 で
あ
る
。
そ
の
点
で
 
単
純
な
伝
播
と
ほ
区
別
さ
れ
る
が
、
し
か
し
伝
播
理
論
 

0
 基
本
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
 

 
 

ま
 こ
こ
に
適
用
で
き
る
。
ま
た
歴
史
学
に
よ
っ
て
厳
密
に
 

分
析
的
に
 ア
プ
 p
 ー
 チ
 す
る
に
 は
 、
あ
ま
り
に
も
眼
前
 
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
 

で
も
時
間
的
 
プ
 p
 セ
ス
 を
無
視
し
て
形
態
や
構
造
の
み
に
 

目
を
向
け
る
わ
け
で
ほ
な
く
、
方
法
論
的
に
ほ
許
容
 
幅
 の
大
き
い
領
域
で
あ
 

る
 。
異
文
化
接
触
に
よ
る
宗
教
変
動
の
多
く
ほ
「
習
合
、
 

重
層
信
仰
」
（
 
照
 ：
「
の
（
 

@
"
 

ョ
 ）
の
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
が
 

、
宗
教
民
族
学
の
立
場
 

在
か
ら
す
れ
ば
、
右
に
あ
げ
た
理
由
に
よ
っ
て
動
態
的
ぬ
こ
の
変
動
 

は
 一
般
に
次
の
三
つ
の
反
作
用
と
し
て
 

分
 

 
 

  

ぼ
ら
れ
る
。
㈲
伝
統
宗
教
に
よ
っ
て
適
合
、
改
変
さ
れ
 

 
 

ば
れ
る
局
面
で
あ
る
が
、
 

ぬ
 

こ
れ
を
吸
収
溶
解
（
 目
 "
@
0
,
 

）
 の
 プ
 p
 セ
ス
と
 理
解
し
て
も
よ
い
。
反
面
そ
れ
ほ
文
化
 

喪
 失
 、
古
い
宗
教
的
価
値
の
喪
 

小
本
 失

 と
も
な
る
。
以
上
の
結
果
と
し
て
㈹
「
 反
 文
化
 変
 動
 」
（
 

n
o
 

呂
田
 ・
 
a
c
e
 

臣
 
-
 
（
二
口
（
 

@
0
 

コ
 
）
の
抵
抗
が
生
じ
る
。
 
こ
 れ
は
、
ウ
ォ
レ
ス
の
 
定
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ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
側
と
与
え
ら
れ
た
 倒
 そ
れ
ぞ
れ
の
 
立
 場
 で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
文
化
変
動
は
片
側
（
 仁
コ
 
@
-
 

。
（
 

"
q
 
巴
 ）
の
み
で
起
る
の
で
 

 
 

は
な
く
て
両
側
（
 
巨
 。
（
の
（
。
ご
で
進
行
す
る
と
い
う
視
座
を
 

中
心
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
変
化
を
 与
え
ら
れ
た
側
も
高
度
 

な
 文
化
（
何
が
高
度
で
あ
る
か
は
主
観
の
問
題
で
あ
る
。
 

）
を
も
っ
て
い
る
場
合
、
変
化
を
与
え
た
側
の
観
察
者
 が
 、
自
己
の
論
理
を
支
 

配
さ
せ
る
研
究
は
、
文
化
変
動
の
場
合
に
も
適
格
で
は
な
 い
 。
か
つ
て
は
専
ら
観
察
さ
れ
る
側
に
立
っ
て
い
た
 世
 界
 中
の
諸
地
域
で
、
今
 

日
は
都
市
化
が
起
こ
り
、
無
数
の
大
学
が
設
立
さ
れ
、
 

そ
 こ
で
宗
教
研
究
も
お
こ
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
 主
 と
し
て
出
生
国
者
に
よ
 

る
 出
生
国
の
、
英
語
に
 よ
 る
人
類
学
的
研
究
で
あ
る
。
 

そ
 の
 成
果
は
、
現
状
、
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
民
族
学
と
の
 共
 通
理
解
を
欠
く
か
も
し
 

 
 

れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
学
問
状
況
を
変
更
さ
せ
る
の
も
、
 

両
側
性
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
異
質
を
滅
ば
し
、
 

同
質
化
を
拡
げ
る
。
 

口
 

民
族
学
の
憂
 桶
 

一
九
五
五
年
、
民
族
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
ま
さ
に
 
終
ろ
 う
 と
す
る
時
期
に
 
、
レ
 ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
 円
 恋
 し
き
熱
帯
 J
 は
 、
 

こ
の
専
門
学
が
解
消
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
、
さ
わ
に
 一
 歩
を
進
め
て
「
こ
の
世
界
は
人
間
な
し
に
始
ま
り
、
 

人
 間
 な
し
に
終
ろ
 う
と
し
 

@
 
田
 -
 

て
い
る
」
と
、
民
族
学
者
の
責
任
回
避
と
逃
避
的
 憂
 議
さ
 を
こ
め
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
事
態
、
つ
ま
り
 ョ
 l
n
 
，
パ
 に
と
っ
て
の
異
文
 

化
が
消
滅
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
の
文
化
が
全
体
と
 し
て
没
落
す
る
と
い
う
こ
の
事
態
を
説
明
し
ょ
う
と
し
 て
、
 
彼
は
い
き
な
り
 熱
 

@
 
㌍
）
 

力
学
の
第
二
法
則
、
 
ヱ
 ン
ト
ロ
ピ
ー
を
も
ち
だ
し
て
い
る
 。
こ
の
地
楡
を
民
族
学
と
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
転
用
す
 れ
ば
、
差
異
を
根
本
 動
 

@
 
㏄
 -
 

義
 に
よ
れ
ば
、
再
生
回
復
運
動
（
（
の
 せ
 @
 
（
 
生
 。
 
a
t
@
o
 

コ
ヨ
 0
 
お
ヨ
 0
 
コ
（
の
）
と
し
て
、
外
国
宗
教
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
出
生
 
国
主
義
的
（
 ，
ミ
 ぎ
案
。
 

n
 。
 
-
 
）
 な
 性
格
と
、
伝
統
宗
教
の
没
落
し
た
部
分
に
新
し
 い
 生
命
を
与
え
よ
う
と
す
る
信
仰
回
復
の
動
き
（
（
 

ま
 （
。
 
毘
 " ョ ）
と
い
う
性
格
を
あ
 

わ
せ
も
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
文
化
変
動
の
分
 析
を
通
し
て
、
い
つ
も
問
題
と
な
る
点
は
、
相
接
触
し
 た
 両
文
化
の
う
ち
、
 
ィ
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ぅ
 。
神
話
を
知
ら
な
い
者
は
、
そ
の
場
所
を
た
だ
通
り
す
 ぎ
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
。
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
ズ
の
宗
教
 と
 社
会
の
上
部
構
造
は
 

ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
先
祖
の
歴
史
的
実
在
に
印
を
 

っ
 げ
る
地
理
上
の
一
点
で
あ
る
。
場
所
は
神
話
に
よ
っ
て
 

意
味
を
手
に
入
れ
、
神
話
は
 

 
 

て
い
る
。
神
話
が
 

樺
遣
 さ
れ
た
話
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
 

場
所
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
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    の 現在 

機
 と
し
て
動
い
て
い
る
民
族
学
は
解
消
し
、
地
上
の
す
べ
 て
の
文
化
的
差
異
が
均
等
化
し
た
と
き
、
こ
の
非
可
逆
 的
糸
は
 、
そ
こ
で
終
止
 

符
 が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
戸
口
（
（
 
0
 で
。
 
ざ
的
げ
 に
か
わ
っ
て
 

甲
ヌ
 。
 づ
 o
P
o
m
 

げ
 
（
同
質
化
理
論
 ?
 ）
 と
名
 付
け
る
べ
し
と
皮
肉
っ
 

 
 

｜
ス
は
 、
植
民
地
主
義
の
 ア
ソ
キ
ラ
 た
る
民
族
学
が
 
、
 ア
マ
ゾ
 ソ
 流
域
原
生
林
 

の
 心
優
し
い
原
住
民
を
絶
滅
さ
せ
た
こ
と
に
責
任
が
あ
り
 、
ま
た
西
欧
の
根
源
的
 罪
 が
明
白
で
あ
る
と
言
い
た
い
 だ
 げ
な
の
で
あ
ろ
う
 

か
 。
 ヱ
ソ
ト
 p
 ピ
ー
は
確
か
に
進
歩
の
観
念
と
は
相
容
れ
 な
い
が
、
た
だ
ち
に
悲
観
論
に
赴
く
も
の
で
も
な
い
。
 

わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
 

価
値
を
宇
宙
的
規
模
の
確
率
と
い
う
巨
大
な
尺
度
で
測
れ
 る
ほ
ど
客
観
的
で
は
な
い
。
民
族
学
の
立
場
か
ら
 

ぇ
ば
 、
こ
の
世
界
の
中
 

 
 

に
 、
局
所
的
に
 
ヱ
ソ
 ト
ロ
ピ
ー
の
減
少
す
る
島
々
を
 ど
，
 」
に
見
出
し
、
そ
れ
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か
、
と
い
う
 こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
 

 
 

意
味
や
価
値
の
発
生
を
負
の
 ヱ
ソ
ト
 p
 ピ
ー
と
し
て
 
捉
，
 
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

確
か
に
一
九
三
 0
 年
以
降
、
社
会
人
類
学
者
と
植
民
地
行
 改
機
関
と
の
結
び
つ
き
は
顕
著
で
あ
り
、
 

ヱ
ヴ
ァ
ソ
ス
 
Ⅱ
プ
リ
チ
ヤ
ー
ド
も
 

@
 
目
 ）
 

植
民
 局
 官
吏
と
し
て
 ヌ
ァ
｜
 族
の
有
名
な
研
究
を
完
成
し
 て
い
る
。
民
族
学
と
植
民
地
主
義
と
の
結
託
と
か
、
「
 
調
 査
 さ
れ
る
側
の
論
理
」
 

と
か
い
っ
た
論
点
は
、
一
九
七
 0
 年
前
後
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
 
戦
争
と
学
園
紛
争
の
時
期
に
、
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
で
 も
 若
い
学
者
層
を
中
心
 

に
 議
論
が
く
り
か
え
さ
れ
た
が
、
今
日
こ
の
種
の
議
論
が
 逼
塞
し
て
い
る
理
由
が
、
植
民
地
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
 解
 体
 と
か
民
族
主
義
の
台
 

頭
 と
か
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
原
因
は
主
と
し
て
、
 

フ
 イ
 ー
ル
ド
の
変
質
と
、
民
族
学
者
の
い
た
く
「
無
能
の
 悲
し
み
」
、
「
確
信
を
も
 

て
な
い
」
と
い
う
慶
彦
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

一
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
ズ
の
神
 
話
は
、
ト
ー
テ
ム
の
由
来
す
る
場
所
の
話
で
あ
り
、
 

そ
 の
場
所
の
名
で
呼
 ，
は
 



学
者
、
哲
学
者
さ
え
ま
さ
っ
て
 
、
 群
が
り
、
ひ
し
め
い
て
 
い
る
。
そ
こ
に
は
民
族
学
者
が
、
さ
ら
に
加
え
て
調
査
 

す
べ
き
何
も
の
も
な
 

 
 

ス
パ
ー
ト
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
は
 

、
 T
 シ
ャ
ッ
を
 
着
 た
こ
の
未
知
な
る
人
間
 

 
 

す
べ
て
こ
の
よ
う
な
形
で
土
地
と
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
 。
こ
れ
が
「
土
着
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。
 そ
 
の
 ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
ズ
が
 

土
地
を
追
わ
れ
、
あ
る
い
は
拉
致
さ
れ
る
。
見
知
ら
ぬ
 土
 的
 で
、
彼
ら
は
以
前
と
同
じ
神
話
を
子
供
に
語
り
、
 

同
 じ
 形
の
儀
礼
を
行
 う
 。
 

し
か
し
神
話
は
も
う
真
実
を
失
っ
て
お
り
、
儀
礼
は
聖
な
 る
 場
所
と
生
活
の
基
底
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
レ
ジ
ャ
 一
 タ
イ
ム
の
出
来
事
に
な
 

っ
て
い
る
。
民
族
学
者
が
こ
う
し
た
空
間
に
フ
ィ
ー
 ド
 を
 設
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
地
調
査
で
は
あ
っ
て
も
 争
恥
 調
査
に
は
な
ら
な
い
。
 

つ
ま
り
神
話
の
構
造
分
析
は
で
き
て
も
、
宗
教
と
人
間
の
 事
実
は
見
え
て
こ
な
い
。
数
年
前
ま
で
、
中
央
オ
ー
ス
 ト
ラ
リ
ヤ
の
ア
ポ
リ
 ジ
 

ニ
 l
 ズ
は
 、
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
る
に
し
ろ
、
と
も
か
く
 四
万
年
の
歴
史
を
も
つ
彼
ら
の
宗
教
を
維
持
し
、
西
欧
 の
 侵
害
か
ら
身
を
ま
も
 

っ
て
い
た
。
そ
し
て
現
在
。
衛
星
軌
道
か
ら
は
現
代
の
情
 報
 メ
デ
ィ
ア
、
テ
レ
ビ
の
電
波
が
一
方
的
に
、
無
差
別
 に
 、
く
ま
な
く
ア
ボ
リ
 

ギ
 ー
 と
 
一
応
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
人
間
 

ジ
ニ
ー
ズ
に
ふ
り
そ
そ
い
で
い
る
。
も
う
雨
乞
い
儀
礼
な
 か

ら
何
を
奪
い
、
何
を
与
え
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
も
 よ
 

し
で
、
雨
は
降
る
。
高
度
技
術
化
時
代
の
マ
ス
メ
デ
ィ
 く

 知
っ
て
い
る
。
老
人
 

ア
は
 植
民
地
イ
デ
オ
 口
 

｜
 若
者
、
男
 ｜
女
 、
知
っ
て
い
る
人
 ｜
 知
ら
な
い
人
の
あ
 い
だ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
は
失
わ
れ
て
、
人
間
は
均
質
 0
 億
 似
 リ
ア
リ
テ
ィ
 
l
 

-
 
㏄
 @
 

に
 陥
る
。
「
支
配
関
係
に
お
い
て
戦
 
う
 の
が
難
し
い
の
は
 

 
 

」
 

こ
の
 ょ
う
 に
し
て
差
異
を
研
究
す
る
民
族
学
者
は
も
う
 旅
 を
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
彼
も
ま
た
テ
レ
ビ
そ
の
 他
の
映
像
に
よ
っ
て
 

 
 

現
地
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
残
る
方
法
は
 文
献
で
あ
り
、
思
考
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
民
族
学
者
が
 、
本
来
の
根
源
的
至
に
 

ふ
れ
、
そ
れ
を
見
る
最
後
の
者
で
あ
り
た
い
と
い
う
無
意
 識
的
 幻
想
に
か
ら
れ
て
、
ナ
イ
ジ
 ヱ
ソ
ヤ
 、
イ
ン
ド
ネ
 シ
ア
、
メ
キ
シ
コ
を
 訪
 

れ
た
と
す
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
、
昔
は
民
族
学
者
の
専
 有
 地
で
あ
っ
た
そ
の
現
地
に
は
、
 

ジ
 一
二
係
数
を
計
算
 す
る
経
済
学
者
、
選
挙
 

結
果
を
分
析
す
る
政
治
学
者
、
 

ミ
，
シ
 
。
 ン
 記
録
文
書
を
 
収
集
す
る
歴
史
学
者
、
社
会
階
層
を
調
査
す
る
社
会
学
 者
、
さ
ら
に
画
家
、
文
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    T 注   

  
  

毛 

  
O ャ l （ 。   

を
 、
人
間
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
人
間
の
も
つ
意
味
の
体
 糸
 に
よ
っ
て
、
そ
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
異
質
の
範
囲
を
 越
え
出
る
こ
と
な
く
、
 



 
 

 
 

  

は
 不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
と
記
し
て
い
る
。
（
 
前
 回
教
「
ナ
ッ
ト
ー
に
お
け
る
宗
教
の
理
論
と
現
実
」
、
鹿
児
島
大
 
学
文
科
報
告
三
 

%
 

 
 

六
｜
一
 、
一
九
九
 0
 早
参
照
）
 

方
法
と
し
て
の
「
旅
行
」
に
つ
い
て
ほ
 カ
ソ
ト
 が
既
に
言
及
し
 て
い
る
。
彼
の
「
実
践
的
人
間
学
」
の
ま
こ
と
に
楽
観
的
な
課
 題
は
世
界
 知
を
 

も
っ
て
知
識
を
全
人
類
に
拡
張
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
「
ア
ン
ト
 ロ
ポ
ロ
ギ
ー
拡
張
の
方
法
は
ま
さ
に
旅
行
で
あ
り
、
旅
行
記
を
 読
む
だ
け
で
も
 

よ
い
。
」
（
 
下
 コ
目
「
 
0
 
づ
臼
 
0
 の
 ガ
ぎ
官
笘
ヨ
ぃ
エ
 の
り
 
ゴ
 の
Ⅰ
Ⅰ
 
ぎ
の
ざ
ぎ
 
・
 ま
 、
 
o
m
 
一
 
@
 の
 n
@
@
.
 

い
 
@
 
（
 
@
@
 

ミ
 ャ
 
@
@
 

：
～
 

n
x
%
 
、
・
）
 

0
 ヨ
、
 
。
 m
 
一
 
・
）
 
い
 っ
）
 

：
レ
ー
ザ
ー
 

7
 

り
 
は
 
旅
行
記
を
読
ん
 

で
 宗
教
学
者
と
な
り
、
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
は
旅
行
を
し
て
社
会
 人
類
学
者
と
な
っ
た
。
 

（
 
ノ
づ
 
）
 パ
 0
 
ゴ
亜
い
 
コ
ニ
コ
ニ
の
「
・
ト
タ
①
 

ヨ
 e
,
 

ト
リ
で
き
に
 

憶
 ～
も
 
ぉ
 心
さ
き
 マ
 旨
も
 
ぉ
 
の
ま
キ
 
n
@
 

～
・
）
の
の
）
 

濤
 ・
は
全
四
十
巻
の
う
ち
八
巻
（
口
口
・
 

ひ
 
@
q
 
。
 民
 ・
 
N
 
っ
 %
 毛
 ・
）
を
未
開
 
宗
 

教
 に
あ
て
、
ま
た
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
の
Ⅱ
 r
o
 
ま
 ㍉
 ふ
ま
ぎ
烹
ざ
蕊
さ
 ・
 ム
づ
 淀
ま
 ミ
音
ま
ミ
 c
e
 
け
 
o
0
 
下
住
由
 @
 
め
 
～
も
 
マ
 
セ
母
ぎ
よ
 め
 @
0
 
さ
 ・
 才
 ぺ
 ・
・
 
ぢ
ミ
 も
 同
 

様
の
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
 

（
 
5
 ）
円
目
・
 
パ
 ど
目
 
寸
コ
 か
力
・
 
レ
 ・
 ミ
 0
 コ
 コ
 の
Ⅰ
の
・
 

ト
ユ
ゴ
 
q
o
 
づ
 0
-
0
 

的
出
 ぎ
ヨ
 の
 0
 日
月
 汀
ヨ
 の
の
 
い
コ
ヰ
 
三
の
キ
白
 
ギ
 の
り
 
エ
 0
 コ
又
 ぎ
 @
 ま
ま
～
 
キ
 零
雨
め
～
 

雨
マ
さ
 
）
も
ま
き
え
 
キ
 

ム
 ミ
 サ
由
マ
も
 

も
 
さ
憶
セ
ぃ
ゴ
 
㌃
）
 0
 
㍉
い
 つ
 ）
 
の
 

（
 
6
 ）
 Q
.
 

の
り
 

ゴ
 -
 
い
テ
円
 

e
 
「
・
 
オ
臼
 @
 
的
 @
o
 
コ
 ㏄
。
テ
 

プ
 コ
 0
-
0
 

㎎
 ガ
 ・
Ⅰ
Ⅰ
 
い
 ㎎
。
コ
年
コ
 

ヰ
 ㌧
①
Ⅱ
㏄
 

づ
 ①
 
オ
コ
ヰ
 
。
コ
一
 
-
 
コ
 @
 ㌔
 
斗
 
ハ
お
 
鸞
け
 
悪
う
 
由
 Ⅹ
も
安
心
さ
お
り
 

建
 あ
 い
 
も
さ
 
い
う
由
 

ハ
 
Ⅰ
に
 
@
 
う
 
由
も
Ⅹ
 
い
 Ⅹ
悪
さ
 

鸞
 け
も
 

ぬ
ふ
巨
刊
 

e
.
 
）
 
0
 の
の
，
（
。
 

m
.
 

）
の
㍉
 

濤
 

（
 
7
 ）
日
本
に
お
い
て
宗
教
民
族
学
と
い
う
呼
称
 
は
 始
め
宇
野
 円
空
「
宗
教
民
族
学
 b
 あ
 器
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
そ
れ
ほ
 カ
ト
 
 
 

ュ
、
、
、
ッ
ト
 

に
依
拠
し
て
い
た
が
、
か
な
ら
ず
し
も
原
始
一
神
観
、
 反
 進
化
論
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
く
、
し
か
し
ウ
ィ
ー
ソ
 学
 派
の
歴
史
民
族
 

幣
的
 色
彩
は
濃
厚
で
あ
っ
た
。
本
稿
が
こ
の
古
め
か
し
い
表
現
 を
 用
い
る
意
味
は
大
略
 ト
 ・
の
り
 
ゴ
ヨ
 
@
 
（
 
N
.
 
ぎ
 -
 
～
 
ぬ
 @
Q
 
さ
め
 
。
 
由
 ～
 
キ
 x
o
-
 

碍
 @
 
や
 Ⅰ
Ⅱ
 
0
 コ
 オ
 Ⅱ
 
仁
 Ⅱ
 
テ
 
Ⅰ
 

ミ
 ・
こ
求
・
 ぴ
 ）
 ム
と
 同
義
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
を
 ョ
 ー
 口
 ッ
パ
 で
伝
統
的
な
民
族
誌
（
 オ
 0
 コ
 注
 0
 コ
ぉ
ロ
コ
 
0
 
笘
 お
目
の
）
 
と
比
 校
 す
る
こ
と
は
、
 

当
面
、
本
稿
の
意
図
と
異
 る
 。
（
㌔
・
ト
田
。
 
9
 ト
 ・
 
Q
 
～
 
キ
さ
 
Q
-
o
 

鷲
も
 マ
 
Q
-
 
宙
や
 ま
 め
 
Q
.
 
㌧
 ぃ
 「
 
ざ
 ・
）
の
㏄
 

0
.
 

）
 

（
 
8
 ）
 0
 コ
（
 
ゴ
 「
 
0
 づ
 0
-
0
 

㎎
 出
 と
い
う
語
の
初
出
は
 ミ
 ・
Ⅰ
年
コ
 

臣
 ・
 ム
 ミ
叶
由
マ
 

も
も
 
0
-
0
 

㏄
 @
 
ま
ま
 鸞
雨
 
由
っ
 
ま
 @
 
さ
 
@
 
め
巳
 @
 
ぬ
ニ
 
@
 
～
 
勺
 @
Q
.
 

ぉ
ハ
叶
ミ
ャ
俺
ミ
ト
 

マ
も
も
 

マ
 
～
 
雨
 
～
 
ハ
ミ
甲
 

ま
め
・
）
 

白
つ
ト
 
で
 

あ
る
が
、
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
通
念
で
ほ
、
こ
れ
に
は
 い
 
三
年
。
で
 
0
-
0
 

凹
い
 つ
ゴ
 
田
の
 

@
c
a
.
 

ヂ
ヨ
 の
 
日
 c
a
.
P
 
ヨ
 o
 
「
 
0
 コ
の
の
三
つ
が
 
区
別
さ
れ
た
。
 

今
日
ド
イ
ツ
語
圏
の
レ
コ
ロ
 q
o
 
口
 0
-
0
 

ユ
 の
は
生
物
学
の
専
門
分
科
 で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
つ
 ゴ
せ
 
の
 
@
 
の
臼
の
 レ
コ
 
（
 
ゴ
 「
 
0
 つ
 0
-
0
 

注
の
（
 
身
 体
 ・
医
学
的
Ⅰ
 

ゴ
 o
 ヨ
 @
n
@
 

ロ
 0
 レ
・
（
人
種
学
的
）
 

、
ゴ
 Ⅰ
 ヨ
ぃ
 
三
 %
 
 ト
 ・
（
地
域
民
族
学
 
的
 ）
の
三
つ
を
厳
し
く
分
け
る
。
 ア
ソ
 グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
 い
コ
テ
ゴ
 

Ⅱ
 
0
 
づ
 0
-
0
 

的
出
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（
Ⅰ
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円
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u
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年
年
 

せ
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 ヲ
目
 
@
 
（
ゴ
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@
 
コ
コ
 Ⅰ
 
オ
 ・
 く
 
Ⅰ
・
㏄
 
臼
 Ⅰ
 
O
n
 
オ
 （
 
宍
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）
・
 
キ
 ～
「
）
寺
コ
 

ナ
宝
ト
 
㏄
・
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@
 
さ
 @
p
@
@
@
0
 

め
 
守
ま
 ・
 由
 ざ
っ
 
き
ぎ
ぬ
ざ
ギ
 

ト
 
の
町
㏄
 

 
 

（
㎎
）
こ
こ
で
い
う
現
象
学
と
は
 

広
義
で
あ
っ
て
、
フ
ァ
ソ
ふ
い
か
小
ハ
 

升
 仁
ホ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
 

最
 

 
 

 
 

発
展
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
 、
 優
れ
て
民
族
学
的
で
あ
る
。
（
の
 
中
戸
・
 エ
仁
 
二
才
石
目
 
鯖
 ・
 円
丁
の
 
㌧
 す
 0
 
コ
 0
 ヨ
 0
 
コ
 0
-
0
 

㎎
 吋
 o
h
 勾
臼
 @
 
呑
 。
 コ
 ・
 ト
 -
 
ヨ
ひ
り
コ
由
 

三
の
（
 
す
 0
 ヰ
の
 
@
 ヲ
ざ
き
い
 き
め
の
。
）
 

9
7
0
 

，
 っ
 ・
 
ま
 ・
）
な
お
、
「
現
象
 
学
は
宗
教
の
歴
史
的
発
展
を
無
視
す
る
か
ど
う
か
」
（
 
戸
 
㌧
の
（
（
 

リ
い
 
N
o
 
コ
 Ⅰ
二
ヨ
 の
 

（
 
0
 ヰ
 
0
0
0
 Ⅰ
 
コ
つ
舶
 

Ⅰ
 
い
ユ
 
Ⅱ
 
0
.
@
 
Ⅱ
 
プ
ノ
 ま
き
 い
 
さ
年
１
 リ
ト
 の
町
の
。
 

甲
 
こ
ト
 
下
 
）
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
か
つ
て
二
人
の
宗
教
現
象
学
者
 
n
.
 
ケ
い
 す
。
 
オ
の
 
「
 

と
 G
.
 毛
 目
の
 
コ
 g
l
e
 

コ
 の
間
で
激
し
い
や
り
と
り
が
あ
っ
た
が
、
 詳
論
を
さ
げ
る
。
（
拙
稿
「
宗
教
現
象
学
の
方
法
」
、
早
稲
田
商
 
学
ひ
 o
m
.
 

ぢ
田
。
 

づ
，
 
の
の
参
照
）
 

（
 
鴉
 ）
 n
h
.
 
ロ
 ・
 
ロ
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 ）
 -
0
 
「
・
 
0
 コ
ぃ
ヲ
 （
の
（
 

ゴ
 0
 年
 o
h
 
（
 
コ
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の
の
（
田
付
（
 

ぎ
 的
 目
の
し
の
Ⅱ
 

臼
 0
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ヨ
 
の
 コ
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 o
h
 
（
 
コ
の
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（
 
肋
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下
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で
二
の
 

ヰ
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0
 Ⅰ
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キ
 o
h
 
目
 ミ
 ニ
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舶
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し
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 0
 
の
 
コ
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コ
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悪
 Ⅱ
 
ぉ
ミ
 も
Ⅰ
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キ
ぬ
ね
モ
ミ
卜
 
さ
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下
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0
-
0
 

較
ざ
ミ
 Ⅱ
 
さ
臣
亡
父
 

さ
 丹
 G
 「
 
雨
 
ミ
い
Ⅹ
ま
口
～
き
口
 

き
臣
 Ⅱ
 
こ
 ざ
 さ
荘
ト
 
㏄
・
 し
 ㏄
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つ
い
 七
町
 

（
 
れ
 ）
モ
 %
.
 ア
 Ⅰ
「
 
0
 ヴ
 
0
%
 仁
の
 
・
 し
織
キ
 0
%
 口
印
 
宕
麓
田
 
お
す
の
本
目
 
コ
屈
 
Ⅰ
 
オ
 「
の
了
 

@
@
 コ
セ
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-
Q
 

「
 
ま
 Ⅰ
 さ
お
 
め
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Q
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ぬ
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Ⅰ
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下
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キ
め
コ
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-
-
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悪
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さ
八
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）
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づ
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・
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口
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す
コ
 
の
「
・
 

木
屈
 
二
目
Ⅰ
 

オ
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宙
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屈
コ
年
木
 

仁
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年
「
の
 

c
 
ゴ
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す
寄
コ
 
@
 
コ
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円
 
Ⅰ
 
ユ
い
ニ
 
@
 
（
 
ズ
一
 
Z
e
-
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こ
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芋
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ヤ
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 ヤ
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さ
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-
 
-
o
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め
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.
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ま
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づ
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づ
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ざ
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ヰ
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Ⅰ
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コ
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 Ⅱ
ふ
け
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安
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㏄
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 ・
の
・
 
肚
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ヰ
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 づ
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い
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ミ
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0
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崎
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・
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プ
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リ
二
目
 

コ
 0
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ヨ
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方
 は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
異
な
り
、
悪
の
間
題
の
決
定
 的
 解
決
は
な
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
ド
イ
ツ
観
念
 詩
思
想
も
悪
の
間
 題
を
 

だ す 
ろ べ 
ぅ ぎ 

か も 

  の 
， 」 と 
の し 
様 て 
な 生 
悪 ま 
め れ 
問 て 
題 き 

は た 
  の 

洋 で 
の あ 
東 ろ 
酉 ぅ 

を か 酊 日 

わ あ 

ずる 
幾 は 多 
  
々 悪 
に と 

よ 居、 
つ つ 

て て 
論 い 

じ る 

ら も 
ね め 
て な 
ぎ ど 
た 木 当 
し は 
か こ 

し の 

、 世 
悪 に 
に 存 
対 左 
す し 

る な 
考 い 
え の 

21  (477) 

諸
岡
道
化
 古 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 
シ
ェ
リ
ン
グ
が
善
悪
に
つ
い
て
論
じ
た
書
物
 は
 、
最
初
期
の
著
作
を
除
い
て
は
、
「
哲
学
と
宗
教
 

L
 が
最
初
で
 
あ
る
。
「
哲
学
と
宗
教
 L
 

は
し
か
し
な
が
ら
人
間
の
自
由
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
 で
 ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
問
題
を
残
し
た
。
こ
の
問
題
を
再
 検
討
す
る
書
物
が
 

日
 
自
由
論
 L
 で
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
 「
自
由
論
 旺
で
 人
間
の
自
由
を
論
究
す
る
と
と
も
に
、
悪
の
 問
題
を
検
討
す
る
。
 

そ
し
て
彼
は
悪
の
可
能
性
と
悪
の
現
実
性
と
い
 5
 こ
と
で
、
 悪
 の
 根
拠
と
悪
の
根
源
と
を
解
明
す
る
。
し
か
し
そ
の
解
明
に
お
 い
て
悪
の
究
極
的
な
 

理
性
的
根
源
が
追
求
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
 シ
ヱ
ワ
 ン
 グ
 は
カ
ン
ト
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
 

こ
の
根
源
を
さ
ら
 

に
 追
求
す
る
た
め
に
、
本
論
は
神
の
認
識
や
神
に
よ
る
創
造
に
 つ
い
て
探
究
し
た
晩
年
の
書
物
、
円
啓
示
の
哲
学
 

b
 に
お
け
る
 悪
 0
 間
題
を
取
り
上
 

げ
る
。
そ
し
て
「
悪
魔
」
論
と
の
関
係
で
悪
の
根
源
を
考
察
す
 る
の
が
本
論
の
課
題
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 悪
魔
、
悪
の
根
拠
、
悪
の
根
源
、
悪
の
克
 @
 
月
り
 

Ⅰ
 み
 

人
は
な
ぜ
悪
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
何
が
豊
 目
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
 
人
類
の
始
祖
ア
ダ
ム
 

が
 罪
を
犯
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
は
た
ま
た
社
会
が
人
 を
し
て
悪
を
な
さ
し
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
 

い
 づ
れ
 に
 せ
 よ
、
 
人
は
悪
を
な
 

後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
に
お
け
る
 悪
 

｜
悪
 と
悪
魔
を
め
ぐ
っ
て
ー
 
｜
 

の 

目 尻 

題 



カ
ソ
ト
 は
 円
 
実
践
理
性
批
判
 
L
 の
中
で
、
「
純
粋
実
践
 

理
 性
 が
存
在
す
る
こ
と
」
（
 

d
.
 

じ
を
論
証
し
、
純
粋
理
性
に
 

よ
っ
て
直
接
規
定
さ
 

れ
て
い
る
意
志
を
純
粋
意
志
と
す
る
。
 

ヵ
ソ
ト
 に
と
っ
て
 
、
純
粋
意
志
は
「
端
的
に
善
き
意
志
」
（
 

8
 ）
で
あ
り
、
人
間
 
が
 達
成
す
べ
き
「
道
徳
 

取
り
上
げ
、
そ
れ
な
り
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
 思
 潮
の
中
で
の
そ
の
双
翼
 は
 カ
ン
ト
 と
シ
ヱ
リ
ソ
グ
 で
あ
 る
 。
 

 
 

@
 
 役
 力
 「
純
粋
理
性
批
判
 
L
 で
理
性
の
関
心
の
一
つ
と
 

 
 

「
実
践
理
性
 
2
 

カ
ソ
ト
ま
、
ニ
 

 
 
 
 

 
 

し
か
し
善
き
行
為
に
つ
い
て
論
究
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
 「
な
す
べ
き
こ
と
」
を
は
 

（
 
3
 ）
 

し
て
い
な
い
現
実
の
人
間
が
問
題
に
な
る
。
 カ
ソ
ト
 は
 プ
 
し
の
問
題
を
「
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
 
L
 に
お
い
て
正
面
か
ら
 取
 

（
 
く
 
5
 
）
 

@
4
 
）
 

り
 上
げ
、
悪
に
対
す
る
彼
の
考
え
方
を
提
示
す
る
。
一
方
 、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
哲
学
と
宗
教
 
L
 で
意
志
の
自
由
や
善
 悪
を
初
め
て
論
じ
た
 

が
 、
「
人
間
の
自
由
」
に
つ
い
て
の
解
明
が
不
十
分
で
あ
 り
、
 多
く
の
問
題
を
残
し
た
。
こ
れ
ら
を
解
決
す
べ
く
 「
人
間
の
自
由
」
を
 
再
 

検
討
す
る
の
が
、
後
期
 シ
ヱ
り
 ソ
グ
哲
学
の
著
作
 

@
6
 
）
 

円
 
自
由
 論
 L
 で
あ
る
。
「
自
由
論
 
L
 で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
「
実
践
 
理
性
批
判
 L
 的
立
場
で
 

の
ヵ
ソ
ト
 の
悪
の
考
え
方
を
認
め
な
い
が
、
「
 古
 
示
教
論
 L
 的
立
場
の
「
 悪
 」
論
を
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
 シ
ヱ
 リ
ソ
グ
 は
カ
ン
ト
の
 立
 

場
 を
ふ
ま
え
た
「
 悪
 」
論
を
展
開
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
 ヨ
啓
里
 

亦
の
折
口
学
三
 

@
7
-
 
で
悪
魔
と
の
関
連
に
お
い
て
悪
を
論
じ
 て
い
く
。
 

こ
の
よ
う
な
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 は
悪
を
ど
の
様
に
定
義
し
 、
悪
 の
 根
源
を
い
か
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
 人
間
が
悪
を
な
さ
ざ
 

る
を
え
な
い
も
の
な
ら
ば
、
悪
を
い
か
に
克
服
す
べ
き
と
 考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
 は
下
で
検
討
す
る
こ
と
 

に
す
る
。
そ
こ
で
先
ず
 、
ヵ
ソ
ト
 の
「
 悪
 」
論
を
略
述
し
 、
 次
に
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 の
 円
 
自
由
論
 L
 の
「
 悪
 」
論
を
振
 り
 返
る
。
そ
し
て
最
後
 

に
口
啓
示
の
哲
学
 L
 で
の
「
 悪
 」
論
を
問
題
に
す
る
。
 

 
 



後期シェリング 哲学における 悪の問題 

ろ は ぅ 底 ソ た で を た る 臥 り の 志 め 常 
る に       

土 中 性 行 実 お は 大 論 の 悪 し に で し か 意 

勤 め 

、 わ い 潜 の 意 。 任 が い 命 

用 す ま   
「 で   

律 いい 
身 悪 さ 

求 の 間 

い は 践 は 由 分 

間 柱   
23@ (479) 

的
 理
念
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
純
粋
意
志
は
「
道
徳
法
則
」
 （
㌧
・
 

ト
の
ド
 

）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
意
志
で
あ
り
、
道
徳
 的
善
で
あ
る
。
人
間
 は
 



し
た
が
っ
て
、
道
徳
法
則
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
 自
由
に
基
づ
い
て
、
道
徳
法
則
に
反
す
る
感
性
的
動
機
 を
格
 律
 に
お
い
て
優
先
 

す
る
こ
と
が
、
悪
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
古
木
数
論
 

L
 で
 カ
ソ
ト
 は
、
 懇
 意
の
自
由
に
基
つ
い
て
、
動
機
の
順
序
を
 転
倒
さ
せ
て
い
る
こ
 

と
に
悪
の
根
拠
を
認
め
、
懇
意
の
自
由
に
そ
の
責
任
を
氷
 め
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
こ
の
様
な
考
え
方
を
 シ
ヱ
 ソ
ン
グ
は
日
自
由
論
 口
 

で
 評
価
す
る
（
 つ
 ・
の
の
の
）
。
 

ヵ
ソ
ト
 は
さ
ら
に
円
宗
教
論
 L
 で
、
「
懇
意
の
自
由
」
が
 
人
間
の
本
性
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
人
間
の
現
実
的
存
 左
様
態
そ
の
も
の
 

が
 悪
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
何
か
悪
し
き
行
為
を
 す
る
が
故
に
 、
 例
え
ば
殺
人
を
犯
し
た
か
ら
悪
人
で
あ
 る
と
い
う
の
で
は
な
 

く
 、
人
間
は
本
性
上
悪
人
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 そ
 し
て
 カ
ソ
ト
 は
人
間
に
お
け
る
「
根
本
悪
」
を
開
示
す
 る
 。
言
い
換
え
れ
ば
、
 

あ
ら
ゆ
る
人
間
は
、
人
間
の
本
性
で
あ
る
「
懇
意
の
自
由
 」
故
に
、
道
徳
的
理
念
通
り
に
は
生
き
て
い
な
い
、
 と
 い
 う
 現
実
の
人
間
の
悪
 

し
き
道
徳
的
存
在
様
態
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
 ヵ
 ソ
ト
 は
、
い
つ
か
ら
人
間
は
悪
し
き
存
在
で
あ
る
の
か
 、
と
い
う
悪
の
根
源
を
 

明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
際
彼
は
根
源
を
「
時
間
 的
 根
源
」
と
「
理
性
的
根
源
」
（
 
オ
 ・
 ぉ
 ）
と
に
分
け
る
。
 「
時
間
上
の
原
因
」
を
 

求
め
る
時
間
的
根
源
に
お
い
て
悪
の
根
源
を
追
求
す
る
と
 、
原
因
を
遡
及
す
る
だ
け
で
、
責
任
根
拠
が
 暖
昧
 に
な
 る
 。
ま
た
 格
 律
を
採
用
 

す
る
と
い
う
「
英
知
的
行
為
」
を
時
間
的
な
も
の
に
す
る
 こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
で
 ヵ
ソ
ト
 は
悪
の
根
源
を
 、
 「
 
結
果
の
現
存
在
に
関
す
 

る
 原
因
」
を
尋
ね
る
理
性
的
根
源
に
求
め
、
自
由
の
使
用
 全
体
に
普
遍
的
に
関
係
す
る
 格
律
 採
用
の
主
観
的
根
拠
 の
 根
源
、
つ
ま
り
悪
し
 

ぎ
格
 律
を
採
用
し
た
最
初
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
 し
か
し
彼
は
 、
 「
こ
の
理
性
的
根
源
は
わ
れ
わ
れ
に
は
 
探
 究
 し
え
な
い
。
と
い
 

ぅ
 の
は
根
源
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ
 ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
」
 父
 ・
 犠
 ）
と
述
べ
、
素
質
に
お
い
 て
 善
で
あ
る
人
間
が
な
 

ぜ
 悪
し
き
 格
 律
を
採
用
し
た
か
わ
か
ら
な
い
と
す
る
。
 悪
 の
 根
源
は
理
解
で
き
な
い
に
せ
 よ
 、
人
間
は
そ
の
責
任
 を
 負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
 

し
、
 悪
を
招
き
入
れ
て
し
ま
っ
た
懇
意
を
本
性
と
し
て
 持
 っ
て
い
る
、
と
カ
 ソ
ト
 は
言
う
の
で
あ
る
。
 カ
ソ
ト
 が
 日
め
示
教
論
 

L
 で
開
示
し
 

た
 悪
は
 、
 （
 
1
 ）
善
の
欠
如
で
は
な
く
、
動
機
の
転
倒
と
い
 
ぅ
 意
味
で
、
善
と
積
極
的
対
立
を
な
す
も
の
、
（
 
2
 ）
 人
 間
 が
盗
意
の
自
由
に
よ
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後期シェリング 哲学における 悪の間 題 

生 み の ば 享 様 在 る と 性 こ 

る 対 シヱリ じ 結着 が「締 神の中 されて にして 的なも 原像 」 「 とい 端的に に直接 の点に 

の ング であ おいて は のは ぅ 実在的 的に与   
山口 規かグし   

離 ら 持 な   

落 に と ナ， し 。カン の神 の」で で根源 

の " 性 シ     
な で は 人 

に離 

の 的 観 じ 

ながら 存在 根 に観念 により 

底 的 人     
な め て う な を は る 求 も の 者 
生 が の も れ 職 司 実 め の 理 は 

25  (481) 

一 
一 

り
 招
き
入
れ
た
偶
然
的
な
も
の
、
（
 3
 ）
本
性
と
い
う
意
味
 
で
 人
類
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
生
得
的
な
も
の
と
い
う
 特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
が
 ヵ
ン
ト
 の
「
 悪
 」
論
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
 



産
 で
き
ず
、
有
限
な
感
性
的
事
物
を
生
産
す
る
こ
と
に
な
 る
 
（
㌧
 
由
 ・
 ち
 
0
 ）
。
こ
の
「
堕
落
し
た
霊
魂
」
を
う
ち
に
 

宿
 す
 生
産
さ
れ
た
も
の
が
 

有
限
な
存
在
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
有
限
者
の
存
在
根
底
 が
 神
か
ら
の
堕
落
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

底
は
対
立
を
離
れ
、
対
立
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
対
立
 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
神
と
有
限
な
存
在
者
と
の
関
係
を
堕
落
と
 

の
 非
存
在
で
あ
る
。
こ
の
 無
 底
か
ら
直
接
、
二
元
性
が
 

い
 う
 
「
絶
対
的
断
絶
」
 案
ユ
凸
 ）
に
求
め
る
。
し
か
し
 

生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
 

「
堕
落
し
た
霊
魂
」
 

は
 自
ら
の
自
由
で
「
絶
対
的
必
然
性
」
を
否
定
し
堕
落
し
 た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
絶
対
的
必
然
性
」
を
 

再
 受
容
す
れ
 ば
 、
「
絶
対
的
霊
魂
」
 

へ
 復
帰
し
 ぅ
る
 。
そ
れ
は
、
感
性
的
事
物
で
あ
る
肉
体
の
 放
棄
に
よ
っ
て
可
能
と
な
り
、
放
棄
す
る
こ
と
で
感
性
 界
か
ら
理
念
 弄
 へ
回
帰
 

す
る
。
回
帰
し
た
状
態
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
絶
対
的
浄
福
 で
あ
り
、
絶
対
的
道
徳
性
」
（
㌧
 丑
巳
 ）
で
あ
る
と
す
る
 。
こ
の
様
な
考
え
方
に
 

お
い
て
悪
を
指
摘
す
る
と
な
る
と
、
感
性
的
存
在
を
纏
 う
 こ
と
が
悪
と
な
る
。
す
る
と
、
 

カ
ソ
ト
 が
口
実
践
理
性
 批
判
 卜
で
 陥
っ
た
 、
感
 

性
 に
悪
を
指
摘
す
る
過
ち
を
犯
す
と
と
も
に
、
「
感
性
界
 
そ
の
も
の
の
解
消
」
（
 中
力
 
・
③
）
を
 善
 ぎ
こ
と
と
し
、
あ
ら
 ゆ
る
感
性
的
存
在
者
、
 

一
般
に
道
徳
的
存
在
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
動
植
物
す
 
ら
、
 悪
し
き
存
在
に
す
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
哲
学
と
 宗
教
 卜
 で
、
口
実
践
 理
 

性
 批
判
 ヒ
 的
立
場
の
カ
ン
ト
 と
ほ
 異
な
っ
て
、
感
性
的
存
 在
 と
し
て
の
人
間
に
自
由
を
認
め
は
し
た
が
、
こ
の
 月
 由
は
多
く
の
問
題
を
抱
 

え
て
い
た
。
こ
の
人
間
の
自
由
を
再
考
す
る
の
が
日
自
由
 論
ヒ
 で
あ
る
。
 

シ
ヱ
り
ソ
グ
は
円
 自
由
論
 口
 で
も
神
と
の
関
係
で
す
べ
て
 を
 考
察
し
て
い
く
。
し
か
し
神
に
関
す
る
考
え
方
に
 、
 円
 哲
学
と
宗
教
 卜
の
 

場
合
と
の
違
い
が
で
て
く
る
。
そ
れ
は
、
神
が
理
性
と
い
 ぅ
 よ
り
む
し
ろ
意
志
と
捉
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
 生
 成
す
る
も
の
」
と
考
え
 

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 円
 自
由
論
 卜
 に
お
い
て
意
志
と
さ
 れ
る
神
を
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
は
先
ず
無
差
別
と
し
て
の
 無
底
 と
 規
定
す
る
。
こ
の
 無
 

の
一
 一
元
 
性
ま
 
@
 
t
 
 

対
立
で
ま
な
：
 
@
a
-
1
 
 

し
 

二
元
性
が
生
じ
る
の
 ほ
、
 無

差
別
故
に
、
 
無
 底
の
中
で
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
も
 一
つ
に
な
る
こ
と
も
で
 

き
な
い
も
の
が
愛
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
「
生
命
と
愛
「
 
の
 働
き
口
と
が
存
在
し
、
人
格
的
な
実
存
（
ロ
 
バ
 @
"
 

（
 
辞
 。
）
が
 
存
在
す
る
」
（
 q
.
 
脂
 0
 
の
）
 

よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
、
 

と
シ
ヱ
り
ソ
グ
 
は
言
 う
 。
 愛
 に
よ
っ
て
一
つ
に
さ
れ
る
も
の
は
、
「
実
存
す
る
（
 絹
 @
"
 

（
 ぎ
 ）
限
り
で
の
存
在
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後期 シヱリ   

う
ち
で
写
像
に
基
づ
く
形
成
作
用
を
営
む
。
そ
の
結
果
、
 悟
性
を
持
っ
割
合
に
応
じ
た
様
々
な
有
限
者
が
創
造
さ
 れ
る
こ
と
に
な
る
。
 言
 

㍉
 

 
 

ぃ
 換
え
れ
ば
、
光
の
原
理
が
暗
闇
の
原
理
か
ら
ど
れ
 だ
け
 解
き
放
た
れ
て
い
る
か
と
い
う
程
度
に
応
じ
て
、
無
機
 物
 、
植
物
、
動
物
、
人
 
7
 

問
 と
い
っ
た
諸
階
層
の
有
限
者
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
自
然
 の
 創
造
で
あ
る
。
こ
の
創
造
に
お
い
て
、
光
と
暗
闇
の
 原
理
を
一
定
の
関
係
に
 

  

学
で
あ
り
、
悟
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
写
像
に
お
 

に
 

い
 て
 、
 神
は
創
造
す
べ
き
存
在
者
の
像
を
意
識
す
る
。
 

そ
し
て
こ
の
写
像
は
自
己
を
 

 
 

、
「
自
由
に
創
造
す
る
全
能
な
意
志
」
（
 

q
,
 
の
の
）
）
と
な
り
 

、
無
規
則
で
あ
っ
た
自
然
の
 

者
 」
と
「
実
存
の
根
底
で
あ
る
限
り
で
の
存
在
者
」
（
 
q
.
u
 

5
7
 

）
、
あ
る
い
は
「
光
の
原
理
」
と
「
暗
闇
の
原
理
」
で
 

あ
る
。
従
来
の
表
現
で
 

の
 、
観
念
的
な
も
の
と
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
 実
存
す
る
も
の
と
実
存
の
た
め
の
根
底
と
が
愛
に
よ
り
 結
合
さ
れ
て
、
両
者
の
 

絶
対
的
同
一
が
生
じ
る
。
こ
の
同
一
が
精
神
の
絶
対
的
 同
 一
で
あ
る
。
こ
の
様
に
両
者
が
絶
対
的
に
相
互
浸
透
し
 た
 場
合
、
そ
れ
は
絶
対
 

者
の
「
人
格
性
」
（
 
力
 ・
の
 
ぎ
 ）
を
形
作
る
。
こ
の
精
神
の
絶
 対
酌
同
一
の
上
に
は
さ
ら
に
、
二
つ
の
も
の
が
無
差
別
 で
も
同
一
で
も
な
く
、
 

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
平
等
で
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
 な
 い
 統
一
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
「
一
切
の
も
の
の
う
ち
 の
 一
切
」
で
あ
る
 愛
と
 

し
て
の
 無
底
 で
あ
る
、
 と
シ
ヱ
リ
ソ
グ
 は
言
う
（
 

q
.
A
o
 

の
）
 

こ
の
様
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
無
差
別
と
し
て
の
無
 風
か
 ら
愛
 と
し
て
の
無
産
 へ
 

「
生
成
す
る
も
の
」
と
し
て
神
を
捉
え
る
。
ま
た
神
を
生
 
命
 あ
る
人
格
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る
。
神
を
生
成
す
る
 も
の
と
考
え
る
 シ
ヱ
 

リ
ン
グ
は
、
有
限
者
を
こ
の
生
成
の
う
ち
で
捉
え
る
と
と
 も
に
、
悪
を
 、
 神
か
ら
ど
う
し
て
生
じ
る
の
か
と
い
う
 視
点
で
論
じ
る
こ
と
に
 

おける悪の間 題 

あ と 呼 な 
る し ば シ る 

こ感、 。 てれヱ リ   
の じ 感 ン 
憧 る 性 グ 

惧 撞 的 は 
の 惧 存 有 
動 で 在 限 
ぎ あ を 者 
に り 持 の 
よ " つ 生 

り 悟 吉 成 
、 性 限 を 

神 を 者 神 
の 含 の そ 
う ま 根 の 
ち ぬ 底 も   
の で れ 神 
自 あ る の   
観 い き と 

から 化が な う っ）。 
生 れ こ 考 
じ ば の え 
    根 て 

さ   
  （ ノ @ 

  
  
の で ぅ と 



結
び
付
け
て
い
る
も
の
が
霊
魂
で
あ
る
（
 力
 ・
の
の
㏄
）
。
と
こ
 

ろ
が
創
造
の
目
的
で
あ
る
人
間
に
お
い
て
は
、
順
次
 解
 放
さ
れ
て
き
た
暗
闇
の
 

原
理
が
光
へ
と
変
容
さ
れ
、
向
原
理
を
固
定
的
に
結
合
し
 て
い
る
霊
魂
と
は
異
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
市
原
理
を
 統
一
し
、
そ
の
結
び
っ
 

ぎ
を
自
由
に
変
更
し
 ぅ
る
 精
神
が
現
れ
る
。
「
精
神
は
神
 
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
」
（
 
つ
 ・
の
の
 

ト
 ）
で
あ
り
、
人
間
を
 
人
格
的
存
在
に
す
る
と
 

共
に
超
被
造
物
た
ら
し
め
る
。
し
か
し
人
間
は
超
被
造
物
 に
な
る
と
い
っ
て
も
、
神
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

と
 い
う
の
は
、
人
間
に
お
 

い
て
は
、
光
と
暗
闇
の
原
理
と
が
絶
対
的
に
相
互
浸
透
し
 た
 神
の
精
神
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

神
 の
 精
神
は
、
人
間
の
精
 

神
と
は
違
っ
て
、
市
原
理
が
絶
対
的
に
相
互
浸
透
し
あ
っ
 て
い
る
が
故
に
、
両
者
の
統
一
を
分
離
す
る
こ
と
は
 不
 可
能
で
あ
る
。
人
間
の
 

精
神
に
存
す
る
両
者
の
統
一
の
分
離
可
能
性
に
シ
ェ
リ
 ソ
 グ
は
 
「
恵
の
可
能
性
」
 釜
 ・
の
 
求
 ）
を
見
よ
う
と
す
る
。
 

す
な
わ
ち
シ
ェ
リ
ン
グ
 

は
 、
暗
闇
の
原
理
が
光
の
原
理
に
従
属
す
べ
き
で
あ
る
 と
い
う
「
 神
 的
関
係
」
 
父
 ・
の
 
薄
 ）
を
自
ら
の
自
由
に
基
づ
 い
 て
分
離
・
転
倒
す
る
 

こ
と
に
、
悪
の
根
拠
を
求
め
る
。
意
志
と
い
う
点
か
ら
吾
一
 
口
 え
ば
、
「
欲
望
、
即
ち
盲
目
的
意
志
」
（
押
の
の
の
）
と
呼
ば
 れ
る
人
間
の
我
意
（
 暗
 

闇
の
原
理
）
と
、
普
遍
 昔
 生
心
と
し
て
の
悟
性
（
光
の
原
理
 
）
と
の
関
係
の
転
倒
に
悪
の
根
拠
を
認
め
る
の
で
あ
る
 
（
Ⅱ
・
㏄
の
㏄
）
。
 

白
 な
人
格
的
存
在
者
と
し
て
提
示
す
る
。
 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
 
日
 哲
学
と
宗
教
 目
 で
 暖
昧
 で
あ
っ
た
人
間
 

シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
精
神
的
存
在
と
し
て
の
 人
間
は
「
 善
 と
悪
と
へ
向
か
う
自
己
運
動
の
源
泉
を
平
 

の
 自
由
の
特
徴
を
霊
魂
と
精
神
と
の
区
別
に
お
い
て
 塑
 等

に
自
己
の
う
ち
に
 

か
す
る
。
そ
れ
に
と
 

も
な
い
、
感
性
を
悪
し
き
も
の
に
す
る
必
要
は
な
く
な
り
 、
シ
ェ
リ
 ソ
グ
 は
、
カ
ン
ト
が
円
宗
教
論
 ヒ
で
 示
し
た
 善
 と
積
極
的
対
立
を
な
 

す
 悪
を
評
価
し
、
彼
な
り
の
恵
の
根
拠
を
開
示
で
き
る
の
 で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
的
存
在
と
は
異
な
る
精
神
的
存
 在
 と
し
て
の
人
間
を
自
 

持
つ
」
（
 拝
 お
じ
存
在
で
あ
り
、
「
未
決
定
」
の
状
態
に
あ
 
る
 。
つ
ま
り
人
間
の
精
神
は
ど
ち
ら
の
原
理
を
優
先
さ
 せ
て
統
一
す
る
か
の
 
分
 

岐
 点
に
立
っ
て
い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
 が
 悪
で
あ
る
の
は
「
拒
絶
す
べ
く
も
な
く
現
実
的
で
あ
 
る
 」
 雀
 ・
の
～
の
）
。
と
い
 

う
こ
と
は
、
人
間
が
自
ら
の
所
行
に
よ
っ
て
悪
へ
の
道
徳
 的
 決
断
を
し
た
の
で
あ
る
。
未
決
定
の
状
態
に
あ
る
 人
 間
 が
悪
し
き
決
断
を
す
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後
 

間
は
 、
行
為
に
際
し
て
、
完
全
な
自
由
を
持
っ
て
行
為
す
 る
し
、
そ
の
道
徳
的
責
任
は
自
ら
が
負
わ
ね
ば
な
ら
な
 い
の
で
あ
る
。
こ
の
 
原
 

 
 

 
 

永
 遠
か
ら
そ
う
で
あ
る
そ
の
様
な
人
間
 と
し
て
生
ま
れ
た
」
 
雀
 ・
 ひ
巽
 ）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

つ
ま
り
現
に
こ
こ
に
い
る
人
 

 
 

ェ リング哲学における 悪の問題 

そ し り 間 こ 

れか ン のと人造要の 割石製がるこ 木。 とし 父 りの ン 間に る 「 こ自身ヤ ま もこ グ 道徳 とは 間は から であ 精神 来的 そし によ グま ）。 お @ 餓 で @ 
、 の よ 的 別 恵 存 る 」 に て っ @ 、 死 悪   

リ の 

） 0  て 

た先 

尤もな 忘ょ力 

行 を 
為 通 

て 造 

「 悪 @ ら   
た 自 

の 由 の の   
485) 



一   一 ' 

切
的
行
為
に
よ
っ
て
招
き
入
れ
ら
れ
た
悪
が
「
根
源
的
 悪
 」
（
 

q
.
3
 

の
の
）
で
あ
る
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
悪
し
き
 

暗
闇
の
原
理
を
纏
っ
て
 

生
ま
れ
て
く
る
が
故
に
、
こ
の
根
源
的
 悪
は
、
ヵ
 
ン
ト
 的
 に
 @
 え
ば
、
誕
生
以
来
招
致
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
根
本
悪
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
様
に
し
て
 
シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
は
、
英
知
的
に
し
て
自
由
な
 原
初
的
行
為
に
自
由
の
根
源
的
使
用
を
認
め
、
そ
こ
に
 悪
の
根
源
を
指
摘
す
 

る
 。
 

し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
の
述
べ
る
悪
の
根
源
は
 、
カ
ソ
ト
 が
 理
解
し
え
な
か
っ
た
悪
の
根
源
を
明
ら
か
に
は
し
な
か
 
っ
た
 。
と
い
う
の
 

は
、
カ
ソ
ト
 
が
理
解
不
可
能
と
し
た
、
悪
し
き
 格
律
 を
採
 用
 す
る
そ
の
論
理
的
先
行
原
因
を
、
究
明
し
た
も
の
で
 は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

つ
ま
り
、
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
は
悪
へ
の
促
し
の
普
遍
的
根
拠
を
 確
か
に
示
し
は
し
た
が
、
そ
の
反
面
人
間
の
う
ち
に
「
 生
命
の
閃
光
」
（
 q
.
 

お
こ
 

と
し
て
の
元
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
 る
か
は
、
精
神
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
自
由
の
根
源
 的
 使
用
に
委
ね
て
い
た
 

か
ら
で
あ
る
 0
 こ
の
点
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
 カ
ソ
ト
 以
上
に
 悪
の
根
源
を
解
明
せ
ず
、
 

ヵ
ン
ト
 の
考
え
を
踏
襲
し
て
 
い
る
。
と
は
い
え
彼
は
 

彼
な
り
に
、
 
ヵ
ン
ト
 と
は
別
の
角
度
か
ら
悪
の
根
源
を
論
 じ
た
。
い
 う
 な
れ
ば
彼
は
悪
の
存
在
論
的
探
究
を
し
た
 の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
 

自
然
の
創
造
に
お
け
る
根
底
の
反
作
用
に
よ
り
我
意
が
激
 発
さ
れ
、
精
神
の
誕
生
と
同
時
に
悪
し
き
精
神
も
誕
生
 し
 、
す
べ
て
の
人
間
は
 

悪
し
き
暗
闇
の
原
理
に
纏
わ
れ
 つ
 っ
生
ま
れ
て
く
る
と
 
ぃ
 ぅ
 
「
悪
の
現
実
性
」
の
分
析
で
あ
る
。
こ
の
分
析
に
よ
 

り
 シ
ェ
リ
ン
グ
は
 
、
悪
 

が
な
ぜ
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
か
、
ま
た
悪
が
い
か
に
し
 て
 付
か
ら
生
じ
る
か
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
 

悪
の
根
源
の
問
題
は
と
も
か
く
も
、
 円
 
自
由
論
 三
 に
お
い
 て
シ
ヱ
リ
ソ
グ
 
は
、
精
神
的
存
在
と
し
て
の
現
実
的
人
 間
の
道
徳
的
存
在
 様
 

態
 が
悪
で
あ
り
、
人
間
に
は
生
得
的
に
悪
へ
の
性
癖
が
あ
 る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を
 日
 
啓
示
の
哲
学
 b
 で
 シ
ヱ
 ソ
ン
グ
が
 ど
 

の
 様
に
展
開
し
て
い
る
か
を
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
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，
緊
張
し
、
本
来
的
意
味
で
の
始
ま
り
 か
ら
終
極
へ
向
か
う
運
動
が
精
神
に
与
え
ら
れ
る
か
ら
 で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
 

ソ
 
諸
形
態
が
精
神
と
は
異
な
る
存
在
の
 ポ
 テ
ン
ツ
に
 さ
 ね
 、
諸
形
態
間
の
関
係
が
変
化
す
る
 

、
，
、
 、
 

0
-
2
@
@
 
 

し
か
し
別
の
面
 か
ら
み
れ
ば
、
諸
形
態
の
本
 

 
 

リ
ヱ
性
 そ
の
も
の
が
破
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
中
断
さ
れ
 た
だ
け
で
あ
る
の
で
（
 ま
ト
 
Ⅰ
 三
ポ
テ
ソ
ッ
 は
回
復
す
 べ
き
精
神
の
存
在
の
 ポ
テ
ソ
 

ぬ
ッ
 と
し
て
本
来
の
あ
り
方
に
戻
ろ
 う
 と
す
る
。
そ
し
 て
諸
ポ
テ
ソ
ッ
 の
 、
 自
ら
を
実
現
す
る
そ
の
作
用
に
よ
 り
 、
諸
形
態
間
の
分
離
，
 緊
 

後
 

張
 が
継
起
的
に
解
消
さ
れ
、
存
在
す
べ
き
で
あ
る
存
在
が
 目
 復
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
運
動
に
 ょ
 り
、
絶
対
 的
 精
神
の
存
在
は
無
媒
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%
 
 な
「
全
一
的
関
係
」
が
破
棄
さ
れ
、
諸
形
態
が
「
 

禾
 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
啓
示
の
哲
学
目
で
も
神
と
の
関
係
に
お
 

来
 的
存
在
の
三
 ポ
 テ
ン
ツ
」
（
 き
べ
 ）
に
な
り
、
各
々
が
 
抵
 

い
て
悪
を
論
究
す
る
。
彼
は
 ヨ
 
啓
示
の
哲
学
へ
の
序
論
 

抗
し
互
い
を
閉
め
出
す
も
の
 

ヒ
 で
、
神
の
存
在
が
 

-
 
Ⅱ
 @
 

ア
 ・
ポ
ス
テ
リ
 オ
リ
 に
証
明
さ
れ
 
ぅ
 る
こ
と
を
示
し
、
 
そ
 の
ア
 
・
ポ
ス
テ
リ
 オ
リ
 な
論
証
を
用
い
、
 
円
 啓
示
の
哲
学
 ヒ
で
 絶
対
的
プ
リ
 ウ
 

ス
 と
し
て
の
「
絶
対
的
精
神
」
（
 
坪
 e
 
の
存
在
を
明
ら
か
 
に
す
る
。
さ
ら
に
彼
は
絶
対
的
精
神
に
、
精
神
と
は
 異
 な
る
存
在
の
可
能
性
が
 

現
象
 し
ぅ
 る
こ
と
を
指
摘
し
、
創
造
の
可
能
性
を
示
す
。
 

そ
し
て
絶
対
的
精
神
の
作
品
で
あ
る
ポ
ス
テ
リ
ウ
ス
 と
 し
て
の
世
界
を
、
プ
リ
 

ゥ
ス
 と
し
て
の
精
神
か
ら
 ア
 ，
プ
リ
 オ
リ
 に
説
明
す
る
。
 
つ
ま
り
絶
対
的
精
神
に
よ
る
創
造
に
つ
い
て
語
る
。
 

シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
絶
対
的
精
神
は
「
根
底
な
し
に
 存
在
す
る
」
（
 ミ
べ
 ）
絶
対
的
プ
リ
ウ
ス
で
あ
り
、
そ
の
 存
在
は
「
自
己
に
お
 

い
て
存
在
す
る
精
神
」
、
自
己
か
ら
離
れ
「
自
己
に
対
し
 

て
 存
在
す
る
精
神
」
、
自
己
自
身
に
戻
り
自
己
自
身
を
所
 
右
す
る
「
自
己
に
留
ま
 

り
 存
在
す
る
精
神
」
と
い
う
始
ま
り
・
中
間
・
終
極
を
示
 す
 二
形
態
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
 三
 形
態
は
継
起
的
な
意
味
 

で
 存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
全
体
で
あ
り
、
 

魔
術
的
に
一
気
に
定
立
さ
れ
る
（
 い
 
の
の
）
。
こ
の
場
合
の
 
諸
形
態
は
精
神
の
内
在
 

題
的
 規
定
で
あ
っ
て
、
精
神
外
部
の
も
の
と
は
全
く
関
 係
を
持
た
な
い
。
こ
の
意
味
で
こ
の
精
神
は
自
由
な
絶
 対
酌
精
神
と
言
え
る
。
こ
の
 

局
所
絶
対
的
精
神
の
中
に
、
精
神
と
は
異
な
る
存
在
の
可
 能
 性
が
「
精
神
の
意
志
な
し
に
自
ず
と
歩
み
出
る
」
（
 

ま
 さ
 。
こ
の
可
能
性
が
三
形
態
 

穂
に
 伝
達
さ
れ
、
絶
対
的
精
神
に
大
き
な
変
化
を
も
た
 ら
す
。
そ
れ
は
、
可
能
性
の
現
象
に
 ょ
 り
、
精
神
の
諸
 形
態
に
お
け
る
相
互
受
容
的
 

け
 

 
 



あ
る
だ
ろ
う
、
 と
 名
づ
け
 ょ
 」
（
 
ま
 0
 
）
 と
 一
致
す
る
か
ら
 で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
運
動
は
「
根
源
的
な
神
的
存
在
 
が
 再
び
回
復
さ
れ
る
 

限
り
で
神
統
記
的
と
名
づ
げ
ら
れ
る
過
程
」
（
安
さ
で
 あ
る
。
し
か
も
こ
の
運
動
に
お
い
て
、
つ
ま
り
緊
張
の
 解
消
の
程
度
に
応
じ
て
 

様
々
な
「
未
来
の
像
」
（
 
お
 じ
が
産
出
さ
れ
る
。
神
は
こ
 れ
ら
に
「
来
る
べ
き
世
界
の
全
体
の
前
触
れ
を
見
て
取
 る
 」
（
㏄
の
㏄
 

レ
 
。
す
な
わ
ち
 

神
は
創
造
す
べ
 き
 も
の
の
像
を
神
の
表
象
と
し
て
持
つ
。
 こ
の
こ
と
で
神
は
存
在
の
主
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
 。
と
い
う
の
は
、
神
は
 

神
と
異
な
る
存
在
を
自
分
の
意
志
の
対
象
に
し
 5
 る
し
、
 こ
の
可
能
性
を
現
実
的
に
高
揚
す
る
か
否
か
は
神
の
絶
 射
的
自
由
で
も
あ
る
か
 

ら
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
が
現
実
的
に
な
る
こ
と
を
神
が
 意
志
す
る
こ
と
で
、
現
に
目
に
見
え
る
存
在
が
生
じ
た
 、
と
 シ
ェ
リ
ン
グ
は
 考
 

え
る
。
 

「
未
来
の
像
」
の
現
実
化
つ
ま
り
こ
の
世
界
の
創
造
を
 
、
 シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
絶
対
的
人
格
性
と
し
て
の
神
」
（
 
ひ
 
1
1
 
）
 の
 二
形
態
に
対
応
す
 

る
 相
対
的
人
格
性
と
し
て
の
 父
 ・
 子
 ・
聖
霊
に
よ
っ
て
 説
 呪
 す
る
。
彼
に
 よ
 る
と
、
「
 父
 と
し
て
の
神
性
、
即
ち
 父
の
ポ
 テ
ン
 ッ
ぷ
几
 
波
止
 
氾
 

物
の
素
材
を
与
え
、
子
と
し
て
の
神
性
が
こ
の
素
材
に
被
 造
物
的
形
式
を
は
め
込
み
、
…
…
聖
霊
と
し
て
の
神
性
 は
 両
者
の
共
通
の
意
志
 

と
し
て
…
…
被
造
物
を
完
成
す
る
」
（
の
 

4
1
 

）
。
言
い
換
え
れ
 

ば
、
 彼
は
神
の
三
人
格
性
を
そ
れ
ぞ
れ
別
 た
 働
き
を
す
 る
 意
志
と
し
、
相
互
に
 

補
完
し
あ
っ
て
創
造
を
進
展
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
し
か
 し
こ
れ
ら
の
意
志
は
「
あ
る
同
一
の
絶
対
的
人
格
性
の
 意
志
」
（
 
ひ
 
4
2
 

）
で
あ
り
、
 

三
神
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
「
一
な
る
 神
 」
の
み
が
 存
 在
す
る
の
は
高
 5
 ま
で
も
な
い
。
ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
 ポ
テ
ソ
ッ
 を
「
存
在
の
 

原
理
」
（
 
遥
じ
 、
「
実
在
の
根
底
」
（
さ
 

し
 と
し
て
創
造
を
説
 現
 す
る
。
そ
れ
は
、
神
の
中
で
と
同
様
に
、
過
程
を
通
 し
て
そ
の
分
離
・
緊
張
 

を
 解
消
し
て
い
く
 諸
ポ
 テ
ン
 ッ
 が
、
そ
の
分
離
・
緊
張
の
 解
消
の
度
合
い
に
応
じ
て
、
被
造
物
の
諸
階
層
を
創
造
 す
る
か
ら
で
あ
る
。
 つ
 

の の 

鳶 目 

妹 山 
で "  で " 

絶 あ 

  
精 こ 

神 の 
は 存 
神 在 
で ・ の 
あ 可 
る 首邑 

。 性 
と を 
い 受 

ぅ げ 
0 人 

はれ 、 れ 
そ ば 
l そ 
ゼ れ 
は は 

神 威 
が る 
昌 も 

  
し し 
た て 
定 存 
  

「私を 、 う 、 そ 

  
の   
で こ 
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外
的
存
在
で
あ
っ
た
の
が
、
抵
抗
に
 よ
 り
媒
介
さ
れ
た
 存
 往
 に
な
る
。
こ
の
媒
介
さ
れ
た
存
在
を
受
け
入
れ
る
か
 否
 か
は
、
絶
対
的
精
神
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ま
り
父
の
 ポ
 テ
ン
 ッ
 が
子
の
 ポ
テ
ソ
ッ
 を
ど
れ
 だ
け
 支
げ
 入
れ
る
か
に
よ
っ
て
様
々
な
被
造
物
が
誕
生
し
、
未
来
 の
 像
が
現
実
化
す
る
か
 

ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
素
材
の
中
へ
形
式
を
は
め
込
む
こ
と
 で
あ
る
。
人
間
の
場
合
は
両
 ポ
 テ
ン
 ッ
 の
全
力
を
受
 け
 継
ぎ
 、
両
ポ
テ
ソ
ッ
 の
 

的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
（
の
 
ト
 
の
）
「
精
神
で
あ
 

ら
 自
由
な
存
在
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
自
由
な
 

緊
張
が
解
消
さ
れ
る
と
と
も
に
、
 両
ポ
テ
ソ
ッ
 か
ら
自
由
 

て
 言
 う
 な
ら
ば
、
人
間
は
「
全
過
程
の
意
図
が
達
成
さ
 

-
H
-
 

れ
る
、
…
…
究
極
的
要
素
の
生
成
し
た
も
の
」
（
㌍
巴
で
 

り
 生
命
で
あ
る
」
（
の
 
切
 
～
）
。
ま
さ
に
「
生
成
し
た
 
神
 」
と
 廿
 

存
在
と
し
て
の
人
間
 は
 、
「
実
体
的
な
も
の
と
し
て
で
 

な
 被
造
物
と
し
て
創
造
さ
れ
る
。
本
来
作
用
し
な
い
 聖
 

 
 

ほ
 な
く
、
何
か
超
実
体
 

一
口
え
ス
で
「
景
一
且
 

同
 の
 被
壮
氾
 

霞
め
ポ
 テ
ン
 ッ
 を
含
め
 

あ
り
、
 三
ポ
 テ
ン
ツ
 か
 

物
 」
（
㌍
巴
が
人
間
で
あ
る
。
 

人
間
は
創
造
の
過
程
で
生
成
し
た
被
造
物
で
あ
る
に
も
か
 か
わ
ら
ず
、
 三
ポ
 テ
ン
 ッ
 を
統
一
し
て
い
る
限
り
、
 そ
 れ
る
の
主
で
あ
る
。
 

こ
の
点
に
お
い
て
人
間
は
神
と
同
じ
で
あ
る
。
違
い
ほ
 、
 神
は
三
 ポ
 テ
ン
 ッ
 の
 ブ
 リ
ウ
ス
で
あ
る
が
、
人
間
は
そ
 の
 ポ
ス
テ
リ
ウ
ス
で
あ
 

題
 
る
こ
と
で
あ
る
。
 諸
ポ
 テ
ン
 ッ
 の
統
一
を
保
持
す
る
 限
り
人
間
は
自
由
で
あ
る
の
で
、
人
間
は
 ポ
テ
ソ
ッ
 の
 ポ
ス
テ
リ
ウ
ス
で
あ
る
こ
と
 

 
 

る
 舞
 う
 。
そ
の
結
果
、
人
問
 は
ポ
 テ
ン
 ッ
 を
支
配
し
よ
 う
と
し
て
 ポ
テ
ソ
ッ
 に
支
配
 

 
 繊

揚
 す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
精
神
 

醸
 
さ
れ
、
保
持
す
る
こ
と
を
委
ね
ら
れ
た
統
一
を
喪
失
 す
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
被
造
物
に
ふ
さ
わ
し
く
な
 

ほ
、
ポ
テ
ソ
ッ
 化
さ
れ
た
自
己
に
お
け
る
も
の
が
過
程
 を
 通
し
て
元
の
現
実
態
と
し
 

い
 精
神
が
意
識
に
お
い
て
 一
 
Ⅰ
 
日
 

 
 

W
@
 

（
 
て
の
自
己
に
お
け
る
も
の
に
戻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 が
、
 戻
っ
た
も
の
を
再
度
人
間
が
自
ら
の
自
由
に
よ
っ
 て
ポ
 テ
ン
 ッ
 化
す
る
か
ら
で
 

が
あ
る
。
こ
の
 ポ
テ
ソ
ッ
 化
に
よ
っ
て
人
間
の
意
識
の
 中
に
、
自
然
の
創
造
の
過
程
に
対
応
す
る
第
二
の
過
程
 が
 生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
 そ
 



で
は
一
体
な
ぜ
こ
の
出
来
事
が
根
源
的
人
間
に
よ
っ
て
な
 さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
根
源
的
人
間
は
何
も
の
か
に
 誘
わ
れ
て
堕
落
し
た
 

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
根
源
的
人
間
自
ら
の
決
断
に
 よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 が
い
か
に
考
え
て
い
た
 

か
を
、
悪
魔
と
の
 係
 わ
り
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
悪
魔
を
異
教
と
の
関
連
で
論
じ
て
い
く
が
 、
本
論
で
は
人
間
の
堕
落
と
悪
魔
と
の
 係
 わ
り
の
み
を
 検
討
す
る
。
彼
に
 ょ
 

れ
ば
、
悪
魔
（
サ
タ
ン
）
は
「
敵
対
者
一
般
を
意
味
す
 る
へ
 ブ
ラ
イ
語
に
由
来
」
（
 
1
4
-
2
4
 

ひ
 
）
す
る
。
定
冠
詞
を
伴
 っ
 た
そ
の
へ
ブ
ラ
イ
 語
 

ぎ
 日
雀
 旨
コ
は
 特
定
の
敵
対
者
を
意
味
し
、
ギ
リ
シ
ア
 語
 で
は
 オ
 o
a
 コ
 （
 
い
 
り
 臼
ヨ
の
コ
 
0
 の
（
反
対
者
）
と
翻
訳
さ
れ
 る
 。
ま
た
そ
の
動
詞
彩
 

の
曲
（
 

曲
コ
も
へ
 
ブ
ラ
イ
語
で
は
引
き
留
め
る
、
邪
魔
す
る
と
 い
 う
 一
般
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
、
そ
の
名
詞
は
ギ
リ
シ
 
ア
旺
叫
 
で
は
 臼
曲
ヴ
 
。
目
の
ぎ
 

（
中
傷
す
る
こ
と
、
不
和
に
す
る
こ
と
）
か
ら
作
ら
れ
た
 隼
ぃ
曲
ヴ
 

0
 ）
 
0
 の
（
中
傷
す
る
者
、
悪
魔
）
と
も
翻
訳
さ
れ
て
 い
る
。
こ
の
 年
ぎ
ヴ
 
0
 ）
 
0
 の
 

は
 ギ
リ
シ
ア
語
で
は
抽
象
的
に
敵
対
者
一
般
を
意
味
し
 、
 日
マ
ヵ
 
バ
 イ
 -
 
ロ
出
一
日
 
宙
ム
 S
 で
「
 ィ
ス
ラ
 ニ
ル
に
と
っ
て
 邪
悪
な
 隼
ぃ
 
曲
ヴ
 
0
 ）
 
0
 の
に
 

な
っ
た
」
と
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
も
邪
魔
す
る
も
の
と
い
 ぅ
 一
般
的
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
 こ
 の
 悪
魔
と
い
う
言
葉
に
 

関
し
て
、
旧
約
、
新
約
の
両
聖
書
で
は
「
悪
魔
が
創
造
さ
 ね
 、
創
造
さ
れ
た
精
神
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
箇
所
 は
な
い
」
（
に
 
-
2
4
4
 

）
 と
 

彼
は
舌
口
 
う
 。
確
か
に
悪
魔
は
 
ロ
 ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
 目
 （
了
三
）
の
中
で
死
を
掌
る
者
と
さ
れ
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
 
が
 悪
魔
を
「
こ
の
世
界
 

0
 頭
目
」
と
呼
ん
だ
り
、
パ
ウ
ロ
が
「
こ
の
世
界
の
神
」
 と
 呼
ぶ
 ょ
 り
に
、
悪
魔
は
聖
書
の
中
で
被
道
師
本
性
と
 全
く
一
致
し
な
い
者
と
 

し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
か
と
い
っ
て
 、
シ
ヱ
リ
 ソ
グ
 は
悪
魔
を
 マ
 二
教
の
悪
神
の
よ
う
に
、
神
に
対
立
 し
た
「
本
性
上
悪
し
き
 

原
理
」
（
に
 

-
2
4
5
 

）
と
は
考
え
な
い
。
彼
は
悪
魔
を
「
悪
の
 

卓
越
し
た
起
因
者
と
し
て
、
し
か
も
そ
の
限
り
で
神
の
 敵
と
 記
さ
れ
て
い
る
と
 

し
て
も
、
…
…
神
の
配
剤
そ
の
も
の
に
属
す
る
者
と
し
て
 、
し
か
も
そ
の
限
り
で
は
神
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
 原
 理
 」
（
に
 
%
 ミ
）
と
み
な
 

し
て
い
く
。
こ
 う
 考
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
 ロ
ヨ
 
ブ
記
 目
 の
中
の
 、
 神
の
前
に
神
の
子
し
と
と
も
に
悪
魔
が
歩
み
 で
て
、
 ョ
ブ
 を
試
す
こ
 

と
を
神
に
勧
め
る
話
が
理
解
さ
れ
る
、
 と
 シ
ェ
リ
 ソ
グ
 は
 舌
口
 
ぅ
 。
ま
た
彼
は
 
ロ
 ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
 目
 （
に
 
ム
 ）
を
 引
 き
、
悪
魔
を
、
キ
リ
ス
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ト
の
 敵
す
べ
て
が
キ
リ
ス
ト
の
足
下
に
お
か
れ
る
時
ま
で
 人
間
の
罪
を
永
続
的
に
告
発
し
続
け
る
「
神
の
道
具
」
（
 
に
 1
 
品
 0
 
）
で
あ
る
と
す
 

る
 。
つ
ま
り
彼
は
悪
魔
を
神
に
認
め
ら
れ
た
「
謹
告
者
」
 （
）
 
庁
ミ
 0
 ）
、
「
自
ら
悪
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
…
…
隠
れ
 
て
い
る
悪
を
顕
し
白
日
 

の
下
に
曝
す
 力
 」
（
三
品
お
）
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
 
に
 神
の
道
具
で
あ
る
悪
魔
を
シ
ェ
リ
ン
グ
は
 、
 神
が
意
 志
 
キ
 ヨ
 の
す
る
こ
と
 

な
く
神
の
不
満
已
下
年
日
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
原
理
で
あ
 る
と
す
る
（
 ニ
 ・
 ロ
 
0
2
,
 
V
g
-
.
 

。
 し
 @
3
7
2
 

）
。
と
い
う
の
は
、
 

自
己
に
お
け
る
も
の
へ
 

と
 戻
っ
た
も
の
を
人
間
が
自
ら
の
自
由
に
基
づ
い
て
再
度
 ポ
テ
ソ
ッ
 化
し
た
も
の
が
、
こ
の
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
 い
か
ら
で
あ
る
。
 ポ
テ
 

ソ
ッ
 化
し
た
原
理
は
、
人
間
の
意
識
の
中
で
、
第
二
の
必
 然
 的
過
程
で
あ
る
神
話
の
宗
教
を
形
成
し
、
そ
の
神
話
 の
 宗
教
、
な
か
で
も
 ギ
 

リ
シ
ア
の
秘
儀
に
よ
り
再
々
 度
 自
己
に
お
け
る
も
の
へ
と
 戻
さ
れ
る
。
神
話
の
宗
教
に
よ
っ
て
 ポ
 テ
ン
 ッ
 の
作
用
 は
 止
む
が
、
 ポ
テ
ソ
ッ
 

そ
の
も
の
は
根
絶
さ
れ
な
い
。
 ポ
テ
ソ
ッ
 そ
の
も
の
つ
ま
 り
 悪
魔
を
破
棄
す
る
た
め
に
キ
リ
ス
ト
が
遣
わ
さ
れ
、
 キ
リ
ス
ト
が
受
肉
 し
傑
 

 
 

ろ
ん
神
か
ら
離
反
し
た
す
べ
て
の
存
在
が
神
に
従
属
 廿
 る
の
は
「
世
界
時
間
の
 



そ 。 引 事 は に 制 

  
か 
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い
る
が
故
に
、
こ
の
原
理
は
中
心
か
ら
外
れ
る
」
（
に
 
占
 。
 
べ
 
）
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
は
「
人
間
の
意
志
 な
し
に
は
」
自
ら
そ
 う
 

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
「
人
間
口
の
小
口
を
引
き
 
つ
 げ
」
（
に
 
%
 ミ
）
 
、
 そ
 う
 す
る
こ
と
を
「
人
間
に
せ
が
ま
 ね
 ば
 な
ら
な
い
」
（
ト
 
キ
 

ド
べ
 

の
）
。
つ
ま
り
シ
 
ュ
ッ
ソ
グ
 は
、
非
存
在
す
べ
き
で
あ
る
 に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う
本
性
の
両
義
性
 故
 に
 、
悪
魔
は
最
初
の
人
 

間
 を
悪
へ
と
誘
い
、
「
未
決
定
な
も
の
を
決
定
」
（
に
 

蕊
健
 ）
 し
、
 悪
を
白
日
の
下
に
曝
す
と
と
も
に
、
「
 欺
臓
と
偽
 り
の
幻
惑
」
（
に
 
健
 6
9
 
）
 

に
よ
っ
て
自
ら
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
言
う
の
で
あ
 る
 。
 

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
人
間
に
由
来
す
る
精
神
で
あ
る
悪
魔
が
 一
度
力
を
獲
得
す
る
と
、
そ
れ
は
人
類
一
般
に
関
係
す
 る
こ
と
に
な
る
と
 言
 

う
 。
最
初
の
両
親
か
ら
生
ま
れ
た
人
類
は
既
に
こ
の
精
神
 の
 影
響
の
下
に
あ
る
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
教
は
原
罪
と
 い
う
こ
と
で
し
ら
し
め
 

る
 。
カ
ン
ト
的
に
言
う
な
ら
ば
、
人
間
本
性
の
根
本
悪
を
 個
々
の
人
間
に
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
私
達
す
べ
て
の
 中
に
生
き
続
け
て
い
る
 

あ
の
一
人
の
人
間
」
（
の
の
 

ド
 
）
を
明
ら
か
に
す
る
。
キ
リ
ス
 ト
教
 以
前
に
お
い
て
は
、
悪
魔
は
世
界
の
頭
目
と
し
て
 人
間
を
惑
わ
す
も
の
と
 

題
 
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
に
は
、
 悪
魔
は
そ
の
役
割
を
変
更
す
る
。
こ
の
こ
と
を
 シ
ヱ
り
 ン
グ
 は
聖
書
の
引
用
で
証
明
 

邱
し
 、
そ
し
て
悪
魔
は
「
人
間
生
活
を
永
続
的
に
刺
激
 」
（
に
 
健
き
 ）
 し
 、
「
世
界
が
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
」
（
 
ニ
 蕊
ベ
 
）
）
こ
と
を
妨
げ
る
原
理
 

ぬ
 
で
あ
る
と
す
る
。
「
こ
れ
が
悪
魔
の
本
来
的
な
哲
学
 

蝸
 
示
す
る
の
に
必
要
な
原
理
」
（
）
キ
 
ト
ベ
ト
 

）
で
も
あ
る
、
 的

 理
念
」
（
に
 
蕊
べ
 
）
）
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
悪
魔
 

と
 シ
ェ
リ
ン
グ
は
言
う
。
こ
の
様
に
語
る
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 が
 悪
魔
で
考
え
て
い
た
こ
と
 

は
 「
創
造
の
…
…
真
理
を
提
 

 
 

 
 

暗
闇
の
原
理
と
内
容
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
 悪
魔
」
論
は
日
自
由
論
 b
 の
 

け
 
「
悪
の
現
実
性
」
の
分
析
と
同
じ
視
点
で
論
じ
ら
れ
 て
お
り
、
悪
が
な
ぜ
こ
の
世
に
存
在
す
る
の
か
、
神
か
ら
 い
か
に
し
て
悪
が
出
て
く
 

パ
 
る
か
、
と
い
う
問
い
に
存
在
論
的
に
解
答
し
た
も
の
 と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
悪
魔
に
 よ
 る
 悪
 へ
の
誘
い
が
あ
る
と
は
い
 

が
え
、
悪
は
あ
く
ま
で
人
間
の
自
由
の
根
源
的
使
用
に
 
委
ね
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
 悪
 の
 理
性
的
根
源
の
さ
ら
な
る
 

後
 

探
究
が
こ
の
「
悪
魔
」
論
で
な
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
 。
し
か
し
 シ
ヱ
り
ソ
グ
 は
 日
 
啓
示
の
哲
学
 b
 で
、
自
由
 な
 精
神
的
な
存
在
と
し
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理 運 い グ さ 学 
の の て は れ と シ 

ヱ
 リ
ン
グ
は
現
実
的
人
間
の
存
在
様
態
が
悪
で
あ
る
こ
と
 を
 示
し
た
が
、
そ
の
克
服
を
い
か
に
考
え
て
い
た
の
で
 あ
ろ
う
ふ
か
。
 
円
哲
 

宗
教
 ト
 で
は
「
堕
落
し
た
霊
魂
」
が
自
ら
の
自
由
に
基
づ
 い
 て
絶
対
的
必
然
性
を
受
け
入
れ
、
感
性
的
存
在
を
捨
 象
 す
る
こ
と
で
な
 

る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
実
在
性
に
つ
い
て
反
省
を
 加
え
、
「
神
の
う
ち
の
自
然
」
を
感
性
的
存
在
者
の
根
底
 と
す
る
 シ
ヱ
 リ
ン
 

、
 円
 
自
由
論
 ト
 で
は
人
間
の
感
性
的
存
在
の
捨
象
で
悪
の
 克
服
が
な
さ
れ
る
と
は
考
え
な
い
。
彼
は
、
人
間
が
自
 ら
の
自
由
に
基
づ
 

「
 
神
 的
関
係
」
の
再
構
築
に
悪
の
克
服
を
見
る
。
言
い
換
 え
れ
ば
 、
理
性
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
根
源
 知
 （
 
q
.
 

母
の
）
 

、
す
な
わ
ち
「
私
 

う
 ち
に
お
け
る
明
瞭
な
認
識
あ
る
い
は
精
神
的
な
光
そ
の
 も
の
で
あ
る
 神
 」
 雀
 ・
の
ま
）
と
の
関
係
の
再
構
築
に
 
、
 光
 と
暗
闇
の
両
 原
 

不
和
か
ら
 和
 ム
ロ
へ
の
遣
帰
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
 
は
 「
よ
り
良
 
き
 本
質
の
内
面
の
声
」
（
 
q
.
 

の
の
の
）
に
従
っ
て
 

決
定
的
転
換
を
し
 

四
 

て
の
人
間
の
道
徳
的
存
在
様
態
が
悪
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
 悪
の
存
在
論
的
探
究
を
、
「
自
由
論
 ト
 の
場
ム
ロ
 
ょ
 り
、
 精
 級
に
 、
よ
り
キ
 リ
ス
 

ト
教
 的
に
提
示
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
以
上
か
 ら
し
て
、
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 の
述
べ
る
悪
は
 、
 （
 
1
 ）
 
神
 的
関
 係
の
転
倒
と
い
う
意
味
 

で
、
善
と
積
極
的
に
対
立
を
な
す
も
の
、
（
 
2
 ）
人
間
の
自
 
由
 に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
た
偶
然
的
な
も
の
、
（
 
3
 ）
 
悪
へ
 の
 性
癖
と
い
う
意
味
で
 

人
類
に
普
遍
的
に
存
在
す
る
生
得
的
な
も
の
と
い
う
特
徴
 を
 持
つ
。
こ
れ
ら
の
点
は
 カ
ソ
ト
 の
考
え
方
と
類
似
し
 て
お
り
、
両
者
の
差
異
 

は
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 の
「
 悪
 」
論
を
 シ
ヱ
り
 ソ
グ
独
自
の
も
の
に
す
る
の
は
、
彼
の
 悪
の
存
在
論
的
解
明
に
 

（
㎏
）
 

あ
る
 0
 と
い
う
の
は
、
 
シ
ヱ
り
 ソ
グ
自
身
、
「
私
の
哲
学
 
の
 原
理
は
絶
対
者
あ
る
い
は
神
と
名
づ
け
ら
れ
る
」
と
 語
る
よ
う
に
、
神
と
の
 

関
係
で
人
間
を
位
置
づ
け
、
そ
の
上
で
悪
を
論
じ
る
 シ
ヱ
 リ
ソ
グ
 に
と
っ
て
、
そ
の
解
明
こ
そ
が
彼
の
思
想
の
根
 本
 的
問
題
構
成
で
も
あ
 

る
か
ら
で
あ
る
。
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リ
ン
グ
旦
日
わ
せ
れ
 ば
 、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
「
ひ
と
り
 ぎ
 め
の
、
あ
る
い
は
自
己
規
定
か
ら
生
じ
た
道
徳
」
（
 
ロ
の
 
簿
 ）
を
も
っ
て
し
て
は
 

不
可
能
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
神
の
中
に
存
在
す
る
精
神
 に
 従
 う
 こ
と
、
つ
ま
り
精
神
的
な
光
に
従
っ
て
生
き
る
 こ
と
で
ほ
げ
れ
ば
な
ら
 

な
い
。
こ
れ
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
 シ
ヱ
リ
ソ
 グ
 自
身
認
め
る
よ
 う
 に
、
神
的
悟
性
と
欲
望
と
を
一
致
 さ
せ
る
こ
と
そ
れ
自
体
 

矛
盾
で
あ
り
困
難
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
Ⅱ
・
 
3
 
の
Ⅰ
）
 

。
ま
た
神
的
関
係
は
欲
望
を
焼
き
滅
ぼ
す
火
で
あ
り
、
 欲
望
の
連
鎖
の
中
で
生
 

括
 す
る
現
実
的
人
間
は
、
ま
す
ま
す
こ
の
関
係
か
ら
遠
ざ
 か
っ
て
「
偽
り
の
 生
 」
 父
 ・
 u
 
ぶ
 ）
を
生
き
よ
う
と
す
る
 か
ら
で
も
あ
る
。
し
か
 

し
シ
ヱ
り
ソ
グ
 は
こ
の
悪
の
克
服
は
可
能
で
あ
る
と
す
 
る
 。
彼
は
Ⅰ
 匹
い
 
の
 卜
 
。
を
語
源
的
な
意
味
で
解
釈
し
、
 神
 と
の
関
係
の
再
構
築
に
 

「
精
神
的
宗
教
」
を
指
摘
し
、
こ
の
宗
教
こ
そ
が
悪
の
克
 
服
を
支
え
る
も
の
と
す
る
。
つ
ま
り
「
精
神
の
中
に
神
を
 認
識
し
、
崇
拝
す
る
」
 

@
 
㎎
 @
 

（
 
甘
 -
3
3
2
 

）
「
自
由
な
精
神
的
宗
教
」
（
 

1
9
4
 

）
が
克
服
を
確
 

倍
 さ
せ
る
の
で
あ
る
。
 円
 
啓
示
の
哲
学
 b
 で
言
え
ば
、
 そ
 の
 宗
教
が
哲
学
的
宗
教
 

-
 
Ⅳ
 "
 

題
 
で
あ
る
。
 シ
ヱ
リ
ソ
グ
 に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
哲
学
的
 宗
教
は
実
存
し
な
い
。
し
か
し
…
…
実
現
す
べ
き
も
の
 」
で
あ
る
。
実
現
す
べ
き
 哲
 

 
 

を
 媒
介
す
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
「
理
性
認
識
と
は
 直
接
的
に
は
同
一
で
な
い
、
 

 
 

猛
 
自
由
な
哲
学
的
認
識
の
宗
教
」
（
 篤
 ）
で
あ
る
。
 言
 い
 換
え
れ
ば
、
人
類
は
根
源
的
人
間
の
堕
落
に
よ
り
 神
 話
の
宗
教
と
い
う
必
然
的
で
 

即
 
不
自
由
な
宗
教
を
経
験
す
る
が
、
こ
の
宗
教
か
ら
の
 解
放
を
啓
示
に
基
づ
く
宗
教
が
行
 う
 。
こ
の
解
放
に
よ
 り
 哲
学
的
宗
教
が
「
初
め
て
 

 
 
 
 

%
 
 媒
介
さ
れ
可
能
に
な
る
」
（
 巨
 ）
。
し
た
が
っ
て
 
、
，
 し
れ
ろ
の
宗
教
を
「
学
識
と
学
識
あ
る
探
究
」
（
 
甘
 。
㏄
の
）
 

に
よ
り
「
世
界
史
的
現
象
」
 

け
 
（
二
 
@
 の
）
と
し
て
理
性
的
に
解
明
し
、
「
最
高
の
学
 
問
を
所
有
し
て
い
る
人
類
の
宗
教
」
（
 
目
 -
3
2
 

の
）
と
し
て
 

獲
 得
さ
れ
る
宗
教
が
哲
学
的
 宗
 

パ
教
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
哲
学
的
宗
教
 は
 「
い
わ
ゆ
る
理
性
的
宗
教
」
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
る
 
も
の
を
真
に
捉
え
る
こ
と
に
 

ぬ
 
よ
り
、
人
類
が
手
に
す
る
「
真
の
宗
教
」
（
二
仏
 
づ
 
）
 で
あ
る
。
人
類
は
こ
の
哲
学
的
宗
教
を
存
在
さ
せ
る
こ
 と
に
よ
り
、
神
と
人
間
と
の
 

後
 

失
わ
れ
た
根
源
的
関
係
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
 て
 人
類
は
「
世
界
時
間
の
終
極
」
に
、
つ
ま
り
善
と
悪
 と
の
闘
争
の
世
界
で
あ
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ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
人
間
は
自
ら
の
我
意
を
普
 適
意
志
と
し
て
の
悟
性
に
従
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 し
か
し
そ
れ
は
、
 シ
ヱ
 



 
 
 
 
 
  
 

註
 

 
 

（
ー
）
本
ヰ
 
三
 ・
二
本
「
㌣
 寺
驚
 「
 薫
 ぎ
ぬ
 ぉ
蕊
 「
 お
穏
ぉ
 

㌔
～
（
目
の
 
ヨ
 す
時
 
Ⅱ
の
・
Ⅱ
の
 

コ
メ
 ノ
ミ
文
臣
。
Ⅱ
 

ぺ
 。
二
の
の
・
 

ト
の
 
㍉
 ト
 
）
・
の
・
㍉
い
の
（
 
い
 ・
の
㏄
㏄
）
 

（
 
2
 ）
木
の
目
（
・
（
・
・
 
ふ
 い
Ⅱ
～
～
寺
も
も
Ⅱ
㌧
Ⅱ
い
か
～
 

@
 
め
い
 
か
も
さ
末
も
Ⅱ
 
さ
穏
さ
 
Ⅰ
 マ
 （
 
目
 ヰ
ヨ
 す
時
 
お
 ・
Ⅱ
の
 ヱ
パ
 目
の
ぎ
浅
せ
巴
瓦
 卜
 
Ⅰ
ま
さ
・
引
用
略
号
は
 
P
  
 

（
 
3
 ）
本
ヰ
 巨
 ・
Ⅰ
・
も
ぎ
 
再
 ぬ
こ
 
帳
 ～
 
っ
ぉ
ぎ
ぉ
ぬ
 「
か
心
～
甲
も
 

ミ
 
の
 鳶
さ
博
ぉ
 
鮭
 「
 甲
 ～
 
っ
 
き
さ
 
末
ぬ
 
「
 
お
ま
ゑ
 ～
（
目
ヰ
 
ヨ
ぎ
品
，
ロ
の
 
支
お
 7
%
 三
目
 
せ
浅
 プ
 
い
の
・
 
P
 の
 ひ
 Ⅰ
）
・
日
め
 

ホ
 前
世
 

@
 

諦
三
 
と
 略
す
る
。
引
用
略
号
は
 R
 。
 

（
 
4
 ）
の
。
 す
 。
 亡
ぎ
ヨ
ロ
 ・
ミ
ロ
・
㌧
 か
 @-
Q
 

め
る
か
む
 
穏
 さ
も
 再
隠
憶
 ぎ
さ
 
（
し
ヰ
「
 

ヨ
の
 （
 
ヰ
ロ
 
（
 
，
 %
@
@
 
の
お
コ
お
 ゴ
ヰ
 
臣
 -
 
ず
ゴ
 の
口
目
。
 す
 的の
お
 コ
 の
 
0
 す
 い臣
 ・
 P
 の
 Ⅱ
 ひ
 ）
・
引
用
略
号
は
 

 
 

る
 。
以
下
に
お
い
て
も
同
様
。
 

（
 
5
 ）
の
。
 す
臼
 @
 目
的
 
-
 ロ
 ・
 毛
 .
4
 

：
㌧
 

か
 ～
 
-
 
っ
 
㏄
 
っ
 
㌧
 か
 ㌻ い
 
か
も
自
ミ
～
も
Ⅱ
㏄
悪
も
か
悪
さ
 

帳
 も
さ
 悪
 中
も
Ⅱ
も
さ
 

い
 閏
も
の
も
さ
も
も
Ⅱ
 

ま
 も
さ
 
い
 
も
 
か
 臣
も
か
も
 

ミ
 ㌧
Ⅱ
も
 
@
 
か
も
巨
悪
さ
も
も
 
薫
 
も
心
 
@
 ㌔
 
い
 悪
ぃ
 
さ
ミ
さ
 @
 
も
さ
 

か
ぎ
 突
 ミ
鮭
 お
 の
 碇
ぬ
ぉ
め
 

～
Ⅰ
 
ぉ
鮭
 
（
 
し
串
ヨ
 空
色
 亜
毛
ぢ
お
毘
斗
 昌
二
 @
n
 
オ
 
0
%
E
n
 二
の
の
の
の
 

コ
 の
の
ゴ
ヰ
 

ユ
 ・
 P
o
 
づ
ひ
 
）
・
の
・
ひ
ひ
 
ト
 ・
「
自
由
論
 L
 と
 略
す
。
引
用
略
号
 

は
 F
 。
 

（
 
6
 ）
 
シ
ヱ
 
り
 ソ
グ
 の
思
想
区
分
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
 

本
論
で
は
（
一
）
同
一
哲
学
期
と
し
て
の
前
期
（
一
八
 0
 
三
年
 ま
で
）
 、
 （
二
）
移
行
 

期
 と
し
て
の
中
期
、
（
三
）
積
極
哲
学
期
と
し
て
の
後
期
（
一
八
 
0
 
九
年
以
降
）
の
三
期
 説
 に
従
う
。
本
論
で
用
い
る
 シ
ヱ
り
 
ソ
グ
 の
著
作
は
 、
 

円
 哲
学
と
宗
教
 ヒ
 （
一
八
 0
 
四
年
）
を
除
き
す
べ
て
後
期
の
作
品
 で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
の
。
す
匹
 -
 
ぎ
の
 。
Ⅱ
・
 
毛
 ・
）
：
㌧
か
ま
っ
 
い
 
っ
㌧
 
か
 守も
も
Ⅱ
 

O
h
 

へ
 て
 
き
 中
心
Ⅱ
 

悪
 ぉ
帳
 （
 
し
串
ヨ
阻
い
圧
 
・
 毛
デ
 の
の
 
コ
 おす
 臣
 二
 %
 二
の
田
 丁
臼
洙
お
コ
 の
 
0
 す
 % ダ
 P
o
 
の
 ひ
 ）
・
引
用
兵
 だ
 

け
の
も
の
は
「
啓
示
の
哲
学
 ヒ
 第
十
三
巻
を
示
す
。
第
十
四
巻
 は
 
（
ニ
 

l
0
0
0
 

）
と
表
記
す
る
。
 

（
 
8
 ）
本
ヰ
 耳
 （・
（
：
の
Ⅱ
悪
さ
も
 

オ
帳
 悪
 き帳
ぃ
悪
 Ⅱ
寒
も
叶
い
㌧
 
か
セ
め
 

～
か
も
も
Ⅱ
 

め
 @
 
よ
 め
ぉ
 （
目
の
 

ョ
サ
仁
 「
の
，
 
局
 三
支
 
7
%
 三
目
 
せ
 巴
瓦
 甲
 
Ⅰ
の
 
ひ
 
の
）
・
の
 き
 

（
 
9
 ）
カ
ン
ト
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
、
懇
意
（
 
ミ
ヨ
オ
む
 「
）
は
 土
 
思
欲
の
実
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
意
欲
の
形
式
に
よ
っ
て
規
定
 さ
れ
て
い
な
い
意
志
 

の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
道
徳
性
の
原
理
」
に
よ
っ
て
規
定
 さ
れ
ず
に
「
自
愛
の
原
理
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
意
志
の
 こ
と
で
あ
る
。
 

カ
ン
ト
は
こ
れ
と
同
様
な
意
味
で
「
人
間
の
意
志
」
「
感
性
に
よ
 っ
て
触
発
さ
れ
た
意
志
」
な
ど
の
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。
 本
 論
で
 
「
 盗
意
 」
 

を
 使
用
す
る
際
、
こ
れ
ら
の
用
法
を
も
含
め
る
。
と
い
う
の
は
 、
人
間
の
英
知
的
存
在
と
感
性
的
存
在
と
の
対
比
を
考
え
て
 
る
か
ら
で
あ
る
。
 

懇
意
の
詳
し
い
分
析
や
カ
ン
ト
の
「
 悪
 」
論
に
つ
い
て
は
、
 
拙
 稿
 「
カ
ン
ト
宗
教
哲
学
の
一
考
察
 
｜
 「
道
徳
的
宗
教
」
を
め
ぐ
っ
 
て
｜
 」
（
「
文
化
 L
 

第
四
十
二
巻
第
三
・
四
号
、
昭
和
五
十
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
  
 

る
 
「
今
の
世
」
が
終
わ
る
と
き
に
悪
を
克
服
す
る
の
で
あ
 
る
 。
 

 
  

 



後期 シ ヱリ ソグ哲学における 悪の間 題 

（
 
托
 ）
無
差
別
と
同
一
と
の
区
別
を
持
た
な
い
 
ヨ
 
哲
学
と
宗
教
 ヒ
 の
 言
葉
で
二
元
性
に
つ
い
て
言
え
は
、
一
な
る
も
の
が
理
念
的
 規
定
か
ら
見
て
 、
そ
 

れ
ぞ
れ
が
全
体
で
あ
る
「
観
念
的
な
も
の
」
と
「
実
在
的
な
も
 の
 」
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 
皿
 ）
の
り
 す
 の
 
ヨ
コ
 m
.
 

コ
ま
 

@
 Ⅰ
・
 馬
ぎ
 -
 
ミ
 -
*
 
さ
 %
 ぎ
き
 ㏄
㌧
 ミ
 ～
 
-
0
 

め
っ
ち
 

ミ
 
ヘ
も
捷
 
㏄
「
 

O
h
 

さ
さ
Ⅰ
 

ぬ
 Ⅰ
零
さ
 

岨
 （
し
 
い
 「
 
～
）
の
円
 

@
 
い
巨
 
（
・
毛
抜
の
の
 

し
お
 ア
 ド
ヰ
由
 

げ
す
の
 
け
目
り
す
仮
の
の
の
 

コ
 の
り
 
す
 曲
目
・
 

お
 ㏄
 び
 
）
。
 昌
 。
が
 ト
 
㏄
 
0
.
 

詳
し
い
論
証
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
後
 

期
 シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
神
の
問
題
」
合
文
化
紀
要
 ヒ
 第
二
十
 山
 
ハ
号
、
昭
和
六
十
 

二
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
は
）
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
理
性
と
信
仰
 ｜
 後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
哲
学
に
お
け
る
「
哲
学
的
宗
教
」
を
め
ぐ
っ
 て
 ー
」
（
補
正
弘
 
編
 、
 

仮
題
五
宗
教
現
象
の
地
平
目
岩
田
書
院
、
近
刊
）
を
参
照
さ
れ
 -
@
¥
0
 

十
八
：
 

レ
 

（
 
n
 ）
こ
の
創
造
の
過
程
は
五
自
由
論
 ヒ
 の
も
の
よ
り
精
敏
 に
 な
っ
て
は
い
る
も
の
の
基
本
的
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
時
代
 区
 分
 に
関
し
て
も
、
「
 一
 

な
る
も
の
が
す
べ
て
で
あ
る
」
父
の
時
代
、
闘
争
の
時
代
で
あ
 る
 子
の
時
代
（
こ
の
時
期
は
異
教
の
時
代
と
キ
リ
ス
ト
教
の
時
 代
 に
細
分
さ
れ
 

る
 ）
 、
 「
す
べ
て
が
一
な
る
も
の
」
で
あ
る
聖
霊
の
時
代
任
命
 
げ
 ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
「
自
由
論
 日
 と
同
じ
で
あ
る
。
 

（
Ⅱ
）
神
話
と
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
は
、
 註
 
（
は
）
の
拙
稿
 
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 
蝸
 ）
の
り
 す
 。
 
目
ぎ
 m
.
 
巾
 ・
 
ミ
 .
 
）
：
㏄
 
-
 
悪
 -
 
～
 
岨
ぬ
 
「
～
 
ぃ
 
「
㌧
ふ
更
 
Q
-
 
ヒ
っ
 
「
 -
Q
 

め
 
悪
さ
 
憶
 
り
さ
（
し
 

い
 Ⅱ
 
巨
あ
丑
ぃ
年
 

（
・
ま
 

@
[
a
 

お
コ
お
 
二
曲
二
 
%
 二
の
け
 
宕
ア
 の
の
の
二
万
り
す
 

曲
帝
 
・
 ト
の
 
Ⅱ
 
ひ
 
）
・
の
・
 

肚
 ㏄
㏄
 

（
 
巧
 ）
哲
学
的
宗
教
の
詳
し
い
分
析
に
つ
い
て
は
、
 註
 
（
は
）
の
 
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

（
 
坤
 ）
 ぎ
 す
匹
 
-
 
ぎ
四
 q
.
 
ミ
 ・
）
・
・
㌧
 

ミ
驚
津
 
o
b
b
 

ぎ
驚
 、
 P
 こ
 -
 
き
 0
-
0
 

め
 ～
 
ぃ
 （
し
い
「
 

日
降
い
年
 

（
 
-
 ミ
 ず
お
目
の
り
す
能
 

巨
 T
 二
の
け
仁
り
 

才
 的
の
の
 

ニ
宙
リ
 
ア
ミ
 
ヰ
 ト
の
 
Ⅱ
の
）
・
 

ロ
 。
の
・
㏄
白
白
 

な
お
、
引
用
文
内
の
ロ
口
や
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
補
い
で
あ
 
る
 。
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田
辺
元
は
西
田
幾
多
郎
と
並
ん
で
近
代
日
本
を
代
表
す
る
 哲
学
者
で
あ
り
、
人
間
の
社
会
的
存
在
の
理
解
の
た
め
 に 
提
唱
し
た
「
種
の
 

八 八 

キ提ね l 赤 る めるこ 死 これ」一々経文 学て 明を論   
め 
[- し 
晩年に V  田辺 絶 とする 「死の を媒介 張 する は異な て田辺 ことが り、こ 

学明 「 

  
499) 

俄
 悟
道
か
ら
死
の
哲
学
へ
 

田
辺
元
の
宗
教
哲
学
の
発
展
に
関
す
る
一
考
 

察
 



  

「
 
俄
悔
道
 と
し
て
の
哲
学
」
に
お
け
る
絶
対
者
に
 
よ
る
相
対
者
救
済
の
構
造
 

-
l
-
 

摘
出
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

論
理
」
に
よ
っ
て
、
「
田
辺
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
独
白
の
 

哲
学
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
 お
 げ
る
日
本
の
敗
色
 

が
 濃
厚
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
、
こ
の
「
種
の
論
理
」
 

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
 で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
 は
 、
こ
の
最
初
の
二
つ
の
時
 

に
 基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
彼
の
哲
学
は
行
き
詰
ま
 期

の
田
辺
宗
教
哲
学
を
 

り
に
陥
っ
て
い
た
が
、
 

彼
自
身
が
「
 俄
悔
 」
と
呼
ぶ
回
心
体
験
を
契
機
と
し
て
 新
 し
い
境
地
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
次
々
 と
 彼
の
宗
教
哲
学
的
 思
 

想
が
 紡
ぎ
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
宗
教
哲
学
的
思
想
は
段
階
的
発
展
を
遂
 げ
た
。
す
な
 ね
 ち
、
そ
れ
は
「
 峨
悔
 」
の
回
心
体
験
直
 後
の
同
 俄
 悟
道
と
し
 

て
の
哲
学
 口
 （
一
九
四
六
年
）
に
お
い
て
は
親
鸞
浄
土
教
の
 
ゑ
仏
門
を
最
も
高
く
評
価
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
、
 

そ
れ
に
続
く
時
期
に
 

は
 キ
リ
ス
ト
教
に
、
そ
し
て
 最
 晩
年
に
は
再
度
大
乗
仏
教
 に
 、
し
か
も
そ
の
菩
薩
道
の
最
も
純
粋
な
実
現
形
態
で
 あ
る
と
田
辺
自
身
が
考
 

え
る
禅
に
接
近
し
た
の
で
あ
る
。
 

後
述
す
る
通
り
、
田
辺
が
親
鸞
浄
土
教
的
な
立
場
か
ら
 キ
 リ
ス
ト
教
へ
と
接
近
し
て
い
っ
た
理
由
は
比
較
的
理
解
 し
や
す
い
し
、
こ
の
 

移
行
に
際
し
て
彼
の
哲
学
の
基
本
的
な
論
理
構
造
が
変
化
 し
て
い
な
い
点
も
ま
た
比
較
的
見
や
す
い
。
こ
れ
に
 対
 し
て
、
禅
を
高
く
評
価
 

す
る
 最
 晩
年
の
「
死
の
哲
学
」
へ
の
発
展
の
意
味
は
 、
そ
 れ
が
一
見
他
力
救
済
教
の
立
場
か
ら
自
力
解
脱
 教
 の
 丘
 場
へ
の
転
回
で
あ
る
か
 

「
 蛾
 悟
道
と
し
て
の
哲
学
」
あ
る
い
は
「
 俄
 悟
道
」
の
 
立
 場
 と
し
て
一
括
し
、
そ
こ
か
ら
 最
 晩
年
の
「
死
の
哲
学
」
 

へ
の
発
展
に
お
い
て
、
 

本
当
の
と
こ
ろ
い
っ
た
い
何
が
変
化
し
た
の
か
と
い
う
点
 に
 考
察
の
焦
点
を
絞
り
、
さ
ら
に
そ
の
変
化
が
も
た
ら
 す
と
思
わ
れ
る
問
題
を
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は
ま
っ
た
く
異
な
る
自
己
の
 

め
 あ
り
方
を
経
験
す
る
。
す
な
 

ね
 
ち
、
こ
れ
ま
で
免
れ
 

え
な
か
っ
た
 

我
 
性
か
ら
解
放
さ
れ
、
「
無
執
無
着
な
る
 

立
場
」
㊧
二
）
に
立
ち
、
 

絶
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上
述
の
通
り
、
「
 
峨
 海
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
「
 俄
悔
 」
 と
い
う
田
辺
の
回
心
体
験
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
で
は
、
 「
 
俄
悔
 」
の
体
験
と
 

は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 ま
ず
「
 繊
悔
 」
と
い
う
以
上
、
言
 う
 ま
で
も
な
く
そ
れ
 は
 、
自
己
が
過
去
に
 犯
 

し
た
罪
に
対
す
る
悔
恨
の
意
識
や
そ
の
原
因
と
な
っ
た
 自
 己
の
無
力
に
対
す
る
 勲
塊
 と
い
う
要
素
を
さ
し
あ
た
り
 そ
の
必
要
条
件
と
し
て
 

含
ん
で
い
る
。
田
辺
の
場
合
、
戦
時
中
経
験
し
た
自
分
自
 身
の
哲
学
の
無
力
の
自
覚
こ
そ
が
「
 繊
悔
 」
の
こ
の
 例
 面
 で
あ
っ
た
と
考
え
 ろ
 

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
悔
恨
や
無
力
の
自
覚
が
 、
 過
去
に
向
げ
ら
れ
た
後
悔
に
留
ま
る
限
り
、
そ
の
後
悔
 が
い
か
に
深
刻
な
も
の
 

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
「
 峨
悔
 」
と
呼
ぶ
に
 値
し
な
い
。
「
 蛾
悔
 」
が
こ
の
 ょ
う
 な
単
な
る
後
悔
 と
異
 な
る
の
は
、
そ
れ
が
 

 
 

い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
 突
 破
 」
は
い
か
に
し
て
 可
 

能
 と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
田
辺
に
 ょ
 れ
ば
、
そ
れ
は
、
 過
去
に
お
け
る
自
己
の
罪
や
無
力
の
自
覚
に
直
面
し
て
 、
そ
の
よ
う
な
自
己
の
 

な
ら
ざ
る
も
の
、
「
超
越
的
他
力
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
 

否
定
あ
る
い
は
放
棄
を
徹
底
す
る
こ
と
を
通
し
て
で
あ
る
 

放
棄
す
る
自
己
が
、
自
己
と
し
て
残
っ
て
い
る
限
り
可
能
 

に
 放
棄
す
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 ，
 

㊤
ー
 0
 
）
。
「
自
力
」
に
 
よ
 る
徹
底
的
な
自
己
否
定
な
ど
 る
 

て
 生
起
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
が
そ
の
 

り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
 
繊
悔
 」
に
お
け
る
徹
底
的
な
 

」
の
よ
う
な
徹
底
的
な
自
己
否
定
あ
る
い
は
自
己
放
棄
は
 

。
田
辺
自
身
の
場
合
に
は
、
自
力
に
よ
っ
て
哲
学
す
る
 

で
は
な
い
。
「
自
己
を
立
て
て
置
い
て
 
俄
 悔
を
行
ず
る
と
 

罪
 と
無
力
と
を
徹
底
的
に
 

自
己
否
定
と
は
、
自
力
 

と
い
う
立
場
を
絶
対
的
 

、
自
己
を
否
定
な
い
し
 

い
 ふ
こ
と
は
出
来
ぬ
」
 



自
己
否
定
の
側
面
を
も
含
め
て
「
 死
 復
活
」
と
し
て
 体
験
さ
れ
る
。
こ
れ
を
田
辺
は
「
絶
対
照
 即
愛
 」
、
「
 
大
 非
即
 大
悲
」
と
表
現
す
 

る
 。
田
辺
自
身
も
ま
た
、
他
力
が
彼
を
「
転
換
的
に
向
 け
 変
へ
、
従
来
と
異
な
る
新
し
き
道
に
再
出
発
せ
し
め
る
 」
（
の
。
 

か
 
）
と
い
う
体
験
 

を
し
た
と
舌
口
 
ぅ
 。
 

と
こ
ろ
で
、
田
辺
は
彼
自
身
を
転
換
復
活
さ
せ
た
超
越
的
 他
力
が
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
 力
 と
 同
じ
も
の
で
あ
る
 

と
い
う
確
信
を
有
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
彼
は
親
鸞
 の
 三
頭
転
入
論
を
検
討
し
、
親
鸞
本
来
の
教
え
が
 

現
実
の
真
宗
教
団
が
ど
 

ぅ
 で
あ
れ
自
力
の
倫
理
的
努
力
を
前
提
す
る
こ
と
な
 く
 一
挙
に
す
べ
て
を
他
力
に
委
ね
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
 主
 損
 す
る
も
の
で
は
な
 

く
 、
む
し
ろ
、
自
力
の
努
力
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
 初
 め
て
他
力
が
働
 き
 出
し
 ぅ
 る
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
 ぅ
 こ
と
を
論
証
す
る
。
 

つ
ま
り
、
他
力
随
順
と
は
い
え
、
自
力
の
倫
理
的
努
力
を
 往
き
尽
く
す
と
い
う
こ
と
が
、
真
に
徹
底
的
な
自
己
否
 定
 へ
と
至
る
唯
一
の
道
 

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
を
他
力
に
 よ
 る
救
済
の
働
ぎ
を
 受
け
る
た
め
の
絶
対
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
す
る
点
に
 お
い
て
、
親
鸞
の
教
え
 

と
俄
 悟
道
の
立
場
と
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 す
る
㊧
）
の
㏄
 
1
 ）
の
の
）
。
 

そ
し
て
さ
ら
に
、
田
辺
は
、
親
鸞
の
二
種
廻
向
論
を
峨
 悔
 道
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
学
ん
で
「
 俄
悔
道
 と
し
て
の
哲
学
」
の
 

内
容
を
個
人
的
な
体
験
の
分
析
の
次
元
を
越
え
て
豊
か
に
 し
ょ
う
と
試
み
る
。
廻
向
と
は
本
来
自
分
自
身
が
積
ん
 だ
 功
徳
を
振
り
向
け
て
 

自
他
の
解
脱
救
済
に
資
す
る
こ
と
を
い
 う
 。
し
か
し
、
 親
 鸞
 の
よ
う
な
徹
底
的
な
他
力
随
順
の
立
場
で
は
、
人
間
 が
 自
力
で
功
徳
を
積
む
 

可
能
性
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
廻
向
 は
 絶
対
者
の
働
ぎ
で
あ
る
他
力
に
つ
い
て
し
か
語
る
こ
 と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
 

り
 、
廻
向
と
は
本
来
阿
弥
陀
如
来
の
廻
向
の
働
 き
 以
外
の
 

も
の
で
は
あ
り
え
な
い
わ
げ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
 

人
 間
は
廻
向
す
る
力
が
自
 

ら
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
、
他
力
の
廻
向
を
 感
謝
し
っ
 っ
 信
愛
し
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
に
随
順
す
る
と
 い
う
仕
方
で
絶
対
他
力
 

の
 救
済
の
働
ぎ
に
参
与
す
る
こ
と
を
願
 う
 以
外
に
な
い
。
 こ
の
よ
う
に
人
間
の
側
の
廻
向
と
は
、
他
力
を
根
源
と
 し
て
派
生
的
に
の
み
 語
 

ら
れ
 ぅ
 る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
間
に
お
 け
 る
 廻
向
に
は
、
衆
生
自
身
が
他
力
の
動
ぎ
を
受
け
て
 救
 済
を
経
験
す
る
と
い
う
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ま
さ
に
無
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
相
対
存
在
で
あ
る
衆
生
の
 至
ら
な
さ
、
根
本
悪
を
否
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
同
げ
 変
え
、
そ
の
存
立
を
許
 

し
 、
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
 勧
 ぎ
が
絶
対
還
相
 と
 呼
ば
れ
た
。
し
か
も
絶
対
 撫
 で
あ
る
如
来
は
、
相
対
 存
在
で
あ
る
衆
生
相
互
 

間
の
利
他
行
と
い
う
相
対
還
相
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
 っ
て
の
み
、
こ
の
働
き
を
遂
行
し
 ぅ
る
 。
相
対
存
在
で
 あ
る
衆
生
の
側
か
ら
 見
 

る
な
ら
ば
、
往
相
廻
向
と
は
、
如
来
の
絶
対
 無
 に
よ
っ
て
 峨
 悔
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
、
一
方
で
は
否
定
さ
れ
な
が
ら
 同
時
に
肯
定
さ
れ
、
 そ
 

の
 存
立
を
許
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
死
復
活
さ
せ
ら
れ
る
 側
面
で
あ
り
、
還
相
廻
向
と
ほ
こ
れ
に
対
す
る
感
謝
 報
 ほ
の
念
か
ら
、
絶
対
 無
 

な
る
如
来
の
救
済
作
用
の
媒
介
と
な
っ
て
奉
仕
し
 、
 他
の
 相
対
存
在
で
あ
る
人
間
の
回
心
救
済
、
死
復
活
に
力
を
 尽
く
す
と
い
う
側
面
で
 

あ
る
。
 

今
 こ
れ
を
田
辺
自
身
の
個
人
的
体
験
に
即
し
て
述
べ
る
な
 ら
ば
、
田
辺
は
ま
ず
、
根
本
に
お
い
て
は
絶
対
 無
 た
る
 如
来
の
本
願
力
の
絶
 

対
 還
相
に
よ
っ
て
、
ま
た
よ
り
直
接
的
に
は
、
す
で
に
 回
 心
 救
済
を
経
験
し
た
一
人
の
先
進
相
対
た
る
親
鸞
の
浄
 七
教
の
教
え
と
い
う
 相
 

対
 還
相
を
通
し
て
、
自
己
の
回
心
救
済
を
経
験
し
た
（
 田
 ヱ
き
 ）
。
こ
れ
が
田
辺
に
お
け
る
往
相
で
あ
る
。
そ
し
て
 
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
 回
 

心
 救
済
を
経
験
し
た
者
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
感
謝
 報
 恩
の
念
か
ら
他
の
相
対
存
在
の
回
心
救
済
成
立
の
た
め
 、
絶
対
無
の
媒
介
と
な
 

@
3
@
 

り
 、
「
 
繊
 悟
道
と
し
て
の
哲
学
」
を
唱
道
す
る
こ
と
を
 通
 じ
て
 繊
 悔
を
勧
め
る
と
い
う
働
き
が
田
辺
の
還
相
廻
向
な
 の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
二
種
廻
向
論
を
踏
ま
え
て
、
田
辺
は
さ
ら
に
 「
 
俄
 悟
道
と
し
て
の
哲
学
」
を
宗
教
的
世
界
観
に
基
づ
 く
 社
会
哲
学
に
ま
で
 

展
開
す
る
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
世
界
が
、
絶
対
者
の
救
済
 事
業
が
相
対
存
在
た
る
人
間
を
媒
介
に
し
て
実
現
さ
れ
 る
 舞
台
で
あ
る
と
み
な
 

さ
れ
、
絶
対
還
相
に
協
力
す
る
人
間
相
互
の
働
ぎ
で
あ
る
 相
対
還
相
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
社
会
の
あ
り
方
が
 問
題
に
さ
れ
る
。
㍉
 峨
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こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
如
来
の
衆
生
済
度
の
動
的
 構
 造
 と
絶
対
無
の
超
越
的
転
換
力
 め
 作
用
と
の
間
に
田
辺
 が
見
ぃ
 だ
す
対
応
 関
 



  

力
 
道
 

-
 

，
海
 

俄
 

教
 の
 辮
譚
 L
 （
一
九
四
八
年
）
に
お
い
て
、
「
愛
の
三
一
性
 」
に
関
す
る
理
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
 お
い
て
も
「
 俄
 悟
道
」
 

の
 弁
証
法
的
基
本
構
造
は
変
化
し
て
い
な
い
。
「
愛
の
二
 三性
」
と
は
「
神
の
愛
」
「
神
へ
の
愛
」
「
隣
人
愛
」
の
 

動
的
で
不
可
分
の
統
一
 

を
 表
現
し
て
い
る
が
、
結
局
「
神
の
愛
」
と
は
「
絶
対
 無
 」
の
「
絶
対
還
相
」
（
人
間
の
側
で
は
「
往
相
」
）
に
 

相
 坐
 し
、
「
神
へ
の
愛
」
 

と
「
隣
人
愛
」
は
こ
の
「
絶
対
還
相
」
に
対
す
る
感
謝
 報
 恩
 と
し
て
の
「
相
対
還
相
」
に
相
当
す
る
。
「
神
の
愛
」
 

、
絶
対
者
に
よ
る
救
済
 

の
 業
は
、
絶
対
者
が
無
で
あ
る
ゆ
え
に
相
対
存
在
に
直
接
 働
く
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
す
で
に
救
済
を
経
験
し
た
相
対
 存
在
の
「
隣
人
愛
」
と
 

い
 う
 
「
相
対
還
相
」
を
媒
介
と
し
て
の
み
働
 
き
ぅ
る
 。
 ま
 た
 救
済
を
経
験
し
た
相
対
存
在
は
絶
対
者
の
「
神
の
愛
」
 

に
 対
す
る
感
謝
報
恩
、
 

へ
 

群
 

「
神
へ
の
愛
」
に
よ
っ
て
こ
れ
に
応
え
る
の
で
あ
る
 

が
 、
や
は
り
絶
対
者
は
無
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
神
へ
の
 
愛
 」
は
他
の
相
対
存
在
の
救
 

和
清
へ
と
向
か
う
「
絶
対
還
相
」
た
る
「
神
の
愛
」
 
へ
 の
 参
加
協
力
と
し
て
の
「
隣
人
愛
」
と
い
う
「
相
対
 還
 相
 」
に
お
い
て
の
み
可
能
な
 

ら
 

り
で
あ
る
（
 目
 ，
 
P
 
ヨ
 ）
。
 

と
こ
ろ
で
、
「
 峨
 悟
道
」
に
お
い
て
も
「
 死
 」
が
重
要
な
 問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
も
容
易
に
 窺
 わ
れ
る
。
絶
対
者
に
 

よ
 る
相
対
救
済
で
あ
る
「
克
復
活
」
に
は
「
往
相
」
と
「
 還
相
」
の
二
面
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
 死
 」
も
二
面
 か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
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悟
道
と
し
て
の
哲
学
 b
 第
八
章
「
 俄
 悟
道
の
展
望
と
し
て
 0
 社
会
 観
 」
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
問
題
を
論
じ
、
絶
対
 還
 相
へ
の
協
力
者
と
し
て
 

互
い
に
平
等
で
あ
り
な
が
ら
、
先
進
が
後
進
を
教
化
指
導
 す
る
と
い
う
意
味
で
先
後
秩
序
の
あ
る
「
兄
弟
的
」
 人
 開
関
係
に
基
づ
く
社
会
 

を
 理
想
像
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
（
の
・
 
2
 の
 
ド
い
 の
の
）
。
 

そ
 し
て
、
こ
の
よ
う
な
社
会
形
成
の
実
在
的
な
基
盤
と
し
 て
 
「
 種
 」
の
概
念
を
再
 

把
握
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
田
辺
は
、
従
来
田
辺
哲
学
の
 根
幹
を
な
し
て
い
た
「
種
の
論
理
」
と
新
た
に
展
開
さ
 れ
た
「
 繊
悔
道
 と
し
て
 

の
 哲
学
」
と
の
総
合
と
い
う
課
題
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
に
 な
っ
た
。
こ
の
課
題
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
の
が
 円
 種
の
論
理
の
弁
証
法
 L
 

二
九
四
七
年
）
で
あ
る
が
、
こ
の
課
題
そ
の
も
の
の
性
質
 の
た
め
、
「
 俄
 悟
道
と
し
て
の
哲
学
」
は
親
鸞
浄
土
教
 よ
 り
も
 キ
リ
ス
ト
教
を
い
 

（
 
4
 ）
 

っ
 そ
 う
 高
く
評
価
す
る
立
場
へ
と
結
局
移
行
す
る
こ
と
に
 な
っ
た
。
そ
し
て
、
 
円
 実
存
 と
 愛
と
実
践
 ヒ
 二
九
四
七
年
 ）
 お
ト
 よ
べ
 
レ
円
 キ
リ
ス
ト
 



さ
て
、
絶
対
 

に
お
い
て
も
実
 

の
存
在
学
か
 死
 

テ
，
ガ
｜
 哲
学
 

「
死
の
弁
証
法
」
 

は
許
さ
れ
な
い
 

お
け
る
絶
対
 弁
 

る
と
し
て
も
、
 

を
恵
む
と
い
ふ
 

者
 と
相
対
存
在
と
の
こ
の
よ
う
な
相
互
関
係
を
め
ぐ
る
 田
 辺
の
弁
証
法
の
構
造
そ
の
も
の
は
、
 最
 晩
年
の
「
死
の
 哲
 @
 
澤
ナ
 
」
 

-
7
-
 

は
 変
化
し
て
い
な
い
。
周
知
の
通
り
、
田
辺
は
「
死
の
哲
 学
 」
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 一
 哲
学
と
の
対
決
に
お
い
て
構
想
 し
 、
「
 
生
 

の
 弁
証
法
 か
 」
（
一
九
五
八
年
 
摘
筆
 ）
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 記
念
論
文
集
に
寄
稿
し
た
。
こ
の
論
文
に
お
い
て
彼
は
 

ハ
イ
 

と
の
対
比
に
お
い
て
「
死
の
哲
学
」
を
「
弁
証
法
的
に
無
 な
 行
証
し
よ
う
と
す
る
」
（
巨
の
べ
 

ト
 
）
も
の
で
あ
る
と
特
徴
 づ
け
、
 

を
 
「
お
 ほ
ょ
そ
 弁
証
法
に
立
脚
す
る
以
上
は
、
最
後
の
絶
 射
的
な
る
も
の
を
存
在
と
し
て
無
媒
介
の
有
に
止
め
る
 
こ
と
 

」
（
 
し
，
 
0
%
 ）
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
立
場
 は
 「
 俄
 悟
道
と
し
て
の
哲
学
 L
 や
円
 キ
リ
ス
ト
教
の
辮
 譚
 L
 に
 

証
 法
の
構
造
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
 。
「
そ
も
そ
も
絶
対
は
絶
対
 
無
即
愛
 と
い
は
る
べ
き
も
 の
で
あ
 

絶
対
的
な
る
も
の
は
本
来
相
対
存
在
を
超
越
す
る
か
ら
に
 は
 、
そ
れ
が
直
接
相
対
者
と
同
一
水
平
面
上
で
は
た
ら
 き
 、
 愛
 

こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
必
ず
そ
れ
に
は
相
対
者
が
媒
介
 と
 し
て
介
入
し
、
自
ら
は
た
ら
き
つ
つ
、
は
た
ら
か
さ
れ
 る
の
で
 

二
 
「
死
の
哲
学
」
に
お
け
る
新
た
な
展
開
 

す
た
 ね
ち
、
一
面
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
努
力
を
極
限
 ま
 で
 尽
く
し
て
挫
折
し
、
そ
の
結
果
絶
対
 無
即
変
 に
よ
っ
 て
 導
か
れ
る
徹
底
的
自
 

己
 否
定
が
自
己
の
「
 死
 」
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
、
 

，
 
し
の
 死
 復
活
を
行
ぜ
し
め
た
絶
対
 無
 に
対
す
る
感
謝
報
恩
 の
 念
に
発
す
る
相
対
 還
 

相
 に
お
け
る
他
者
の
た
め
の
自
己
犠
牲
も
ま
た
自
己
の
 「
 
死
 」
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
往
相
即
還
相
、
還
相
 即
 往
相
で
あ
る
が
ゆ
え
 

-
5
-
 

に
 、
他
者
の
た
め
の
自
己
犠
牲
た
る
こ
の
自
己
の
「
 死
 」
 が
ま
た
自
己
の
「
復
活
」
の
条
件
で
も
あ
る
。
し
か
し
 、
本
稿
の
次
節
の
議
論
 

と
の
関
係
で
言
え
ば
、
 
蛾
 悟
道
の
立
場
で
は
、
「
哲
学
の
 
問
題
と
な
る
の
は
先
日
自
己
の
死
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
 （
 
9
1
5
0
 

）
と
言
わ
れ
て
 

-
6
 
）
 

い
る
こ
と
に
と
り
わ
け
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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域 悟道から死の 哲学へ 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
 

目
 ・
 
1
7
0
 

）
と
い
う
「
 

メ
メ
ソ
ト
モ
 
リ
 」
二
九
五
八
年
）
に
お
け
る
叙
述
も
、
田
辺
の
思
想
の
 

基
本
構
造
が
「
死
の
哲
 

学
 」
に
お
い
て
も
な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
同
様
に
 

示
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

つ
て
居
た
死
者
の
、
生
者
に
と
っ
て
そ
の
死
後
に
ま
で
 

不
 断
 に
新
に
せ
ら
れ
る
愛
が
、
死
者
に
対
す
る
生
者
の
愛
 

を
 媒
介
に
し
て
 

絶
 

 
 

え
ず
は
た
ら
き
、
愛
の
交
互
的
な
る
実
存
協
同
と
し
て
、
 

死
 復
活
を
行
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
（
 

し
 ・
 
5
7
4
 

よ
已
 
）
 

こ
こ
で
も
ま
た
「
絶
対
 

無
即
 愛
の
絶
対
媒
介
」
が
語
ら
れ
 

て
お
り
、
「
そ
れ
が
具
体
的
に
は
 

死
 復
活
の
自
覚
」
で
あ
 

る
と
い
う
点
に
お
い
 

て
も
「
 
峨
 恒
道
」
の
立
場
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
 

し
 か
し
な
が
ら
、
次
の
「
自
己
の
復
活
は
他
人
の
愛
を
通
 

じ
て
実
現
せ
ら
れ
る
」
 

と
い
う
言
葉
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
考
え
方
 

が
 明
ら
か
に
表
わ
れ
て
い
る
。
「
 

繊
 悟
道
と
し
て
の
哲
学
 

」
に
お
い
て
は
、
「
 

自
 

己
 の
 死
 復
活
」
は
 
ハ
 
他
者
へ
の
 
愛
 ）
と
し
て
具
体
化
さ
れ
 

る
 自
己
否
定
を
通
し
て
証
し
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
実
現
 

さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
 

き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
箇
所
で
も
「
他
人
の
愛
」
と
 

は
ハ
 
他
者
へ
の
 
愛
 Ⅴ
を
意
味
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
 

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
続
く
叙
述
は
こ
の
 

ょ
 う
な
解
釈
 
を
 全
面
的
に
拒
否
し
て
い
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
次
の
文
に
 

は
こ
れ
ま
で
の
文
脈
で
 

は
 現
わ
れ
る
こ
と
の
決
し
て
な
か
っ
た
「
死
者
」
が
登
場
 

し
 、
下
生
者
で
あ
る
し
自
己
の
か
く
あ
ら
ん
こ
と
を
生
一
 

別
 に
希
っ
て
居
た
死
者
 
衿
 
 
 
 
 
 
 

0
 口
中
略
口
受
」
が
、
そ
の
「
死
者
に
対
す
る
生
者
の
愛
 

」
と
対
照
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
前
文
の
「
他
人
の
愛
 

」
が
、
「
生
者
」
た
る
 

 
 
 
 

（
 
8
 
）
 

「
自
己
」
に
対
し
て
 

向
 げ
ら
れ
た
こ
の
他
者
た
る
「
死
者
 

」
の
愛
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
 

る
 。
つ
ま
り
、
こ
こ
 



で
 田
辺
は
 、
 （
自
己
が
他
者
を
愛
す
る
）
こ
と
で
は
な
く
 

、
ま
ず
（
他
者
が
自
己
を
愛
す
る
 ノ
 と
い
う
こ
と
に
 ょ
っ
 て
 、
「
自
己
の
復
活
」
 

が
 初
め
て
実
現
さ
れ
 ぅ
 る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

今
、
「
 死
 」
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
田
辺
の
 視
点
が
（
自
己
の
死
 ノ
 か
ら
（
他
者
の
死
 ノ
 へ
と
移
っ
た
 こ
と
は
明
ら
か
で
 

あ
る
。
し
か
も
、
（
死
者
の
生
者
に
対
す
る
 

愛
 ）
と
（
 生
 者
の
死
者
に
対
す
る
 愛
 ）
と
の
交
互
関
係
が
問
題
に
さ
れ
 て
い
る
こ
と
か
ら
も
 

明
ら
か
な
 よ
う
 に
、
そ
れ
は
、
単
な
る
（
他
者
の
死
 ノ
で
 は
な
く
、
ま
さ
に
生
前
こ
の
自
己
を
愛
し
て
く
れ
た
 他
 者
、
生
前
こ
の
自
己
と
 

（
 
几
コ
 

）
 

深
い
人
格
的
な
交
わ
り
を
も
っ
て
い
た
身
近
で
親
し
い
 他
 者
の
死
に
他
な
ら
な
い
。
上
田
 閑
 照
の
指
摘
す
る
通
り
 、
 死
が
（
自
己
の
死
 ノ
 

で
あ
る
限
り
、
 

と
 こ
ろ
が
、
死
は
「
死
者
」
と
し
て
田
辺
に
現
わ
れ
る
こ
 と
に
よ
り
 現
 事
実
に
な
 

っ
た
 。
し
か
も
、
そ
れ
が
動
か
し
が
た
い
（
他
者
の
死
）
 、
 （
親
し
い
他
者
の
死
）
の
理
事
実
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 、
「
死
の
問
題
」
が
 

-
 
Ⅱ
 @
 

（
自
己
の
死
復
活
）
と
い
う
だ
け
で
は
も
ち
え
な
い
重
い
 

意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

円
俄
 悟
道
と
し
 て
の
哲
学
 b
 に
お
い
て
 

田
辺
は
、
「
自
己
の
外
に
起
る
事
実
と
し
て
観
察
せ
ら
れ
 

る
 」
死
は
「
単
な
る
自
然
現
象
文
車
社
会
現
象
」
 

6
,
1
 
の
の
 
）
に
と
ど
ま
り
、
哲
学
 

0
 間
題
に
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
（
親
し
い
他
者
 
の
死
ノ
は
八
 自
己
の
死
 ノ
 で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

も
 は
や
こ
の
よ
う
な
 性
 

質
 の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
課
題
は
 、
こ
の
「
死
の
問
題
」
の
重
さ
が
「
死
の
哲
学
」
に
ど
 の
よ
う
に
影
響
し
 
、
ど
 

の
よ
う
に
結
実
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
 

そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
（
 1
 ）
（
自
己
の
死
復
活
）
が
「
他
人
 

の
愛
」
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
 の
 意
味
を
検
討
し
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
他
人
」
が
 ま
さ
に
「
死
者
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
 意
 味
も
同
時
に
検
討
す
る
 

必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
（
 
2
 ）
（
自
己
の
死
復
活
）
が
 
、
 と
り
わ
け
（
死
者
で
あ
る
他
人
の
私
に
対
す
る
 愛
 ）
 、
換
 書
 す
れ
ば
、
（
私
を
愛
 

し
て
く
れ
た
他
人
の
死
 ノ
を
 媒
介
と
し
て
実
現
さ
れ
る
と
 言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
。
し
か
も
「
 死
 

者
 」
で
あ
る
「
他
人
の
愛
」
が
「
生
者
に
と
っ
て
そ
の
 死
 後
に
ま
で
不
断
に
新
に
せ
ら
れ
」
、
「
絶
え
ず
は
た
ら
」
 

く
こ
と
に
よ
っ
て
 、
生
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（
Ⅰ
の
・
 

ト
ひ
 
㏄
 @
 り
円
 
・
Ⅰ
の
 
，
錘
 
Ⅱ
の
Ⅰ
 
切
 ㏄
 い
 ）
 

  ら
 

は
、
 

彼
を
し
て
こ
の
理
を
自
ら
悟
ら
し
め
る
た
め
の
慈
悲
 で
あ
り
、
そ
の
慈
悲
い
ま
現
に
彼
に
は
た
ら
く
以
上
は
 、
道
吉
は
そ
の
死
の
 

 
 

 
 
 
 

道
 

に
 
拘
ら
ず
彼
に
対
し
て
復
活
し
て
彼
の
内
に
生
き
る
も
の
 な
る
こ
と
を
自
覚
し
、
 
俄
 性
感
謝
の
業
に
出
で
た
と
い
 ふ
 
の
で
あ
る
。
 

，
海
 

 
  

 

俄
 

 
 

、
 生
か
 死
 か
と
判
定
す
る
能
は
ざ
る
も
の
な
る
こ
と
、
 両
者
を
不
可
分
離
の
連
関
に
 

 
 

於
て
自
覚
せ
る
渚
に
対
し
て
の
み
、
そ
の
問
が
意
味
を
右
 す
る
も
の
な
る
こ
と
を
悟
り
、
先
師
道
吾
が
自
分
に
 
答
へ
な
か
つ
た
の
 

死
 

者
 に
克
復
活
を
行
ぜ
し
め
る
と
言
わ
れ
る
以
上
、
「
死
者
 
」
で
あ
る
「
他
者
」
は
「
生
者
」
に
お
い
て
「
復
活
」
 し
 て
い
る
の
で
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
「
死
者
の
存
在
の
生
者
に
於
け
る
 
復
活
の
自
覚
」
 
ヨ
 。
の
Ⅱ
の
）
に
お
い
て
こ
そ
「
生
者
」
の
 「
克
復
活
」
が
自
覚
 さ
 

れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
上
で
立
て
た
第
一
 

一
の
間
は
次
の
よ
う
に
表
現
し
直
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
 
ぅ
 。
す
な
 ね
 ち
、
（
 じ
 

（
自
己
の
死
復
活
）
が
 
八
 他
者
の
死
復
活
）
を
媒
介
に
し
 て
 実
現
さ
れ
る
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
態
を
意
味
し
 て
い
る
の
か
、
と
。
 

こ
れ
ら
の
間
に
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
事
態
の
典
 型
 的
な
現
わ
れ
と
し
て
田
辺
が
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
 る
円
 若
殿
 集
 L
 第
五
 

十
五
則
「
 道
吾
漸
 源
一
家
弔
慰
」
の
公
案
と
そ
れ
に
対
す
 る
 田
辺
の
解
釈
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
 

生
死
の
問
題
に
熱
中
す
る
若
年
の
僧
 漸
源
が
 、
師
僧
道
正
 口
 
に
随
っ
て
 
一
 檀
家
の
不
幸
を
弔
慰
し
た
と
き
、
棺
を
抽
 つ
て
師
に
「
 生
か
 

死
か
 」
と
 問
ふ
 、
し
か
し
師
僧
は
た
だ
「
 生
 と
も
い
は
じ
 死
 と
も
い
は
じ
」
と
 言
ふ
 の
み
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
 漸
 源
 の
 意
 、
若
し
生
 

な
ら
ば
弔
慰
す
る
に
及
ば
ず
、
ま
た
若
し
死
な
ら
ば
弔
慰
 も
 通
ず
る
こ
と
た
か
ら
ん
と
 ぃ
ふ
 二
律
背
反
に
悩
ま
さ
 れ
て
、
師
道
吉
に
 

問
 を
か
け
た
わ
げ
で
あ
ら
う
。
し
か
し
師
僧
は
こ
れ
に
 対
 し
 何
れ
と
も
明
確
な
る
答
を
与
へ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
 漸
源
 更
に
帰
 院
の
 

途
中
再
び
道
 吾
に
問
ひ
、
 
答
へ
ず
 ん
ぱ
 打
た
ん
と
迫
っ
た
 。
し
か
も
道
吉
依
然
答
を
与
へ
な
か
っ
た
の
で
、
 

漸
源
 遂
に
師
を
打
つ
。
 

そ
の
の
ち
道
吉
他
界
す
る
に
及
び
、
 

漸
 源
は
兄
弟
子
に
あ
 た
る
百
雷
 に
 事
の
い
き
さ
つ
を
語
っ
た
と
こ
ろ
、
百
雷
 も
ま
た
不
道
不
道
 

（
い
は
じ
い
は
じ
）
と
い
ふ
の
み
で
あ
っ
た
。
 

漸
源
こ
ノ
 し
に
至
っ
て
始
め
て
、
生
と
死
と
が
互
い
に
両
立
せ
ざ
る
 
も
の
と
し
て
区
別
 

 
 



こ
こ
で
は
二
つ
の
こ
と
が
並
行
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
 に
 思
わ
れ
る
。
（
 1
 ）
ま
ず
、
こ
こ
で
 漸
源
が
 通
音
 に
答
 を
 激
し
く
求
め
た
 

生
死
の
問
題
と
は
、
そ
の
真
理
が
普
遍
的
で
あ
り
な
が
ら
 も
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
固
有
な
個
別
的
真
理
で
あ
り
、
 

た
 と
え
ば
 教
 説
な
ど
を
 通
 

し
て
直
接
伝
達
し
 ぅ
 る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
 い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
接
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
 が
ゆ
え
に
、
道
吉
 
は
 

「
い
は
じ
い
は
じ
」
と
答
を
渋
り
、
打
た
れ
て
も
な
お
、
 

漸
 源
の
悟
得
の
た
め
に
語
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
 に
 師
の
こ
の
よ
う
な
 

愛
の
行
為
、
実
行
（
打
た
れ
て
も
語
ら
な
い
と
い
う
よ
 う
 な
 ）
を
通
し
て
の
み
、
生
死
相
即
の
真
実
は
弟
子
に
 悟
 得
さ
れ
 ぅ
 る
と
い
う
こ
 

と
で
あ
る
。
田
辺
の
言
葉
を
見
て
み
よ
う
。
 

 
 

科
学
の
一
般
理
論
は
師
に
つ
か
な
い
で
独
学
す
る
こ
と
も
 可
能
で
あ
ら
う
。
し
か
し
絶
対
に
具
体
的
個
別
的
な
る
 自
覚
の
真
実
は
 、
 

  

 
 

的
に
行
ぜ
ら
れ
た
所
を
師
か
ら
学
び
つ
つ
自
ら
悟
る
こ
 と
に
依
っ
て
の
 

 
 

み
、
 伝
 へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
け
る
個
別
的
人
格
の
交
 通
 な
く
し
て
、
絶
対
的
真
実
は
学
ぶ
こ
と
も
悟
る
こ
と
 も
で
き
な
い
。
 
従
 

 
 

っ
て
絶
対
徳
郎
 
愛
も
、
 生
け
る
師
の
愛
を
通
じ
て
媒
介
 実
 現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
 
乙
 ・
 コ
 0
 ）
 

そ
こ
で
は
 
教
説
を
侯
 

、
、
、
 

た
ず
実
行
が
直
接
に
実
存
協
同
を
成
 

、
 

立
 せ
し
め
る
に
依
っ
て
、
学
道
即
自
 悟
 、
 自
 悟
 郎
 回
旋
 が
 、
ま
さ
に
「
 死
 

を
 忘
れ
る
な
」
の
如
意
に
人
間
を
覚
醒
せ
し
め
る
筈
で
あ
 る
 。
（
 妄
 。
に
の
）
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
 ょ
う
 な
師
弟
伝
承
は
た
だ
師
の
愛
 0
 行
為
、
「
実
行
」
が
絶
対
無
の
媒
介
た
る
相
対
還
相
 
と
 な
っ
て
可
能
に
な
 

る
と
い
う
だ
げ
に
留
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
（
 

2
 ）
 ま
 さ
に
こ
の
師
が
今
や
「
死
者
」
で
あ
る
こ
と
が
ま
た
、
 

弟
 子
の
死
復
活
を
実
現
す
 

る
 媒
介
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
か
ら
 で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
（
 
ォ
 ）
他
者
で
あ
る
師
の
死
 復
 活
の
弟
子
に
お
け
る
 

自
覚
こ
そ
が
弟
子
の
死
復
活
の
自
覚
の
媒
介
に
な
る
と
い
 ぅ
 の
が
田
辺
の
主
張
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
上
で
見
 た
よ
う
 に
、
 漸
頓
 に
と
 

っ
て
先
師
道
吉
 
は
 
「
生
け
る
個
別
的
人
格
の
交
通
」
の
あ
 
る
 身
近
な
親
し
い
他
者
で
あ
る
。
こ
の
先
師
の
生
前
、
 

漸
 源
は
転
換
解
脱
す
る
 

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
先
師
道
吾
の
生
前
の
行
為
が
 漸
源
 に
対
す
る
愛
に
発
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
 

そ
の
道
吾
が
 漸
源
 に
お
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（
 
吃
 ）
 

質
 の
も
の
で
も
な
い
。
そ
こ
で
禅
の
先
師
は
ま
さ
に
そ
 の
 「
絶
対
 
無
即
愛
 」
の
媒
介
と
な
っ
て
弟
子
の
悟
得
を
助
 け
る
の
で
あ
る
。
し
か
 

5
6
 

 
 

も
 、
そ
の
媒
介
と
な
る
方
法
は
、
生
死
相
即
の
真
理
の
性
 賀
正
も
は
や
単
な
る
「
 教
説
 」
で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
 ろ
 彼
の
弟
子
に
対
す
る
 

 
 
 
 

日
常
に
お
け
る
愛
の
行
為
の
「
実
行
」
、
さ
ら
に
は
そ
の
 
愛
の
 「
実
行
」
を
通
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
弟
子
に
お
 
け
る
彼
自
身
の
復
活
、
 
ほ
 

す
な
わ
ち
「
愛
の
交
互
的
な
る
実
存
協
同
」
 

@
3
@
1
 
 

（
 
ト
ひ
 
・
 
5
 
～
 
い
 
し
 め
 形
成
以
外
に
は
な
い
。
死
者
と
な
っ
た
師
の
愛
は
「
 死
 者
の
存
在
の
生
者
に
 於
 

げ
る
復
活
の
自
覚
に
お
い
て
成
立
す
る
感
応
道
交
」
（
 
お
，
 
ミ
の
 
）
と
し
て
の
「
生
死
を
超
ゆ
る
実
存
協
同
」
（
 
@
b
@
 

口
 ・
）
 
に
お
い
て
こ
そ
弟
子
に
 

死
 復
活
を
行
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
（
 お
 ・
 
ミ
 0
 
）
。
 

と
こ
ろ
で
、
死
者
の
愛
を
適
し
て
自
己
の
死
復
活
が
実
現
 さ
れ
る
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
た
と
え
強
調
さ
れ
て
 い
な
か
っ
た
と
し
て
 

も
 、
「
 
俄
 悟
道
」
の
う
ち
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
 で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 な
 ぜ
な
ら
、
「
 
蛾
 悟
道
」
 

に
お
い
て
も
絶
対
無
は
無
で
あ
る
が
ゆ
え
に
相
対
存
在
の
 ゑ
 済
に
直
接
働
き
か
け
 ろ
 こ
と
は
で
き
ず
、
絶
対
還
相
 は
 相
対
還
相
を
通
し
て
 

の
み
働
き
 ぅ
 る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
田
 ぬ
の
 「
 
俄
 恒
道
と
し
て
の
哲
学
」
自
体
が
後
進
相
対
の
 教
化
に
向
け
た
相
対
 還
 

相
 で
あ
り
、
一
方
田
辺
自
身
の
死
復
活
も
親
鸞
の
相
対
 皿
 
ぬ
相
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
原
理
 上
 、
す
で
に
「
死
者
」
 

で
あ
る
親
鸞
の
田
辺
に
対
す
る
愛
が
根
拠
と
な
っ
て
田
辺
 の
死
 復
活
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
 際
 、
親
鸞
が
田
辺
に
お
 

い
て
復
活
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
田
辺
の
自
覚
に
お
い
 て
 形
成
さ
れ
る
「
実
存
協
同
」
に
お
い
て
、
田
辺
自
身
 の
死
 復
活
が
共
に
行
ぜ
 

し
め
ら
れ
る
と
言
え
る
か
の
 よ
う
 で
あ
る
。
し
か
し
、
 実
 ほ
 に
は
そ
の
よ
う
に
言
 う
 こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
 ち
 、
「
 
俄
 恒
道
」
に
お
 

い
て
根
本
的
に
異
な
る
の
は
、
田
辺
に
向
け
ら
れ
た
親
鸞
 の
 還
相
廻
向
が
、
具
体
的
な
愛
の
行
為
の
「
実
行
」
で
 は
な
く
、
彼
の
教
え
、
 

し
か
も
文
字
に
よ
る
学
問
的
な
「
 教
説
 」
と
し
て
働
い
た
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
田
辺
に
と
 っ
て
親
鸞
が
「
生
け
る
 

個
別
的
人
格
の
交
通
」
の
あ
る
親
し
い
身
近
な
他
者
で
な
 か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
親
鸞
と
田
辺
は
「
出
会
 ひ
に
依
っ
て
結
ば
れ
た
 

生
け
る
師
弟
」
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
ゆ
え
田
辺
は
 「
実
践
的
に
行
ぜ
ら
れ
た
所
を
師
か
ら
学
び
っ
 っ
 自
ら
 悟
 る
 」
と
い
う
仕
方
で
 械
 



悔
に
 導
か
れ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
親
鸞
の
教
 

え
は
後
進
相
対
一
般
へ
の
愛
に
基
づ
く
と
言
え
る
で
あ
 

ろ
 う
 か
ら
、
田
辺
も
そ
 

の
 愛
を
受
け
て
克
復
活
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
た
と
言
 

う
 こ
と
 は
で
き
ょ
 ぅ
 。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
 
ょ
う
 な
関
係
か
 ら
は
「
愛
の
交
互
的
な
 

る
 実
存
協
同
」
は
形
成
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
実
存
 

協
同
」
を
生
み
出
す
の
は
、
ま
ず
「
 

教
説
 」
で
は
な
く
 
愛
の
行
為
の
「
実
行
し
 

で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
愛
の
「
実
行
」
は
「
出
会
ひ
に
 

依
 っ
て
結
ば
れ
た
生
け
る
師
弟
」
の
間
に
お
い
て
の
み
 

可
 能
 な
の
で
あ
る
。
今
や
 

田
辺
は
こ
の
よ
う
な
「
生
け
る
個
別
的
人
格
の
交
通
」
の
 

重
要
性
を
強
調
す
る
と
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
田
辺
 

が
 （
愛
す
る
他
者
の
死
 

ノ
 

の
 重
み
を
受
け
と
め
、
そ
れ
を
思
索
の
中
心
に
据
え
た
 

@
 
し
と
と
表
裏
一
体
を
な
す
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 

「
 
俄
 悟
道
」
に
お
い
て
 

は
 、
親
鸞
と
田
辺
と
の
関
係
に
限
ら
ず
、
後
進
相
対
に
対
 

す
る
先
進
相
対
の
還
相
教
化
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
思
想
」
「
 

神
学
」
と
い
っ
た
「
 
教
 

説
 」
を
通
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
（
 

0
 
。
 
め
 
0
9
 

）
。
そ
れ
ゆ
え
「
 

俄
 悟
道
」
に
お
い
て
は
ま
だ
（
他
者
 
の
死
 復
活
の
自
覚
 
ノ
の
 

思
想
は
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

ぼ
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
死
の
哲
学
」
で
は
、
 

個
 

上
述
の
通
り
、
こ
の
相
違
は
個
々
の
後
進
相
対
の
「
克
復
 

々
の
後
進
相
対
の
「
 
死
 復
活
」
に
相
対
還
相
が
い
か
な
る
 

活
 」
に
対
す
る
「
相
対
還
相
」
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
 

仕
方
で
働
く
か
に
考
察
 

理
解
に
も
影
響
を
及
 

が
 集
中
的
に
向
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
「
実
存
協
同
」
の
 

思
想
が
導
入
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
「
 

俄
 悟
道
」
に
お
 い
 て
は
個
々
の
後
進
相
対
 

の
 「
克
復
活
」
に
対
す
る
「
相
対
還
相
」
の
働
き
は
考
察
 

の
 対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
「
 

繊
 悟
道
」
に
お
い
て
は
 、
自
己
の
倫
理
的
努
力
 

へ
 

群
の
挫
折
を
通
し
て
徹
底
的
自
己
否
定
へ
と
導
か
れ
、
 
死
 復
活
さ
せ
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
 

「
相
対
還
相
」
が
後
進
相
対
 

耽
に
 対
し
て
い
か
な
る
働
き
を
す
る
の
か
 

は
 具
体
的
に
 は
 論
じ
ら
れ
な
い
。
「
 
教
説
 」
が
真
理
を
直
接
伝
え
 
ろ
 れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
 

 
 

 
 

  

俄
 

い
ず
れ
に
せ
 
ょ
 「
 
峨
 悟
道
」
で
は
、
個
々
の
後
進
相
対
の
死
復
活
に
お
 

げ
る
相
対
還
相
の
働
き
 57  (513) 



以
上
で
「
 峨
 悟
道
」
か
ら
「
死
の
 

に
 行
 証
し
ょ
う
と
す
る
基
本
的
な
立
 

の
思
索
の
中
心
に
置
か
れ
る
こ
と
に
 

門
と
し
て
の
倫
理
的
自
己
の
挫
折
と
 

評
価
を
変
え
る
契
機
に
な
っ
た
と
思
 

い
た
田
辺
が
、
生
死
の
問
題
に
悩
み
 

的
自
己
放
棄
を
通
し
て
克
復
活
を
経
 

題
と
い
う
衆
生
一
般
が
逢
着
せ
ざ
る
 

理
性
を
自
己
矛
盾
に
陥
れ
る
絶
対
 批
 

た
 。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
 

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
 哲

学
」
へ
の
発
展
の
 ポ
 イ
ソ
ト
の
少
な
く
と
も
一
つ
を
」
 応
 検
討
し
た
。
絶
対
 無
即
 愛
を
弁
証
法
的
 

場
 に
変
化
 は
 な
い
も
の
の
、
ハ
親
し
い
他
者
の
死
の
事
実
 ）
の
重
み
が
「
 俄
悔
 」
に
代
わ
っ
て
田
辺
 

な
っ
た
た
め
に
生
じ
た
変
化
も
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
 一
 つ
は
上
述
の
通
り
死
復
活
に
至
る
唯
一
の
 

い
 う
 条
件
が
「
死
の
哲
学
」
で
は
後
退
し
て
い
る
点
で
あ
 ろ
 う
 。
そ
し
て
、
こ
れ
が
田
辺
の
禅
へ
の
 

わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
転
換
復
活
は
鋭
 い
 倫
理
的
挫
折
を
契
 機
 と
し
な
け
れ
ば
可
能
で
な
い
と
考
え
て
 

そ
こ
で
自
己
矛
盾
に
逢
着
し
（
こ
れ
は
必
ず
し
も
倫
理
的
 自
己
の
挫
折
で
は
な
い
）
、
そ
こ
で
徹
底
 

験
す
る
可
能
性
を
今
や
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
愛
す
る
 他
者
の
死
の
事
実
の
重
み
が
、
生
死
の
間
 

な
 え
た
い
問
題
が
も
っ
公
案
と
し
て
の
意
味
を
再
認
識
さ
 せ
 た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
禅
の
公
案
が
 

判
 と
し
て
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
、
「
 
峨
 恒
道
」
の
時
期
 に
お
い
て
も
す
で
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
 

な
お
禅
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
の
は
、
そ
れ
 が
 還
相
廻
向
へ
の
通
路
を
も
た
ぬ
か
ら
と
 

今
 問
題
に
な
っ
て
い
る
生
死
の
問
題
は
 、
 単
な
る
自
己
の
 生
死
で
は
な
く
、
愛
す
る
他
者
の
生
死
の
 

三
 
「
死
の
哲
学
」
と
「
種
の
論
理
」
 

に
 対
す
る
問
題
意
識
が
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
 俄
悔
 道
 」
に
お
け
る
田
辺
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら
新
た
な
社
会
 哲
 学
の
形
成
に
向
げ
ら
 

れ
て
お
り
、
還
相
廻
向
も
、
そ
れ
を
行
じ
 ろ
 先
進
相
対
 が
 
「
 
個
 」
 対
 
「
 
個
 」
と
し
て
出
会
う
具
体
的
な
後
進
相
対
 の
 克
復
活
と
の
関
係
に
 

お
い
て
で
は
な
く
、
「
 
種
 」
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
る
 べ
 き
 新
し
い
社
会
と
の
関
係
で
も
っ
ぱ
ら
考
察
さ
れ
た
か
ら
 で
あ
ろ
う
。
後
述
す
 

る
 通
り
、
こ
の
点
も
「
死
の
哲
学
」
に
お
い
て
ほ
変
化
し
 て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
新
し
い
問
題
を
生
ん
で
も
い
る
 の
で
あ
る
。
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問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
や
「
 

死
 復
活
」
も
自
己
 
一
 
大
 だ
け
の
事
柄
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
「
自
己
の
死
 

復
 活
 」
も
交
互
的
な
愛
の
 

働
き
に
よ
っ
て
成
立
す
る
「
生
死
を
超
ゆ
る
実
存
協
同
」
 

に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
生
死
の
真
理
は
自
 

ら
 悟
得
し
な
け
れ
ぼ
 

た
 

ら
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
は
絶
対
 

無
即
 愛
の
絶
対
還
相
を
 

媒
介
す
る
相
対
還
相
の
「
実
存
協
同
」
の
行
で
も
あ
り
 

、
そ
こ
か
ら
還
相
へ
の
 

道
 が
開
か
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
禅
に
は
 

皿
 
ぬ
相
廻
向
へ
の
通
路
が
な
い
と
言
っ
て
こ
れ
を
退
け
る
 

理
 虫
 が
な
く
な
る
の
で
あ
 

（
 
F
@
 

る
 。
 

さ
て
、
 
死
 復
活
を
行
ぜ
し
め
ら
れ
る
た
め
の
絶
対
条
件
と
 

し
て
の
倫
理
的
自
己
の
挫
折
の
重
要
性
が
「
死
の
哲
学
 

」
に
お
い
て
後
退
し
 

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
死
の
哲
学
」
に
お
い
て
も
な
お
「
 

峨
悔
 」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

そ
の
内
容
に
は
変
化
が
 

あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
愛
す
る
他
者
の
現
実
の
死
 

に
よ
っ
て
鋭
く
突
き
つ
げ
ら
れ
る
生
死
の
問
題
の
苦
悩
 

の
う
ち
で
生
死
相
即
の
 

真
実
を
悟
得
せ
し
め
ら
れ
る
際
に
も
自
己
否
定
が
な
け
れ
 

ば
な
ら
ず
、
田
辺
は
そ
れ
を
相
変
わ
ら
ず
「
 

峨
悔
 」
 と
 呼
ぶ
が
、
こ
の
「
 

蛾
 

悔
 」
は
倫
理
的
自
己
の
挫
折
に
基
づ
く
 

戯
悔
と
 
同
じ
で
 は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
覚
は
必
然
に
生
の
向
上
に
 

徹
底
し
て
そ
の
矛
盾
に
 

直
面
し
、
そ
れ
に
対
す
る
緊
張
を
通
じ
て
 

死
 復
活
を
行
ぜ
 
し
め
ら
れ
る
所
に
成
立
す
る
」
（
 

ま
 ）
 
っ
ち
 

）
、
「
 

生
 と
死
の
 
転
換
媒
介
が
成
立
す
る
 

た
め
に
 
は
、
先
づ
 
生
の
徹
底
 
果
速
 が
必
要
で
あ
る
」
（
 

巳
 。
 
）
 
っ
 
0
 
）
と
田
辺
が
述
べ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
以
前
 

と
 同
じ
よ
う
に
倫
理
的
 

努
力
の
挫
折
を
死
復
活
の
必
要
条
件
と
し
て
要
求
し
て
い
 

る
と
理
解
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
田
辺
は
「
菩
薩
が
 

仏
性
を
具
へ
る
か
ら
に
 

群
は
 、
そ
れ
は
必
然
に
人
間
の
至
上
存
在
に
む
か
っ
て
 

向
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
 

乙
 ，
 
P
 
ざ
 ）
と
も
言
っ
て
 
い
 る
が
、
「
人
間
の
至
上
存
在
 

ゆ
 
は
む
か
っ
て
向
上
」
し
ょ
う
と
す
る
努
力
は
い
わ
 

ゅ
 る
 倫
理
的
努
力
に
は
限
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
死
 

の
 問
題
に
対
す
る
真
摯
な
 

取
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



的
な
交
わ
り
の
問
題
が
進
入
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
 

上
 述
の
通
り
「
 俄
 悟
道
」
の
還
相
廻
向
論
に
お
い
て
は
、
 
「
 
個
 」
と
し
て
出
会
わ
 

れ
る
後
進
相
対
と
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
 、
還
相
廻
向
は
ほ
と
ん
ど
直
ち
に
「
 種
 」
を
基
盤
と
し
 た
 社
会
建
設
の
問
題
へ
 

と
 移
行
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
死
の
哲
学
」
に
お
 い
て
は
、
還
相
廻
向
は
交
互
的
な
愛
に
よ
っ
て
可
能
に
 な
る
「
生
死
を
超
ゆ
る
 

実
存
協
同
」
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
 

，
 
」
の
「
実
存
協
同
」
の
協
同
性
の
中
に
「
社
会
的
」
あ
る
 い
は
「
 種
的
 」
と
い
う
 

こ
と
で
は
尽
く
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
「
 個
 」
が
「
 個
 」
と
 し
て
互
い
に
出
会
う
際
の
「
我
と
 汝
 」
の
関
係
が
明
確
 

 
 

れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
先
進
相
対
の
「
相
対
還
相
」
が
後
進
 相
 対
の
 
「
克
復
活
」
に
い
か
に
関
係
す
る
か
と
い
う
問
題
 が
 、
「
 俄
 悟
道
」
の
場
 

（
 
け
 
@
 
）
 

合
 と
は
異
な
っ
て
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
た
 の
で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
こ
で
新
た
に
生
じ
る
問
題
と
は
、
こ
の
よ
う
な
 思
想
の
変
化
の
う
ち
で
、
田
辺
の
「
種
の
論
理
」
が
ど
 の
よ
う
な
意
味
を
も
 

ち
 う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、
 ロ
 
キ
 リ
 ス
ト
教
の
辮
 譚
 L
 は
「
 慨
 悟
道
」
と
「
種
の
論
理
」
と
 の
よ
り
積
極
的
な
総
合
 

を
 目
指
し
た
著
作
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
 浄
 土
仏
教
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
 
は
 、
「
浄
土
仏
教
に
 於
 

け
る
如
く
、
 
種
的
 民
族
に
固
有
な
る
律
法
を
媒
介
と
す
る
 こ
と
が
な
け
れ
ば
、
倫
理
の
通
路
を
欠
く
が
故
に
 
、
 罪
悪
の
意
識
と
 俄
悔
と
 

は
、
 縦
し
存
す
る
も
単
に
主
観
的
な
る
反
省
に
委
ね
ら
れ
 、
客
観
的
な
る
威
力
を
も
っ
て
人
間
に
挑
む
こ
と
は
あ
 り
 得
な
い
」
（
 

p
o
 

。
 
ぎ
 １
 
%
 ）
 

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
今
、
こ
う
し
た
転
換
の
 た
め
の
媒
介
と
し
て
倫
理
が
不
可
欠
の
条
件
で
な
く
な
 る
な
ら
 ぱ
 、
「
 種
 」
 の
 

媒
介
を
決
定
的
に
重
視
す
る
「
種
の
論
理
」
は
い
か
な
る
 意
味
を
も
ち
 ぅ
 る
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
「
 死
 の
 哲
学
」
と
「
種
の
論
 

理
 」
と
は
い
か
に
し
て
総
合
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
 か
 。
ま
た
、
「
 種
 」
あ
る
い
は
「
社
会
」
の
問
題
に
 哩
杢
 万
 で
き
な
い
「
 個
 」
 対
 

倫 
も 理 
ぅ 的 
一 男 

っ カ 
の の 

垂 範 
要 時 
な に 

交 は 
化 収 
は ま 

ら 
親 な 
し い 

か は 

他 ず 
者 で 
の あ 

死 の る 。 

事 
実が 

申蜜 

系 
の 

中 
@ じ ; @ 
ケ @ - 
置 
か 
れ 
ナ ・ し 

    

と 

を 
契 
機 
と 

し 
て 

相 
対 
屋 
相 
ケ @ ヒ 

深 
い 

人 
格 

(516)@ 60 

る
 の
ち
菩
薩
 行
 に
出
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
 
乙
 。
 
P
 
お
 ）
 と
壬
 日
 われ
る
が
、
「
菩
薩
の
作
私
行
」
も
「
仏
性
を
徹
 

見
 」
 す
 る
た
め
の
修
行
も
 、
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あ
ろ
う
か
。
 

形
で
「
種
の
 

能
 で
あ
る
か
 

囲
を
遥
か
に
 

田
辺
は
「
死
の
哲
学
」
に
至
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
「
 種
 」
 の
 概
念
を
「
 個
 」
の
概
念
と
対
比
的
に
用
い
て
お
り
、
 

何
ら
か
の
 

論
理
」
を
「
死
の
哲
学
」
と
総
合
し
ょ
う
と
い
う
意
図
を
 有
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
総
合
が
果
 た
し
て
 可
 

、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
し
て
か
と
い
う
問
題
が
 生
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
本
稿
が
取
扱
 い
う
る
 範
 

越
え
て
お
り
、
こ
れ
を
今
後
の
課
題
の
 一
 っ
と
せ
ざ
る
を
 
え
な
い
。
 

「
 
個
 」
、
「
我
と
 
汝
 」
の
問
題
が
主
要
な
テ
 l
 マ
と
し
て
 登
 場
 し
て
き
た
今
、
「
種
の
論
理
」
は
こ
の
問
題
と
い
か
に
 
関
係
づ
げ
ら
れ
る
の
で
 



（
 
4
 ）
氷
見
 潔
 が
こ
の
点
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
氷
見
 潔
円
 田
辺
哲
学
研
究
宗
教
哲
学
の
観
点
か
ら
１
１
 L 北
樹
 出
版
 、
一
九
九
 0
 年
 ）
 
、
一
 

 
  

 

八
五
頁
以
下
参
照
。
 

（
 
5
 ）
こ
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
田
辺
の
思
想
が
 
「
死
の
行
」
に
よ
る
「
実
存
転
換
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
聖
道
門
 
」
的
な
 異
調
 
に
な
っ
⑧
 

 
 
 
 

て
い
る
こ
と
を
上
田
が
指
摘
し
て
い
る
。
上
田
前
掲
論
文
、
一
二
 
八
四
頁
参
照
。
 

（
 
6
 ）
上
田
は
「
死
の
哲
学
」
の
時
期
に
至
る
ま
で
の
田
辺
の
「
 死
 」
の
概
念
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
復
活
 主
体
の
「
自
己
の
死
」
 

を
 意
味
し
て
い
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
上
田
前
掲
論
 文
 、
二
 %
 ハ
 
0
 ｜
 二
六
四
頁
参
照
。
 

（
 
7
 ）
武
内
義
範
が
「
 
ロ
 田
辺
」
先
生
の
思
想
に
と
っ
て
最
も
根
 本
 的
な
宗
教
哲
学
の
中
心
問
題
は
実
は
あ
ま
り
動
い
て
は
 ぬ
た
 
い
 」
と
述
べ
て
い
る
 

の
も
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
と
思
 う
 。
武
内
義
範
「
解
説
」
 

白
田
辺
元
全
集
第
九
巻
 b
 筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
年
）
、
 
五
 0
 
一
頁
。
 

（
 
8
 ）
上
田
前
掲
論
文
、
二
六
四
 ｜
 二
六
六
頁
参
照
。
 

（
 
9
 ）
「
死
の
哲
学
」
の
時
期
に
先
立
っ
て
田
辺
は
そ
の
よ
う
な
 親
し
い
他
者
の
死
を
経
験
し
た
。
夫
人
の
死
で
あ
る
。
こ
れ
が
 
「
死
の
哲
学
し
の
 展
 

開
 に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
「
 死
 」
の
理
事
実
と
の
 超
逓
 で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
研
究
が
明
確
に
認
め
て
い
る
。
 

せ
村
 前
掲
論
文
、
 

五
三
頁
、
上
田
前
掲
論
文
、
二
五
五
頁
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
 氷
見
は
、
田
辺
哲
学
の
発
展
を
あ
く
ま
で
も
そ
の
内
的
必
然
性
か
 ら
 理
解
し
な
け
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
夫
人
の
死
が
哲
学
に
対
し
 て
も
っ
た
意
味
の
過
大
評
価
を
戒
め
て
い
る
。
氷
見
前
掲
 書
 、
一
 一
九
八
頁
参
照
。
 

そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
て
、
氷
見
 は
 
（
他
者
の
死
）
 や
 
（
他
者
の
死
復
活
）
の
重
視
が
「
死
の
哲
学
」
の
展
開
に
対
 
し
て
果
し
た
 
後
 

割
 を
ほ
と
ん
ど
論
じ
て
い
な
い
。
 

（
 
騰
 ）
上
田
前
掲
論
文
、
二
六
三
頁
参
照
。
 

（
Ⅱ
）
上
田
前
掲
論
文
、
二
六
六
頁
参
照
。
 

（
 
乾
 ）
田
辺
の
禅
へ
の
接
近
は
 、
 彼
が
絶
対
他
力
へ
の
随
順
の
 立
場
を
離
れ
、
 
い
 わ
ゆ
る
自
力
の
立
場
に
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
 す
る
も
の
で
は
な
 

い
 。
親
し
い
他
者
の
愛
の
行
為
と
死
こ
そ
が
絶
対
無
の
媒
介
 と
 な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
己
の
死
復
活
が
可
能
と
な
る
 の
で
あ
る
か
 

ら
 、
そ
れ
ほ
あ
く
ま
で
も
絶
対
他
力
へ
の
随
順
の
立
場
に
他
 な
 う
な
い
。
氷
見
も
ま
た
田
辺
の
宗
教
哲
学
を
一
貫
し
て
他
力
随
順
 の
 立
場
と
し
て
 

捉
え
て
い
る
。
氷
見
前
掲
 書
 、
一
五
頁
、
三
三
五
頁
参
照
。
 

（
 
比
 ）
な
お
「
実
存
協
同
」
（
あ
る
い
は
「
協
同
実
存
」
）
の
概
念
 
ほ
コ
 キ
リ
ス
ト
教
の
辮
 謹
日
 に
す
で
に
現
わ
れ
て
お
り
（
 例
え
 
ば
き
 ・
 p
o
 
の
 
l
 ）
 
0
 ～
）
 
、
 

「
死
の
哲
学
」
の
「
実
存
協
同
」
が
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
 
ほ
 確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
 

コ
 キ
リ
ス
ト
教
の
癖
 譚
 b
 で
は
、
 そ
 の
 
「
生
死
を
超
 

ゆ
る
」
と
い
う
側
面
 は
 ま
だ
表
わ
れ
て
い
な
い
。
 



蛾 海道から死の 哲学へ 

（
 
M
 ）
氷
見
前
掲
 書
 、
二
九
 0
1
 二
九
一
頁
参
照
。
 

（
 
巧
 ）
辻
村
は
、
「
死
の
哲
学
」
に
至
っ
て
、
「
 

死
 復
活
の
実
践
」
 
が
 「
生
死
を
越
え
る
実
存
協
同
」
に
ま
で
拡
充
さ
れ
る
こ
と
に
 

よ
り
、
 死
 復
活
が
単
 

な
る
値
の
あ
り
方
の
転
換
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
と
個
、
個
と
 

種
 と
の
間
に
ま
で
拡
大
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
 

て
い
る
。
辻
村
 

前
掲
論
文
、
五
七
頁
参
照
。
 

（
 
騰
 ）
上
田
前
掲
論
文
、
二
六
七
頁
、
二
六
八
 

｜
 二
六
九
頁
 
参
 照
 。
 

（
 
貯
 ）
辻
村
は
、
「
 
戦
 悟
道
」
に
お
い
て
ほ
 
死
 復
活
へ
の
通
路
が
 
倫
理
的
自
己
の
挫
折
に
限
定
さ
れ
、
 

死
 復
活
が
「
 械
 悔
の
中
に
 い
わ
ば
局
限
さ
れ
て
」
 

い
 た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
「
私
の
死
復
活
 

肛
 局
限
さ
れ
て
 
し
ま
う
こ
と
」
と
を
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
辻
村
前
掲
論
文
 

、
五
一
 ｜
 五
二
 

頁
 参
照
。
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元 し 
や た 昔 
パ 体 か 

ス験ら 力 、 洋 
ル 霊 の   
な に 東 

問題 ど宗教 画をと とりつ 0 かれた 的な資 所 わず、 
貫 休 多 在 

に験数 恵 、 の 
ま 分 家 
れ 別 教 
た を 家 
入 超 や 
々 越 神 
に し 秘 
ょ た 家 
っ 体 た 

て験ち 書なが 
か ど   

れ を 聖 
た 重 な 
体 視 る 

験 し も 

談 て の 

と進 や、 ぎた 

新 畔遁 
宗 -- し 

数 人 た 
を の 体 験 宗教 信奉 、 
し 学 神 
て 徒 と 

い と 合 
る し 一 
人 て し 

た体 など 私 

さ目 ま易 験 " 
ぎ も 回 ま ，む、 

な 道 を 

65@ (521) 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 宗
教
学
は
他
者
の
宗
教
体
験
を
研
究
対
象
に
 す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ま
で
、
宗
教
現
象
学
を
は
じ
め
と
し
て
 、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
 

か
ら
そ
の
た
め
の
方
法
論
が
問
題
と
さ
れ
て
ぎ
た
。
し
か
し
、
 ウ
ィ
 ト
ゲ
ソ
 
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
「
私
的
言
語
」
批
判
を
他
者
の
宗
 教
 体
験
の
理
解
と
い
 

う
 問
題
に
応
用
し
て
み
る
と
、
宗
教
学
に
と
っ
て
非
常
に
由
々
 し
い
問
題
が
出
て
く
る
。
す
な
 む
 ち
、
言
語
を
媒
介
と
し
て
 他
 者
の
宗
教
体
験
そ
の
 

も
の
に
迫
る
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
 に
な
る
の
だ
。
な
ぜ
か
と
舌
口
え
ば
、
そ
れ
は
、
「
私
的
体
験
」
 

の
 一
種
で
あ
る
宗
教
 

体
験
を
か
た
る
言
葉
は
「
私
的
言
語
」
で
あ
り
、
宗
教
体
験
 そ
 の
も
の
と
そ
れ
を
か
た
る
言
葉
と
の
あ
い
だ
に
対
応
関
係
が
あ
 る
こ
と
が
保
証
さ
れ
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
・
は
、
舌
口
語
を
媒
介
と
し
て
 

他
者
の
宗
教
体
験
を
理
解
す
る
と
い
う
宗
教
学
の
営
為
は
 、
そ
 
の
 存
立
基
盤
を
保
有
 

で
き
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 宗
教
体
験
、
解
釈
学
、
他
者
理
解
、
ウ
ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
私
的
言
語
、
言
語
ゲ
 l
 ム
 

星
川
 
啓
慈
 

他
者
の
宗
教
体
験
の
 

１
１
 L
.
 ウ
 ィ
 ト
ゲ
 理

解
不
可
能
性
に
つ
い
て
 

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
私
的
言
語
」
批
判
の
観
点
か
 
ら
 



の
 不
可
侵
性
と
が
い
か
に
し
て
仲
介
さ
れ
る
か
、
ま
た
、
 言
語
性
と
は
究
極
的
に
何
な
の
か
つ
ま
り
「
架
橋
 な
の
か
障
壁
な
の
か
」
 

ガ
ダ
マ
 ー
は
、
対
話
の
原
理
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
 、
会
話
の
な
か
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く
意
味
の
共
通
 性
 と
他
者
の
他
者
性
 

本
稿
で
ほ
、
こ
う
し
た
思
い
を
背
景
に
し
な
が
ら
「
そ
も
 そ
も
他
者
の
宗
教
体
験
を
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
 だ
ろ
う
か
」
と
い
う
 

宗
教
学
の
根
本
的
な
問
題
を
、
宗
教
体
験
が
言
語
に
よ
っ
 て
 伝
達
さ
れ
る
場
合
を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
 

体
験
の
理
解
に
重
き
を
お
く
宗
教
学
は
、
他
者
の
内
面
で
 生
起
す
る
現
象
を
、
そ
れ
も
言
葉
で
は
表
現
し
に
く
 
い
 内
的
・
私
的
体
験
 

極
端
な
場
合
に
は
「
語
り
え
な
い
」
「
）
で
な
い
と
 

し
か
言
え
な
い
」
「
不
立
文
字
」
な
ど
と
さ
れ
る
体
験
 

を
 、
研
究
対
象
に
す
 

る
 。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
が
研
究
対
象
と
し
て
い
る
他
者
の
 宗
教
体
験
は
理
解
し
つ
く
せ
な
い
と
感
じ
た
り
、
深
遠
 で
 微
妙
な
他
者
の
宗
教
 

体
験
に
ど
こ
ま
で
肉
薄
で
き
た
か
心
許
な
い
と
不
安
に
な
 る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
一
方
で
、
 

自
分
の
理
解
が
ど
こ
か
 

で
 他
者
の
宗
教
体
験
と
通
じ
合
っ
て
い
る
、
ど
こ
か
本
質
 的
な
と
こ
ろ
で
触
れ
合
っ
て
い
る
、
と
信
じ
て
い
る
面
 も
あ
る
に
違
い
な
い
。
 

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
他
者
の
宗
教
体
験
な
ど
を
研
究
し
た
 り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
 

ま
た
、
宗
教
は
言
口
語
を
越
え
る
も
の
だ
と
い
う
主
張
が
 

往
 々

に
し
て
な
さ
れ
る
し
、
私
自
身
そ
の
こ
と
を
認
め
る
 に
 吝
か
で
は
な
い
。
 

し
か
し
、
言
語
な
く
し
て
、
宗
教
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
 る
 。
言
語
は
宗
教
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
 の
で
あ
る
。
言
語
が
な
 

げ
れ
ば
、
宗
教
体
験
を
も
っ
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
（
 な
 ぜ
な
ら
、
本
稿
で
は
論
じ
る
余
裕
が
な
い
け
れ
ど
も
、
 

一
 
ミ
コ
語
が
宗
教
体
験
の
枠
 

組
み
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
）
。
宗
教
体
験
と
そ
れ
を
 
表
出
す
る
言
語
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
リ
ク
 
l
 ル
も
 
「
（
宗
教
的
経
験
ロ
俸
 

@
2
-
 

験
ピ
 
と
い
う
も
の
の
特
質
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
 

そ
 れ
が
明
瞭
に
表
現
さ
れ
る
の
は
、
言
語
に
お
い
て
で
あ
る
 」
と
論
じ
て
い
る
。
 

れ れ 宗   
。 し 験 

か な 
し も 
そ つ 
の た 

一 人 

方 々 

で が   
そ る 
ぅ 体 
し 験 
た 談 

  
が で 

つ ぎ 

れ だの る 

ば け 
つ 精 
の 確 
る に 

ほ そ 

  
そ の 
れ 体 
は 験 
本 に 
司 郎 
台目 し 
ほ て 
の 理 
で ・ 解 

は し 
た て 
か み 
か た 
  い と 

感 と 

じ い 

ざ ぅ 

る 居、 
ケこ Ⅰ ) 
は は 
い か 

9 9 
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は
 、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
 

他者の宗教体験の 理解不可   能 性に つ @   

- T 。 
  

ノン 

  
イ 

は 

解 「 
釈 

  学 
の 

成立目 

草 
案 
ケ - し 

お 
い 

て 

解 
釈 
学 
ケ - し 

か 
か 
わ 
る 
い 

@ 
つ 
か 
の 
A. 

叩師逆 

を 
文 - Ⅰ 

て 

文 - し 

そ 
の 

あソ 

ち 
の 

最 
初 
の       
つ 

67@ (523) 

る が る に し も @ 
。 原 。 自 読 た 他 を 木   とい けれど己を投理的に 稿で問 み手と らした 者の宗 もっ。 る 。 @3@ く 。 架橋 ま で ぅ 

    た あ 問   
解 
釈 

いな上 、障壁 れば、 
な そ て 

学 
的 
背 。そ ちば た ： れに よ 

景 
  

わてて つ し 

れ あ   
わ る 次 

れ人の がが ょ 

お 他 ぅ 

よ の に 
そ 人 語 
自 と っ   己 煮 た 

の 無 に 目 こ が 」 理 を 志   

表 を 
出 陳 
し 通   

めで 他ぎ言 たの て たし り 、 
、 他 

るあ 呵 るの 者目葉 ョ に駿台 体か「 架 
能 阿 体 片 ょ 談 か 橋 

内 者 
に ．Ⅰ @ 生 
な と   打 い 

な が 理 の 表 験 い か ち ぅ 

い 学 解 存 現 が ぅ 障 明 流 
こ ぼ す 在 さ 書 問 壁 け れ 

た な 
り 越 
す え   る て 

そ だ よ し の た で と こ 同 
う 。 う つ 体   テ の い と 一 
と 本 な つ 験 ク 主 ぅ の 性 

    
で 疎 あ 体 な れ 
あ 隔 が 験 い を 

断 て 
わ す い 



こ
の
難
問
に
た
い
す
る
解
決
の
糸
口
は
、
命
題
二
で
い
 う
 
「
共
通
特
徴
」
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
 そ
 の
 難
問
の
解
決
を
可
 

能
 に
す
る
条
件
は
「
他
者
の
ど
ん
な
個
人
的
表
出
に
お
 い
 て
で
あ
れ
、
把
握
す
る
側
の
生
動
性
に
も
含
ま
れ
て
 ぃ
 な
い
よ
う
な
も
の
は
、
 @

 
人
り
 

）
 

な
ん
ら
現
わ
れ
え
な
い
」
と
い
う
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
 。
換
言
す
れ
ば
、
「
同
一
の
機
能
と
構
成
要
素
が
す
べ
て
 
0
 個
人
の
内
に
あ
る
」
 

こ
と
に
、
他
者
理
解
の
可
能
性
の
根
拠
が
お
か
れ
る
の
で
 あ
る
。
そ
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
み
ず
か
ら
体
験
さ
れ
 た
 生
を
…
…
他
者
の
 

@
7
 
）
 

生
 の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
表
現
の
内
へ
移
し
入
れ
る
こ
と
に
 よ
っ
て
の
み
…
…
他
者
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
」
と
 言
 わ
れ
る
 よ
う
 に
、
他
者
 

を
 理
解
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
生
を
他
者
の
生
に
移
入
す
 る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
 ヂ
ィ
 ル
タ
イ
の
モ
デ
ル
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
与
一
 口
語
化
以
前
の
他
者
の
心
的
 
生
 が
あ
る
 ・
丁
 こ
れ
が
言
語
 
な
ど
に
よ
っ
て
表
出
 

さ
 

性
 ・
 ら

に
進
ん
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
解
釈
学
上
の
三
つ
の
難
問
 

を
 定
式
化
し
た
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
最
初
の
も
の
が
 

他
者
理
解
の
客
観
 

普
遍
性
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
 

被
 い
わ
く
 、
 

他
者
を
把
握
す
る
可
能
性
は
、
ま
ず
第
一
に
、
も
っ
と
も
 

深
い
 語
訃
諦
勒
 問
題
の
一
 つ
 で
あ
る
。
あ
る
個
人
が
 
、
 自
分
に
感
覚
的
に
 

与
え
ら
れ
た
他
者
の
個
人
的
な
生
の
表
出
を
、
ど
の
 

よ
う
 に
し
て
普
遍
妥
当
的
な
客
観
的
理
解
へ
と
も
た
ら
す
こ
 

と
が
で
き
る
の
だ
 

ろ
 う
か
 
@
5
 
）
 
。
 

た
 事
情
円
心
的
生
の
感
覚
的
に
与
え
ら
れ
た
表
出
か
ら
 心
 的
生
 が
認
識
さ
れ
る
こ
と
 口
 

る
 、
共
通
特
徴
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

命
題
三
文
字
に
し
て
固
定
さ
れ
た
生
の
表
出
の
技
術
的
 
理
解
を
、
解
釈
（
 P
 ：
 -
 
。
の
目
安
 

に
よ
っ
て
こ
の
種
の
認
識
に
与
え
ら
れ
 

@
4
 
）
 

1
 
コ
 （
。
「
㌧
「
の
（
の
（
 

@
o
 
コ
 ）
Ⅱ
し
名
 メ
 
つ
げ
 ス
 ㌧
。
 

余 命 
題 げ 題 
一 一 る 一 

，む ，む 

的 的 
生 生 
の の 

感 感 
覚 覚 
的 的 
ナ @ Ⅰ ナ @ Ⅰ 

把 与 
握 ，え 
し ら 

珪ソ れ 
る ナ， Ⅰ 

表出 表出 

が @ か 

ど ら 

ん 
な ，む 

に多 

的 
生 

様 が 

で，   識 あろ さ   
も、 

ナ @ Ⅰ 

い 

柱 ・ ) ナ ・ し 

的 る 
生 過 
の 程 
そ を 
の 

表 理 
出 解 
の   
理   
は 

0 ゴ 。 申 

い 
  

ま と 

述 
べ 

名 
づ 
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他者の宗教体験の 理解不可能性につ し 

  

  

さ
れ
る
そ
れ
を
解
釈
し
て
、
自
分
の
生
を
他
者
の
生
 に 移
入
す
る
こ
と
に
 ょ
 り
、
他
者
の
心
的
生
を
理
解
す
 る
 。
大
体
こ
の
よ
う
な
 

プ
 p
 セ
ス
 が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
 、
こ
の
 プ
 p
 セ
ス
 を
裏
付
け
て
い
る
も
の
は
、
他
者
と
 私
が
共
有
す
る
（
 さ
ら
 

に
壬
 一
口
え
ば
歴
史
デ
ィ
ル
タ
イ
の
場
合
は
西
洋
の
歴
史
 

を
 貫
く
）
精
神
生
活
に
お
け
る
連
関
と
共
通
性
で
 あ
る
。
 

い
ま
整
理
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
モ
デ
ル
を
、
本
稿
で
の
 議
 論
 に
ひ
き
つ
け
て
定
式
化
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
 一
 
二
つ
の
契
機
を
考
 ，
ぇ
 

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

（
 1
 ）
宗
教
体
験
を
も
っ
た
他
者
の
心
的
 生
 が
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
こ
れ
が
、
書
か
れ
た
り
話
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
 よ
っ
て
、
言
語
化
さ
れ
る
。
 

（
 3
 ）
こ
の
言
語
を
媒
介
と
し
て
他
者
の
宗
教
体
験
を
理
 
解
す
る
、
研
究
者
の
心
的
 生
 が
あ
る
。
 

多
く
の
研
究
者
は
こ
の
モ
デ
ル
を
前
提
に
研
究
を
進
め
て
 い
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
 契
 機
の
存
在
を
等
し
く
容
認
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
 立
 場
 も
あ
っ
て
よ
い
 

し
 、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
み
で
事
足
れ
り
と
す
る
わ
げ
に
は
 い
か
な
い
と
い
う
立
場
も
あ
っ
て
も
よ
い
。
具
体
的
 生
 言
え
ば
、
構
造
主
義
的
 

な
ア
プ
 
p
 一
チ
は
 
（
 1
 ）
と
（
 3
 ）
の
部
分
を
切
り
捨
 て
 
（
 
2
 ）
の
部
分
だ
げ
に
考
察
を
集
中
す
る
。
ま
た
、
「
 
文
 字
 舌
口
語
は
テ
ク
ス
ト
 

 
 

 
 

は
 テ
キ
ス
ト
の
ま
え
に
展
開
す
る
世
界
内
存
在
と
い
う
も
 の
を
露
呈
さ
せ
る
こ
 

 
 

せ
ず
、
（
 2
 ）
と
（
 3
 ）
の
関
わ
り
合
い
を
問
題
に
す
る
 で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
 

（
 1
 ）
と
（
 3
 ）
の
関
わ
り
合
い
の
問
題
領
域
を
越
え
出
 て
 、
そ
れ
ら
の
背
後
に
存
在
し
そ
れ
ら
を
成
立
せ
し
め
て
 い
 る
も
の
に
傾
注
す
 

る
 デ
ィ
ル
タ
イ
 
や
ガ
ダ
で
 
ー
た
ち
の
解
釈
学
も
あ
ろ
う
。
 

他
者
の
理
解
に
関
連
し
て
、
右
で
述
べ
た
よ
う
な
三
つ
の
 契
機
を
い
か
に
捉
え
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
例
示
し
た
 が
ご
と
く
、
さ
ま
ざ
 

ま
な
立
場
が
想
起
さ
れ
る
。
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「
他
者
の
宗
教
体
験
の
理
解
」
と
い
う
主
題
に
関
連
し
て
 

、
他
者
の
宗
教
体
験
の
理
解
可
能
性
を
正
面
か
ら
問
題
に
 す
る
 研
 

在
す
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
細
心
の
注
意
を
は
る
っ
て
 い
る
研
究
者
も
い
る
。
 

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
を
意
識
的
に
問
題
と
せ
ず
、
 

第
一
節
で
述
べ
た
思
い
込
み
に
安
住
し
て
、
他
者
の
宗
 ゑ
 体
験
を
 

い
る
学
者
が
多
数
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
 え
、
 彼
ら
は
伝
統
的
な
二
元
論
的
な
モ
デ
ル
 

た
と
 え
 こ
れ
を
 意
 

な
く
と
も
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
だ
。
そ
の
伝
統
 的な
二
元
論
的
な
 モ
ヂ
ル
 と
は
、
二
元
的
に
宗
教
体
験
 と
 言
語
と
を
 

う
え
に
、
一
方
の
極
に
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
他
者
の
も
 
示
教
体
験
を
お
き
、
他
方
の
極
に
他
者
の
宗
教
体
験
の
理
 解
 を
お
く
。
 

そ
れ
ら
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
宗
教
体
験
を
言
語
化
 し
た
も
の
谷
口
語
化
さ
れ
た
宗
教
体
験
内
容
）
を
措
定
 し
て
い
る
。
 

の
 治
療
，
研
究
に
従
事
す
る
人
々
、
神
秘
家
や
教
祖
な
ど
 の
 宗
教
者
を
研
究
す
る
学
者
な
ど
、
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
 こ
う
し
た
 二
 

モ
ヂ
ル
 を
念
頭
に
お
い
て
研
究
し
て
い
る
と
言
え
ば
、
 

号
 
口
 い
過
ぎ
た
ら
り
か
。
す
な
 ね
 ち
、
前
述
の
三
つ
の
契
機
 の
 舌
ロ
 
卜
い
換
，
え
 

い
け
れ
ど
も
、
言
語
化
さ
れ
る
以
前
の
宗
教
体
験
 ｜
そ
 の
 体
験
の
言
語
化
 ｜
 
Ⅰ
語
ら
れ
た
言
葉
を
媒
介
と
し
た
 他
者
の
宗
教
 

解
 、
と
い
う
過
程
を
前
提
と
し
、
こ
れ
に
の
っ
と
っ
て
 研
 克
 し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
そ
も
そ
も
、
言
語
を
媒
介
に
し
て
他
者
の
宗
教
 体
 験
 に
迫
る
こ
と
に
は
、
し
っ
か
り
と
し
た
根
拠
が
あ
る
 の
 だ
ろ
う
 

そ
れ
が
確
立
さ
れ
る
可
能
性
が
原
理
的
に
な
い
と
す
れ
 ば
 、
言
語
を
媒
介
と
す
る
他
者
の
宗
教
体
験
の
研
究
は
足
 下
 を
す
く
わ
 

に
な
ろ
 う
 。
 

本
稿
で
は
、
現
在
で
も
多
く
の
研
究
者
に
共
有
さ
れ
て
い
 る
こ
の
二
元
論
的
モ
デ
ル
を
徹
底
的
に
吟
味
し
、
そ
れ
 が
 成
立
し
 な れ か 体 に 元 ュ そ 峻 調 所 
い 

究 る 験 す 論 ン し 刑 し 究 
の 

者 

  も 
で のぎ 理 なな派 的グ てすて 、 る いて し 存 

      

  
。 @ 
れ 
ま 
で 
の 
古 

示教 

体 
験 
の 
研 
究 
の 

問題 
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他者の宗教体験の 理解不可能性に て 

哲
学
者
た
ち
の
あ
い
 た
 で
も
 未
 だ
に
論
争
の
絶
え
な
い
 ゥ
 ィ
ト
ゲ
ソ
 
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
私
的
言
語
批
判
だ
が
、
そ
の
 大
要
を
円
探
究
 ヒ
に
 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ま
ず
、
「
私
的
言
語
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
 

 
 

そ
の
よ
う
な
 ロ
 自
分
自
身
の
私
的
・
内
的
体
験
に
か
か
わ
 る
し
言
語
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
語
は
、
そ
れ
を
話
し
て
 い
 る
者
だ
け
が
 

の
 
「
私
的
言
語
」
批
判
は
、
分
析
哲
学
者
の
あ
い
だ
で
さ
 
ま
ざ
ま
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
て
い
る
。
今
な
お
、
 

こ
 0
 間
頭
 に
 つ
い
て
論
じ
 

（
 
Ⅱ
 
@
 -
 

た
 著
者
・
論
文
が
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
。
 

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
ウ
ィ
 ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ン
 の
 「
私
的
 =
=
 

ロ
ま
 
幅
 
」
批
判
の
知
見
を
参
考
と
し
な
が
ら
、
 考
 察
し
て
み
た
い
。
論
じ
 

る
 主
題
が
宗
教
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
も
の
な
の
で
、
 ウ
 ィ
ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ソ
の
「
私
的
舌
口
話
 

中
 
」
批
判
に
つ
い
 て
知
識
が
な
 い
 読
者
で
 

も
 議
論
の
展
開
を
把
握
で
き
る
 よ
う
 に
、
平
明
な
記
述
を
 も
 が
げ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
 

な
お
、
本
稿
で
い
 う
 他
者
の
宗
教
体
験
の
「
理
解
」
と
は
 、
他
者
の
内
面
や
意
識
の
な
か
で
生
起
し
た
事
柄
を
か
 な
り
精
確
に
理
解
す
 

る
 、
と
い
う
意
味
で
の
他
者
理
解
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
 。
ま
た
、
理
解
対
象
と
な
っ
て
い
る
他
者
（
研
究
対
象
 ）
が
信
じ
て
い
る
宗
教
 

を
 、
そ
の
理
解
者
（
研
究
者
）
は
信
じ
て
い
た
ぃ
場
合
を
 念
頭
に
お
い
て
い
る
（
両
者
が
同
一
の
宗
教
を
信
じ
て
 い
る
場
合
に
つ
い
て
 

は
 、
第
六
節
で
ふ
れ
る
）
。
 

四
 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
私
的
舌
ロ
 語
 」
 批
判
 

ウ
ィ
 ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ソ
の
後
期
の
主
著
 日
 
哲
学
的
 探
 究
 b
 （
以
下
口
探
究
 
b
 ）
が
一
九
五
三
年
に
公
刊
さ
れ
た
 翌
 午
 、
早
く
も
 ヱ
ア
一
 

と
 り
 一
ス
の
間
で
な
さ
れ
た
有
名
な
論
争
「
私
的
言
語
 @
 
 

ま
 存
在
す
る
の
か
」
 

（
 
o
@
l
 
 

が
活
字
と
な
っ
た
。
こ
れ
以
来
、
 ゥ
 ィ
 ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
 



イ 

ソ つ 
は ぎ が そ は 

"@"  壬   
し い 

何 か な て 
い の 

げ 基 
れ 準 
ど が 

い 
あるも 、 

自分 
@ ま       

Inn 

の 
  

  

な 

の 

い いるらしい」、 、、、 、人は主観的 
立 な 

な 理解に 皇 戸を、 
@ 俺二 

語る， 「私的 壬 "@" 

口 旺 と 

㌍ が 

で 虫 入   
  

ぷ ょ     ，う 」 と。 

  
る が ぅ 

大 で る 
が き も 

の、 Ⅰその 軸ょ 力 、。   
厘 一り 聖徳 

て 
解節 し） の 直 

接 
い 的 
る で、 

と 私 
的 

信じ 
」 

な 
感 

あ 
る 

覚、 

意味 

を 
指 

を 
そ 

し一 

れ 
Ⅰ @ "- 

亦す 

べ 
結 ぎ 
び で ・ 

つ あ 
げ る 
て 

Ⅰ ま そ 
い れ 
る ゆ 
げ 
れ 

え、 ， 

ど 他 
も、 人 

@ ま 

そ     
れ の 

肌 り 
一 " 
  

正 妾 
し 
い 

由を 

理 

意味 

解 

て， 
す 
る 
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他者 の 宗教 4 

る
の
だ
か
ら
。
い
や
、
 
n
@
 語
ゲ
ー
ム
は
口
籠
の
中
に
入
 

っ
て
い
る
 口
 
と
言
わ
れ
る
 
口
 そ
の
 ょ
う
 な
も
の
を
飛
び
 
越
 え
十
 
Ⅰ
 
、
 n
 
い
わ
ば
 口
 

「
短
縮
さ
れ
る
」
こ
と
も
で
き
る
。
 

n
 
そ
の
場
合
に
は
 
口
そ
 の
よ
う
な
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
 

目
ロ
 
圧
叩
ゲ
 
一
ム
 か
 

も
 は
 ロ
 消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
 

す
た
 ね
ち
、
も
し
人
が
感
覚
の
表
現
の
文
法
を
「
対
象
 

と
口
そ
れ
に
 つ
 げ
ら
れ
た
 ロ
 名
称
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
し
 
た
が
っ
て
解
釈
 

す
れ
ば
、
そ
の
対
象
は
 
n
@
 語
 ゲ
 一
ム
と
は
 
口
 無
関
係
な
 も
の
と
し
て
考
察
の
視
野
か
ら
脱
落
す
る
の
で
あ
る
。
 

（
二
九
三
節
、
傍
線
 

引
用
者
）
 

ウ
ィ
 ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ソ
の
私
的
言
語
批
判
が
知
ら
れ
る
 

よ
う
 に
な
る
ま
で
は
、
た
と
え
ば
痛
み
と
い
う
私
的
・
 

内
的
体
験
が
あ
り
、
 

「
痛
み
」
と
い
う
語
は
そ
れ
に
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
 

と
い
う
単
純
な
対
応
モ
デ
ル
に
の
っ
と
っ
て
考
え
ら
れ
 

て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
 

痛
み
と
い
う
私
的
体
験
そ
の
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
 

存
 在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
「
痛
み
」
と
い
う
語
が
使
用
 

さ
れ
る
言
語
ゲ
 
I
 ム
に
 

て
お
い
て
、
こ
れ
と
無
関
係
な
も
の
と
し
て
、
脱
落
し
 
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

理
元
 論
的
モ
デ
ル
は
破
綻
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

、
各
人
の
私
的
体
験
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
と
か
 

、
あ
る
人
の
私
的
体
験
が
時
 

 
 

%
 
 間
の
流
れ
と
と
も
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
よ
う
な
 

場
合
で
あ
っ
て
も
、
同
一
の
「
痛
い
」
と
い
う
言
葉
が
使
 

円
 さ
れ
 ぅ
る
 。
さ
ら
に
は
、
 

 
 

も
で
き
る
。
こ
 
う
 な
れ
ば
、
私
的
体
験
と
そ
れ
を
表
現
 

す
る
言
葉
と
い
う
従
来
の
二
 

解
 

 
 

椴
 

な
ぜ
事
情
は
右
の
よ
う
な
の
か
。
そ
の
理
由
は
 

、
 私
的
言
語
に
は
そ
の
真
偽
や
正
し
さ
の
客
観
的
・
公
共
 

的
な
基
準
が
存
在
し
な
い
か
 

ら
で
あ
る
。
自
分
が
体
の
あ
る
箇
所
に
痛
み
を
感
じ
た
ら
 

、
そ
の
都
度
「
 
E
 」
と
い
う
記
号
を
日
記
な
り
 
カ
レ
ソ
 ダ
 一
な
り
に
書
き
込
む
 

と
し
ょ
う
。
い
わ
ば
、
「
記
号
と
感
覚
と
の
結
合
を
自
分
 

の
心
に
刻
み
つ
け
る
」
こ
と
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
 

ゥ
 ィ
ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ソ
 

 
 

に
ょ
 れ
ば
「
こ
の
 ょ
う
 な
過
程
が
将
来
そ
の
結
合
を
正
し
 

く
 私
に
思
い
だ
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
」
（
 

二
五
八
節
）
。
こ
の
場
 

4
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に
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
正
し
さ
の
公
共
的
基
準
な
ど
な
い
 の
で
あ
り
、
「
正
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
る
 

，
 」
と
が
で
き
な
い
の
で
 

あ
る
。
ス
内
的
な
過
程
）
は
外
的
な
基
準
を
必
要
と
す
る
 」
（
五
八
 
0
 節
 ）
と
か
「
 口
 誰
も
が
理
解
で
き
る
 口
 正
当
化
 と
は
、
あ
る
独
立
し
た
 

所
に
訴
え
る
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
」
三
六
五
節
）
と
言
わ
 れ
る
よ
 う
 に
、
外
的
・
公
共
的
な
基
準
の
欠
如
し
た
 正
 老
化
は
正
当
化
た
り
え
 

 
 

な
い
の
だ
。
「
規
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
 
こ
と
」
と
「
 口
 現
実
に
口
規
則
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
 」
と
は
同
一
の
事
柄
で
 

は
な
い
（
 二
 0
 二
節
参
照
）
。
私
的
言
語
が
し
た
が
っ
て
 
い
 る
と
思
わ
れ
る
規
則
は
ど
こ
ま
で
も
私
的
な
も
の
で
し
 か
な
い
の
で
あ
り
、
 

言
 

語
 が
成
立
す
る
た
め
の
公
共
的
な
規
則
に
し
た
が
っ
て
 い
 る
の
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
 

私
的
言
語
は
言
語
に
似
 

て
い
な
が
ら
も
、
言
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

以
上
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
私
的
舌
口
語
批
判
の
要
 

点
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
を
め
ぐ
る
 彼
 の
 議
論
を
考
慮
す
る
 

と
 、
事
情
は
複
雑
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
大
庭
は
以
下
の
 よ
り
に
論
じ
て
い
る
。
 

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
行
為
論
は
：
：
八
件
 
化
 ）
以
前
の
「
内
的
 リ
 ア
リ
テ
ィ
」
を
要
請
す
る
発
想
に
 抗
し
て
、
む
し
ろ
 

 
 

「
は
じ
め
に
相
互
行
為
と
し
て
の
コ
ト
バ
あ
り
 

ぎ
 」
と
い
 ぅ
 観
点
を
突
き
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
 

い
う
と
こ
ろ
の
 

「
内
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
な
る
も
の
は
、
実
は
む
し
ろ
、
 

語
り
・
聞
き
取
る
と
い
う
、
自
他
の
間
で
の
相
互
行
為
 に
よ
っ
て
構
成
さ
 

れ
 再
構
成
さ
れ
て
い
く
こ
の
事
実
を
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
 

 
 

こ
の
議
論
の
趣
旨
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
彼
が
述
 へ
 て
い
る
と
こ
ろ
が
、
伝
統
的
な
二
元
論
モ
デ
ル
を
 批
 制
 す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
 

は
 連
結
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
私
的
 体
 

シ
ュ
タ
イ
ン
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
論
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
 

験
 そ
の
も
の
の
存
在
を
否
定
し
た
の
で
は
決
し
て
な
い
 

ら
、
 次
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 の

だ
。
 

ウ
ィ
 ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
 

ソ
の
 私
的
言
語
批
判
の
眼
目
を
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
 表
 現
 で
述
べ
れ
ば
、
体
験
そ
の
も
の
の
 私
秘
性
 と
体
験
を
 語
る
言
葉
の
私
 秘
性
と
 

わ
れ
わ
れ
に
は
自
分
の
内
的
体
験
を
語
ろ
 う
 と
す
る
 本
 能
 
・
衝
動
・
必
要
性
な
ど
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
的
 
体
 験
を
語
る
舌
口
薬
 は
言
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他者の宗教体験の 理解不可能性につ し 

五
 

私
的
言
語
と
し
て
の
宗
教
体
験
を
か
た
る
 
舌
 Ⅰ
 
甘
木
 

丑
 

ど
の
 ょ
 5
 な
 人
物
の
宗
教
体
験
談
で
も
い
い
の
だ
が
、
 

ジ
 
，
 ナ
サ
 ソ
 
・
 ヱ
ド
ヮ
 
ー
 ズ
と
 鈴
木
大
拙
の
宗
教
体
験
談
 を
み
て
み
よ
う
。
 

ヱ
ド
ヮ
 
ー
 ズ
 は
、
自
分
の
回
心
の
体
験
を
 、
 次
の
よ
う
に
 
記
し
て
い
る
。
 

神
 的
な
事
物
に
対
す
る
私
の
感
じ
が
徐
々
に
増
し
て
行
っ
 て
 、
だ
ん
だ
ん
と
活
気
を
加
え
、
そ
し
て
内
心
の
甘
美
 さ
も
増
し
て
き
 

た
 。
万
物
が
そ
の
 容
相
 を
一
変
し
た
。
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
 る
も
の
の
な
か
に
、
い
わ
ば
神
の
栄
光
の
静
か
な
、
 

甘
 い
 色
合
い
、
あ
る
れ
 

 
 
 
 

い
は
相
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
神
の
崇
高
さ
 、
神
 の
 知
恵
、
神
の
純
潔
さ
と
愛
が
、
万
物
の
な
か
に
 現
わ
 れ
て
い
る
よ
う
に
 

 
  

 

思
わ
れ
た
。
日
に
も
月
に
も
、
星
に
も
、
雲
の
な
か
に
も
 青
空
に
も
。
草
に
も
、
花
に
も
、
樹
に
も
。
水
の
な
か
 に
 ち
 、
す
べ
て
の
 

語
 と
し
て
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
庭
の
 よ
う
な
主
張
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
 ぅ
 え
で
も
、
「
私
 約
 言
語
を
ふ
く
ん
だ
 @
 

語
 ゲ
ー
ム
が
プ
レ
 
イ
 さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
は
 私
 的
 体
験
自
体
は
抜
け
落
ち
て
い
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
 な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
 

前
出
の
ウ
ィ
 
ト
ゲ
ソ
 
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主
張
か
ら
も
推
察
し
 ぅ
 る
よ
う
に
、
私
的
体
験
の
伝
達
不
可
能
性
と
、
他
者
 の
 私
的
体
験
の
理
解
 不
 

可
能
性
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
  
 

こ
こ
で
述
べ
て
お
く
が
、
本
稿
が
問
題
に
し
て
い
る
、
 

他
 者
の
宗
教
体
験
談
を
読
ん
だ
り
聴
い
た
り
す
る
こ
と
に
 は
 、
表
面
的
に
は
、
 

メ
 ，
セ
ー
ジ
の
流
れ
る
方
向
が
一
方
的
で
相
互
的
で
は
な
 い
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
も
言
語
 ゲ
 一
ム
 と
 み
な
す
こ
と
が
で
き
 

る
 。
な
ぜ
な
ら
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
自
身
が
「
 祈
 り
 」
や
「
ペ
イ
シ
ェ
 
ソ
ス
 」
 ハ
 ト
ラ
ン
プ
の
一
人
遊
び
 口
 な
ど
を
言
語
ゲ
ー
ム
 
や
 

聴
き
手
の
相
互
作
用
的
な
現
象
と
も
充
分
に
解
釈
し
 ぅ
る
 か
ら
で
あ
る
。
 

て
 





他者の宗教体験の 理解不可能性につ し 

で で も 験 釈 呼 る ） 問題 （ 3 ある 予想 あ も   
も き ら 

" 後 も に る。そ にする の のかは し る ぅ 」れ 述 
      。 こ ま す が 明 
と 個 げ で で る さ 示 
も 入 れ 、 個 連 ら 的 
可 の ど 美 人 山 に に 体験 能で 問題 も、 団が 的な にょ 加え   
    

考 そ   
し し   

うに も 、 生起 何に もふ 
値 し 考   と く 

人 た え 集 り ん 
の 体 る 団 ね た 
私 験 の 的 
的 が か   

な ど 、 集 
  
験 験 

体 の と 合 記 解 
験 よ い 的 
の う っ な   
レ な た 宗 体 と 

べ 体 文 教 験 で 
ル 駁 論 体 解 も 
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、 て 

的
 ・
超
自
然
的
存
在
）
を
直
接
に
指
示
し
迷
走
す
る
青
軸
 
叩
 で
あ
り
、
後
者
は
主
観
的
体
験
を
第
一
次
的
に
指
示
し
 迷
 走
す
る
言
語
で
あ
 

に
よ
り
、
い
か
な
る
宗
教
体
験
も
私
的
体
験
と
み
な
す
，
 
」
と
が
で
き
る
。
 

（
 
2
 ）
一
口
に
「
宗
教
体
験
を
か
た
る
言
葉
」
と
は
い
っ
 て
も
、
多
様
な
も
の
が
あ
ろ
う
。
宗
教
（
神
秘
）
体
験
 を
語
る
言
葉
を
 、
た
 

と
え
ば
深
澤
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
、
「
存
在
記
述
」
と
 「
体
験
記
述
」
に
分
け
て
み
る
と
、
前
者
は
体
験
 外
の
 対
象
（
と
り
わ
け
超
越
 

包
括
的
、
も
っ
と
も
衝
撃
的
、
も
っ
と
も
深
遠
な
体
験
で
 あ
る
。
（
 d
 ）
宗
教
体
験
は
、
動
機
 づ
 げ
と
行
動
の
も
っ
 と
も
強
力
な
源
泉
で
あ
 

り
、
 命
令
を
も
ふ
く
む
（
 

6
 
@
 
 

い
 こ
れ
以
外
に
も
、
宗
教
体
験
の
 独
自
性
を
挙
げ
る
視
点
は
数
お
お
く
あ
る
だ
ろ
う
。
 し
 か
し
、
後
述
す
る
理
由
 

れ
た
全
人
格
存
在
の
全
体
的
応
答
・
反
応
で
あ
る
。
（
 c
 迂
 示
教
体
験
は
、
人
間
に
可
能
な
体
験
の
な
か
で
、
も
っ
 と
も
強
烈
、
も
っ
と
も
 

も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
 ヮ
ッ
ハ
 が
「
諸
宗
教
の
比
較
 研
究
 b
 に
お
い
て
、
宗
教
体
験
を
ほ
か
の
体
験
と
区
別
 す
る
た
め
に
、
以
下
の
 

四
つ
の
基
準
を
示
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
（
 a
 ）
宗
教
体
験
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
条
件
 
づ
 げ
た
り
 支
 え
た
り
し
て
い
る
、
 究
 

極
 的
な
実
在
と
し
て
体
験
さ
れ
る
も
の
に
た
い
す
る
応
答
 
反
応
で
あ
る
。
（
 b
 ）
宗
教
体
験
は
、
究
極
的
な
実
在
 
に
た
い
す
る
、
統
合
さ
 



古
 

他
者
の
宗
教
体
験
の
理
解
不
可
能
性
に
つ
い
て
 

タ
 イ
ン
 の
「
私
的
体
験
」
と
「
私
的
言
語
」
の
定
義
に
か
 
な
 う
 か
ら
で
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
宗
教
体
験
は
「
そ
れ
 な
 話
し
て
い
る
者
だ
け
 

が
 知
り
 ぅ
 る
も
の
、
つ
ま
り
彼
の
直
接
的
で
私
的
な
感
覚
 」
で
あ
り
、
宗
教
体
験
談
は
「
他
人
は
誰
も
理
解
し
な
 い
け
れ
ど
も
、
自
分
は
 

 
 （

理
解
し
て
い
る
ら
し
い
）
音
声
 

n
.
 

文
字
・
文
章
し
」
と
 

考
え
ら
れ
る
の
だ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
他
人
は
こ
 0
 号
ロ
 
語
ハ
 他
者
の
宗
教
 

体
験
談
し
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
 に
な
る
。
 

実
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
著
作
を
子
細
に
読
め
 ば
 、
宗
教
体
験
は
私
的
体
験
で
あ
り
、
そ
れ
を
語
る
言
 葉
は
私
的
言
語
と
し
 

て
 把
握
で
き
る
こ
と
を
示
唆
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
 、
同
断
片
 ヒ
 せ
し
め
く
く
る
言
葉
で
あ
る
。
 

「
神
が
他
の
人
に
語
り
か
け
る
の
を
あ
な
た
は
聞
く
こ
と
 
が
で
き
な
い
。
た
だ
、
あ
な
た
が
神
か
ら
語
り
か
げ
ら
れ
 る
場
 ム
ロ
に
の
み
 

ハ
 
あ
な
た
は
神
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
 ヒ
 

こ
れ
は
一
つ
の
文
法
的
注
釈
で
あ
る
。
：
・
 

@
g
 

1
 ）
 

神
 が
人
に
語
り
か
け
る
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
私
的
な
体
験
 で
あ
り
、
神
が
自
分
自
身
に
語
り
か
け
て
く
る
時
に
は
 、
そ
の
内
容
を
理
解
 

で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
他
人
に
語
り
か
け
る
時
に
は
、
 

そ
 の
人
が
そ
の
内
容
を
私
に
説
明
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
 は
 私
的
言
語
で
な
さ
れ
 

た
 私
的
説
明
で
あ
っ
て
 、
 神
が
他
人
に
語
り
か
け
た
内
容
 の
 真
偽
や
そ
の
体
験
の
深
遠
な
と
こ
ろ
は
私
に
は
理
解
 で
き
な
い
。
右
の
引
用
 

又
 は
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
論
述
で
あ
ろ
う
。
 

あ 考 

@ " " え る 
い ノ 」 

か と 

な が 
る で   
ヨ 刀 。 ・ き 

教体る 。 
験 し 
談 か 

で， し も 
私見 「私 

的 で 
言 は 
ミ正   
Ⅱ 口 」 い 

と か 
み な 

る なし 宗教 ぅ 

  
な と 

ぜ い 

な え 

  
そ ゥ 

れ ィ 

ら ト 

は ゲ 

す ン 
ベ シ 

て ュ 

第 タ 

四 イ 

節 ン 
で の 
み 一 

た ぅ 

ウィ「私 

ト 的 
ゲ 体 

ン験 シ 」 
ュ で 
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宗
教
体
験
は
「
私
的
体
験
」
 か
 、
宗
教
体
験
を
か
た
る
 号
 
口
薬
 は
 「
私
的
言
語
」
か
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ら
以
外
の
 視
点
か
ら
の
反
論
も
 



他者の宗教体験 り 

も
し
宗
教
体
験
を
か
た
る
言
葉
が
私
的
言
語
で
あ
る
と
す
 れ
ば
、
先
に
も
述
べ
た
 よ
う
 に
「
他
人
は
こ
の
青
ま
 
苫
他
 者
の
宗
教
体
験
談
 口
 

を
 理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

す
で
に
引
用
し
た
 ヱ
ド
ヴ
一
ズ
と
 鈴
木
の
体
験
談
に
即
し
 て
 議
論
を
す
す
め
 よ
う
 。
文
化
や
時
代
が
異
な
れ
ば
、
 他
者
の
宗
教
体
験
の
 

理
解
の
困
難
さ
が
度
を
増
し
て
く
る
こ
と
は
、
言
 う
 ま
で
 も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
 ヱ
 ド
ロ
ー
ズ
の
場
合
に
は
翻
訳
 可
能
性
を
め
ぐ
る
問
題
 

を
 考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
二
人
の
号
 
口
薬
に
は
、
難
解
な
言
葉
は
一
つ
た
り
と
も
な
い
。
そ
し
 
て
 、
平
易
な
言
葉
で
書
 

か
れ
た
彼
ら
の
体
験
談
を
読
め
ば
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
 気
 が
し
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
常
の
体
験
 と
は
異
質
な
、
そ
れ
を
 

超
越
し
て
い
る
他
者
の
宗
教
体
験
の
理
解
の
成
立
根
拠
は
 あ
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
 

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
言
語
の
社
 合
性
と
い
う
事
柄
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
ら
な
い
。
社
会
 学
 で
い
わ
れ
る
社
会
 

化
の
過
程
に
お
い
て
、
子
供
は
周
囲
の
者
か
ら
、
自
分
が
 生
ま
れ
落
ち
て
き
た
文
化
の
言
語
を
教
え
ら
れ
る
。
 ゥ
 ィ
ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ン
 

ヰ
 
自
身
も
大
人
が
子
供
に
言
語
を
教
え
こ
む
こ
と
を
 強
 謝
 し
て
い
る
。
こ
の
第
一
次
社
会
化
は
第
二
次
社
会
化
 へ
と
移
る
が
、
自
分
で
学
習
 

 
 

め
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
母
語
を
学
ぶ
こ
と
は
、
 
非
 ほ
語
の
学
習
と
並
行
し
て
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
 れ
る
。
あ
る
言
語
文
化
で
使
 

拙
片
 さ
れ
る
言
語
は
「
客
観
的
な
」
存
在
で
あ
り
、
 そ
 れ

が
内
在
化
の
過
程
を
経
て
、
個
人
の
内
部
に
埋
め
こ
 ま
れ
る
の
だ
。
手
術
中
の
医
 

可
 

が
 
者
が
「
メ
ス
」
と
言
え
ば
、
看
護
婦
は
メ
ス
を
渡
し
 、
「
鉗
子
」
と
言
え
ば
鉗
子
を
わ
た
す
の
も
、
こ
の
事
情
 
に
よ
る
。
こ
の
例
の
よ
 う
 

鬼
に
 、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
，
 ソ
の
 成
立
が
相
互
主
観
的
 に
 確
認
で
き
る
場
合
に
は
問
題
が
な
い
。
ま
た
、
 ェ
ド
 ヮ
一
ズ
や
 鈴
木
の
言
葉
が
な
 

ん
と
な
く
わ
か
っ
た
よ
う
な
気
に
な
る
の
も
、
わ
れ
わ
れ
 が
そ
の
語
彙
を
習
得
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 ヱ
ド
ヮ
一
ズ
 が
わ
れ
わ
れ
に
も
馴
染
み
 ぶ
 か
い
 言
葉
で
表
現
し
て
い
る
「
万
物
が
そ
の
 容
相
 を
一
変
し
 た
 」
と
い
う
体
験
、
 

鈴
木
が
「
 水
 。
非
の
宮
殿
」
と
い
う
地
楡
表
現
を
も
ち
い
て
 
語
っ
て
い
る
内
的
状
態
を
、
第
三
者
が
把
握
で
き
る
の
 だ
ろ
う
か
。
二
人
が
使
 

片
 し
て
い
る
語
彙
は
わ
れ
わ
れ
も
す
べ
て
知
っ
て
い
る
。
 け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
彼
ら
の
体
験
を
わ
れ
わ
れ
が
理
解
 で
き
る
こ
と
の
保
証
に
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閲
 し
て
き
た
。
こ
の
場
合
の
理
解
不
可
能
性
に
た
い
し
て
 は
 「
そ
れ
は
あ
な
た
が
そ
の
宗
教
を
信
じ
て
い
な
い
か
 
ら
だ
」
と
い
う
反
論
が
 

考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
両
者
が
 同
一
の
宗
教
を
信
じ
て
い
る
時
に
も
妥
当
す
る
、
 と
思
 わ
れ
る
。
 

宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
が
宗
教
体
験
の
成
立
根
拠
だ
と
主
張
す
 る
 島
田
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
 

「
は
じ
め
に
内
的
・
私
的
な
宗
教
体
験
あ
り
き
」
で
は
な
 
く
 、
宗
教
体
験
を
報
告
し
あ
え
る
よ
う
な
言
語
ゲ
 l
 ム
に
 織
り
込
ま
れ
て
 

い
る
限
り
に
お
い
て
、
我
々
は
「
宗
教
体
験
」
な
る
も
の
 を
 持
つ
こ
と
が
で
き
る
 

特
定
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
中
で
初
め
て
八
体
 

（
Ⅱ
 
@
 

験
 ）
は
（
体
験
）
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
。
 

ま
た
、
英
語
圏
の
宗
教
哲
学
の
論
客
で
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
 ス
は
 「
イ
ソ
タ
 一
 ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
 ヱ
 ク
ス
タ
 一
 ナ
リ
 ズ
ム
」
と
い
う
二
つ
 

の
立
場
を
対
置
さ
せ
て
Ⅰ
 
あ
、
 

（
 
l
@
 

O
 前
者
は
「
い
か
な
る
も
の
 で
あ
れ
、
宗
教
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
が
 真
正
で
あ
る
こ
と
を
 証
 

明
 で
き
る
」
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宗
教
的
 信
 合
体
系
の
外
部
に
あ
る
意
味
・
価
値
・
合
理
性
を
め
ぐ
 る
 外
在
的
基
準
は
宗
教
 

的
 信
念
に
と
っ
て
イ
 ン
リ
バ
ソ
ト
 だ
と
す
る
。
い
わ
ば
、
 内
在
的
理
解
を
強
調
し
、
外
在
的
理
解
を
認
め
な
い
 立
 場
 で
あ
る
。
こ
れ
に
 対
 

し
て
、
後
者
は
「
宗
教
的
信
念
は
知
解
性
の
普
遍
的
基
準
 の
 適
用
を
受
け
る
」
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 い
か
な
る
 言
 述
や
状
況
 

に
も
適
用
し
 ぅ
る
 意
味
・
価
値
・
合
理
性
を
め
ぐ
る
基
準
 を
 確
立
し
、
こ
れ
を
宗
教
に
も
適
用
す
る
、
と
い
う
 立
 場
 で
あ
る
。
い
わ
ば
、
 

外
在
的
理
解
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
 

島
田
の
主
張
や
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
「
イ
ソ
タ
 一
 ナ
リ
ズ
ム
 」
と
い
う
見
解
は
 、
 言
っ
て
み
れ
ば
、
信
仰
な
い
し
は
 舌
口
 
伍
凹
 
Ⅰ
 
ノ
 l
l
 
ム
ハ
リ
一
彰
 

態
と
し
て
の
宗
教
言
語
ゲ
ー
ム
と
い
う
考
え
方
を
つ
よ
く
 前
面
に
押
し
出
す
見
解
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
 イ
 ン
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
 少
 

が は 
こ か な 
れ た り 

ま っ は 
で て し 

、 い な 

研 る い 空ハ 一一一一コ 

対 葉 そ 
象 は の 

と 私 理 
し 的 由 

ての Ⅱ三計十日口 舌ユ王 ロ口 、   
と ら ま 
そ で で 
れ あ 何 
な る 度 
研 。 も 
究 論 - 。 
す じ 
る ナ ・ Ⅰ 

者 よ 
が @ ハ ツ ノ 

同 に L   
の エ 
  
払拭 示 

ド 

  
を   
信   
じ や 
て 
い 

鈴 
木 

0% え Ⅰ ょ、 刀く 

場 教 
4 口 体 
を 験 

念頭 

小土 

私 
十， @ L 的 
お 
い 

体 
鹸 

て で 

あ 
議 
号令 Ⅰ 

り、 

を 彼 
展 ら 
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な
る
。
 

 
 性

 
ヒ
ヒ
 

他
者
の
宗
教
体
験
は
、
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
 も
 れ
る
言
葉
を
と
お
し
て
、
理
解
可
能
で
あ
る
よ
 う
 に
 感
 じ
ら
れ
る
か
も
し
 

 
 可

 
不
 

れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
ウ
ィ
 ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ソ
の
私
的
 言
語
批
判
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
体
験
そ
れ
自
体
 と
そ
れ
を
表
現
し
 

解
 

理
 

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
の
あ
い
だ
に
は
、
対
応
関
係
 が
 成
立
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
 と
す
れ
ば
、
彼
の
 

 
 

験
 

言
語
ゲ
ー
ム
論
の
射
程
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
 

他
 者
の
私
的
領
域
が
存
在
し
つ
づ
け
る
限
り
、
言
語
を
媒
 介
 と
す
る
他
者
の
 

 
 

教
 

宗
教
体
験
の
理
解
可
能
性
の
根
拠
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
 あろ
う
。
 

十
本
 

 
 

者
 

こ
の
観
点
か
ら
論
じ
れ
ば
、
他
者
の
宗
教
体
験
を
 理
解
し
ょ
う
と
す
る
宗
教
学
は
、
原
理
的
に
不
可
能
な
 事
柄
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
 

 
 

 
 

@
 
れ
 -
 

て
い
る
こ
と
に
な
る
 0
 ウ
ィ
 
ト
ゲ
ソ
 シ
ュ
タ
イ
ソ
が
「
 倫
 理
学
講
和
」
の
な
か
で
述
べ
た
こ
と
を
振
っ
て
言
え
ば
 、
以
下
の
よ
う
に
 言
，
え
 

81 (537) 

し
 修
正
を
く
わ
え
れ
ば
、
「
あ
る
宗
教
的
信
念
体
系
の
内
 部
 に
存
在
す
る
意
味
・
価
値
・
合
理
性
を
め
ぐ
る
基
準
 は
そ
の
宗
教
に
の
み
 レ
 

り
バ
ソ
ト
 で
あ
る
が
、
そ
の
宗
教
を
信
奉
す
る
よ
う
に
な
 れ
ば
そ
の
宗
教
で
生
じ
る
言
説
が
 よ
 く
理
解
で
き
る
」
 と
な
る
。
こ
れ
を
前
出
 

の
 反
論
に
応
用
す
れ
ば
、
研
究
対
象
で
あ
る
人
物
が
関
与
 し
て
い
る
宗
教
と
同
じ
宗
教
を
信
奉
す
る
こ
と
に
よ
り
 彼
の
体
験
を
的
確
に
理
 

解
 で
き
る
、
と
い
う
結
論
に
な
る
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
 ぅ
 舌
口
え
る
だ
ろ
う
か
。
 

宗
教
体
験
は
「
語
り
・
聞
き
取
る
と
い
う
、
自
他
の
間
で
 の
 相
互
行
為
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
再
構
成
さ
れ
て
い
く
 」
と
い
う
大
庭
の
主
 

張
と
 、
「
特
定
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
中
で
初
め
て
（
体
験
）
 は
 八
体
験
 
レ
 と
し
て
の
意
味
を
持
つ
」
と
い
う
島
田
の
 主
張
と
を
、
引
用
し
て
 

お
い
た
。
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
体
験
が
 「
構
成
さ
れ
再
構
成
さ
れ
て
い
く
」
そ
の
場
は
ど
こ
か
 
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
 

て
 
に
な
る
。
 

本
稿
の
文
脈
で
い
え
ば
、
書
き
手
・
話
し
手
の
内
部
と
 旺
 
-
m
 

か
近
 づ
け
な
い
他
者
の
私
的
領
域
で
あ
り
、
も
う
一
方
 は
 理
解
者
（
自
分
）
の
私
的
領
域
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
 

み
手
 ・
聴
 き
 手
の
内
部
と
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
 り
 、
一
方
は
他
者
に
し
 

前
者
が
存
在
す
る
こ
と
 



け
れ
ど
も
、
本
稿
で
の
議
論
を
深
く
認
識
す
る
と
し
な
い
 

と
 で
は
、
天
と
 
地
 ほ
ど
の
差
が
あ
ろ
う
。
結
論
的
見
解
 

は
 陳
腐
な
も
の
で
し
 

か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
者
の
宗
教
 

体
 験
を
研
究
対
象
と
す
る
学
者
に
、
こ
こ
で
論
じ
た
事
態
 

に
 直
面
し
て
い
か
な
る
 

@
 
㌍
 -
 

が
 他
者
自
身
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
最
初
か
 ら
 不
可
能
で
あ
り
（
直
証
命
題
）
、
議
論
す
る
必
要
は
な
 Ⅰ 
@
 。
」
 

い ら す の シ 葉 よ 

な ュ を ほ   う 。 

、 こ と 察 
次 の な で およそ いこと イン タ 媒介 と かの 多 的には ことで 

0 具 っ は 

    
結 な 郵 伝 語 

反 っ 統 を 
論 た 的 媒   
が か な 介 吉二 

Ⅰ 目 か 判 教 と く ま 験 
あ ら 二 と 言 の 体 お 敬 っ を 
ろ と 元 し え 親 験 な 意 た そ 
う い 読 て 
  つ め 他   

ぅ と 白 ざ な れ   し す 要 る い た 
た る も を こ 言 
挙 試 他 え と 葉 
酌 み 者 な で を 

媒介と 営為を をこれ の宗教 ある。   めヒ ま 体 し し 
め で 験 か て 
な 実 を し 理 
お 蝶 理 、 解 
し に 解 そ し 
て 幾 す れ よ 

み 度 る もよ う 

研 と   完 す 
者 る   、残 こな ヲ F こ目 の 試 

と 。 能 し 念 っ 常 精 み 
た て に 神 は 

はま " たは 性て " が き 魅 ケ @ - " 

最 、 な 極 潜 言 
終 こ い 端 力 ら た を 
的 れ の に そ げ 感   
に ま で 否 れ れ じ 両 眼 
観 で あ 定 は ど る て、 界 

察 の る 的 あ に 

「もし ま " " な 私の者で 見 に 
あ 議 も 解 逆らっ った ウィ 書か 、私 り 

る 論 か を く ト れ は て 
自 ほ か し 望 ゲ た 

み ソ 言 
個 進 

分 た わ め 大 む 
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他者の宗教体験の 理解不可能性について 

註
 

（
 
1
 ）
近
代
化
が
進
む
と
と
も
に
、
「
体
験
」
こ
そ
宗
教
の
核
心
 で
あ
る
、
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
洋
で
は
宗
教
 改
 革
 以
後
、
日
本
で
は
 

一
八
世
紀
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
一
般
の
人
々
の
間
に
 も 浸
透
し
て
く
る
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
の
 宗
教
学
理
論
の
 

多
く
が
、
体
験
主
義
的
な
宗
教
理
解
の
性
格
を
濃
厚
に
示
す
 ょ
 う
 に
な
る
。
こ
う
し
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
 島
薗
進
 
「
宗
教
思
想
と
 @
=
 

ロ
 

葉
 １
１
神
話
・
体
験
か
ら
宗
教
的
物
語
へ
」
（
脇
本
手
 
也
 ほ
か
 編
 
日
 現
代
宗
教
学
 2
 
 

宗
教
思
想
と
言
葉
ヒ
東
京
大
学
出
版
会
 、
一
九
九
二
年
、
 

所
収
）
 

一
 0
 ｜
 一
一
頁
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
「
体
験
」
概
念
 

に
つ
い
て
は
、
深
澤
 英
隆
 
「
（
体
験
）
と
（
伝
統
）
１
１
近
年
 の
神
秘
主
義
論
争
 

に
 寄
せ
て
」
（
脇
本
平
他
ほ
か
隔
日
現
代
宗
教
学
 

1
 １
１
宗
教
 体
 ぬ
 
へ
の
接
近
ヒ
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
所
収
）
一
一
 五
｜
 
一
一
七
頁
 

を
参
照
の
こ
と
 0
 

（
 
2
 ）
 
P
.
 
リ
ク
ー
ル
「
哲
学
と
宗
教
言
語
の
特
殊
性
」
（
久
米
 

博
 ほ
か
 訳
 
「
解
釈
の
革
新
 ヒ
 白
水
仕
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）
 

上
 
八
四
頁
。
 

（
 
3
 ）
 
出
 ・
。
の
・
の
曲
 

宙
ぃ
 
日
の
「
・
 
，
づ
の
メ
 

（
 岸
再
宙
 
（
 
コ
 （
の
「
Ⅰ
「
の
（
 

ぃ
エ
 
0
 コ
，
 @
 
コ
 
Q
 寅
ぃ
 
Ⅰ
 
ま
ミ
 ～
 
め
 
二
 %
 
耳
 オ
ド
才
弁
㏄
沖
が
 

ト
 の
・
 
ロ
 ・
ノ
 ミ
 
0
 甘
 Ⅰ（
㌧
 曲
岸
 
-
 ㏄
 ず
ヴ
 の
り
 
下
 ）・
㏄
・
㏄
㏄
 
ひ
片
 

   
 

 
 
 
 
 
 

P
.
 
フ
ォ
ル
 ジ
ヱ
編
 、
留
出
 収
 ほ
か
 訳
臼
 テ
ク
ス
ト
と
解
釈
 
b
 
産
業
図
書
、
一
九
九
 0
 年
 、
所
収
、
四
九
頁
。
 

（
 
4
 ）
 
ミ
 ・
 し
 @
 
コ
ア
の
）
・
。
 
し
ざ
 
Ⅱ
 再
 （
の
（
の
 

ア
岸
再
 
㎎
宙
の
「
出
の
「
日
の
再
①
 

岸
 （
 
@
 
庁
 ・
 
、
 @
 
三
 
9
 
き
ま
ま
 斗
 ざ
め
り
 浮
 「
 
@
h
-
 

め
タ
康
色
 ・
 9
 
ロ
 の
 ・
 円
宰
ぎ
串
く
 

 
 

卯
 
ひ
ひ
 
N
.
O
.
 
ベ
 ゲ
ラ
一
編
、
瀬
島
 豊
 ほ
か
 訳
日
 解
釈
学
の
根
 本
問
題
 b
 晃
 洋
書
房
、
一
九
八
四
年
、
所
収
、
一
 

0
 三
頁
。
 

目
的
は
達
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
 

く
認
識
す
る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
 

言
語
を
と
お
し
て
の
他
者
の
宗
 

方
法
論
が
将
来
に
お
い
て
見
つ
か
 

様
相
を
呈
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
 

な
 局
面
で
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
 。

そ
し
て
、
言
語
に
た
 ょ
 ら
ざ
る
を
得
な
い
他
者
の
宗
教
 体
験
の
研
究
に
お
け
る
由
々
し
き
事
態
を
深
 

@
 
叫
 @
 

研
究
を
志
向
す
る
宗
教
学
者
の
出
発
点
と
な
ろ
 う
 。
 

教
 体
験
の
理
解
と
い
う
問
題
は
、
お
そ
ら
く
、
「
こ
れ
」
 

と
い
っ
た
そ
の
た
め
の
唯
一
無
二
の
最
上
の
 

る
 、
と
い
分
類
の
も
の
で
は
な
い
。
仝
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
 理
論
や
視
点
が
登
場
し
、
ま
す
ま
す
複
雑
な
 

し
か
し
、
本
稿
で
論
じ
た
こ
と
は
、
い
つ
も
根
本
的
な
問
 題
 と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
ま
た
重
要
 

る
と
思
わ
れ
る
。
 

態
度
を
と
る
の
か
、
こ
こ
で
述
べ
た
結
論
的
見
解
を
 い
 か
 に
 打
ち
破
る
の
か
、
を
め
ぐ
っ
て
一
考
を
 う
 な
が
す
 こ
 と
に
な
れ
ば
、
本
稿
の
 



店
 、
一
九
七
七
年
、
所
収
、
三
九
四
頁
。
 

（
 
却
 ）
比
較
宗
教
思
想
研
究
会
（
一
九
九
二
年
一
二
月
）
に
お
 

け
る
私
の
発
表
に
た
い
す
る
島
田
勝
目
の
論
評
。
 

か
 否
か
は
、
別
問
題
で
あ
る
。
 

（
㎎
）
ア
ミ
 @
 
（
（
的
の
 

コ
 の
（
の
 

ぎ
 ・
 い
 e
 ～
～
 

e
-
,
 

し
 い
ゑ
 -
 し
団
 。
 ガ
毛
 。
 目
 ・
 
ヨ
 0
7
,
 

め
 Ⅱ
に
・
里
田
 

亘
 ほ
か
 訳
 コ
ウ
ィ
 
ト
ゲ
ソ
 
シ
ュ
タ
イ
ソ
 
全
 集
 ・
第
九
巻
 
L
 大
修
館
書
 

 
 

0
%
 
 
（
守
口
口
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
「
私
的
言
語
」
批
判
に
つ
い
て
の
重
要
な
諸
 

色
 ：
 づ
 
キ
ぃ
 

旧
 
Ⅰ
 
ぎ
憶
ざ
ト
 

心
さ
ぬ
隠
さ
 

太
ト
 
「
 
崎
悪
 

ま
 い
 
Ⅹ
～
 

，
の
ぃ
 
論
 
 
 

 
 

 
 

 
 

す
 。
 

（
㎎
）
大
庭
 

健
 「
は
じ
め
て
の
分
析
哲
学
日
産
業
図
書
、
一
九
 

九
 0
 年
 、
一
八
二
 

｜
 一
八
三
頁
。
 

（
Ⅱ
）
 

W
.
 
ジ
ヱ
 
イ
ム
ズ
「
宗
教
的
経
験
の
諸
相
（
上
）
 

ヨ
 
折
田
 
啓
三
郎
訳
、
日
本
教
支
社
、
一
九
ェ
八
二
年
、
三
七
一
頁
。
 

（
 
巧
 
）
鈴
木
大
拙
 

円
 
禅
問
答
と
悟
り
 

L
 春
秋
社
、
一
九
九
 

0
 年
 
、
一
四
八
頁
。
 

（
 
騰
 
）
の
中
 
ナ
ま
 
田
 
c
 
す
，
づ
 

キ
ぃ
の
 

っ
 
ま
も
 

心
 
「
 
心
 
～
 
ぎ
ぃ
 
㏄
 
ぎ
も
 

セ
母
ね
隠
 

@
 
な
ミ
ン
の
 

0
 
三
ョ
ヴ
紙
 

C
 
口
守
目
ゑ
 

（
日
下
（
の
の
の
・
 

ヨ
 包
の
 

，
つ
つ
 

・
 
き
よ
 
の
 

 
 

体
験
を
構
成
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
後
者
を
前
者
に
還
元
し
て
し
 

ま
ぅ
 
こ
と
が
で
き
る
 

（
ハ
 
ロ
 ）
 

（
 ハ
 
l
 
U
 
Ⅰ
 
）
 

同
論
文
、
一
九
二
頁
。
 

下
 ・
）
・
 

レ
吋
 
③
弓
ぃ
口
ロ
 

オ
 ・
 オ
す
 
の
の
の
，
。
の
 

の
コ
円
汀
 
Ⅰ
の
し
の
ぃ
巾
（
 

干
く
ぃ
円
 

③
 
Ⅰ
 い
 目
的
 
臣
が
的
 
0
 づ
 Ⅹ
 
 
 

ム
 ふ
め
～
 
っ
 ～
 
ぃ
 ～
～
 
さ
 Ⅹ
   
    

馬叶セ 

旧
 Ⅰ
 つ
 （
 
ぃ
 
馬
も
 
@
 
Ⅹ
 ぬ
タ
 の
二
 
つ
宮
 0
 亡
コ
 
e
 口
 （
 
ぃ
 Ⅰ
 
吋
 

の
の
 
コ
 の
す
 
い
め
 
（
・
ロ
ミ
・
前
掲
訳
書
、
所
収
、
一
一
四
頁
。
 

（
 
8
 ）
 P
.
 

リ
ク
ー
ル
「
疎
隔
の
解
釈
学
的
機
能
」
（
前
掲
訳
書
 

、
所
収
）
一
八
八
頁
。
 

（
 
6
 ）
 

（
Ⅰ
 

7
 ）
 

p
.
p
.
O
.
 

の
・
の
 

び
ト
 
・
同
訳
書
、
一
 0
 上
 
ハ
頁
。
 

ミ
 ・
 0
%
 （
 
す
 の
せ
・
。
 
鯨
 3%
 二
ロ
 
g
d
 の
Ⅰ
の
 
壮
 宮
宰
 @
 
の
の
の
口
の
 

C
 
す
 い
め
 
（
の
 
ロ
，
 

コ
ち
 ぎ @
 い
い
い
憶
 

き
き
隠
 さ
 
め
 。
 
ヰ
 「
 @
 
㌔
～
 
e
 
ま
，
し
 
Q
.
q
.
 
い
 ・
の
・
二
コ
 

の
ニ
サ
コ
 
の
Ⅰ
 せ
 。
 
ニ
の
 的
の
的
の
 (540)@ 8  

 

（
 
5
 ）
 
a
.
p
.
o
.
 

中
 
3
%
.
 
同
訳
書
、
一
 
0
 五
｜
一
 
0
 上
 
ハ
頁
。
 



他者の宗教体験の 理解不可能性について 

ハ
 
付
記
。
本
稿
を
執
筆
す
る
直
前
に
、
「
他
者
の
宗
教
体
験
の
理
 
解
 可
能
性
を
め
ぐ
つ
て
 

A
,
 

シ
ュ
ッ
ツ
と
 

L
.
 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
 

シ
ュ
タ
イ
ン
の
知
見
 

を
 手
掛
か
り
と
し
て
」
合
図
書
館
情
報
大
学
研
究
報
告
 L
 一
二
 養
二
号
、
一
九
九
三
年
、
所
収
）
と
い
う
、
か
な
り
長
い
論
文
を
 発
表
し
た
。
本
稿
で
 

は
 触
れ
な
か
っ
た
シ
ュ
 ッ
 ツ
の
理
論
も
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
、
 併
読
し
て
い
た
だ
く
と
幸
い
で
あ
る
。
 
u
 

（
 
援
 ）
の
 

b
.
 

ロ
 ・
 
N
.
 

ロ
車
 

与
の
 ・
馬
ミ
 
@
 
さ
 
い
き
 
ぬ
お
 
際
 
Q
Q
 き
 
Ⅱ
 き
き
 め
 っ
 
㌔
 ト
円
 
Ⅱ
 い
円
 す
の
ま
 い
 。
 
日
 @
-
-
p
 

目
付
Ⅱ
の
の
の
Ⅰ
（
 

倖
 ・
・
 
ト
つ
 
㏄
の
。
 
ロ
 ・
 
メ
 @
@
.
 

で
 で
，
 
㏄
 0
 ｜
 
㏄
 は
 

（
 
羽
 ）
 o
b
.
 

「
・
ま
 

@
@
 

（
（
の
の
 

コ
 二
の
 
@
 
コ
 ・
。
 
卜
 Ⅰ
の
 
0
 
（
 
口
 「
の
 
0
 コ
 Ⅱ
（
 
す
 @
n
 
の
 
，
 ナ
 
臣
 @
 づ
き
め
 
セ
 き
に
も
め
Ⅰ
や
き
 

@
n
n
 

～
力
 
も
 
支
へ
き
・
 

づ
 0
 ㌃
 べ
ナ
コ
 0
.
 
㌃
 ト
 
の
の
 
臼
 毛
 ・
）
 
目
 ・
黒
崎
宏
 は
 

か
訳
円
 ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
・
第
 5
 巻
 L
 大
修
館
書
 店
 、
一
九
七
九
年
、
所
収
、
三
九
四
頁
、
参
照
。
 

（
 
為
 ）
比
較
宗
教
思
想
研
究
会
（
一
九
九
二
年
一
二
月
）
に
お
 け
る
私
の
発
表
に
た
い
す
る
渡
辺
学
の
論
評
。
 

（
 
舛
 ）
こ
の
出
発
点
か
ら
い
か
な
る
方
向
に
む
か
っ
て
進
む
の
 か
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
宗
教
学
 者
 も
そ
れ
を
模
索
し
 

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
深
澤
の
前
掲
論
文
（
 一
 三
二
 ｜
一
 三
九
 頁
 ）
に
も
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
鶴
岡
 賀
雄
は
 ミ
シ
ェ
ル
 
ド
 ・
セ
ル
ト
ー
 

の
 研
究
を
踏
ま
え
た
興
味
深
い
 ア
プ
 p
l
 チ
を
 構
想
し
て
い
る
。
 こ
れ
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
宗
教
学
者
は
神
秘
 家
の
 テ
ク
ス
ト
 に
い
か
に
接
近
 

す
る
か
」
（
前
掲
㍉
現
代
宗
教
学
 2L
 九
三
 ｜
一
 0
 七
頁
）
を
 参
 照
 の
こ
と
。
私
自
身
は
と
言
え
ば
、
卑
怯
の
誹
り
を
免
れ
な
い
 と
し
て
も
、
 現
 

時
点
で
は
自
分
の
今
後
の
研
究
の
方
向
を
示
す
ほ
ど
考
察
が
煮
 詰
ま
っ
て
い
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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最
初
の
哲
学
論
集
「
信
じ
る
意
志
 b
 （
一
八
九
七
年
）
で
 

有
 神
 論
を
扱
い
、
晩
年
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
 
J
 二
九
 0
 七
年
）
な
ど
の
 著
 

作
 に
お
い
て
も
自
身
の
宗
教
的
な
宇
宙
観
が
表
明
さ
れ
 
る
な
ど
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
に
と
っ
て
宗
教
 は
 重
要
な
問
題
で
あ
っ
 

た
 。
中
で
も
一
九
 0
 一
年
と
二
年
に
か
け
て
 ヱ
 ジ
ン
バ
ラ
 で
 行
わ
れ
た
 ギ
 フ
ォ
ー
ド
講
座
の
講
義
録
円
宗
教
的
経
 験
の
諸
相
 b
 （
以
下
「
 
諸
 

想
 と
略
）
は
、
題
名
通
り
宗
教
者
の
神
秘
的
経
験
を
扱
 い
、
彼
の
宗
教
的
関
心
の
方
向
が
最
も
明
ら
か
に
表
さ
れ
 た
 著
作
で
あ
る
。
 そ
 

87 (543) 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
思
想
全
体
に
 は
 彼
の
上
が
反
映
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、
中
で
も
宗
教
研
究
 に
お
い
て
は
顕
著
で
 

あ
る
。
し
か
も
「
戦
う
信
仰
」
と
呼
ば
れ
る
、
 ョ
 信
じ
る
 昔
 生
心
 
L
 に
見
ら
れ
る
意
志
的
、
道
徳
的
な
方
向
と
、
逆
に
ョ
宗
教
経
験
 の
 諸
相
 L
 に
見
ら
 

れ
る
意
志
を
放
棄
し
た
「
慰
撫
の
信
仰
」
の
二
つ
の
宗
教
理
解
 が
ジ
ヱ
 
ィ
ム
。
 
ス
 の
中
に
併
存
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
 
一
 一
つ
は
、
そ
の
ま
ま
 

ョ
 諸
相
 L
 に
お
い
て
、
宗
教
者
の
社
会
的
価
値
を
問
う
「
精
神
的
 判
断
」
と
宗
教
経
験
の
発
生
を
問
題
と
す
る
「
存
在
判
断
」
の
 そ
れ
ぞ
れ
が
対
象
 

と
す
る
問
題
へ
と
っ
た
が
っ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
「
諸
相
口
 に
お
け
る
宗
教
理
解
の
枠
組
み
を
、
そ
の
大
枠
の
部
分
で
理
解
す
 る
こ
と
を
目
的
と
 

し
て
、
こ
の
二
つ
の
判
断
を
指
針
と
し
つ
つ
、
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
 思
 想
 
（
心
理
学
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
に
即
し
て
そ
の
議
論
を
 
追
っ
て
み
た
。
 

コ
諸
 

相
 L
 の
結
論
に
お
い
て
は
心
理
学
的
な
形
式
の
「
客
観
的
真
理
 」
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
は
一
見
医
学
的
唯
物
論
に
近
 い
 形
で
あ
る
 が
 、
内
実
 は
 開
か
 

れ
た
宇
宙
観
へ
と
っ
た
が
る
良
い
意
味
で
 暖
味
 な
、
そ
し
て
 
新
 し
い
経
験
を
許
容
す
る
世
界
観
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
、
「
 ゎ
 
示
教
経
験
 の
 諸
相
 L
 、
存
在
判
断
 

「
宗
教
的
経
験
の
諸
相
 ヒ
の
 
「
精
神
的
 判
断
」
と
「
存
在
判
断
」
 

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
宗
教
研
究
 に
つ
い
て
 

吉
 

、
水
進
一
 



子
 R
.
B
.
 ペ
リ
ー
は
こ
れ
を
 ヨ
 
諸
相
口
執
筆
の
動
機
と
 し
て
い
る
が
、
口
話
相
 L
 に
 へ
 ソ
リ
ー
・
シ
ニ
ア
の
 名
一
 
囲
 が
現
れ
る
の
は
脚
注
 

の
 一
箇
所
だ
げ
に
過
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
非
常
に
意
味
深
 い
 箇
所
、
つ
ま
り
 ブ
 ラ
 ソ
ス
 か
ら
の
匿
名
の
手
紙
と
称
 し
て
、
自
ら
の
青
年
期
 

の
 夏
穆
 体
験
を
告
白
し
た
箇
所
の
脚
注
で
あ
り
、
し
か
も
 類
似
の
憂
 礒
 体
験
と
し
て
父
親
の
著
作
が
挙
げ
ら
れ
て
 い
る
の
で
あ
る
（
父
親
 

は
 三
三
歳
、
息
子
は
 一
 一
八
ヰ
 

ぬ
 一
明
後
こ
。
 

@
2
 
）
す
る
と
、
ジ
ェ
イ
 ム
 ズ
 の
手
紙
の
「
彼
の
息
子
と
し
て
」
と
い
う
一
句
に
表
 れ
て
い
る
の
は
、
思
想
 

を
 共
有
す
る
者
と
い
う
よ
り
は
、
「
病
め
る
 
魂
 」
の
運
命
 を
 共
有
す
る
者
と
し
て
の
覚
悟
で
は
な
い
か
。
 円
 
諸
相
 b
 中
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
本
人
 

の
も
の
と
言
わ
れ
る
有
名
な
そ
の
一
文
で
は
、
「
私
」
の
 
心
の
中
に
突
然
精
神
病
院
の
患
者
の
姿
が
浮
か
び
上
が
 り
 
「
潜
在
的
に
あ
の
姿
 

私
刑
と
感
じ
た
。
彼
に
そ
の
時
が
来
た
 

川
 

よ
う
こ
、
ム
 @
 
」
、
 軍
 -
p
 

一
千
 ケ
ヰ
 王
命
の
時
 力
 来
た
ら
秘
力
何
か
持
っ
て
 い
 よ
う
と
 運
命
を
免
れ
る
こ
と
は
 

-
 
Ⅰ
 @
 

て
も
）
友
人
た
ち
に
対
し
宗
教
本
来
の
権
利
を
認
め
さ
せ
 な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
重
目
Ⅰ
い
て
Ⅰ
 い
 る
 。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
 弟
 

ケ @ 目 に 相 組 イ こ 
宛 一 つ L み ム に 
て 八 い と に ズ 引 

治 水 月 さ て触 信 口 人 
れ じ て の れ   つ る 、 主 た 

「私 スウ 

  つ 意 ジ 張 多 
  、 志 ェ が 彩 

の ェ つ 古 L 
友 l の 不 教と イ分な ふ か 資 
人 デ 
た ソ 
ち ボ   
や は宗教 ルグ 

本 三 論 な も 
的 つ を っ 興 

を フ 枠 の 道 て 妹 
ま @ 紀 信 つ い 深 

つ り み 仰 て る ひ 
た ヱ を の い と 著 
く は 成 別 ぎ も 作 
捨 影 す に た 言 と 

て 響 
て な   
し 受 神 て   
ま げ 

だ て 

っ た 

て 特 
い 異   
る 。 な思 

私 怨 
は 家 
彼 で   
の あ 
息 っ あま 判断」第姉節ジェイ 、ヨ諸 
子 た 
と 文 りに ではに つムズ L 相 
し 親 い   の に 多 
て へ 
（ ソ 

セ ま り な資 論じ 彩 て 彼の宗 伝記的 お げる 

か @ て 致 事 案 料 
に が い 論 実 教 禅 
鹿 苑 
出 ん 
が だ 

  
人 た の も 

な 直 的 正 基 れ 
な で 本 て 

い後 と 、 的 ジ 

し 妻 繕 案件 ェ 

(544)  88 



『宗教的経験の 諸相』の「精神的判断」と「存在判断」 

謹 も 護 国 や で め る て と し が と 刺 た で， 

ま 指 と る 記 い た   
識   八八 って 発表） りに 世 的 

幾 究 

も 

そ 
れ 
を 、 服 る そ 説 い か ィ そ 
  ノ こ を と も ソ の 

  
除 ジし ィ ェ たとか強いし とにらく 」 う れ ほ 後も 

    ム さ よ 懐 意 こ な そ 感 
と 弁 た 弁 、 動 の ズ れ っ 疑 識 と い の じ 
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を
 決
定
す
る
も
の
ほ
知
性
以
外
の
部
分
、
心
情
の
部
分
 

る
 事
実
に
対
す
る
確
信
が
そ
の
事
実
を
生
み
出
す
助
け
 

を
も
た
ら
す
可
能
性
を
示
唆
し
、
第
二
に
は
、
宗
教
へ
 

（
は
）
 

理
を
取
り
逃
が
す
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
「
パ
ス
カ
ル
 

あ
る
と
論
じ
た
。
 

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
信
じ
る
意
志
」
の
議
論
は
、
 

某
 

神
論
対
 無
神
論
と
い
う
世
界
観
を
主
題
に
し
て
い
る
の
 

ら
な
い
か
で
あ
る
。
彼
の
論
は
積
極
的
に
信
仰
を
勧
め
 

に
あ
る
読
者
に
対
し
て
、
信
仰
と
い
う
選
択
行
動
を
取
 

と
い
う
行
動
と
そ
の
果
実
の
方
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
 

観
を
共
有
せ
ず
行
動
よ
り
も
真
理
の
認
識
を
重
視
す
る
 

か
 。
こ
の
問
題
に
対
す
る
 
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
回
答
は
二
つ
 

に
ょ
 る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
心
理
学
的
な
前
提
 に
た
っ
て
 、
 一
つ
は
あ
 

（
 
u
"
 

に
な
る
場
合
が
あ
る
と
述
べ
て
、
信
仰
と
い
う
行
為
自
体
 が
 宗
教
的
仮
説
の
立
証
 

の
 懐
疑
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
結
果
と
し
て
宗
教
的
仮
説
が
 真
理
だ
っ
た
場
合
に
真
 

の
賭
 」
に
倣
っ
た
議
論
に
よ
っ
て
懐
疑
論
よ
り
も
信
仰
が
 優
位
に
な
る
可
能
性
も
 

た
し
て
信
仰
弁
護
論
と
し
て
成
功
し
て
い
る
の
 た
 ろ
 う
か
 。
注
意
す
べ
き
は
、
 有
 

で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
対
置
さ
れ
た
選
択
肢
は
、
信
仰
 と
 い
 う
 行
動
を
取
る
か
 取
 

る
も
の
で
は
な
く
て
、
有
神
論
と
無
神
論
が
知
的
根
拠
の
 上
 で
完
全
な
拮
抗
関
係
 

る
 権
利
を
説
い
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
行
動
を
伴
わ
 な
い
懐
疑
よ
り
も
信
仰
 

と
は
、
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
本
人
が
憂
 勘
 体
験
か
ら
得
た
教
訓
に
 過
ぎ
な
い
。
そ
の
価
値
 

と
い
う
読
者
に
と
っ
て
は
、
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
回
答
は
十
分
 な
も
の
な
の
だ
ろ
う
 

の
方
向
に
求
め
ら
れ
よ
 う
 。
一
つ
は
、
そ
も
そ
も
「
真
理
 」
に
十
分
な
根
拠
を
与
 

と
い
う
精
神
的
作
用
以
外
に
選
択
を
決
定
す
る
要
素
が
一
 

刃
 無
 い
 場
合
の
心
の
働
き
を
指
す
。
 

@
s
 

）
「
随
意
的
に
採
用
さ
 

れ
た
」
と
言
わ
れ
る
 

の
は
、
信
仰
を
持
っ
か
否
か
ほ
知
的
に
は
選
択
で
き
な
い
 

田
題
 

昂
 
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

@
o
 

@
 
 

）
 し
か
も
知
的
に
決
定
で
き
 

な
 い
 以
上
、
そ
の
選
択
  

 

た
 懐
疑
論
か
ら
守
る
こ
と
に
あ
る
。
「
 
昔
釜
 ど
と
い
う
 @
 葉
 に
は
、
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
心
理
学
で
は
独
特
の
意
味
合
い
が
 与
え
ら
れ
て
い
て
、
 

は
 

ま
っ
た
く
同
等
の
価
値
を
持
つ
た
め
に
選
択
し
か
ね
る
 一
 一
つ
の
選
択
肢
を
選
ぶ
場
合
の
決
断
を
指
す
の
で
あ
り
、
 

@
 
旨
い
換
え
る
と
、
選
択
 

論
文
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
随
意
的
に
採
 崩
 さ
れ
た
信
仰
の
正
当
性
」
 
@
7
@
 を
、
厳
密
な
科
学
的
な
発
 想
 、
と
り
わ
け
「
い
つ
  

  
 

（
 8
"
 

 
 

ど
ん
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
誰
で
あ
れ
不
十
分
な
証
拠
に
 基
づ
い
て
信
仰
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
 ク
ソ
フ
ォ
ー
ド
の
 
唱
，
え
 

 
 
 
 



中
で
自
然
神
話
の
神
々
す
べ
て
が
内
的
生
命
の
道
徳
的
 神
 々

と
言
い
よ
う
も
な
い
会
合
を
開
い
て
い
る
よ
う
だ
っ
 た
 ：
：
：
そ
れ
は
今
ま
で
 

丁 宗教 @ 

一
体
化
す
る
と
い
う
体
験
を
得
た
。
「
流
れ
る
月
の
光
は
 

魔
法
の
よ
う
に
あ
た
り
を
い
ろ
い
ろ
な
陰
影
で
染
め
上
げ
 、
さ
な
が
ら
私
の
胸
 

91@ (5 

離
 
状
態
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
。
一
八
九
八
年
 

キ
フ
ォ
 ｜
ド
 講
座
へ
の
出
講
を
決
め
た
年
、
彼
は
マ
ー
シ
ー
 

山
 中
で
一
夜
を
明
か
し
自
然
と
 47) 

き
の
い
 た
も
の
と
い
う
説
を
唱
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
 「

諸
相
口
の
執
筆
期
間
中
、
 
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
一
つ
の
高
揚
 体
験
に
続
く
病
的
な
無
気
力
 

験
 

 
 

の
 
二
面
性
が
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
。
 

柳
 

伝
記
研
究
家
ビ
ョ
ル
 
ク
 は
、
 憂
穆
 体
験
を
一
過
性
 の
も
の
と
す
る
通
説
に
対
し
、
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
私
信
を
 研
究
し
て
、
 
憂
溺
が
 生
涯
 続
 

雛
 
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
「
諸
相
口
に
は
、
 

一
 つ
に
は
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
本
人
の
当
時
の
状
況
と
、
そ
し
て
 

も
う
一
つ
は
彼
の
根
本
的
な
 

@ 判断」と「存在判断」 

え
る
の
が
可
能
か
否
か
、
「
真
理
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
 
れ
る
事
柄
の
人
間
に
と
っ
て
の
本
当
の
意
味
は
何
か
と
 問
う
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
 

ズ
ム
 の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
で
は
、
「
 
客
観
的
真
理
」
と
い
う
事
柄
も
イ
デ
ア
的
に
先
在
す
る
も
 の
で
は
な
く
、
人
々
 

が
そ
の
命
題
を
利
用
し
た
際
に
有
効
で
あ
る
限
り
に
お
い
 て
 「
真
理
」
と
見
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
の
側
の
積
 
極
 的
な
行
為
が
無
く
て
 

は
 「
真
理
」
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
わ
げ
で
あ
り
、
選
択
 
や
 検
証
と
い
っ
た
行
為
が
「
真
理
」
を
「
真
理
」
た
ら
 し
め
る
の
に
不
可
欠
で
 

あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
今
ひ
と
っ
の
方
向
は
、
宗
教
 経
 験
の
研
究
で
あ
る
。
知
識
人
た
ち
の
懐
疑
論
に
覆
わ
れ
 た
 社
会
を
離
れ
て
み
る
 

と
 、
意
志
的
な
努
力
を
す
る
ま
で
も
な
く
、
有
神
論
の
側
 に
 知
的
根
拠
を
認
め
る
人
間
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
 は
 も
は
や
信
仰
と
い
う
 選
 

択
を
要
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
 う
 ま
で
も
な
 く
 
「
諸
相
 
b
 に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
 め
 
示
教
を
真
理
と
す
る
 知
 

的
 根
拠
と
い
う
問
題
は
「
諸
相
 b
 の
知
的
考
究
を
つ
ら
ぬ
 く
 一
筋
の
流
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
信
じ
る
意
志
」
で
 は
 直
接
扱
わ
な
か
っ
た
 

宗
教
自
体
の
研
究
に
着
手
し
、
宗
教
の
客
観
的
真
理
性
を
 検
証
し
ょ
う
と
試
み
た
も
の
が
「
諸
相
 ヒ
 で
あ
る
と
 言
 っ
て
よ
い
だ
ろ
う
（
 無
 

論
 、
こ
の
客
観
的
真
理
と
は
プ
ラ
グ
 マ
テ
 イ
ッ
ク
な
意
味
 ム
ロ
 
い
で
あ
る
 て
 

以
上
の
よ
う
に
、
「
諸
相
口
は
「
信
じ
る
意
志
」
と
断
絶
 
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
論
理
的
不
足
を
補
 う
 と
い
う
 

意
味
 

ム
ロ
い
 
も
あ
る
。
 



（
 
り
 
@
 -
 

ヤ
ー
ズ
と
の
死
別
も
経
験
し
て
い
る
。
 

あ
る
い
は
 
ぺ
 リ
ー
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
宗
教
論
の
中
に
 「
戦
い
の
信
仰
」
と
「
慰
撫
の
信
仰
」
と
い
う
二
つ
の
方
 
何
 が
あ
る
こ
と
を
 指
 

摘
 し
て
い
る
。
前
者
は
一
身
を
賭
し
て
信
仰
の
道
を
選
び
 と
る
と
い
う
 円
 信
じ
る
意
志
 b
 で
開
陳
さ
れ
た
英
雄
的
 な
 立
場
で
あ
り
、
後
者
 

@
 
№
 -
 

は
 
「
人
間
の
弱
さ
か
ら
湧
き
出
し
、
避
難
場
所
と
安
全
を
 
求
め
る
信
仰
」
で
、
そ
れ
は
 円
 諸
相
 b
 で
扱
わ
れ
て
い
 
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 

「
信
じ
る
意
志
 ヒ
の
 主
張
は
 、
 先
に
述
べ
た
よ
ら
に
、
 
人
 間
の
側
の
行
為
が
宇
宙
に
与
え
る
影
響
力
と
価
値
で
あ
 り
 、
同
時
期
に
執
筆
さ
 

れ
た
円
心
理
学
原
理
 L
 中
で
は
意
志
に
よ
っ
て
信
念
を
形
 成
す
る
手
段
さ
え
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
口
話
 相
 b
 中
で
は
自
助
の
努
 

力
も
で
き
な
い
「
病
め
る
 魂
 」
か
ら
の
救
済
の
可
能
性
が
 論
じ
ら
れ
、
「
回
心
」
の
章
で
は
意
志
放
棄
の
重
要
性
が
 
説
か
れ
て
い
る
。
 そ
 

れ
は
す
で
に
述
べ
た
執
筆
に
ま
つ
わ
る
危
機
的
な
状
況
と
 無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
 

た
だ
し
、
両
者
の
視
点
は
並
行
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
 で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
一
八
八
四
年
、
 

父
親
の
文
章
を
ま
と
 

め
た
本
に
長
文
の
序
を
つ
げ
て
い
る
が
、
す
で
に
そ
こ
に
 は
、
 後
に
な
っ
て
 
円
 信
じ
る
 昔
釜
 ど
と
 円
 諸
相
 b
 と
い
 ぅ
 形
で
ま
と
め
ら
れ
 

る
 、
「
戦
 う
 信
仰
」
と
「
慰
撫
の
信
仰
」
と
、
さ
ら
に
は
 狂
気
恐
怖
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
表
さ
れ
て
い
る
。
 

「
要
す
る
に
、
行
動
（
 a
c
t
@
0
 

口
）
の
感
じ
が
あ
れ
ば
、
私
た
 

ち
は
「
存
在
」
（
す
 め
 @
 
口
の
）
に
対
し
て
耳
を
閉
ざ
す
の
で
あ
 
る
 。
そ
し
て
こ
の
よ
 

難
し
か
け
た
 

さ
れ
た
の
で
 

@
u
-
 

ま
さ
れ
た
」
 

だ
け
で
な
く
、
結
局
命
取
り
と
な
る
心
臓
病
を
患
い
、
 

そ
 ね
か
ら
講
座
ま
で
の
二
年
間
は
療
養
と
発
表
原
稿
の
執
 筆
に
費
や
 

あ
る
。
例
え
ば
、
「
本
当
に
自
分
に
は
ま
っ
た
く
体
力
が
 
残
っ
て
い
な
い
、
昨
日
は
一
日
中
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
 腕
 力
感
に
悩
 

な
ど
と
妻
に
書
き
送
っ
て
い
る
。
し
か
も
療
養
生
活
中
、
 

思
想
面
で
も
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
親
友
フ
レ
デ
リ
ッ
 ク
 ・
マ
イ
 

の に の 

講 頭 上 
義 烈 涯 

のな 内訴、 中 

最も 容は 求、 
幸福 退この セ 、水 
経 の な 
験 新 一 
に 鮮 人 
ま さ の 
で   と 夜 
湖 悠 だ 
る 入 っ 

  
が 方 と 
で， で、 妻 

き 朽 宛 
る ち の 
だ 栗 宇 
ろ て 紙 
ぅ 待た で   
」 @ 舌 速 

と さ べ 
も 」 て 
予 と い 
言 い る 

し ぅ 。 

て 「 そ 
い 意 の 

る 味 斉壬 

。 合 験 
と か は 
ノ 」 

」 ろを 「 内 
が 強 的 
翌 烈 士 
年 に 命 
再 感 の 
び じ 非 

人間的 岡山 に させ、 
登 っ 「な ヱ遠 
た ジ さ 
際 ソ と 

は バ 同 
遭 う 時 

(548)  92 



験
 

 
 
 
 
 
 

経
 

 
 
 
 

ぬ
謹
 て
の
知
識
」
 

ま
ず
、
こ
う
し
た
二
項
関
係
は
、
円
心
理
学
原
理
 

定
コ
 
o
 
巨
 e
 
ロ
 
の
の
・
 

a
 サ
 
o
 三
）
と
呼
ば
れ
る
間
接
 

三
 

 
 

だ
ろ
う
。
論
文
「
認
知
の
磯
 

p
n
p
E
p
@
 

コ
 
（
り
号
の
）
と
「
に
つ
い
 

 
 

u
 
ト
 

の 諸相 ] の「精神的判断」と「存在判断」 

ど 加 の っ ヱ 

ぅ え 出 た イ   
では だから 愛 と、 ど 、も 常に異 は生の     

る 苦 て た た憂穆 的なとっであ ヵ っ 、 「健康 つの方 

  

、 伝   際 はな 信仰 意味 、 れ が で な の ） 

」 合 か 彼 た 認 あ 失 と と して 者める放し て 守 。 、 て 
解 あ 

知られ さえ、 ってく そ し う 恐れた う呼 こ 

と 巳 ， ， 毒 、 狂 れ た ど ん て 
い 士 l じ、 入 る 人 で で い 

う 的 ， 一 や こ 間 「 も る 
" " ノ 。 と   
ぽ、 想学 哲と もる、 入りて いの へ 
の 的 あ こ お る 希   



鮭
と
 二
八
八
四
年
発
表
）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
 る
 。
「
私
た
ち
の
想
定
す
る
小
さ
な
感
じ
（
直
接
 

知
 の
 事
 
訳
者
 註
 ）
は
、
「
何
か
」
 

毛
ゴ
 簿
を
与
え
る
。
そ
し
て
最
初
の
感
じ
を
覚
え
て
い
る
 他
の
感
じ
が
続
い
て
起
こ
る
と
、
「
に
つ
い
て
の
知
識
」
 

つ
ま
り
「
判
断
」
の
 
主
 

部
や
述
部
と
な
る
が
、
そ
う
し
た
「
判
断
」
は
そ
れ
と
 ほ
 か
の
感
じ
が
知
っ
て
い
る
ほ
か
の
「
何
か
」
た
ち
と
の
 関
係
を
理
解
し
て
い
る
 

 
 

験
 自
体
で
、
そ
れ
自
身
は
言
語
化
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
 、
伝
達
で
き
な
い
 知
 

誠
 で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
欠
い
て
は
知
識
の
体
系
は
存
 在
し
な
い
。
「
に
つ
い
て
の
知
識
」
と
は
そ
う
し
た
 直
 接
の
経
験
の
関
係
性
で
 

あ
り
言
語
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
経
験
同
士
の
関
係
を
 表
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
、
経
験
自
体
を
言
い
 表
す
こ
と
は
で
き
た
 

い
 。
 ギ
 フ
ォ
ー
ド
講
演
の
冒
頭
に
元
々
用
意
し
て
い
た
 原
 稿
 で
は
、
「
 生
 」
と
「
言
葉
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
 い
 る
が
、
両
者
の
関
係
 

は
 
「
直
接
 知
 」
と
「
に
つ
い
て
の
知
識
」
の
関
係
に
等
し
 い
も
の
で
あ
る
。
 

「
生
は
私
た
ち
の
舌
口
葉
を
拒
ん
で
い
る
。
…
…
私
た
ち
の
 
一
 
言
葉
は
、
連
鎖
し
た
り
命
題
に
な
っ
た
り
し
て
、
互
い
に
 よ
 り
か
か
る
 よ
う
 

に
し
て
集
ま
り
、
 
隣
 同
士
支
え
合
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
い
か
な
る
命
題
で
あ
っ
て
も
、
ほ
か
の
 命
 題
を
後
に
従
え
て
、
 
ふ
 

く
ら
ま
せ
る
か
制
限
す
る
か
と
い
っ
た
何
ら
か
の
方
法
で
 、
そ
の
命
題
が
内
包
す
る
欠
陥
や
過
剰
に
よ
っ
て
過
誤
 に
 陥
ら
な
い
よ
う
に
し
 

て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
生
も
あ
る
意
味
で
は
 、
 同
じ
よ
う
に
し
て
自
ら
の
事
実
の
上
に
倒
れ
か
か
っ
 て
い
る
。
と
い
う
の
 

も
、
 先
に
起
こ
っ
た
瞬
間
が
後
か
ら
の
瞬
間
に
取
り
込
ま
 ね
 、
 再
 解
釈
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
生
に
は
こ
れ
 

よ
り
ほ
か
の
何
か
が
あ
る
。
言
語
の
思
考
に
は
全
く
匹
敵
 す
る
も
の
の
無
い
何
か
で
あ
る
。
生
き
る
瞬
間
…
…
に
 は
 何
ら
横
か
ら
の
支
え
 

@
 
㎎
 @
 

を
 必
要
と
し
な
い
絶
対
的
な
も
の
が
あ
る
」
 

「
諸
相
 ヒ
 の
中
で
は
こ
の
二
つ
の
方
向
が
、
「
健
全
な
精
神
 

」
と
「
病
め
る
 魂
 」
と
い
う
題
材
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
 現
れ
て
い
る
だ
け
で
 

な
く
、
「
諸
相
 b
 の
枠
組
み
全
体
を
支
え
る
 ニ
 つ
の
解
釈
 の
 立
場
の
別
と
い
う
形
で
出
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 ジ
 ヱ
 イ
ム
ズ
は
 
円
 諸
相
 し
 

の
 冒
頭
で
二
つ
の
判
断
を
導
入
し
、
「
宗
教
的
傾
向
と
は
 

何
で
あ
る
か
」
「
そ
の
哲
学
的
意
義
は
何
か
」
と
い
う
 
問
 題
は
別
個
で
あ
る
と
 述
 

(550)  94 



 
 

啓
示
の
価
値
の
有
無
を
決
め
つ
げ
る
が
、
こ
れ
は
起
源
の
 問
題
を
短
絡
的
に
価
値
の
問
題
に
結
び
付
け
た
間
違
い
 で
あ
る
と
 ジ
ヱ
 
イ
ム
ズ
 

穀
 神
学
は
超
自
然
的
経
験
か
ら
生
じ
た
か
ら
，
 

リ
ス
ト
 教
 

、
医
学
的
唯
物
論
は
異
常
な
精
神
状
態
か
ら
生
じ
た
か
 

ら
と
い
う
理
由
で
、
宗
教
的
 

 
 

ヱ
 イ
ム
ズ
が
導
入
し
た
狙
い
は
一
つ
に
キ
リ
ス
ト
教
 

神
 学
の
 ド
グ
マ
主
義
か
ら
宗
教
 

蜂
の
自
由
な
研
究
を
守
り
、
医
学
的
唯
物
論
や
実
証
 
主
 義
な
ど
の
宗
教
還
元
論
か
ら
宗
教
の
価
値
を
守
る
こ
と
 

に
あ
っ
た
と
舌
口
え
 

よ
う
 。
 キ
 

 
 

        相 』 の 「精神的 半雌 

の 

ナ 。 Ⅰ - 
が 

  
次 

  ケ @ ヒ 

そ 

れぞれ 価値 

の ナ - """" 
命 つ 

題 ギ 
見 
て 
ゆ 
<     

と 

ト - ヒ 

し 

ナ - し 

い 

 
 

は
、
ジ
ヱ
 
イ
ム
ズ
の
思
想
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
二
つ
の
 

流
 れ
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
 

時
値
」
で
触
れ
る
 よ
う
 に
 、
 確
か
に
環
境
 ノ
 適
応
な
ど
 生
物
学
的
概
念
に
 よ
 る
議
論
は
同
諸
相
 b
 の
特
徴
の
」
 つ
で
あ
る
。
 

卸
し
て
扱
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
ス
ペ
ソ
サ
 

ー
 主
義
は
 
こ
の
両
者
を
混
同
し
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
 

で
 「
種
の
発
生
」
を
宗
教
の
 

捌
 
発
生
、
「
種
の
環
境
へ
の
適
応
」
を
宗
教
の
社
会
的
 

役
割
と
読
み
替
え
れ
ば
、
二
種
類
の
判
断
に
っ
な
が
る
 

わ
 げ
で
あ
る
。
「
聖
徳
の
価
 

ニ
ズ
ム
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

ジ
ヱ
ィ
ム
ズ
 
の
主
張
 に
よ
れ
ば
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
面
日
は
種
の
発
生
と
種
の
 適
応
を
別
個
の
問
題
と
 

直
接
に
は
 演
籠
 で
き
な
し
」
。
 

（
 
っ
 
，
 
"
 と
い
う
点
に
あ
る
が
、
こ
れ
 
は
 「
偉
人
と
そ
の
環
境
」
 

宙
 信
じ
る
 
意
 仝
出
所
収
）
中
で
 
述
べ
ら
れ
た
ダ
ー
ク
 
ィ
 

幼
学
的
発
想
か
ら
出
て
い
る
と
も
舌
口
わ
れ
る
。
 

ジ
ヱ
ィ
ム
 ズ
の
 存
在
判
断
と
価
値
判
断
と
い
う
概
念
の
特
徴
は
 、
 「
ど
ち
ら
も
互
い
か
ら
 

 
 

判
断
の
別
は
、
 
H
.
S
.
 

レ
ビ
ン
ソ
 

ソ
 の
指
摘
に
 よ
 れ
 ・
は
 

、
ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
 生
 

べ
て
い
 

後
者
は
 る

 。
前
者
が
「
存
在
判
断
」
（
。
 
ニ
 。
 
8
%
 巨
 
@
 
日
的
ヨ
 
。
 
且
 ）
 と
 呼
ば
れ
る
も
の
で
性
質
、
発
生
過
程
、
構
成
、
起
源
、
 歴
史
を
扱
い
、
 

「
価
値
の
命
題
」
（
 
屈
 0
 
で
 
0
 
。
 
ま
 0
,
 
o
 

（
 v
p
 
目
 。
）
と
呼
ば
れ
、
 
重
要
性
、
意
味
、
意
義
を
扱
 
う
 と
さ
れ
「
精
神
的
判
断
 」
（
の
 
で
 
@
 
ユ
 ㎡
仁
田
 95  (5611 



は
 指
摘
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
存
在
判
断
、
価
値
 判
 断
を
別
個
に
調
べ
た
上
で
総
合
的
な
判
断
を
下
す
べ
き
 そ
し
 
あ
 て
り
 
、
こ
れ
が
㍉
 諸
 

相
 b
 の
冒
頭
で
読
者
に
提
示
さ
れ
る
議
論
の
筋
道
で
あ
り
 、
近
代
的
な
宗
教
学
の
立
場
と
言
え
よ
う
。
 

し
か
し
問
題
は
「
価
値
」
と
い
う
舌
口
薬
で
あ
る
。
宗
教
 

経
 験
の
本
人
に
と
っ
て
の
「
価
値
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
 他
人
の
目
か
ら
見
た
 

価
値
な
の
か
、
絶
対
的
な
価
値
観
を
前
提
と
す
る
の
か
 相
 射
的
な
価
値
観
を
取
る
の
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
立
場
は
 、
こ
こ
で
も
判
然
と
し
 

な
い
。
た
だ
し
、
「
価
値
」
と
い
う
言
葉
を
使
 

う
 場
合
 さ
 ず
 第
一
に
く
る
も
の
は
「
私
た
ち
」
か
ら
の
評
価
で
あ
る
 と
は
舌
口
え
よ
 う
 。
「
 何
 

よ
り
も
私
た
ち
の
直
接
の
感
情
に
基
づ
く
判
断
」
「
私
 
た
 ち
の
道
徳
的
必
要
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
真
理
と
見
な
す
 他
の
知
識
と
彼
ら
の
 

経
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
断
言
で
き
る
こ
と
に
基
づ
く
 判
 

 
 

人
 に
対
し
て
宗
教
 外
 

に
あ
る
者
で
あ
り
、
す
る
と
価
値
と
は
一
般
社
会
か
ら
の
 評
価
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

「
諸
相
 b
 の
第
十
 講
に
 目
を
向
け
る
と
、
こ
こ
で
は
キ
リ
 
ス
ト
教
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
な
ど
の
信
仰
復
興
運
動
の
「
 回
 心
 」
体
験
解
釈
を
扱
 

っ
て
い
る
。
回
心
を
体
験
し
た
者
と
体
験
し
な
い
者
と
の
 間
に
 、
外
部
の
者
か
ら
見
て
そ
れ
と
分
か
る
印
が
あ
る
 の
か
と
い
え
ば
、
そ
の
 

よ
う
な
超
自
然
的
印
な
ど
無
い
と
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
述
べ
て
 

 
 

心
 に
伴
 う
 異
常
心
理
体
 

験
を
超
自
然
的
経
験
と
解
釈
す
る
が
、
医
学
的
に
は
自
然
 的
な
原
因
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
本
当
に
 日
 心
を
経
験
し
て
 
"
 生
 

ま
れ
変
わ
っ
た
 
"
 印
は
「
永
遠
に
忍
耐
深
い
心
、
自
己
愛
 の
 絶
滅
」
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
外
 0
 世
界
に
も
見
い
だ
し
 

ぅ
 る
も
の
な
の
て
あ
る
。
 
O
@
4
@
2
 
 

要
す
る
に
、
回
心
経
験
が
あ
っ
 た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
人
を
特
別
 規
 す
る
な
ら
ば
、
 
起
 源
 と
価
値
の
一
一
つ
の
 判
 

断
を
混
同
し
た
過
ち
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
  
 

聖
者
と
い
う
一
見
非
社
会
的
な
宗
教
人
の
価
値
を
論
じ
た
 第
十
四
・
十
五
 講
 に
お
い
て
は
、
ゴ
ソ
 
ザ
ガ
 の
 望
め
ィ
 な
ど
の
よ
う
な
社
会
 

@
 
わ
 @
 

的
 不
適
応
の
例
が
挙
げ
ら
れ
、
聖
者
に
対
し
て
常
識
の
立
 場
か
ら
遠
慮
無
い
批
判
が
浴
び
せ
か
け
ら
れ
る
。
「
宗
教
 
の
 果
実
も
、
す
べ
て
 

-
 
お
 @
 

人
間
的
な
産
物
と
同
じ
よ
う
に
、
過
剰
に
な
る
と
腐
敗
し
 や
す
い
。
そ
の
判
断
は
常
識
に
任
す
べ
き
で
あ
る
」
。
 

し
 か
し
一
方
、
聖
者
の
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に
は
も
っ
と
流
動
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
 考
，
 
ぇ
 ら
れ
る
。
 

T 宗教的経験の 諸相ロ 

しける て で。 聖 
評 あ 生 パ 

ゥロは 価され る し 。 物学的 

生物 適 「 かし な環 

底 面 境 学 
」 接 と 的 
し 的 は な 
て な 英 親 
ぃ 環 す 点 
る 境 る か 
わ か に ら 
げ ら 個 は 
で ょ 件 失 
あ り の 敗 
る 広 保 た 

。 い 存 っ 

で た   
し史り こ的 " よ " 

の 箇 た 」の そり 広 
所 環 意 い 
で 境 味 歴 
明 へ で 史 
託 と は と 

は 概 殉 い 
し 念 救 う 

て な に 環 
ぃ 広 あ 境 
な げ っ に 

い る た は 
が と パ 適 

    ウ 応 
ジ パ ロ し 

ヱ ウ は た 

イ ロ 環 と 

ム は 境 ジ 
ズ キ に ヱ 

の り 適 イ 

言 ス 麻 ム 

5 ト で ズ 

  
」 と わ い 

97@ (553) 

注
目
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

㍉
諸
相
 

L
 中
で
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
者
 

と
 ぃ
 3
 種
に
属
す
る
個
体
が
す
べ
て
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
 

な
い
と
い
 
5
 、
 健
 

例
会
な
近
代
市
民
社
会
側
か
ら
の
発
言
で
あ
る
。
し
か
 

し
 、
原
理
的
に
言
え
ば
、
そ
の
批
評
 

軸
 と
な
っ
て
い
る
 

「
常
識
」
と
は
、
 

ジ
ヱ
イ
ム
 

捌
ズ
 の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
現
代
人
の
価
値
観
を
 

押
し
付
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
者
自
身
の
価
値
 

観
 で
は
な
い
。
そ
こ
で
第
十
 

時
正
講
の
結
末
に
お
い
て
は
、
「
行
動
が
理
想
的
か
否
 

か
は
ま
っ
た
く
適
応
の
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
、
実
際
的
 

な
 常
識
に
よ
る
判
断
を
環
 

 
 

 
 

 
 

繍
 く
あ
。
し
か
し
こ
こ
で
 

ジ
ヱ
ィ
ム
ズ
 

は
、
聖
者
の
徳
 

 
 

的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
 

的
 
@
8
@
 

 
 

先
 権
を
与
え
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
 

示
す
度
外
れ
た
慈
愛
の
社
会
的
価
値
に
つ
い
て
論
じ
た
 箇
 所
で
「
聖
者
の
慈
愛
が
社
会
進
化
に
果
た
す
一
般
的
機
 能
は
 、
決
定
的
で
本
質
 

的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
物
事
が
上
昇
す
る
の
な
ら
ば
、
 誰
か
が
第
一
歩
を
踏
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
 そ
の
リ
ス
ク
も
負
わ
な
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
無
抵
抗
が
成
功
し
た
場
合
、
 敵
 を
 友
に
変
え
る
。
そ
し
て
慈
愛
は
そ
の
敵
を
再
生
さ
せ
 る
 。
 こ
 5
 し
た
聖
者
の
 

@
 
抑
 @
 

方
法
は
既
に
述
べ
た
 よ
う
 に
創
造
的
ェ
千
ル
ギ
ー
で
あ
る
 」
と
称
賛
し
て
い
る
が
、
社
会
進
化
が
「
価
値
」
の
 尺
 度
 と
な
っ
て
い
る
の
は
 



シ
ェ
イ
ム
ズ
が
想
定
し
た
社
会
進
化
論
の
特
徴
は
、
偉
大
 な
 個
人
は
社
会
の
産
物
で
は
な
く
て
、
偉
大
な
個
人
が
 社
会
の
原
動
力
と
な
 

リ
ラ
 る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
社
会
全
体
が
直
線
的
な
 線
 を
 描
い
て
進
化
す
る
の
で
は
な
く
て
、
先
駆
け
と
な
る
 英
雄
や
天
才
社
会
 

の
 「
酵
母
」
が
出
て
、
そ
れ
を
ほ
か
の
人
間
が
追
 
う
 と
い
う
形
で
進
む
も
の
で
あ
る
。
社
会
進
化
も
人
間
の
 行
為
で
あ
る
以
上
、
次
 

の
時
代
が
 よ
 り
良
い
も
の
に
な
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
 。
た
だ
し
、
全
員
が
攻
撃
的
な
社
会
が
あ
っ
た
と
し
て
 も
 内
部
闘
争
に
よ
っ
て
 

崩
壊
し
て
消
え
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
自
然
淘
汰
の
法
則
 が
 働
く
わ
げ
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
あ
る
人
間
が
社
 会
 せ
よ
り
同
情
と
公
正
 

に
 満
ち
た
も
の
、
つ
ま
り
善
い
方
向
に
進
化
さ
せ
、
そ
の
 社
会
が
歴
史
環
境
に
適
応
し
て
存
続
し
て
い
く
な
ら
ば
 、
結
果
と
し
て
、
そ
の
 

人
間
は
歴
史
に
名
を
と
ど
め
る
。
こ
れ
が
「
歴
史
環
境
へ
 の
 適
応
」
と
い
う
言
葉
の
示
す
内
容
で
あ
る
。
「
聖
者
 の
 模
範
が
こ
の
世
の
正
 

義
を
発
酵
さ
せ
、
聖
者
の
徳
が
人
々
の
間
に
習
慣
と
し
て
 よ
り
広
ま
る
方
向
に
世
界
を
導
い
て
い
く
も
の
な
ら
、
 彼
ら
の
直
接
の
運
命
が
 

悲
惨
 ァ
 も
の
だ
ろ
う
と
、
そ
の
生
涯
 
成
功
で
あ
る
」
。
・
 

ま
 
@
 
@
@
-
3
 

生
物
学
的
に
言
え
ば
個
体
の
保
存
よ
り
種
の
保
存
に
高
い
 価
値
を
認
め
る
と
し
 

 
 た

 ね
 げ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
と
人
間
の
相
互
作
用
を
 認
め
る
以
上
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
想
定
す
る
社
会
進
化
は
 単
 方
向
の
進
化
で
は
あ
 

り
え
な
い
は
ず
で
あ
り
、
現
在
聖
者
と
さ
れ
て
い
る
人
間
 
も
 次
の
世
で
は
忘
れ
さ
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
 、
い
 
シ
ェ
フ
Ⅲ
ム
ズ
い
は
口
話
 

相
 」
の
こ
の
箇
所
で
、
至
福
千
年
の
完
全
な
社
会
が
到
来
 す
る
こ
と
を
空
想
し
 

，
 
@
l
@
3
 
 

、
 そ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
 聖
 者
は
完
全
に
適
応
し
た
 

人
間
と
な
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
の
結
末
 か
ら
回
顧
的
に
歴
史
環
境
を
振
り
返
っ
た
 場
 ム
ロ
、
聖
者
 
た
ち
は
先
駆
者
と
し
て
 

高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
聖
者
の
 価
値
を
環
境
適
応
説
の
原
理
で
統
合
的
に
説
明
し
て
い
 る
わ
け
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
 @
 
し
卜
 
し
か
ら
先
ハ
 
ワ
 ジ
 ヱ
イ
ム
イ
 
入
ハ
 
り
 舌
口
薬
 
は
 微
妙
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
聖
者
の
徳
を
規
範
的
に
押
し
 付
け
て
、
一
元
的
な
 

価
値
観
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
聖
者
の
徳
 の
 価
値
を
多
く
の
価
値
観
と
ま
っ
た
く
平
等
の
位
置
に
 置
い
て
い
る
わ
け
で
は
 

な
い
。
「
見
え
る
形
で
こ
の
世
で
成
功
す
る
し
な
い
に
か
 
か
わ
ら
ず
、
で
き
ら
れ
 ば
 聖
者
に
な
ろ
 う
 で
は
な
い
か
 。
し
か
し
主
の
家
に
は
 

た
く
さ
ん
の
部
屋
が
あ
り
、
自
分
が
判
断
し
た
力
量
 や
、
 最
も
真
実
の
使
命
や
召
命
と
思
う
も
の
に
最
も
よ
く
 適
 合
す
る
よ
う
な
種
類
の
 

(554)  98 



以
上
の
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
価
値
の
判
断
の
議
論
を
振
り
返
っ
 て
み
る
と
、
い
く
 っ
か
 の
レ
ベ
ル
か
ら
成
る
。
ま
ず
 第
 一
は
 、
外
部
者
か
ら
 

の
 常
識
に
 よ
 る
否
定
的
な
判
断
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
 こ
 れ
は
研
究
者
（
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
）
の
主
観
的
判
断
で
あ
る
 。
次
に
は
、
外
部
社
会
 

が
 宗
教
者
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
、
つ
ま
り
環
境
へ
適
応
 す
る
か
ど
う
か
と
い
う
生
物
学
的
な
用
語
に
翻
訳
さ
れ
 た
 。
さ
ら
に
生
物
学
的
 

な
 次
元
を
越
え
た
宗
教
の
価
値
を
含
め
る
た
め
に
、
進
化
 Ⅱ
歴
史
的
な
視
点
が
導
入
さ
れ
、
聖
者
の
慈
愛
と
い
う
 偲
 へ
一
定
の
価
値
評
価
 

卸
 
が
な
さ
れ
た
。
歴
史
環
境
は
単
な
る
回
顧
的
な
評
価
 で
は
な
く
、
現
在
か
ら
未
来
を
視
野
に
含
み
、
そ
の
 彼
 方
 に
は
理
想
的
な
部
分
を
持
 

び
 
U
 
っ
て
い
る
。
社
会
と
い
う
環
境
は
聖
者
と
は
完
全
に
 別
個
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
の
価
値
観
自
体
が
聖
者
 に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
 以
 

博
士
、
聖
者
と
社
会
の
間
に
は
相
互
関
係
が
あ
り
、
 
そ
 の
た
め
に
聖
徳
の
中
に
も
、
原
理
的
に
は
絶
対
的
で
は
 な
い
が
、
絶
対
に
近
 い
 評
価
 

 
 

断
 
」
が
与
え
ら
れ
 ぅ
 る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
 歴
史
環
境
の
未
来
上
不
確
定
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
 

@
 
 

3
@
3
 
 

（
 

実
 際
に
は
確
固
た
る
評
価
軸
で
 

は
な
い
。
つ
ま
り
聖
者
た
ち
が
勝
利
す
る
か
も
し
れ
 な
い
が
、
失
敗
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
 、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
多
く
 

榊
の
聖
者
は
社
会
に
対
し
て
有
用
で
あ
っ
た
と
い
う
 
事
 実
が
 聖
者
の
徳
を
称
揚
す
る
根
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
て
 い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
 

 
 

め
 
れ
だ
け
で
聖
者
の
徳
が
守
る
に
足
る
も
の
と
い
う
 根
 拠
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
 

欄
 

価
値
の
問
題
で
は
、
一
方
で
、
社
会
へ
の
有
効
性
 に
 訴
え
る
形
で
宗
教
の
価
値
を
論
じ
、
他
方
で
は
主
体
 的
な
道
徳
判
断
の
問
題
を
扱
 

諸
 

か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
は
 
、
 先
の
引
用
文
 か
 ら
も
分
か
る
通
り
、
何
故
に
部
外
者
で
あ
る
研
究
者
（
 そ
し
て
読
者
）
の
「
私
た
ち
」
 

蜂
が
 聖
者
の
社
会
的
価
値
を
論
じ
る
か
と
言
え
ば
、
 結
 局
 の
と
こ
ろ
、
そ
の
道
徳
を
自
分
の
身
に
引
き
受
け
る
 か
 否
か
を
判
断
す
る
た
め
だ
の
 

 
 

ぬ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
者
の
判
断
自
体
が
聖
徳
 

に
 対
す
る
社
会
的
環
境
を
構
成
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
 、
こ
こ
で
私
た
ち
は
循
環
に
 

 
 
 
 

 
 

陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
私
た
ち
が
こ
れ
を
選
択
す
れ
ば
 聖
 徳
 が
勝
利
す
る
可
能
性
が
増
え
、
そ
の
結
果
、
社
会
が
 理
想
に
近
づ
く
可
能
性
 

-
2
@
 

3
 

宗
教
と
、
そ
れ
に
合
っ
た
量
の
聖
者
性
と
を
私
た
ち
は
そ
 れ
ぞ
れ
が
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
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て ・と :  る 五人 め は 
い 「 」 @ 苛 第 6  回 先 

ヱ 宗 教 価 

」 

価 

つ 回 は と 

宗 指 
数 滴 
若 し 

がた 自 。 
ら 実 
の 経 @ " 

験 宗 
に 教 
与 が   る 遍 
面 的 も 挙げ 重大 M 変 て 、 「 値 に 
0 時 つま てい 化梼苦 」 - 悩 事 な 重 つ 
さ 価 
は 値 うない @6-6 し 。 3 を挙げ の消失 実であ 誌 と 

な の ど な 
ら 権 社 価 ジ 

な 利 会 値 ヱ 
い を 的 以 ィ 

  。 弁 価 上 ム 

    謹 慎 め ズ 
す が も 本 

存 
る 低 の 人 

在 も 認 ャ もこま くて は示 

半吋 

断 そ " もしめ " えて 
の 家 な い 

真 教 い る 

理 を 。 通 
の 道 そ り 

当 徳 れ   
否 で に 観 
を は 村 祭 
吟 な し 者 
味 く て （ 
し 宗 「 つ 
" 教 案 ま 

崇 た 教 り 

教 ら 」 環 境 側 を 宗 ） しめ の 
教 て は の 
た い 絶 価 
ら る 対 値 
し の 的 観 
め は な も 

て 、 真 冬 
ぃ そ 理 元 
る の が 的 
部 絶 あ な 
分 村 る も 

を 的 と の 
諒 真 主 で 
得 理 張 あ 
力 と す る 

彩 る 少 
  
で 部 な 原 
提 分 く 理 
出 で   と 的 
し あ も に 

なけ る 。   は 

ど 相 
れ 宗 れ 対 
ば 教 は 的 

が
 高
ま
り
、
私
た
ち
の
判
断
が
正
し
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
 る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。
再
び
「
 パ
 ス
ヵ
ル
 の
 賭
 」
で
は
な
 

 
 1

0
 

い
 だ
ろ
う
か
。
 



か
し
、
こ
の
価
値
の
感
じ
の
内
容
は
、
正
確
に
表
現
し
う
 

る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
神
秘
経
 

瞼
 に
つ
い
て
四
点
の
特
 

徴
を
挙
げ
て
い
る
が
、
中
で
も
、
言
葉
で
言
い
表
せ
な
い
 

こ
と
、
し
か
し
、
か
げ
が
え
の
な
い
認
識
を
得
た
と
い
 

う
 感
じ
の
二
点
は
重
要
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
触
れ
た
「
直
接
 

知
 」
に
通
じ
る
性
 
質
 で
あ
る
。
「
神
秘
的
真
理
は
洸
惚
を
経
験
し
た
個
人
 

に
と
っ
て
は
存
在
す
る
 

が
 、
ほ
か
の
人
に
と
っ
て
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
で
、
 

私
が
既
に
述
べ
た
 
よ
う
 に
、
概
念
か
ら
与
え
ら
れ
る
 

知
 識
 よ
り
感
覚
か
ら
与
え
 

ら
れ
る
知
識
（
直
接
 

知
 に
同
じ
・
訳
者
 

注
 ）
 p
 
 

し
こ
 

似
て
 、
る
 

」
。
（
 

7
-
3
 
つ
ま
り
神
秘
経
験
は
宗
教
経
験
の
内
で
も
最
も
直
接
 

経
 験
 に
近
く
、
言
語
 
以
 

前
の
状
態
を
伝
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
「
水
セ
 

速
 に
人
と
神
と
の
合
一
を
説
 

き
 続
け
る
の
で
、
彼
ら
の
 

言
 葉
は
言
語
以
前
の
も
の
 

（
㏄
 
-
 

卸
 
で
、
し
か
も
古
く
な
る
こ
と
は
な
い
」
。
 

 
 

は
い
か
に
権
威
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
よ
 

う
 と
も
 、
そ
の
権
威
や
価
値
の
感
じ
 

時
を
言
語
化
し
て
他
人
に
伝
達
で
き
る
も
の
で
は
な
 

い
 。
つ
ま
り
社
会
的
な
価
値
へ
と
客
観
化
で
き
な
い
と
い
 

ぅ
 点
が
神
秘
主
義
の
特
徴
で
 

的
 
は
 
M
M
 
 

来
 
あ
る
以
上
、
「
そ
こ
か
ら
は
、
そ
の
部
外
者
に
対
し
て
、
 

た
 匝
の
で
あ
る
。
も
し
神
秘
体
験
だ
か
ら
と
い
う
 

 
 

 
 

翻
値
 判
断
を
混
同
し
た
過
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。
 

実
 際
に
宗
教
史
を
振
り
返
っ
て
み
て
、
神
秘
主
義
が
伝
え
る
 

真
理
が
一
致
せ
ず
、
様
々
な
 

 
 

秘
経
験
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
経
験
が
つ
ね
に
絶
対
的
な
 

真
理
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
 

 
 

 
 

ヱ
 イ
ム
ズ
の
宗
教
論
の
間
頭
点
と
し
て
、
経
験
自
体
の
内
 

容
と
 研
究
者
に
よ
る
考
察
は
 

諸
 

悌
 
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
経
験
者
本
人
の
経
験
へ
の
 

反
 省
 と
い
う
部
分
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
と
指
摘
 

し
て
い
る
。
確
か
に
、
宗
教
 

%
 
 経
験
の
表
現
不
能
性
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、
 

個
 々
の
神
学
は
経
験
の
由
来
を
説
明
す
る
原
理
と
し
て
は
ほ
 

と
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
 

ぃ
 

千
 
u
 な

い
。
実
際
、
あ
る
経
験
が
宗
教
経
験
と
な
っ
た
場
合
、
 

必
ず
そ
の
由
来
は
何
ら
か
の
宗
教
体
系
の
中
で
説
明
さ
 

れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
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とるのっの い。 側て 結し 祝 
て
し
ま
う
と
同
時
に
、
万
物
を
善
と
見
る
楽
観
的
な
世
界
 観
を
持
っ
た
「
健
全
な
精
神
」
と
呼
ば
れ
る
宗
教
を
視
 野
 に
収
め
る
。
 そ
 

果
 、
宗
教
か
ら
道
徳
へ
と
、
人
間
の
宇
宙
へ
の
反
応
ほ
速
 続
 的
に
並
ん
で
い
て
「
宗
教
」
と
い
う
舌
口
葉
の
範
囲
 
は
 暖
味
 な
も
の
に
な
 

い
る
。
し
か
し
む
し
ろ
、
そ
れ
ほ
 ジ
ヱ
ィ
 ム
ズ
の
意
図
し
 た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
象
を
分
類
区
別
す
 る
 基
準
 は
 観
察
者
 

の
 視
点
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、
あ
る
現
象
を
絶
対
 的
に
他
の
も
の
か
ら
区
別
す
る
「
本
質
」
を
認
め
て
い
 な
い
か
ら
で
あ
 

そ
う
し
た
前
提
の
上
で
、
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
は
、
よ
り
広
い
人
 開
経
験
を
覆
 う
 

悪
の
間
題
を
取
り
扱
い
病
め
る
 魂
 を
 救
済
す
る
 

う
 意
味
で
、
よ
り
完
全
な
形
の
宗
教
と
し
て
「
回
心
」
 体
 験
 を
伴
 う
 宗
教
に
住
目
す
る
。
 

@
 
叫
 @
 

人
間
の
全
体
的
反
応
」
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
 ジ
ヱ
 
ィ
ム
ズ
 の
宗
教
論
の
範
囲
 は
 、
制
度
的
歴
史
的
な
形
式
 の
 宗
教
を
ま
っ
た
く
 無
 

情
も
感
情
に
分
類
さ
れ
る
、
宗
教
的
喜
び
も
喜
び
に
ほ
か
 な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
他
の
感
情
と
区
別
さ
れ
る
 点
は
 、
対
象
の
違
い
に
 

あ
る
。
宗
教
的
な
対
象
と
か
か
わ
っ
た
時
の
感
情
が
宗
教
 的
 感
情
で
あ
る
。
宗
教
と
ほ
「
個
人
が
孤
独
の
中
で
、
 

何
で
あ
れ
 神
 的
と
見
な
 

（
㏄
 
@
 

し
て
い
る
も
の
と
自
分
が
関
係
し
て
い
る
と
分
か
っ
た
 場
 合
 に
お
い
て
の
み
、
感
じ
、
行
為
し
、
経
験
す
る
事
」
 

と
 一
応
の
定
義
が
与
え
 

ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
他
の
心
理
状
態
と
区
別
さ
れ
る
所
以
 ほ
 、
「
 神
 的
な
も
の
」
と
い
う
起
源
に
あ
る
。
し
か
し
 「
 神
 的
な
も
の
」
と
ほ
 、
 

原
理
的
に
考
え
て
い
く
と
、
こ
れ
ほ
宇
宙
の
根
源
的
真
理
 と
人
間
が
見
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
宇
宙
を
唯
 物
論
的
に
見
る
か
あ
る
 

い
は
 有
神
論
的
に
見
る
か
な
ど
ほ
、
自
分
が
ど
う
い
う
 位
 置
 に
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
実
存
的
問
題
と
密
接
に
 関
係
し
て
い
る
。
し
た
 

が
っ
て
宗
教
は
、
自
分
の
人
生
や
周
囲
の
世
界
を
ど
 う
判
 断
 す
る
か
と
い
う
基
本
的
な
精
神
態
度
と
い
う
意
味
合
 い
 で
「
人
生
に
対
す
る
 

@ ま 

  

  
する， それ 

  
  か 

、 ン 。 と   
イ 緒 
ム に 

ズ 分 
の 類 
宗 す 
教 る 

研こ 究と 
の で 

基 あ 

る 本は 」 

「第一 分類   
セ - 甲 セ - 甲 

あ 知 
る 性 
  が @ 

寒 行 
教 ぅ 

的 こ 

感 と 

(558) 

そ
う
し
た
宗
教
者
自
身
が
加
え
る
超
自
然
的
な
説
明
は
部
 外
 者
に
ほ
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
 生
 幼
学
的
心
理
学
的
な
説
 

 
  

 
 
 

明
 が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
が
存
在
判
断
で
あ
る
。
 



と
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
意
識
 説
は
、
 ㍉
諸
相
 L
 以
前
の
時
期
、
円
 
心
理
学
原
理
 J
 二
八
九
 0
 年
 ）
の
時
点
か
ら
す
で
に
精
神
 か
ら
実
体
的
な
性
格
 

」
 

断
 

卿
を
 一
切
排
除
し
ょ
う
と
し
た
点
で
独
特
な
も
の
で
あ
 っ
た
 。
例
え
ば
、
私
た
ち
の
「
自
己
同
一
性
」
に
つ
い
 て
は
、
自
己
意
識
は
瞬
間
 瞬
 

翻
 

間
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
と
し
て
の
 連
続
性
は
あ
る
が
、
心
に
は
連
続
性
を
も
た
ら
す
実
体
 は
 必
要
無
い
と
さ
れ
た
。
 
た
 

 
 の

だ
し
「
諸
相
 ヒ
の
 意
識
 説
は
 、
そ
れ
ま
で
の
 
説
 と
は
 
一
つ
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
従
前
の
説
で
は
「
消
え
 行
く
思
考
」
と
い
う
意
識
 野
 

棚
 

の
 核
 的
部
分
の
存
在
が
仮
定
さ
れ
て
い
た
。
各
瞬
間
 に
 生
ま
れ
て
き
て
は
選
択
を
行
い
、
対
象
物
を
意
識
の
 場
 に
組
織
す
る
存
在
で
あ
 

諸
 

の
り
、
そ
れ
は
同
時
に
意
志
的
努
力
の
主
体
と
措
定
 
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
僅
か
に
残
っ
た
実
体
的
部
分
が
 
コ
 諸
相
口
で
は
完
全
に
消
え
去
 

験
 

陥
 

り
、
意
識
 野
 内
の
関
心
対
象
自
体
が
意
識
の
場
を
構
 成
す
る
と
さ
れ
た
。
意
識
と
は
関
心
と
い
う
 ス
ポ
 

ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
て
、
 

い
 

 
 

穀
 

ろ
い
ろ
は
観
念
が
並
ん
だ
場
で
、
そ
う
し
た
「
意
識
 の
場
」
が
瞬
間
瞬
間
で
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
の
で
あ
 る
 。
「
私
た
ち
の
心
の
場
は
 

 
 

次
々
に
生
じ
て
 
い
 き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
関
心
の
中
心
を
持
ち
 、
そ
の
回
り
に
並
ぶ
対
象
に
は
私
た
ち
は
だ
ん
だ
ん
 注
 煮
 し
な
く
な
り
、
縁
は
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商
 
呼
ん
だ
。
 

    左半 U 睦斤 」 

緩 識 ジヱ 潜 面では 志の方と、 る。 ス まず 慢 あ して イム 在意 は 悪 ター 自己 問題 るい Ⅰた 

識 か バ の と は 自 ズ の 中の 二口 ら逃 @ ク ， 意志 なる 突然 己が 

正 れ の 以 の の 、 ぅ 「国 説で外のようしい ひ ま、 過程 @5 4 宗教 

自 と は も 回 」 @ 的 心 
己 拘 、 の 心 で 諸   
が 海 国 が に あ 実 は 

  
れ で を に る に え で 
る 花も し   。 関 た 描 

。 @ 努 て 大 回 す 給 げ 
こ 力 ぃ 孝 心 る 果 は 

「それ の状態 の状態 間に る 数は自 には 意 所説に 統合 

を を 、 己 志 絞 さ ま 
ジ 抜 潜 の 的 つ れ で   
ム こ 識 を 実 て 正 し 
ズ と 申 放 な お し て 
は は に 棄 変 こ く い   
格 な 後 こ 件 て 間 
ヱ い の と う 

ネ が 自 が も 

幸 運 
福 つ 

ル 、 己 凹 め だ て 

ギ そ が 心 も と か 
l の 組 の あ 煮 て 
の 意 織 最 る 識 劣 
中 志 さ 後 が 
心 の れ の   

す 等 
る で   

の 力 て 一 鼓 よ 下 
移 な い 押 終 ぅ 幸 
勤行弱 く し 的 に だ 
」 @ め   と な な と 

と る 意 な 局 る 上 局、 



さ
て
、
「
信
じ
る
意
志
」
で
不
足
し
て
い
た
宗
教
の
知
的
 根
拠
の
部
分
は
 、
 

の
 だ
ろ
う
か
。
引
用
に
見
る
よ
う
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
言
葉
 は
 、
こ
こ
に
お
い
 果

た
し
て
「
諸
相
 ヒ
の
 存
在
判
断
に
お
い
て
解
決
を
み
た
 ナ
、
 

Ⅰ
 

て
も
結
局
宗
教
自
体
や
普
通
宗
教
現
象
に
伴
 う
 超
越
的
な
存
 
存
 

リ い る い あ 「よ 、，ヵ ： え、 然超 採 こと るよ は何 な 
「 「 

が は   で い が と 

ズ 。 存 限 

時穿 
在 界 
す を 
る 一 刀 マ 

も す   の こ 

とが であ 

る て、 
以 き 

上、よ、 … 尤 

証 続 次 の 

」。 瞬 4 の @,@ ヰハ こ 。 
容 い 
」 

面 

  

，点 

  い   で と 

宗教 在判 それ、 起 はな いて ら捌 ｜ズ   
断 ゆ 白 い い で 説 も ブ 違 す て 

(560)  104 



下 宗教的経験の 諸相 山の 「精神的判断」と「 存 

だ と 探 係 
意状神も 識態秘が神ろビ ししし                   る 。 i 羊 " 
彩 る 存 き 部 
態 と 在 る 外 
に い す わ 者 

す ぎ可 5 るけ とで （ ジ 

な 能 い は ェ 

く 性 う な ィ 

て せこい ム 諸子 

の す 、 直 そ 
同 6 日 接 の 
囲 も 常 経 説 

ま あ 識 あ に 
つ る が る 対 

でも宇 佐 も 料 

感 
潜 

な 

も き か 

耳ト 。そ ァ 弓 こ１ 並 的な れ つ 

い 

幕 
で 

空し は「 

れ 

    ら 」 @ を 関 

105  (561) 

断
 
」
 
エ
 イ
ム
ズ
に
と
っ
て
、
自
己
が
実
は
自
己
を
越
え
た
 

も
の
に
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
は
実
存
的
必
要
が
 

あ
っ
た
も
の
で
あ
る
に
は
 

違
 

 
 

在
を
弁
護
し
た
も
の
で
は
な
い
。
「
 
よ
 り
広
大
な
自
己
」
 が
 歴
史
的
な
「
 神
 」
概
念
と
ど
 う
 関
係
す
る
の
 

つ
て
は
二
義
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
重
要
な
の
は
救
済
 経
 験
の
有
無
な
の
で
あ
る
。
 

前
出
の
プ
ラ
ウ
 ド
 フ
ッ
ト
の
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
 ジ
 エ
 イ
ム
ズ
の
宗
教
研
究
の
特
徴
は
経
験
者
 本
 

に
あ
る
。
通
常
の
宗
教
史
学
と
ほ
反
対
に
、
経
験
者
本
人
 か
ら
見
た
宗
教
世
界
を
問
題
と
し
た
の
で
は
な
 

を
 求
め
な
が
ら
も
自
然
科
学
の
伝
え
る
真
理
か
ら
も
離
れ
 ら
れ
な
い
観
察
者
（
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
）
か
ら
見
た
 

で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
 っ
た
 。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
既
に
述
べ
た
よ
 か

 、
そ
れ
は
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
に
と
 

人
の
解
釈
を
軽
視
し
て
い
る
点
 

く
、
 彼
の
宗
教
研
究
は
、
救
済
 

宗
教
世
界
を
問
題
と
し
た
も
の
 

う
 な
危
機
的
状
況
に
あ
っ
た
 ジ
 



主
 
 
 次

の
二
冊
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
 

ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
著
作
に
つ
い
て
は
 以
下
の
よ
う
に
略
記
。
 

マ
わ
 Ⅱ
 @
 づ
き
め
て
Ⅰ
こ
 
%
 こ
め
 執
 
わ
 ぬ
 安
岐
 
ざ
ミ
の
 め
Ⅰ
㌧
 
巽
 ざ
さ
（
め
 

り
 （
の
の
 
日
 ヴ
ユ
年
帆
 

。
二
の
「
 
セ
ぃ
 
（
Ⅰ
 C
 コ
ぎ
り
 
「
四
円
モ
ロ
「
の
の
の
・
 

P
 
つ
 ㏄
 切
 ）
 

薫
づ
由
 @
 づ
き
め
 薫
 @
 
に
 ぎ
由
 め
 -
@
 

め
 
e
n
n
 
さ
ミ
 0
 き
ミ
 
Ⅱ
 め
紹
ち
ぎ
 
㌧
も
㌧
 
東
 -
o
x
 
㌧
 ミ
こ
の
 
も
㌧
 
ミ
ヒ
 （
 
之
ひ
毛
ぺ
 0
 「
 オ
 ・
 0
0
 

せ
の
「
・
）
の
切
の
）
 

（
 1
 ）
 
勾
巴
 Ⅰ
 プ
 ロ
の
 
ユ
 0
 臣
 ㌧
の
「
「
 

せ
 ・
づ
き
め
 
づ
 下
 0
 ミ
吋
き
 
-
n
 さ
 軋
の
き
 

o
x
o
h
 

ざ
 Ⅰ
 母
目
 
ぶ
こ
 ぎ
ま
寺
 ）
 
烹
め
 ・
 き
ぶ
 さ
 ャ
 v
e
 
ャ
め
 
～
も
 
ヌ
 （
の
の
 

2
%
 
ま
 %
@
 コ
 の
 Ⅱ
 つ
い
 
Ⅱ
 
隼
 C
 臣
 -
 
づ
 0
 Ⅱ
の
 
ざ
せ
 

㌧
Ⅱ
。
の
の
。
 

ト
の
ト
 

㏄
）
Ⅰ
・
㏄
 

印
 ㏄
 

（
 2
 ）
 
マ
わ
 Ⅱ
・
 ワ
 ）
㏄
の
・
 
目
 0
 圭
の
「
 
年
 Ⅱ
の
ぎ
 
降
 。
 ぎ
 ・
 由
 e
c
o
 

ま
ぎ
吋
 薫
ぎ
ぎ
ま
吉
 ま
ま
（
 臣
ぎ
 o
p
:
 
の
 0
 （
 コ
の
 
-
-
C
 三
つ
の
「
の
 

@
 
（
 
せ
 
下
品
の
 
日
の
 
㏄
 ト
 ）
Ⅰ
㌧
・
の
㏄
１
円
心
 

Ⅰ
 0
 ア
臣
 0
 圭
の
申
バ
ナ
ヰ
四
白
，
 
づ
寸
 
七
日
Ⅰ
も
さ
 
套
 
ト
キ
へ
て
 
さ
 さ
 0
 き
も
 
ち
 
（
 
ワ
臣
ぎ
 
日
 @
@
@
@
@
o
 

イ
く
 
@
 
Ⅰ
 ヒ
斗
 
@
@
@
@
 

の
 -
@
@
@
 

せ
 ・
 
u
w
 

（
）
 
C
@
 
）
 
@
 
メ
 
@
@
@
@
 

「
の
 
@
 
（
 
ヒ
 ・
 H
@
 

（
 
@
@
@
m
 

の
 
-
 ）
の
 
w
n
 

一
 
㏄
一
）
（
 

@
@
.
n
5
 

（
 3
 ）
 
マ
わ
 Ⅱ
 ，
ロ
 ・
）
㏄
 
ト
 

（
 4
 ）
Ⅱ
の
ぎ
の
（
の
 

ぎ
 ・
 ぎ
ま
 ：
や
㏄
 ニ
 ・
な
お
山
ロ
 的
り
コ
り
 
円
の
巨
 
0
 「
・
 
薫
ま
ぎ
ま
寺
 ま
ま
 宝
 
Ⅱ
 お
鳶
 ～
 
@
a
 
さ
ミ
旨
 め
き
 
ぎ
 -
 ま
ミ
 ㏄
（
 レ
ヨ
ァ
 の
 「
の
（
 

@
 円
 二
の
 C
 臣
 @
 
づ
の
 
「
 

臼
テ
ド
 0
 ～
 鼠
 り
の
の
 

ヰ
 手
口
の
の
（
（
の
㌧
「
の
の
の
・
 

お
 ㏄
 ひ
 ）
 q
.
 

）
㏄
い
に
よ
る
と
 

遺
伝
決
定
説
を
唱
え
た
 べ
 ネ
デ
ィ
ク
ト
・
 
モ
レ
ル
 に
つ
い
て
 
ロ
 ｜
ウ
ヱ
ル
 講
演
で
 

講
演
し
た
と
あ
る
。
 

（
 5
 ）
 
G
 の
母
三
三
せ
の
「
の
・
薫
に
ぎ
 
ま
寺
 ま
ま
 @
 田
め
ト
 ～
 
ヤ
 e
a
n
 
荘
 づ
き
も
 
東
吋
ミ
 （
 
之
 。
自
由
 ヰ
 七
の
三
 へ
い
訂
 C
 コ
ア
の
「
の
目
せ
㌧
お
の
の
・
）
 

0
 ㏄
の
 
）
Ⅰ
・
 
ち
 切
の
 

（
 6
 ）
吉
永
進
一
「
心
理
学
と
有
神
論
」
 
角
 宗
教
哲
学
研
究
 目
 第
十
号
、
京
都
宗
教
哲
学
会
、
一
九
九
三
年
）
。
 

-
7
 ）
 
薫
づ
憶
 ・
 ワ
 ㏄
 

人
々
は
多
様
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
一
人
の
個
人
に
お
い
 て
も
多
様
な
意
識
状
態
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
様
々
な
 知
 識
 が
も
た
ら
さ
れ
る
。
 

 
 

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
知
識
に
対
し
合
理
的
意
識
 や
 覚
醒
意
識
が
知
的
根
拠
を
与
え
な
く
て
も
、
そ
れ
自
体
 に 根
拠
が
あ
る
と
い
う
 
鬨
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ
と
に
な
る
。
 

シ
ヱ
 イ
ム
ズ
の
宗
教
研
究
が
宗
教
学
者
の
間
に
 ェ
ピ
ゴ
｜
 ネ
ソ
 
を
生
み
出
さ
な
か
っ
た
所
以
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
 に
 彼
個
人
の
生
に
密
 

着
し
た
思
索
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
 い
ま
だ
に
読
み
継
が
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
逆
 に
こ
 ぅ
 し
た
相
対
主
義
の
ゆ
 

え
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
の
相
対
主
義
が
個
人
 主
義
へ
の
徹
底
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
 事
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 



（
 
巧
 ）
 7
%
 

）
の
「
の
 

，
連
 @
Q
.
.
 

ロ
 ・
の
）
 

ひ
 

 
 

 
 

。
な
お
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
根
本
的
経
験
論
も
、
ち
ょ
う
ど
 こ
の
区
別
に
対
応
す
る
が
、
 ジ
 

ヱ
 イ
ム
ズ
研
究
も
そ
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
で
二
方
向
に
別
 れ
る
。
 口
 -
 
の
 ロ
木
 り
 ロ
ロ
 
ヰ
 の
 仁
 り
ま
 
匹
 ・
 ギ
め
 ミ
い
 府
ヨ
 
a
-
@
C
 

㍉
ま
ざ
 

り
 
O
p
 
ぽ
 
東
司
 @
 
日
 Ⅰ
 ま
 

左
半
 

存
 

 
 

濤
 き
ま
（
 署
 0
 
（
お
し
 い
 
2
%
C
 コ
 ざ
ま
四
モ
 

o
h
 

之
 o
 
（
お
し
り
日
の
Ⅱ
 
「
の
 
革
 
）
の
の
 

ぃ
 ）
は
前
者
の
極
端
な
例
で
根
本
経
験
論
を
ほ
と
ん
 ど
 無
視
し
て
い
る
 

が
 分
析
哲
学
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
部
分
を
切
り
捨
て
る
傾
向
が
 あ
る
。
後
者
の
例
に
は
の
 ま
 「
 
-
 
の
沫
由
 ・
 ぽ
吊
 （
「
 
@
 
の
ロ
 
・
 思
ぎ
ぎ
ヨ
舌
 ま
ま
・
 
め
 カ
ミ
 ぎ
ミ
 

と
 

わ
お
 っ
 
お
の
マ
ミ
 

（
～
～
 

o
n
 

母
 ㌧
 ま
 ざ
め
る
 
ミ
セ
 （
下
ヲ
 
ぃ
コ
 
お
の
（
 
り
 古
し
目
 宇
の
 
「
 
ゑ
モ
 

o
h
 

之
の
 

キ
ぺ
 。
 
芽
 
Ⅱ
「
 

e
s
 

ダ
ぢ
 0
0
 

）
が
あ
る
。
 

w
@
 

」
 

 
 

（
 
之
 0
 
キ
 ぺ
 0
 「
オ
下
目
「
の
年
下
，
刃
ロ
。
で
Ⅰ
）
 

p
.
 

）
㏄
の
 

，
ぺ
わ
由
 
・
月
へ
 
ひ
 
に
も
同
内
容
の
文
。
 

 
 

㎏
 母
 
可
 き
ぎ
き
濤
 ま
ま
（
の
 
三
 c
a
 
帆
 o
 一
円
二
の
口
口
手
目
 

臼
 （
 
せ
 。
Ⅰ
の
 
す
 
T
 り
む
 
。
 巾
 Ⅱ
 
0
 の
 
ダ
ト
 の
Ⅱ
Ⅱ
）
 

口
 ・
ト
ム
）
 

 
 

（
 銭
 ）
 
ぺ
わ
由
 
・
 P
 ぃ
 ㏄
 

（
 
れ
 ）
㌔
 も
 め
・
 っ
 ・
）
 
ひ
 

（
 
却
 ）
 
ぺ
用
 
P
@
 で
 ・
）
㏄
 

 
 

（
 
為
 ）
 
ぺ
わ
め
 
・
ロ
ロ
・
 

N
 の
 Q
.
 
い
 
の
 ぃ
 

（
 
舛
 ）
㌔
 わ
由
，
ワ
 
）
 
っ
ト
 

 
 

（
 
為
 ）
 
ぺ
 再
出
・
フ
ぃ
の
の
 

（
㌘
）
㌔
 わ
挿
 口
ロ
 い
 
㏄
 い
 
l
 
い
 ㏄
 の
 

（
㏄
）
 マ
 わ
馬
・
や
い
つ
 

い
 

 
 

 
 

（
 
田
 ）
 
ぺ
 穴
田
・
 
P
 い
 
の
㏄
 

（
㏄
）
 ヌ
わ
由
 
・
 ワ
い
 っ
 っ
 

（
㎝
）
 ぺ
わ
由
 
・
 P
 ）
の
り
 

（
㌍
）
 ぺ
 用
い
Ⅰ
で
 い
 っ
の
 
l
 ㏄
 っ
つ
 

 
 

（
 
繍
 ）
 
吋
わ
め
 
・
ロ
ロ
・
ひ
 

い
 ）
ー
 
ひ
 N
N
 

（
㏄
）
 ぺ
 再
出
。
 
ワ
 ㏄
の
の
 

 
 

 
 

（
 
鵠
 ）
㌔
 馬
曲
 
・
 ワ
 ㏄
㏄
Ⅱ
 

（
㏄
）
 ぺ
わ
由
 
・
 p
 ㏄
㏄
Ⅰ
 

（
㏄
）
 ぺ
 穴
田
・
 
ヤ
 ㏄
㏄
 
ぃ
 

Ⅱ
の
「
「
 

せ
，
違
 @
Q
.
.
 

ロ
 ・
㏄
 
ひ
か
 
・
 

（
Ⅱ
）
 d
@
o
 
「
 F
.
@
 
ま
 Q
.
.
 

で
・
 

0
 ひ
 Ⅰ
 

（
 
8
 ）
 
で
 
ド
 
ド
め
，
ロ
 
・
㏄
 

（
 
9
 ）
吉
永
、
前
掲
論
文
、
七
 0
 ｜
 七
二
頁
参
照
。
 

（
 
托
 ）
 
づ
ゃ
、
つ
 

め
・
 ロ
 ・
）
）
 

（
Ⅱ
）
 も
い
い
，
 

づ
 

ロ
 ・
 
N
 ト
 

（
 
レ
 ）
 
づ
ゃ
、
つ
 

め
 ，
ロ
 ・
 
N
 の
 h
h
 

（
 
凹
り
 
）
し
 い
 
三
 %
 
ミ
 
ノ
 @
 
・
 庄
 0
 「
 
オ
，
づ
末
 
二
 %
 Ⅰ
 
ま
 Ⅰ
Ⅰ
ま
へ
臼
づ
き
心
の
Ⅰ
 

茎
ざ
ャ
 
住
 
由
 
～
 め
き
 簗
き
 
（
三
の
毛
 
ぺ
 0
 「
三
の
。
 
日
 2
%
 り
ロ
臣
守
の
 
「
ゑ
目
Ⅱ
「
 
の
の
㏄
 

，
ト
の
 
㏄
㏄
）
 
で
 ・
 い
 
㏄
 つ
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（
 蛆
 ）
 
メ
自
 
㏄
 せ
コ
 0
 ㌧
Ⅱ
 
0
 由
ヰ
吊
 
0
0
 

（
・
 

た
 め
こ
む
 
ぺ
つ
 
二
の
馬
Ⅱ
㌧
 
め
 「
 @
e
 
ミ
い
 
い
（
 切
 0
 Ⅱ
 
村
 0
 こ
Ⅱ
 @
C
 
コ
 @
 
せ
 。
Ⅱ
㏄
 
ぎ
 Ⅱ
 0
 吊
の
い
 -
 
毘
 0
 Ⅱ
 コ
 @
 
が
 ㌧
Ⅱ
。
㏄
夕
ト
 
の
 ㏄
 切
 ）
 づ
，
ト
 
0
 ふ
 ・
Ⅰ
 ，
円
 
0
 切
 。
 ロ
 ，
ト
ウ
の
 

 
  

 

（
 何
 ）
大
お
 馬
 ・
 ワ
 ㏄
 ひ
 

（
 穏
 ）
 
末
わ
馬
 ・
 ワ
 ㏄
 ふ
 

（
 我
 ）
 
末
 力
内
・
 ワ
 ）
 ド
 

 
 

（
 仰
 ）
 
へ
ん
ド
 
㌣
 ワ
ト
 ㏄
㏄
 

（
 蝸
 ）
 
末
わ
馬
 ・
や
ト
ド
㏄
 

 
 

（
 巧
 ）
 
末
 力
内
・
 や
円
鍋
ド
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
 憾
 ）
 
末
 力
内
・
や
）
㏄
の
 

（
 め
 ）
サ
 ブ
リ
 ミ
ナ
ル
に
つ
い
て
は
拙
論
、
 

士
 早
水
進
一
「
ウ
ィ
 リ
ア
ム
・
 
ジ
ヱ
 
イ
ム
ズ
の
心
霊
研
究
」
 

宙
 宗
教
哲
学
研
究
し
第
七
 号
 、
京
都
宗
教
哲
学
 

会
 、
一
九
九
 0 
年
 ）
参
照
。
無
意
識
の
否
定
は
韻
ぎ
ず
 ョ
ざ
 ヨ の
の
・
㌔
Ⅱ
 
ぎ
 0
 音
 こ
の
執
 
㌔
 咲
 0
 ミ
 え
轄
セ
 
（
の
 
リ
 ヨ
串
 日
的
戟
由
ぃ
 
（
Ⅱ
が
 
乙
 
C
 三
六
 %
 
四
目
 

㌧
（
の
の
の
・
 

ぢ
簿
 ）
 ワ
 
品
切
戸
参
照
。
サ
ブ
リ
ミ
ナ
ル
 と
 多
重
人
格
 に
つ
い
て
は
 

申
ゼ
 
ミ
 -
0
 
ク
ま
 ～
 
Q
.
-
 
ワ
 
巴
を
見
よ
。
 

（
 舵
 ）
大
お
 馬
 ・
 ヲ
 A
 つ
の
 

（
 目
 ）
 
へ
ん
馬
 ・
口
口
 ふ
っ
リ
 
@
A
 
っ
 ㏄
 

（
㏄
）
 
末
 力
内
・
 ワ
 A
 っ
 ㏄
 

（
㏄
）
 
庄
 O
 （
 F
.
 ぎ
 @
 ・
・
 

b
.
N
A
A
 

（
 訊
 ）
 
末
 力
内
・
Ⅰ
 セ
 ・
㏄
 
っ
 Ⅱ
 l
 ㏄
っ
 

8
.
 

末
 力
内
・
 レ
 A
 っ
 8
,
 も
牟
 クロ
 
脱
 せ
よ
。
 



新
約
聖
書
の
中
の
四
つ
の
福
音
書
に
お
い
て
、
イ
ニ
ス
は
 

し
ば
し
ば
「
人
の
子
」
な
る
存
在
に
つ
い
て
語
っ
て
 

い
 る
 。
そ
れ
は
 ィ
ヱ
ス
 
⑮
 

0
 口
に
の
み
上
っ
て
お
り
、
ま
た
現
在
の
文
脈
で
は
、
 

常
 に
イ
ヱ
ス
 を
指
し
示
し
て
い
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
福
音
書
 
内
で
は
「
人
の
子
」
は
 9
 

 
 

れ
て
お
り
、
し
か
も
常
に
イ
ェ
ス
自
身
に
よ
っ
て
三
人
 

称
 で
語
ら
れ
て
い
る
の
 

序
 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 福
音
書
に
お
い
て
「
人
の
子
」
は
常
に
 イ
ヱ
 ス
を
 指
す
メ
シ
ア
称
号
と
し
て
 イ
ヱ
ス
 に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
 。
し
か
し
、
ア
ラ
ム
 

詰
め
 「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
は
一
般
に
「
人
間
」
を
意
味
し
 
、
称
号
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
い
。
福
音
書
の
「
人
の
子
」
と
 い
 3
 表
現
は
す
べ
て
 

二
重
の
定
冠
詞
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
に
翻
訳
 し
た
人
が
ア
ラ
ム
語
の
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
を
「
あ
の
人
 」
の
意
味
で
理
解
し
 

た
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
福
音
書
の
人
の
子
舌
口
葉
の
約
半
分
ほ
 
タ
ニ
ヱ
ル
 書
の
「
人
の
子
の
よ
う
な
者
」
と
関
係
し
て
お
り
、
 京
 胎
教
団
が
高
学
者
 

ィ
ヱ
ス
 を
そ
れ
と
同
一
視
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
本
稿
は
 @
 
」
れ
ら
言
語
的
宗
教
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
・
原
始
教
団
が
 
「
人
の
子
の
よ
う
な
 

者
 」
で
あ
る
高
学
者
を
指
し
示
し
て
「
あ
の
人
の
子
」
と
呼
ん
 な
こ
と
を
始
ま
り
と
し
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ャ
語
に
馴
染
み
の
な
 ぃ
 表
現
に
直
訳
さ
れ
 

た
と
こ
ろ
に
メ
シ
ア
称
号
と
し
て
の
「
人
の
子
」
の
起
源
が
あ
 る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 
 人
の
子
、
メ
シ
ア
称
号
、
史
的
 イ
ヱ
ス
、
真
 正
性
 、
原
始
教
団
、
伝
承
 史
 

イ
ェ
ス
と
人
の
子
 

１
１
メ
シ
ア
称
号
と
し
て
の
 
日
 
人
の
子
 L
 の
 起
 

源
 

静
 

上
村
 



一
 
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
「
人
の
子
」
 

で
あ
る
。
こ
の
「
人
の
子
」
は
、
地
上
で
権
威
を
持
っ
て
 活
動
す
る
が
、
や
が
て
受
難
す
る
、
し
か
し
、
復
活
し
 、
将
来
審
判
者
と
し
て
 

再
臨
す
る
だ
ろ
う
者
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 「
人
の
子
」
に
つ
い
て
五
明
 る
 舌
口
業
（
以
下
で
は
「
人
の
子
丑
 

ニ
業
」
と
記
す
）
は
 イ
ヱ
 

ス
の
 運
命
に
つ
い
て
 ィ
ヱ
ス
 自
身
が
示
す
言
葉
な
の
で
あ
 る
 。
こ
の
よ
う
な
「
人
の
子
」
の
運
命
は
、
原
始
教
団
 に
よ
る
イ
ェ
ス
解
釈
 と
 

一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
前
の
 ィ
ヱ
ス
 本
人
（
 以
 下
で
は
史
的
イ
エ
ス
 と
 記
す
）
が
「
人
の
子
」
に
つ
い
て
 
語
 っ
 た
の
か
否
か
と
い
 

う
 真
正
性
の
間
頭
が
起
こ
る
。
こ
の
真
正
性
の
間
 題
も
、
 単
に
史
的
 イ
ヱ
ス
 が
語
っ
た
か
否
か
と
い
う
だ
け
で
な
 く
、
 語
っ
た
と
す
れ
ば
 

そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
っ
た
か
、
語
ら
な
か
っ
た
 と
 す
れ
ば
原
始
教
団
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
し
て
「
 
人
 の
子
」
称
号
が
生
じ
た
 

の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
人
の
 

子
 」
と
い
う
言
葉
の
ア
ラ
ム
語
（
 ぎ
 「
。
 
ミ
き
さ
ミ
 
。
 
x
 ま
 き
 ）
な
い
し
 
へ
 ブ
ラ
イ
 語
 

（
 
す
 
：
 
，
 
"
 き
 じ
の
表
現
は
、
も
と
も
と
一
般
に
「
人
間
」
を
 意
味
す
る
日
常
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
メ
シ
ア
を
意
味
す
 る
も
の
と
し
て
当
時
 知
 

ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
さ
え
議
論
の
対
象
と
 な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
れ
は
あ
ま
り
 議
論
さ
れ
て
い
な
い
こ
 

と
だ
が
、
福
音
書
で
は
「
人
の
子
」
に
当
た
る
ギ
リ
シ
ャ
 語
は
常
に
 
キ
 。
 か
 セ
 ミ
 Q
 め
 ～
 
Q
 ま
 Ⅰ
 さ
 ～
 
か
ぺ
母
 
Q
 ま
と
い
う
用
語
に
 
統
一
さ
れ
て
お
り
（
 ョ
 

八
五
の
二
七
の
み
例
外
）
 、
 異
な
る
伝
承
 糸
 路
を
持
っ
 四
 福
音
書
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ャ
譜
表
記
の
統
一
は
、
福
音
書
 記
者
の
編
集
と
い
う
 

だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
特
に
 、
キ
 。
 ミ
ぎ
 Q
 
め
ぎ
ま
い
さ
～
 

キ
ペ
専
 
。
ま
と
い
う
二
重
の
定
冠
詞
 
を
 持
っ
た
表
現
は
 ギ
リ
 

シ
ャ
 語
 と
し
て
は
馴
染
み
が
な
い
の
で
、
（
 
2
-
 真
正
性
の
間
頭
 と

は
別
に
、
原
始
教
団
の
伝
承
 史
 の
問
題
と
し
て
考
察
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
し
 

 
 

従
っ
て
本
稿
の
課
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
成
立
前
後
の
時
代
 
の
 ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る
「
人
の
子
」
の
意
味
と
、
メ
シ
ア
 

称
号
と
し
て
の
「
人
の
 

子
 」
の
存
否
、
真
正
性
の
間
題
を
確
認
し
た
上
で
、
福
音
 
書
 に
お
け
る
「
人
の
子
」
の
起
源
に
つ
い
て
 一
 仮
説
を
 呈
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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  円ダ 節 ｜ 二     

ユ   
亡，ヒ ヤ 

""  エ手 土 
教 

ノン 黙 
の 

ホ 

幻 文 
視 学 
を l 
描 
い 

お 

て 
ナ ｜ 

い る 

る 

ま 

人 「 
の 

ず 
彼 

子 
」 

は 
四 
頭 
の 

大 
き 

な獣 

が、 

海 
か 
ら 

現 
れ 
る 
の 

を 

見 
る 
が 

    
節 
  
八 

Ill@ (567) 

旧
約
聖
書
正
典
内
に
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
は
全
部
で
 

百
九
回
あ
り
、
そ
の
内
九
三
回
が
 
ヱ
ゼ
キ
ヱ
 ル
書
 b
 に
 現
れ
る
。
そ
こ
で
 

は
 預
言
者
 ヱ
ゼ
キ
ヱ
ル
 
に
対
す
る
神
か
ら
の
呼
び
掛
け
と
 

し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
神
の
栄
光
に
対
し
て
弱
く
 

卑
 賎
な
 存
在
と
し
て
の
 

「
人
間
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
一
エ
 

ハ
 箇
所
 

@
 
げ
 一
般
に
「
人
間
」
「
 

人
 」
を
意
味
し
、
メ
シ
ア
的
な
意
 
味
 で
用
い
ら
れ
て
い
る
 

@
4
@
 

側
 は
 一
 つ
も
な
い
。
 

@
6
@
 
こ
の
一
六
箇
所
の
内
、
一
三
箇
所
が
 
パ
ラ
レ
リ
ス
ム
 
ス
 と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
 
で
は
す
べ
て
二
番
目
が
 

-
7
 
）
 

「
人
の
子
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
注
目
 

に
値
す
る
。
ロ
ク
 
ム
ラ
ソ
 文
書
ヒ
 に
 「
人
の
子
」
は
三
回
 

出
て
く
る
が
、
そ
こ
で
 

も
意
味
は
「
女
か
ら
生
ま
れ
た
者
」
「
 

土
 く
れ
で
造
ら
れ
 
た
者
」
「
人
間
」
で
あ
る
。
 

イ
ヱ
ス
 時
代
の
ア
ラ
ム
語
で
 
は
 ユ
ダ
ヤ
で
も
 
ガ
 リ
ラ
 

ヤ
 で
も
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
は
馴
染
み
の
も
の
で
 

、
 「
そ
の
人
」
「
あ
る
 

人
 」
「
す
べ
て
の
 
人
 」
 

い
 こ
の
他
、
ア
ラ
ム
語
 

の
 「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
が
一
人
称
の
「
私
」
の
言
い
 

換
え
だ
っ
た
と
い
う
説
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
 

-
9
@
 
こ
こ
で
）
 
」
の
議
論
を
詳
論
す
る
 

暇
 は
な
い
が
、
若
干
の
証
例
は
確
か
に
「
人
の
子
」
を
 

「
 
私
 
@
 」
 の
 意
味
で
用
い
て
Ⅰ
る
こ
と
 

力
ら
、
 

・
 

、
、
ド
 
-
0
 

1
 
 

）
 一
般
の
「
 
人
 間
 」
の
意
味
に
解
せ
た
 

い
 場
合
に
は
「
私
」
の
言
い
換
え
で
あ
っ
た
と
考
え
る
，
 

」
と
が
て
き
る
 

、
 
@
 。
 
0
@
l
@
1
 
 

い
ず
れ
に
せ
 
よ
 イ
ス
ラ
エ
ル
の
伝
統
 
内
 で
の
「
人
の
子
」
は
 
圧
 

倒
 的
に
「
人
間
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
メ
シ
ア
 

称
号
と
し
て
の
証
例
は
見
出
せ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
 

、
新
約
聖
書
の
「
人
の
 

子
 」
の
起
源
と
し
て
、
そ
の
表
象
の
類
似
性
か
ら
旧
約
五
 

典
 で
あ
り
か
つ
ユ
ダ
ヤ
教
黙
示
文
学
に
属
す
る
 

ヨ
ダ
ニ
ヱ
 
ル
書
 b
 七
章
一
三
節
、
 

及
び
そ
の
表
象
を
受
け
継
ぐ
 
ヨ
 た
と
え
の
 
書
 円
円
第
四
 ヱ
 ズ
ラ
 書
ヒ
 は
 考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 



と る 簾染 め 

@
n
 

）
 

B
 
 円
 
た
と
え
の
書
目
白
 
ヱ
 チ
オ
ピ
ア
語
訳
 
ヱ
ノ
ク
 
書
ヒ
 一
 
二
七
草
 
｜
 七
一
章
）
 

円
 
た
と
え
の
 
書
 b
 四
六
の
一
で
 
ヱ
ノ
ク
 
は
、
高
齢
の
頭
と
 

と
も
に
い
る
「
人
間
の
よ
う
な
顔
を
し
た
者
」
を
見
る
。
 

ヱ
ノ
ク
 
は
そ
の
「
 
人
 

子
 」
に
つ
し
て
み
 

、
、
 
便
 し
に
た
ず
ね
 

-
 ・
、
（
 

，
 
@
1
 
 

み
 使
い
は
そ
の
「
 
人
 の

子
」
が
義
な
る
者
、
審
判
者
、
崇
拝
さ
れ
る
者
、
先
 

 
 

@
o
@
 

-
 
№
 
-
 

 
 

@
 
Ⅱ
 
-
 

@
n
-
 

@
 
葎
 
@
 

光
の
座
に
 
坐
 わ
る
者
、
油
注
が
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
 

室
 赤
 し
、
最
後
に
 
ヱ
ノ
ク
 
自
身
が
そ
の
「
人
の
子
」
で
あ
る
 

こ
と
を
明
ら
か
に
す
 

 
 

 
 

 
 

、
個
人
的
な
メ
シ
ア
る
と
す
る
に
は
問
題
 

ぬ
 ）
、
こ
れ
ほ
四
つ
の
帝
国
を
象
徴
し
て
い
る
。
第
四
の
 
非
常
に
恐
ろ
し
い
獣
が
殺
さ
れ
た
 後
 （
一
一
節
）
 

、
 天
に
第
 五
の
存
在
が
現
れ
、
 そ
 

れ
は
獣
で
は
な
く
、
「
人
の
子
の
よ
う
な
 
者
 」
二
三
節
）
 で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
幻
視
に
は
解
釈
が
付
加
さ
れ
て
お
 り
 、
「
人
の
子
の
よ
う
 

な
者
」
は
第
五
の
帝
国
を
治
め
る
「
い
と
高
き
者
の
聖
者
 ら
 」
（
一
八
節
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
人
の
子
の
 よ
う
な
 者
 」
が
天
的
存
 

在
 、
神
性
で
あ
る
こ
と
は
 一
 0
 章
一
六
節
、
一
八
節
か
ら
 も
 明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
付
加
さ
れ
た
解
釈
 か
 ら
も
分
か
る
よ
 う
 に
 、
 

@
 
は
 @
 

集
合
的
な
支
配
の
シ
ソ
ポ
 ル
 で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
直
接
 メ
シ
ア
や
救
世
主
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
注
意
 す
べ
 き
 こ
と
は
、
「
 人
 

の
子
の
よ
う
な
 者
 」
は
、
そ
れ
以
前
に
支
配
し
て
い
る
 四
 頭
の
 
「
 
獣
 」
に
対
比
し
て
「
人
間
」
の
姿
を
し
た
者
が
 そ
の
後
の
支
配
者
に
な
 

る
と
い
う
文
脈
に
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
 、
「
人
の
子
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
単
に
「
人
間
」
を
 
意
 抹
 し
、
そ
れ
に
「
の
 ょ
 

う
 な
 者
 」
を
つ
け
る
こ
と
で
、
人
間
の
姿
を
し
て
い
る
が
 人
間
で
は
な
い
天
的
存
在
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
 
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
 

-
H
@
 

「
人
の
子
」
は
メ
シ
ア
称
号
な
ど
で
は
な
い
。
但
し
、
「
 
人
 の
子
の
よ
う
な
者
」
は
天
的
存
在
で
あ
る
か
ら
メ
シ
ア
 的
 表
象
に
な
る
傾
向
が
 

あ
る
と
言
え
る
。
 

(568)  112 
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る な が と く た 味 に て 
上 メ 称 訳 は 者 し 指 い 

」 て 赤 る 

でシ 注アで 号さ「 れそをお 代   才 目に値と解し ヱチ ないこ ている の人」 指し示 そ り、 名詞が   
の の て は 

を 但 
栄し 夕 べ 

行 ， - 

と そ 
つ 力 Ⅰ 

」 書 る い   

と ア 

」 」   

イヱス と人の予 

な 八 て 

節 、 第 

の ヱ 

い   
し 手 （ 一 ス   一 一 

  十ま ヴ 一昔 千 二曲 即 ）十 うま   

    
軸の ソ なも 六節） 

    六節） 上 が 
    
と 口 ダ 

い 一 一 
神 て 
め く 

ラ エ 
表 ル 

子 ろ 

重目 現は L 
な 芸 夢 （ 

下 見 
た の 一 る 

{ 
一   

共生 
「人の 人 「 五 が 
」 子   エ 

と の 。スラ 一節）   、 
ヤ @ ヒ 

お 」   
を個り、 つ 釈 

毛珪   口げ 

@
 
れ
 @
 

子
 」
と
い
う
表
現
の
内
、
一
三
回
が
指
示
代
名
詞
 つ
 ぎ
 
（
ギ
リ
シ
ャ
語
の
定
冠
詞
に
あ
た
る
）
、
指
示
代
名
詞
の
 

な
い
三
回
も
関
係
 文
を
 

が
あ
る
。
す
な
 ね
 ち
、
四
六
の
一
の
「
人
間
」
は
天
的
存
 在
の
外
観
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
後
 一
六
回
現
れ
る
「
人
の
 



新
約
聖
書
に
お
い
て
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
 

ほ
と
ん
ど
が
福
音
書
に
現
れ
、
そ
れ
以
外
で
は
ル
力
の
 

著
作
で
あ
る
 使
 七
の
 

五
六
と
、
 詩
 八
の
五
（
「
Ⅹ
 

ぉ
 ）
を
引
用
し
た
 へ
ブ
ニ
 の
 六
 、
 及
び
 ダ
 二
七
の
 一
 三
の
モ
チ
ー
フ
を
借
り
た
勲
一
の
 
一
 三
、
一
四
の
一
四
 
が
 

(570)  114 

で   他 も 
あ 方 見 以 
る で   山 上 D 
  、 す わ 

@@ =-a@ @ 

        
新   
l 

の 

」 

  

  
よナ う ㌔ つ 

た の と     同 
の を 様 

の た 
代 

と 客 

メ つ と 

第 「   
  

    



一
プ
は
 互
い
に
結
び
つ
く
こ
と
な
く
、
無
関
係
に
並
存
し
 て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
は
個
々
に
 真
正
性
を
判
断
す
る
こ
 

と
が
可
能
で
あ
り
、
複
数
の
グ
ル
ー
プ
の
真
正
性
が
確
認
 さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
か
ら
相
互
の
関
係
が
考
察
さ
 れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

a
 
 「
来
臨
の
人
の
子
」
 

 
 

ダ
 二
七
の
一
縮
と
の
関
係
が
見
ら
れ
る
。
但
し
先
に
見
 た
 よ
 う
 に
、
「
人
の
子
」
と
 

れ
 
い
 う
 表
現
は
一
般
に
「
人
間
」
 か
 時
に
「
私
」
を
 意
 抹
 す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
メ
シ
ア
称
号
と
し
て
用
い
 ら
れ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
⑪
 

が
 
の
で
、
史
的
イ
ェ
ス
が
 ヨ
 
ダ
ニ
エ
ル
 書
 b
 の
「
人
の
 子
の
よ
う
な
者
」
を
指
し
て
直
接
「
人
の
子
」
と
言
っ
 た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
 
巧
 

 
 

 
 

ち
 ち
 ん
こ
こ
で
一
般
の
「
人
間
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
）
 
」
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
可
能
性
と
し
て
は
「
私
」
の
 
意
味
で
「
人
の
子
」
と
 

A
 
 真
正
性
の
間
頭
 

共
観
福
音
書
に
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
の
は
 、
並
行
箇
所
を
一
回
に
数
え
る
と
、
全
部
で
三
九
回
で
 あ
る
。
こ
れ
ら
「
 人
 

@
 
開
 @
 

の
子
言
葉
」
は
、
ブ
ル
ト
マ
 ン
 以
来
 
@
4
 

3
 
 

ソ
 そ
の
内
容
か
ら
 二
 一
 
つ
に
 分
類
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
「
来
臨
の
人
 の
子
」
「
受
難
と
復
活
 

の
人
の
子
」
「
地
上
の
人
の
子
」
 

@
7
-
3
 
 

の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
 ら
三
 グ
ル
ー
プ
の
真
正
性
に
つ
い
て
は
学
者
間
で
大
き
く
 意
見
が
割
れ
て
い
る
。
 

@
 
肪
 @
 

三
 グ
ル
ー
プ
す
べ
て
を
非
真
正
と
見
 敵
 す
者
、
逆
に
す
べ
 て
を
真
正
と
見
 倣
す
乱
 、
「
来
臨
」
の
み
真
正
と
見
 
敵
 す
 

 
 

@
9
@
 

@
 
㏄
 @
 

と
「
人
の
子
」
は
別
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
、
「
地
上
」
 
の
み
真
正
と
見
 

-
 
,
 

敵
 す
 者
等
 

0
@
,
@
4
 
 

が
し
る
 

、
、
 

こ
れ
ら
三
つ
の
「
 人
の
子
言
葉
」
の
 ダ
 ル
 

あ
る
。
但
し
、
 
便
 七
の
五
六
を
除
く
三
箇
所
は
定
冠
詞
を
 伴
わ
な
い
表
記
を
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
重
の
定
 冠
詞
を
伴
っ
た
「
人
の
 

子
 」
と
い
う
表
現
は
福
音
書
記
者
の
み
が
用
い
て
い
る
の
 で
あ
る
。
以
下
で
は
共
観
福
音
書
伝
承
か
ら
真
正
性
の
 問
題
と
伝
承
史
を
考
察
 

@
 
㏄
 -
 

す
る
。
 



区
別
は
教
団
に
由
来
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
区
別
を
一
 

一
人
の
人
物
の
区
別
で
な
く
、
一
人
の
人
物
の
二
つ
の
 

活
 動
 期
間
を
区
別
す
る
も
 

ら
も
妥
当
せ
ず
、
「
来
臨
の
人
の
子
」
言
葉
は
す
べ
て
 

非
 真
正
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
 
て
コ
ハ
 の
三
八
並
行
の
「
わ
た
 
し
 」
と
「
人
の
子
」
の
 

れ
て
い
な
い
。
「
神
の
国
」
に
つ
い
て
語
る
言
葉
の
真
正
 
性
は
否
定
し
得
な
い
し
、
「
来
臨
の
人
の
子
」
 

@
 
Ⅱ
）
 

貢
挙
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
者
は
原
始
 教
 団
 の
 作
 と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
 、
 言

葉
は
す
べ
て
 ィ
ヱ
ス
 の
再
臨
 と
 

先
に
見
た
二
つ
の
可
能
性
は
ど
ち
 

黙
示
文
学
的
終
末
論
的
事
態
を
指
し
示
し
て
い
た
こ
と
は
 明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
黙
示
的
終
末
論
的
表
象
 で
あ
る
「
人
の
子
の
よ
 

う
な
者
」
と
が
 
未
 結
合
の
ま
ま
同
一
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
 れ
 得
た
と
は
何
と
し
て
も
考
え
に
く
い
。
し
か
も
史
的
 イ
ェ
ス
の
語
る
「
神
の
 

（
 
柴
 
@
 ）
 

国
 」
は
、
黙
示
的
表
象
と
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
で
あ
り
、
 

む
 し
ろ
黙
示
的
終
末
論
的
神
の
国
解
釈
を
拒
絶
す
る
こ
と
 さ
え
あ
る
。
ま
た
「
 来
 

臨
の
人
の
子
」
言
葉
に
は
来
臨
の
「
突
然
性
」
を
強
調
す
 る
 伝
承
が
見
ら
れ
る
が
、
「
神
の
国
」
は
一
度
も
「
突
然
 
性
 」
と
結
び
つ
け
る
 

共
観
福
音
書
内
に
お
い
て
、
「
神
の
国
」
と
「
人
の
子
」
 

と
い
う
二
つ
の
概
念
は
互
い
に
結
び
つ
く
こ
と
な
く
並
行
 

し
て
お
り
、
両
者
 

が
 結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
す
べ
て
福
音
書
記
者
の
 

編
集
に
帰
せ
ら
れ
 
和
 
（
 
5
%
 
イ
ヱ
ス
 時
代
に
「
神
の
国
」
と
 
い
 う
 概
念
が
、
一
般
に
 

 
 

 
 

 
 

で
 「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
に
定
着
し
た
か
、
の
二
つ
が
 

考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
後
者
の
場
合
は
、
そ
の
変
化
 

の
 
過
程
が
説
明
さ
れ
ね
 

@
 
ァ
 
ら
ァ
 
㌧
 
力
 そ
れ
よ
難
し
い
。
 

@
 
@
@
@
4
 
 

こ
の
一
一
つ
の
選
択
肢
 

は
、
 
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
 

ね
 
ち
 て
コ
ハ
 

の
三
八
 

並
 

，
よ
 

よ
よ
、
 

母
 
「
 

行
 
Q
 
ル
カ
一
二
の
 

ハ
｜
 
九
で
は
、
話
者
の
 

イ
ヱ
ス
 

と
「
 
人
 
の
子
」
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
 

ィ
ヱ
ス
 

が
自
分
と
「
 

人
 
の
子
」
を
同
一
視
し
た
 

る
 「
引
船
」
（
 

3
@
4
 
 

に
つ
い
て
語
っ
た
の
か
、
第
三
者
と
し
て
の
「
 

人
の
子
の
よ
う
な
者
」
に
つ
い
て
語
っ
た
の
か
、
と
い
 

う
 
可
能
性
が
あ
る
こ
と
 

に
な
る
。
（
 

@
 
 

ど
 い
ず
れ
の
場
合
に
し
て
も
 

円
ダ
ニ
ヱ
 

ル
書
 
b
 
と
 の
 
関
係
は
明
白
な
の
で
、
真
正
性
の
間
題
は
史
的
 

イ
ェ
 
ス
の
 
思
想
・
 

使
信
 
の
 
全
 

体
か
ら
、
特
に
そ
の
中
心
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
神
の
国
 

」
に
つ
い
て
語
る
言
葉
と
の
比
較
か
ら
考
察
さ
れ
る
 

必
 
要
 
が
あ
る
。
 (572)  116 



 
 

 
 

 
 

ヱ
 

b
 
 
「
受
難
と
復
活
の
人
の
子
」
 

 
 

 
 

こ
の
グ
ル
 l
 
プ
に
属
す
る
言
葉
は
マ
ル
コ
伝
承
に
の
み
 現
 ね
 、
マ
タ
イ
 と
 ル
力
は
基
本
的
に
マ
ル
コ
に
従
っ
て
 い る
 。
マ
ル
コ
に
は
 九
 

っ
に
 分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
 内
 い
ず
れ
が
 最
 も
 古
い
か
は
、
一
概
に
は
決
め
ら
れ
な
い
が
、
「
人
の
 子
 」
と
い
う
表
象
が
も
 

と
も
と
 ダ
 ニ
セ
の
一
二
 と
 関
係
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
 と
 、
間
近
な
再
臨
の
待
望
が
最
も
古
い
と
言
え
よ
う
。
 

す
な
ね
 ち
、
 高
 学
者
と
 

ダ
 ニ
セ
 責
 ・
の
「
人
の
子
の
よ
う
な
者
」
の
等
 
宣
 は
 、
直
 ち
に
「
人
の
子
の
高
 挙
 」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
結
合
し
た
 の
で
は
な
く
、
最
古
の
 

 
 

こ
れ
に
再
臨
遅
延
の
意
識
が
結
び
つ
く
こ
と
で
「
人
の
 子
の
高
 挙
 」
と
い
う
 そ
 

チ
 @
 フ
が
加
わ
り
、
最
後
に
再
臨
遅
延
を
は
っ
き
り
と
 前
 捷
 し
た
伝
承
、
特
に
再
臨
の
突
然
性
を
強
調
す
る
伝
承
 が
 形
成
さ
れ
て
い
っ
た
 

が
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

人
 

 
 

 
 

と
 

 
 

て
い
る
。
 

-
 
坊
 -
 

な
お
「
来
臨
の
人
の
子
」
言
葉
は
、
厳
密
に
は
間
近
な
再
 

 
 

に
関
す
る
も
の
の
 
三
 

@
 
儂
 @
 

の
 、
す
な
 ね
 ち
、
地
上
の
 ィ
ヱ
ス
 の
活
動
（
わ
た
し
）
 と
 高
 挙
の
主
の
活
動
（
人
の
子
）
と
を
対
照
さ
せ
る
も
の
 と
 解
釈
す
る
研
究
者
が
 

Ⅰ
 
る
カ
、
 
。
 
-
8
-
4
 
 

，
ド
 
こ
の
場
合
、
話
者
が
誰
か
不
明
に
な
る
。
も
ち
 ろ
ん
 福
 土
日
書
記
者
が
こ
の
伝
承
を
手
に
し
た
時
点
で
は
 
そ
の
意
味
で
理
解
し
た
 

だ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
、
元
来
、
原
始
教
団
の
預
言
者
 

（
 
キ
っ
ま
 

Q
-
Q
 

め
 
㏄
㌔
ル
力
八
節
）
、
そ
れ
を
否
定
す
る
（
Ⅰ
「
 

さ
め
 
@
 
め
 
-
 
か
 
"
 

が
 一
人
称
で
語
っ
た
な
ら
ば
、
「
わ
た
し
」
は
地
上
の
 
イ
 

@
 ル
力
九
節
）
な
い
し
恥
じ
る
（
 
る
 Q
@
 
め
 
ま
き
㏄
 
め
 
-
 
キ
 
Q
@
 
マ
ル
コ
）
 

ヱ
ス
 で
は
あ
り
え
な
Ⅰ
。
 

@
9
-
4
 

、
 。
 

か
が
、
再
挙
の
 主
 （
Ⅱ
 

と
す
れ
ば
こ
の
区
別
は
や
は
り
二
人
の
人
物
、
原
始
 教
 団
の
預
言
者
（
わ
た
し
）
 と
高
挙
 の
 主
 
（
人
の
子
）
 
と
を
 区
別
し
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
聖
霊
を
受
け
て
活
動
し
て
い
る
わ
た
 し
 
（
Ⅱ
キ
リ
ス
ト
教
の
預
言
者
）
の
仲
間
で
あ
る
こ
と
 を
 公
に
表
明
す
る
か
 

-
0
-
 

人
の
子
）
に
よ
る
「
最
後
の
審
判
に
お
け
る
基
準
」
と
さ
 れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

@
2
@
@
 
 

こ
こ
に
は
 キ
ソ
 ス
ト
 教
 迫
害
 下
 
で
の
危
機
が
表
明
さ
れ
 

-
l
-
 



（
 
甜
 @
 

回
 現
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
事
後
預
言
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
 が
 多
い
。
実
際
、
 
ハ
の
 三
一
の
「
す
る
こ
と
に
な
っ
て
 い
る
」
、
九
の
一
一
一
、
 

一
四
の
二
一
の
「
書
い
て
あ
る
」
が
示
す
 よ
う
 に
 、
ィ
ヱ
 ス
 の
死
を
定
め
ら
れ
た
運
命
、
聖
書
の
預
言
成
就
と
す
 る
 見
方
は
明
ら
か
に
 事
 

後
 預
言
で
あ
る
。
九
の
九
は
マ
ル
コ
の
編
集
 句
 で
あ
り
、
 
一
 0
 の
三
三
も
受
難
・
復
活
物
語
か
ら
再
構
成
さ
れ
た
 も
の
で
あ
る
こ
と
は
 明
 

5
 力
で
あ
る
 

，
 。
 
（
 
8
-
@
 
 

O
 こ
れ
に
対
し
て
九
の
三
一
と
一
四
の
四
一
 

の
 
「
人
の
子
は
人
々
（
の
手
）
に
引
き
渡
さ
れ
る
」
と
 

い
 う
 表
現
は
真
正
で
あ
 

る
と
主
張
す
る
者
も
し
 
お
、
 
（
 
s
@
 

O
 し
か
し
、
こ
の
「
引
き
渡
す
 /
 さ
れ
ス
リ
」
（
 
b
Q
*
Q
 

巳
 @
Q
o
S
Q
@
 

ト
 
b
Q
*
Q
Q
 

～
 
Q
0
 
め
 
～
 
か
 
Ⅰ
Ⅰ
）
と
い
う
 
動
 詞
は
 、
マ
ル
コ
で
 全
二
 

0
 回
の
内
、
一
四
回
が
 ィ
ヱ
ス
 の
 死
 と
関
係
し
て
お
り
、
 
そ
の
内
一
一
回
が
能
動
態
、
さ
ら
に
そ
の
内
の
七
回
が
 イ
ス
カ
リ
 オ
テ
 の
 ユ
 ダ
 

と
 関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
引
き
渡
す
」
と
 ぃ
 ぅ
 動
詞
は
も
と
も
と
受
難
物
語
の
中
で
 イ
ヱ
ス
 の
 死
、
 特
に
 
ユ
 ダ
の
裏
切
り
と
 

の
 関
係
で
用
い
ら
れ
る
術
語
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
 動
詞
が
受
動
態
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
イ
ヱ
 
ス
の
 死
が
単
に
人
問
に
 

よ
っ
て
為
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
は
な
く
、
神
の
計
画
の
 一
 部
 と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
同
じ
 動
詞
が
、
洗
礼
者
 ョ
ハ
 

不
の
逮
捕
の
時
に
も
（
一
の
一
四
）
、
弟
子
た
ち
の
迫
害
の
 

描
写
に
お
い
て
も
（
 一
 三
の
九
、
一
一
）
用
い
ら
れ
て
い
 
る
 。
そ
れ
ゆ
え
九
の
三
 

一
も
 一
四
の
四
一
も
 イ
ヱ
ス
と
イ
ヱ
ス
 
を
取
り
巻
く
人
々
 
の
 運
命
を
事
後
的
に
預
言
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
 得
 な
い
。
こ
の
こ
と
は
 て
 

ル
コ
伝
承
の
担
い
手
が
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
を
 、
神
 に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
 イ
ヱ
ス
 の
運
命
と
、
そ
の
運
命
 を
 身
に
受
け
て
十
字
架
 

を
 負
っ
た
 ィ
ヱ
ス
 の
 生
 と
を
表
す
用
語
と
し
て
選
ん
だ
と
 い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
お
そ
ら
く
、
マ
ル
コ
伝
承
の
 担
い
手
は
伝
承
内
に
す
 

で
に
 メ
シ
ア
称
号
と
な
っ
た
「
人
の
子
」
と
い
う
 イ
ヱ
ス
 の
 自
称
を
見
出
し
、
そ
れ
に
受
難
の
モ
チ
ー
フ
を
刻
み
 込
む
こ
と
で
、
 
イ
ヱ
ス
 

@
 
㏄
 @
 

を
 栄
光
化
す
る
神
学
に
対
し
て
独
自
の
「
十
字
架
の
神
学
 」
を
打
ち
立
て
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
 こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
 

ィ
ヱ
ス
 の
生
涯
を
「
仕
え
る
こ
と
」
と
し
、
そ
の
死
を
多
 く
の
人
の
「
身
代
金
」
と
す
る
 一
 0
 の
四
五
も
マ
ル
コ
 
伝
承
の
担
い
手
に
よ
っ
 

@
 
㎝
 @
 

て
 創
作
さ
れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
 

く 574) 118 
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の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
「
人
の
子
」
は
メ
シ
ア
で
も
「
私
 」
の
言
い
換
え
で
も
な
く
、
（
神
と
の
対
比
に
お
け
る
）
 
「
人
間
」
が
考
え
ら
れ
 

て
い
た
と
言
え
る
。
 

マ
コ
ニ
 の
 一
 

こ
れ
に
対
し
直
前
の
二
七
節
は
多
く
の
研
究
者
が
そ
の
 真
正
性
を
認
め
て
い
 

る
 。
と
す
る
と
、
二
八
節
の
真
正
性
を
否
定
す
る
者
は
そ
 れ
を
後
か
ら
の
付
加
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
 こ
 の
 論
拠
を
支
え
る
議
論
 

の
 一
つ
に
、
二
七
節
の
「
人
間
」
と
二
八
節
の
「
人
の
子
 」
の
背
後
に
同
一
の
ア
ラ
ム
語
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
 、
そ
れ
が
異
な
る
 ギ
リ
 

シ
ャ
語
に
訳
さ
れ
る
と
い
う
の
は
考
え
難
い
と
い
う
も
の
 

 
 

フ
ム
語
が
あ
っ
た
な
ど
 

と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
 わ
れ
わ
れ
が
先
に
見
た
 よ
う
 に
、
「
人
の
子
」
と
い
う
 
舌
ロ
 
い
 回
し
の
旧
約
に
お
 

-
 
㏄
 @
 

け
る
特
徴
の
一
つ
は
パ
ラ
レ
リ
ス
ム
 ス
 で
あ
っ
た
。
従
っ
 て
 、
一
一
七
、
二
八
節
は
も
と
も
と
一
連
の
も
の
で
あ
っ
 
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
 

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
 両
 節
は
文
字
通
り
の
意
味
に
解
す
る
 ぺ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
安
息
日
は
人
間
の
ゆ
え
に
 あ
 る
 …
…
。
従
っ
て
人
の
 

子
 
（
Ⅱ
人
間
）
は
安
息
日
の
主
（
所
有
者
）
で
あ
る
。
」
 

-
9
@
6
 

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
マ
ル
コ
伝
承
の
担
い
手
は
こ
の
 伝
承
を
ギ
リ
シ
ャ
語
に
 

訳
す
際
、
二
八
節
の
「
人
の
子
」
を
メ
シ
ア
称
号
と
解
し
 、
二
重
の
定
冠
詞
を
持
つ
表
現
に
合
わ
せ
た
。
こ
れ
に
 よ
っ
て
元
来
人
間
一
般
 

に
 適
用
さ
れ
て
い
た
言
葉
が
メ
シ
ア
「
人
の
子
」
に
限
定
 さ
れ
た
。
マ
タ
 イ
と
 ル
力
は
二
七
節
を
削
り
二
八
節
の
 み
を
採
用
す
る
こ
と
に
 

よ
り
、
さ
ら
に
元
来
の
舌
口
葉
の
持
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
を
 
和
 ら
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
市
郎
が
原
始
教
団
内
で
創
 作
 さ
れ
た
の
で
な
い
こ
 

と
を
示
す
。
ま
た
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
か
ら
原
始
教
団
が
 受
け
継
い
だ
と
も
考
え
難
い
。
従
っ
て
、
こ
の
言
葉
は
 史
的
 イ
ヱ
ス
 に
遡
る
と
 

言
え
よ
う
。
 

Q
 マ
タ
ハ
 の
 二
 0
/
 ル
力
九
の
五
八
で
、
「
人
の
子
」
が
 
一
 
万
来
メ
シ
ア
的
な
意
味
で
考
え
ら
れ
て
い
た
と
は
思
え
 な
い
し
、
ま
た
一
般
 

の
 「
人
間
」
の
意
味
に
も
解
せ
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
 
明
ら
か
に
「
私
」
の
舌
ロ
 
い
 換
え
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
こ
の
場
合
、
「
私
の
よ
 

@
 
穏
 ）
 

う
 な
人
間
」
と
い
う
類
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
 は
 否
定
で
き
ま
い
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
「
人
の
子
」
と
 い
 う
 言
い
回
し
が
用
い
 (576)  120 



で
あ
る
。
 

イ ニスとム 

称号「私」 

を目川村 丑 の   

ノ、 ロぃ牡牲い も よⅠ 

  
  
「人の て イ 

戻孟 

圧 がとロロ い 

ヰハ つ -@5 手 

    
ロ ー - 

す 
葉に 般の 

る ， 「 人 

三間 」 

  
た 時 

の に 

121@ (577) 

イ
ヱ
ス
 が
「
人
の
子
」
を
「
私
」
の
言
い
換
え
と
し
て
用
 い
 得
た
 ょ
 5
 に
、
巡
回
霊
能
者
も
そ
 5
 し
 得
た
。
巡
回
 霊
能
者
が
こ
の
言
葉
を
 

（
 
れ
 ）
 

家
族
の
放
棄
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
要
求
す
る
言
葉
と
し
て
 担
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
が
、
史
的
 イ
ヱ
ス
 が
語
っ
 た
と
し
た
場
合
、
そ
れ
 

け
す
る
信
仰
告
白
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
 

が
い
か
な
る
意
味
で
あ
っ
た
か
判
然
と
し
な
い
。
 

く
い
。
従
っ
て
こ
の
言
葉
は
史
的
 イ
ヱ
ス
 に
遡
る
と
 考
，
 

子
 Ⅱ
 私
 」
と
し
て
こ
の
伝
承
を
創
作
し
た
と
は
考
え
難
い
 

青
書
の
メ
シ
ア
「
人
の
子
」
称
号
の
成
立
に
つ
い
て
示
唆
 

言
い
回
し
は
メ
シ
ア
称
号
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
 

ギ
リ
シ
ャ
語
に
訳
さ
れ
た
段
階
で
初
め
て
生
じ
た
と
い
う
 

Q
 ル
力
一
一
一
の
 一
 0
/
 
マ
タ
 一
一
一
の
錦
二
は
先
に
見
た
よ
 

合
致
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
ア
ラ
ム
語
圏
の
原
始
教
団
は
 

ぇ
 る
べ
き
で
あ
る
。
 

し
 、
ア
ラ
ム
語
圏
で
す
で
に
「
人
の
子
」
称
号
が
確
立
 

し
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ラ
ム
語
段
階
で
は
「
人
の
 

伝
承
さ
れ
て
ぎ
た
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
「
人
の
子
」
 

こ
と
を
示
す
。
こ
の
こ
と
は
「
人
の
子
」
と
い
 5
 称
号
 

5
 に
誤
訳
で
あ
る
（
マ
コ
三
の
二
八
と
比
べ
よ
）
。
し
か
 

「
人
の
子
」
と
い
 5
 メ
シ
ア
 

子
 」
と
い
 5
 単
数
白
杉
 
の
 

が
 一
度
も
イ
ェ
ス
に
 対
 

し
て
い
た
と
も
考
え
に
 

と
い
う
メ
シ
ア
称
号
は
 

し
こ
の
こ
と
は
 福
 

Q
 マ
タ
 一
一
の
一
九
イ
ル
カ
七
の
三
四
の
「
人
の
子
」
も
 メ
シ
ア
に
も
一
般
の
「
人
間
」
に
も
解
せ
な
い
の
で
「
 私
 」
の
言
い
換
え
で
 

あ
っ
た
ろ
 う
 。
こ
こ
で
も
直
前
の
ヨ
ハ
ネ
と
の
対
比
に
お
 い
て
「
人
の
子
」
と
い
 
5
 表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 

イ
エ
ス
 と
 ヨ
ハ
ネ
に
 つ
 

い
て
の
悪
評
は
、
お
そ
ら
く
史
的
状
況
に
由
来
す
る
。
 

と
 す
れ
ば
こ
れ
は
か
な
り
古
 い
 伝
承
と
言
え
る
。
巡
回
 霊
 能
者
が
自
分
を
「
人
の
 

-
 
Ⅱ
 -
 

ヱ
ス
 が
称
号
と
し
て
の
「
人
の
子
」
を
知
ら
な
か
っ
た
よ
 う
に
、
最
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
巡
回
霊
能
者
も
知
ら
な
 か
っ
た
で
あ
ろ
 5
 し
、
 

ら
れ
た
の
は
、
巣
穴
を
持
っ
動
物
と
の
対
比
の
た
め
で
あ
 ろ
 5
 。
こ
の
言
葉
が
真
正
で
あ
る
か
否
か
、
決
定
的
な
 こ
と
は
言
え
な
い
。
 
ィ
 



B
 
 「
人
の
子
」
伝
承
 
史
 
（
別
図
参
照
）
 

福
音
書
に
お
け
る
「
人
の
子
」
は
常
に
二
重
の
定
冠
詞
を
 伴
っ
た
表
現
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
 ギ
リ
 シ
ャ
語
に
は
馴
染
み
 

が
な
い
の
で
、
ア
ラ
ム
語
な
い
し
 へ
 ブ
ラ
 イ
 語
か
ら
の
 翻
 訳
 で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
意
図
的
に
 馴
 染
み
の
な
い
表
現
に
 訳
 

す
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
そ
れ
は
直
訳
だ
っ
た
ろ
 う
 。
 ア
ラ
ム
語
の
「
人
の
子
」
と
い
う
表
現
が
「
そ
の
人
」
 「
あ
る
 
人
 」
「
す
べ
て
の
 

人
 」
を
意
味
し
た
と
い
う
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
二
重
 の
 定
冠
詞
の
つ
い
た
ギ
リ
シ
ャ
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
と
 い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
 

@
 
㌍
）
 

訳
し
た
人
に
と
っ
て
は
「
そ
の
人
」
「
あ
の
人
」
と
い
う
 
意
味
以
外
に
は
解
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
 い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 高
 

学
者
を
同
 ダ
ニ
ヱ
ル
 書
 b
 の
「
人
の
子
の
よ
う
な
者
」
と
 同
定
し
た
ア
ラ
ム
語
圏
の
原
始
教
団
の
一
部
の
者
た
ち
 が
 、
高
学
者
を
指
し
示
 

し
て
「
あ
の
人
」
の
意
味
で
「
あ
の
人
の
子
」
と
言
っ
て
 い
た
の
が
「
人
の
子
」
伝
承
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
と
 考
，
 
え
ら
れ
る
（
マ
コ
一
 二
 

の
 一
一
エ
 

ハ
｜
一
一
 

Ⅱ
Ⅰ
）
。
 

@
4
-
7
 
 

@
 

こ
こ
で
単
に
「
 人
 」
で
な
く
「
人
の
 子
 」
と
い
う
表
現
が
選
ば
れ
た
の
は
、
 同
ダ
ニ
ヱ
ル
 
書
 口
 0
 表
現
に
合
わ
せ
た
か
 

ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
先
に
見
た
同
た
と
え
の
 書
 b
 や
 同
第
四
 ヱ
ズ
ラ
書
口
 と
同
じ
用
法
で
あ
る
。
こ
の
時
「
 あ
 0
 人
」
の
間
近
な
再
臨
 

，
、
、
 

：
が
待
望
さ
れ
て
Ⅰ
 
缶
 
（
 

5
 ）
こ
の
時
期
に
属
す
る
伝
承
と
し
て
 、
 他
の
メ
シ
ア
運
動
と
の
競
合
下
で
再
臨
に
つ
い
て
 訓
 成
 す
る
 Q
 マ
タ
 二
四
の
 

二
六
 ｜
 二
七
、
迫
害
状
況
を
慰
め
る
 マ
タ
一
 0
 の
二
三
、
 迫
害
状
況
下
で
訓
戒
す
る
 マ
コ
ハ
 の
三
八
が
考
え
ら
れ
 る
 。
伝
承
 更
 に
お
け
る
 

以
上
「
人
の
子
言
葉
」
の
 三
 グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
見
て
き
 た
が
、
そ
の
真
正
性
を
確
認
し
得
る
も
の
は
「
地
上
の
 人
の
子
」
に
属
す
る
 

も
の
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
意
味
は
同
時
代
の
 プ
 ラ
ム
 
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
同
じ
く
一
般
の
「
人
間
」
 か
 
「
私
」
 空
言
い
換
え
で
あ
っ
 

た
 。
「
受
難
と
復
活
の
人
の
子
」
に
属
す
る
も
の
は
す
で
 
に
 メ
シ
ア
称
号
と
し
て
の
「
人
の
子
」
が
成
立
し
た
後
に
 創
作
さ
れ
た
も
の
で
 

あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
来
臨
の
人
の
子
」
に
属
す
る
も
の
 
は
お
そ
ら
く
ア
ラ
ム
語
段
階
で
す
で
に
生
じ
て
い
た
で
あ
 ろ
 う
 。
と
す
る
と
、
 

そ
こ
で
の
意
味
は
何
で
あ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
 「
人
の
子
」
は
メ
シ
ア
称
号
に
な
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
れ
 
ば
な
ら
な
い
。
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に
な
っ
た
。
こ
の
二
重
の
定
冠
詞
を
持
つ
「
人
の
子
」
と
 い
 う
 馴
染
み
の
な
い
ギ
リ
シ
ャ
譜
表
現
は
そ
こ
で
（
 あ
 る
い
は
別
の
ギ
リ
シ
ャ
 

 
 

の
段
階
を
 

A
l
 

と
し
て
お
こ
う
。
 

-
 
ま
 
@
 
 お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
 伝
承
は
ア
ラ
ム
語
教
団
（
 A
2
 

）
と
ギ
リ
シ
ャ
 

語
 教
団
（
 G
3
 

）
の
一
一
手
に
分
か
 

れ
て
伝
達
さ
れ
 缶
 
@
7
@
 

，
 O
 そ
し
て
、
再
臨
の
遅
延
は
や
が
て
「
 人
の
子
の
よ
う
な
者
」
と
 高
挙
の
 モ
チ
ー
 @
8
@
 

フ
を
 

@
 
@
 

結
合
し
 、

他
方
で
再
臨
の
突
然
 

@
 
沌
 -
 

性
を
強
調
す
る
伝
承
を
生
む
。
こ
の
再
臨
遅
延
の
意
識
 は
 「
人
の
子
」
伝
承
以
外
に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
先
の
二
 
手
に
分
か
れ
た
伝
承
の
 

両
方
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
「
人
の
子
の
高
 
挙
 」
 は
使
 七
の
五
六
 や
 マ
コ
一
四
の
六
二
を
ギ
リ
シ
ャ
 語
 教
団
 （
 
G
l
 

）
に
伝
え
、
 

ア
 

ラ
 ム
語
教
団
（
 

A
2
 

）
で
は
 

Q
 マ
タ
 一
九
の
二
八
（
あ
の
 
人
 と
と
も
に
座
に
着
く
）
 
、
 Q
 ル
力
六
の
二
三
（
あ
の
人
の
 た
め
に
迫
害
さ
れ
る
）
 

@
 
㏄
 @
 

が
 創
作
さ
れ
た
。
ま
た
こ
こ
で
 マ
コ
ハ
 の
三
八
は
 Q
 ル
ヵ
 一
二
の
 ハ
｜
 九
の
形
に
変
形
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
再
臨
 
遅
延
は
ア
ラ
ム
語
教
団
 

（
 
A
2
 

）
で
新
た
な
「
人
の
子
」
伝
承
を
作
っ
た
。
「
人
の
 

子
の
徴
」
を
約
束
す
る
 マ
タ
 二
四
の
三
 

O
a
 

、
マ
コ
 

八
 の
 一
一
一
の
伝
承
に
「
 

人
 

の
子
の
し
る
し
」
を
付
加
し
た
 Q
 ル
力
一
一
の
二
九
 ｜
二
 一
 
0
 、
再
臨
の
突
然
性
を
強
調
す
る
 Q
 ル
力
一
七
の
二
 %
 
ハ
 、
 三
 0
 や
 め
力
 一
七
の
 

一
一
一
一
、
一
一
一
の
三
六
ヵ
そ
れ
で
あ
る
 

@
1
 

0
8
 
 

一
 、
。
 

一
方
、
ギ
リ
シ
ャ
 語
圏
 
（
 
G
2
 

）
で
は
再
臨
の
突
然
性
と
「
人
の
子
」
は
 

結
合
し
な
か
っ
た
。
お
 

そ
ら
く
そ
こ
で
は
対
外
へ
の
宣
教
が
ま
だ
活
発
で
あ
っ
た
 た
め
、
「
あ
の
人
」
と
い
う
外
部
の
人
に
は
誰
だ
か
分
か
 
う
な
い
表
現
は
「
 主
 」
 

や
 
「
キ
リ
ス
ト
」
へ
と
置
き
換
え
ら
れ
た
 

@
2
@
 

Ⅱ
。
こ
れ
に
対
し
 ア
ラ
ム
語
 圏
 （
 
A
1
 、
 2
 ）
で
は
も
っ
ぱ
ら
教
団
内
部
で
 「
あ
の
人
」
と
い
う
 
表
 

現
 が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
の
現
形
に
お
 い
て
さ
え
も
、
「
来
臨
の
人
の
子
」
言
葉
の
ほ
と
ん
ど
 す
べ
て
が
「
弟
子
」
に
 

向
か
っ
て
語
ら
れ
て
し
る
こ
と
 

、
、
 
カ
 ら
も
伺
え
る
 
@
3
@
8
 
 

。
 も
ち
 ろ
 ん
 現
在
の
文
脈
に
お
け
る
聴
衆
は
福
音
書
記
者
の
手
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
教
団
内
部
の
者
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
 う
 事
実
は
、
「
来
臨
の
人
の
子
」
伝
承
が
も
と
も
と
教
団
 
内
で
の
説
教
に
し
か
 

け
 
生
活
の
座
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
教
団
 内
部
の
人
間
で
あ
れ
ば
「
あ
の
人
」
と
言
わ
れ
れ
ば
 高
 学
 者
 ィ
ヱ
ス
 以
外
の
誰
を
も
 

579  
 

臥
 
考
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ア
ラ
ム
語
伝
承
（
 A
l
 

）
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
直
訳
さ
れ
 

一
 一
重
の
定
冠
詞
を
持
っ
表
現
 
恭
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 轄
岬
 ）
 

の
キ
 辻
田
器
（
 
皿
咄
 ・
 迦
与
 。
 尚
珊
 洋
洋
）
 

の
キ
辻
馬
 -
 
毘
 
（
 皿
咄
 ・
 4
u
 の
 -
 お
 0
 思
料
）
 

Ⅱ
 憶
茸
 5
 審
（
 刮
碕
緬
濤
 。
 迦
与
 。
「
 か
 「
 や
泄
 ）
 

の
キ
辻
亡
 
-
N
 
の
 ヰ
 （
 回
ト
 。
 4
u
 の
 -
3
 戸
 串
営
 ）
 

の
キ
辻
 ）
Ⅰ
 ぷ
 -
 き
 
（
 刮
碕
櫛
ぴ
型
剰
 ）
 

キ
辻
 ）
Ⅰ
 燵
 
（
 
刊
満
 適
用
・
里
恵
）
 

キ
辻
ピ
 
-
 毬
 
（
 刮
碕
榔
憶
 。
 型
轍
 ）
 

、
 か
寸
ロ
 

し乙 「 
O 
叩 」 

煎 
朔 
淘 

汚 
巴 
  
ト 
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イエスと人の 子 

の
 前
神
 

4
 キ
Ⅰ
 蹄
辿
 

の
 4
 田
 ま
せ
 簗
 
（
 
楓
碕
 。
戦
勝
）
 

田
器
（
 楓
輌
聖
滞
尚
佃
 ） 

4
%
P
o
 
ぁ
 ㏄
（
 桝
騎
 ・
 靱
授
 。
面
恥
荒
淫
）
 

あ
あ
の
（
 
刮
碕
 ・
 鰐
建
 ）
 

0
 キ
 辻
 ）
 
N
-
 
の
め
（
 
訓
僻
 ，
 型
滞
 。
せ
 

%
.
 

の
 キ
辻
 二
品
 ど
ロ
 Ⅱ
 申
 い
 @
 
ト
 
ド
 ）
 

云
 -
S
 
 
（
 
洲
僻
 Ⅳ
 刊
闘
 。
 き
笘
 ）
 

の
 I
l
f
 
）
の
 
-
 
鑓
 
（
 
刮
枇
 。
 何
さ
 ・
 馬
囲
対
 0
 輔
岬
 ）
 

甲
 ）
 
0
 （
 
刮
浦
費
 ・
 達
田
 0
 又
ぐ
 Ⅱ
 卜
 0
 叩
 ）
 

だ
援
 
（
 
刮
粟
勢
 。
 達
田
 0
 凍
く
 Ⅱ
 卜
 0
 叩
 ）
 

 
 

（
㏄
 
い
 の
，
田
刈
）
 

0
%
 辻
 二
品
 縛
 
（
 
訓
輯
嶺
冶
 ・
 靱
こ
 ・
「
が
「
 や
荘
 ）
 

寺
 汗
に
 モ
ぃ
 （
 楓
碕
嶺
買
型
蒔
 ）
 

沖
梁
 0
 卜
 0
 叩
 

0
 キ
寸
時
 -
N
 
の
 @
 き
 
（
 
刮
満
嶺
憶
 ・
 型
甜
 ）
 

の
 キ
寸
守
に
 0
 （
 
楓
掛
滴
め
 
押
型
 滞
 ）
 

）
今
年
）
（
 

理
叩
 薄
明
き
 か
 ）
 

寺
辻
匿
 あ
の
（
 
刮
掻
榔
憶
 ，
望
洋
）
 

や
ピ
 
（
 
里
 叫
騒
叫
 き
ひ
 ）
 

臼
ピ
 
（
 
栂
叫
描
珂
活
鵜
 ）
 

の
 4
 田
の
 
-
 
き
 
（
 
刮
漣
充
 ・
 達
ト
 O
k
v
 Ⅱ
 ノ
 0
 叩
 ）
 

や
に
 
（
 
栂
叫
 ㍊
Ⅶ
 汚
鵜
 ）
 

の
 4
 田
目
 -
 
あ
 
（
 
楓
粟
淫
 。
 達
ト
 O
k
 ぐ
 Ⅱ
 卜
 0
 叩
 ）
 

）
 
日
 ㌫
（
十
冊
 料
 0
 樹
せ
 

の
キ
 逆
馬
 -
 
）
 
0
 （
 
4
u
 の
 -
 
ま
 0
 描
理
 ・
 楓
粟
努
 ）
 

三
品
）
（
 
栂
叫
姑
珂
刃
靱
 ）
 

の
嫡
 

キ
辻
 布
単
 蝸
重
 

4
 寺
 Ⅰ
 翫
湘
 

目
 
Ⅱ
 @
 
い
い
 
@
 い
 Ⅰ
 @
 
い
由
 
@
 い
 
い
 @
 
ひ
ゆ
 
@
 

の
 -
 
の
 （
 
+
 冊
糊
 0
 囹
咄
 ）
 

俺
 Ⅰ
 ま
 

）
 
0
 臼
 ㌔
（
 檸
准
倖
斌
卸
 0
 卜
 0
 叩
 ）
 

寺
辻
 0
 輪
糖
 

 
 

あ
 -
 
ひ
べ
 
@
 目
（
 楓
荷
 。
 型
薄
 ・
 輔
ど
 

ふ
 -
 
お
 
（
 
4
U
 の
 -
 
ま
 0
%
 料
 ）
 

あ
 あ
（
 刮
葡
嶺
憶
 ・
聖
油
）
 

ト
の
 
@
 
ド
 
㏄
（
Ⅱ
Ⅱ
 
ヒ
つ
 
@
 
Ⅰ
 
穏
パ
 

目
上
 

圧
す
し
コ
 

）
 

蚕
乙
 （
 
拮
志
ト
 
0
 Ⅹ
 宝
 Ⅱ
 卜
 0
 叩
 ）
 

苫
 -
 
ま
 
（
 
お
 3
%
,
 中
堂
 奇
 ）
 

い
い
 
@
 
占
 
㏄
（
Ⅱ
 目
 Ⅰ
 
占
肚
切
 
@
 
い
ヰ
 吐
し
 

き
こ
 
（
Ⅱ
 

U
P
 

七
 ）
 0
 思
料
 ご
 

燵
ム
 
（
・
 

7
3
%
-
 
㌔
 0
 片
 料
 ）
 

キ 00  O 
逆キⅡ 凍 4 二七 

  
@ う へつ 
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語
 教
団
に
伝
達
さ
れ
た
時
に
）
「
メ
シ
ア
称
号
」
と
し
て
 
理
解
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

@
 
。
 
@
8
 
 

こ
こ
に
福
士
口
書
の
メ
シ
ア
 

称
号
と
し
て
の
「
人
の
 

子
 」
の
起
源
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
伝
 承
 （
 
G
3
 

）
は
マ
ル
コ
伝
承
へ
と
伝
え
ら
れ
、
そ
こ
で
 

G
 1
 経
由
の
マ
コ
一
二
一
の
 

二
六
 ｜
 ニ
セ
及
び
一
四
の
六
二
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
 し
か
し
、
 

G
3
 

伝
承
は
マ
ル
コ
伝
承
へ
と
伝
え
ら
れ
る
 

過
程
で
（
な
い
し
マ
ル
 

コ
 伝
承
の
担
い
手
に
よ
っ
て
）
、
マ
タ
二
四
の
 ニ
セ
、
一
 0
 の
二
三
を
失
っ
た
と
思
わ
れ
る
 

@
 
 、
 

O
@
5
@
8
 

マ
ル
コ
伝
承
へ
と
 G
3
 

伝
承
が
伝
え
ら
れ
た
後
に
、
 

G
3
 教
団
に
は
ア
ラ
ム
語
教
団
か
ら
新
た
な
「
人
の
子
」
 伝
 承
 （
 
A
2
 

）
が
伝
え
 

も
 

@
 
㏄
）
 

れ
た
。
そ
こ
で
 A
2
 

伝
承
は
す
べ
て
二
重
の
定
冠
詞
を
持
 

つ
 「
人
の
子
」
と
い
う
表
記
に
統
一
し
て
訳
さ
れ
、
 
称
 号
 と
し
て
理
解
さ
れ
、
 

再
 解
釈
さ
れ
た
（
 G
4
 

）
。
 

G
4
 

伝
承
は
 

Q
 伝
承
へ
と
 伝
，
 
 
 

「
人
の
子
」
を
メ
シ
ア
称
号
と
解
し
た
マ
ル
コ
伝
承
の
担
 い
手
は
、
も
と
も
と
は
「
人
間
」
の
意
味
で
語
ら
れ
て
 い
た
二
の
 一
 0
 、
 二
 

八
の
伝
承
を
メ
シ
ア
「
人
の
子
」
の
意
味
で
再
解
釈
し
、
 訳
語
を
二
重
の
定
冠
詞
を
持
っ
た
表
現
に
ム
ロ
わ
せ
た
。
 
ま
た
「
人
の
子
」
を
 メ
 

シ
ア
称
号
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
三
の
二
八
の
「
 人
 の
子
」
伝
承
を
正
し
く
も
「
人
の
子
 も
 」
と
「
人
間
」
 の
 意
味
に
訳
し
た
。
 こ
 

ぅ
 し
て
生
前
の
 ィ
ヱ
ス
 も
メ
シ
ア
「
人
の
子
」
と
解
さ
 れ
 
「
地
上
の
人
の
子
」
舌
口
業
が
成
立
し
た
。
マ
ル
コ
伝
承
 
の
 担
い
手
は
生
前
の
 ィ
 

ヱ
ス
 を
単
に
メ
シ
ア
「
人
の
子
」
と
同
定
し
た
だ
け
で
な
 く
、
 自
ら
の
死
を
神
の
計
画
、
聖
書
預
言
の
成
就
と
し
 て
 引
き
受
け
、
そ
れ
に
 

従
順
に
従
っ
た
 ィ
ヱ
ス
 の
生
を
描
く
た
め
に
「
受
難
と
復
 活
の
人
の
子
」
伝
承
を
作
っ
た
。
こ
れ
ら
の
伝
承
を
受
 げ
 取
っ
た
福
音
書
記
者
 

マ
ル
コ
は
さ
ら
に
九
の
九
、
一
 0
 の
三
三
ー
三
四
を
自
ら
 作
り
福
音
書
を
書
き
上
げ
た
。
 

Q
 伝
承
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
 、
マ
タ
 ハ
 の
一
一
 
0
 並
行
 や
マ
タ
 一
一
の
一
九
並
行
の
よ
 う
 な
も
と
も
と
は
 

「
私
」
の
言
い
換
え
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
人
の
子
」
も
 
称
号
と
し
て
解
せ
ら
れ
、
「
人
の
子
」
は
生
前
の
 
ィ
ヱ
ス
 を
も
指
す
よ
 う
 に
な
っ
 

た
 。
そ
れ
ゆ
え
マ
コ
三
の
二
八
の
伝
承
は
ル
カ
一
二
の
 一
 
0
 並
行
の
形
に
誤
訳
さ
れ
 再
 解
釈
さ
れ
 如
 
@
@
@
 

。
 Q
 伝
承
は
 や

が
て
 Q
 貸
料
、
マ
タ
 

ィ
 特
殊
資
料
、
ル
力
特
殊
貸
料
へ
と
ま
と
め
ら
れ
た
。
 ，
 
」
れ
ら
の
資
料
と
マ
ル
コ
福
音
書
を
も
と
に
福
音
書
記
者
 マ
タ
イ
 と
 ル
力
は
 、
さ
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福
音
書
記
者
が
福
音
書
と
い
う
文
学
作
品
を
書
く
時
、
受
 

げ
 取
っ
た
「
人
の
子
」
伝
承
を
誰
に
語
ら
せ
る
こ
と
が
 

で
き
た
だ
ろ
う
か
。
 

「
地
上
の
人
の
子
」
に
つ
い
て
の
言
葉
は
す
べ
て
論
争
の
 

一
 
言
葉
で
あ
る
。
福
音
書
記
者
は
 

ィ
ヱ
ス
 
以
外
の
誰
に
論
争
 

さ
せ
得
た
だ
ろ
う
か
。
 

「
人
の
子
」
（
Ⅱ
イ
ェ
ス
）
の
受
難
と
復
活
に
つ
い
て
 

イ
ェ
 ス
 以
外
の
誰
に
預
言
さ
せ
得
た
だ
ろ
う
か
。
「
人
の
子
」
 

の
 来
臨
に
つ
い
て
 
イ
 

ヱ
ス
 
以
外
の
誰
に
預
言
、
教
え
、
訓
戒
を
さ
せ
得
た
だ
 

る
 ぅ
か
 。
 ィ
ヱ
ス
 
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
人
の
子
丑
 

一
口
薬
」
は
す
 

ハ
 
へ
て
 
イ
ェ
 

ス
 0
 口
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
福
音
書
記
者
に
は
 

イ
エ
ス
の
 
口
 以
外
に
置
く
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
で
あ
 

る
 （
お
そ
ら
く
福
音
書
 

以
前
の
伝
承
段
階
で
も
同
様
だ
っ
た
ろ
う
）
。
そ
し
て
「
 

人
の
子
言
葉
」
が
 
イ
ヱ
ス
 
の
口
に
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
 

は
 、
「
人
の
子
」
と
い
 

う
 表
現
が
も
と
も
と
は
メ
シ
ア
称
号
と
し
て
知
ら
れ
て
い
 

な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
「
人
の
子
」
が
信
仰
告
白
 

の
た
め
に
一
度
も
用
い
 

ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
。
 

わ
れ
わ
れ
の
「
人
の
子
言
葉
」
に
関
す
る
真
正
性
の
判
断
 

に
ょ
 れ
ば
、
「
地
上
の
人
の
子
」
言
葉
の
み
が
真
正
で
 

あ
り
、
そ
の
数
は
多
 

け
く
な
い
。
し
か
し
、
「
人
の
子
」
と
い
う
ア
ラ
ム
託
と
い
て
「
 

人
 」
と
訳
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
内
い
く
つ
 

 
 

  

 
 

 
 

余
地
が
な
か
っ
た
た
め
に
正
し
く
も
「
 

人
 」
と
訳
さ
れ
た
 
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
 

 
 

史
的
 イ
ヱ
ス
 
は
「
人
間
」
の
意
味
で
し
ば
し
ば
「
人
の
子
 

」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
 

イ
ヱ
ス
 
は
、
一
人
の
人
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結
語
 

ら
に
「
人
の
子
」
句
を
付
け
足
し
な
が
ら
福
音
書
を
書
い
 ヰ
ハ
 

-
 
ヒ
 
。
 

-
 
㏄
 @
 

以
上
が
「
人
の
子
言
葉
」
の
伝
承
 史
 で
あ
り
、
メ
シ
ア
 称
 号
 と
し
て
の
「
人
の
子
」
の
起
源
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
 れ
の
仮
説
で
あ
る
。
 



註
 聖

書
箇
所
の
表
記
は
㍉
旧
約
・
新
約
聖
書
大
事
典
日
数
女
館
、
 一
九
八
九
年
、
一
四
 ｜
 一
六
頁
に
準
じ
て
略
号
表
記
す
る
。
 

（
 
1
 ）
こ
こ
で
「
メ
シ
ア
称
号
」
と
い
う
と
 き
 、
キ
リ
ス
ト
、
 神
 の
子
、
ダ
ビ
デ
の
子
等
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
称
号
と
し
て
、
 総
 称
 的
な
意
味
で
用
い
 

て
い
る
。
「
キ
リ
ス
ト
論
的
称
号
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
 
で
あ
る
が
、
本
稿
は
「
人
の
子
称
号
」
の
起
源
に
つ
い
て
扱
い
 、
キ
リ
ス
ト
教
 

成
立
以
前
の
ユ
ダ
ヤ
教
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
 両
者
を
包
括
で
き
る
「
メ
シ
ア
称
号
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。
 

（
 2
 ）
七
十
人
 訳
 ギ
リ
シ
ャ
 語
 聖
書
（
以
下
Ⅰ
Ⅹ
Ⅹ
と
略
記
）
に
 お
 げ
る
「
人
の
子
」
に
は
、
定
冠
詞
を
伴
っ
た
表
現
は
一
度
も
 な
く
、
ま
た
他
の
 ギ
 

リ
シ
ャ
請
文
献
に
も
こ
の
よ
う
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
 

（
 
3
 ）
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
仮
に
史
的
イ
ェ
ス
 が
 メ
シ
ア
の
意
味
で
「
人
の
子
」
に
つ
い
て
語
っ
た
と
し
て
も
、
 史
的
イ
エ
ス
は
 ア
ラ
 

ム
語
を
話
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
、
そ
れ
が
Ⅰ
Ⅹ
Ⅹ
に
も
日
常
 五
 
加
 に
も
馴
染
み
の
な
い
ギ
リ
シ
ャ
語
に
統
一
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
 る
と
い
う
こ
と
 

は
 、
伝
承
史
的
研
究
の
対
象
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 
4
 ）
の
 0
 ト
で
の
・
 

n
 ：
 下
 Ⅱ
（
・
 

ひ
守
 
～
 
っ
り
 
@
n
O
 

忌
 a
 て
も
も
も
 

u
l
O
U
.
 

づ
き
 

黄
牝
 づ
せ
 （
（
（
 

-
0
.
 
ト
 つ
の
 

h
.
 

参
照
。
 

（
 
5
 ）
良
二
三
の
一
九
、
 
ョ
フ
ニ
ハ
 の
 二
 Ⅰ
二
五
の
六
、
三
 
五
の
 ハ
 、
 詩
 八
の
五
、
八
 0
 の
一
八
、
一
四
六
の
三
 、
ィ
ザ
 五
一
 の
 一
二
、
五
六
の
 
ニ
、
 

ェ
レ
 四
九
の
一
八
、
三
三
、
五
 0
 の
 四
 0
 、
五
一
の
四
三
、
 ダ
 -
 
一
八
の
一
七
、
以
上
一
四
回
が
ひ
 
e
n
.
.
n
 

目
 Ⅰ
 ま
 、
 詩
 一
四
四
の
三
 が
ぎ
苧
，
 @
 の
 
き
、
 

タ
二
レ
 
Ⅰ
の
 一
 -
 
二
ぷ
几
ひ
 

Ⅰ
 マ
 
・
・
 

n
 
き
き
 。
な
お
 ダ
 ニ
一
 0 の
一
六
の
Ⅰ
 Ⅹ
Ⅹ
 尖
 ）
は
「
人
の
子
」
と
訳
し
て
い
る
が
、
 マ
ソ
ラ
 は
複
数
形
 で
あ
る
。
 

が
 、
わ
れ
わ
れ
が
出
発
点
に
お
い
て
立
て
た
問
題
、
す
な
 わ
ち
福
音
書
に
お
け
る
二
重
の
定
冠
詞
を
持
っ
た
「
 人
 の
子
」
と
い
う
表
記
の
 

統
一
は
い
か
に
し
て
説
明
さ
れ
得
る
か
と
い
う
問
題
は
 、
 原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
伝
承
 史
 の
問
題
と
し
て
 考
 察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
 

問
い
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
 

最
後
に
伝
承
 史
 を
問
 う
 こ
と
で
福
音
書
に
お
け
る
「
人
の
 子
 」
の
起
源
を
明
ら
か
に
し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
仮
説
は
 完
全
な
も
の
で
は
な
い
 

 
 

わ
れ
わ
れ
は
宗
教
史
的
問
い
、
す
な
わ
ち
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
 げ
 ろ
 メ
シ
ア
称
号
と
し
て
の
「
人
の
子
」
の
存
否
を
問
い
 

 
 

間
 と
し
て
、
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
る
者
に
対
し
て
、
 

そ
 れ
を
守
る
た
め
に
、
ま
た
神
と
の
対
比
に
お
い
て
 卑
賎
 な
そ
れ
ゆ
え
に
相
対
的
 

 
  

 
 
 

な
人
間
存
在
を
認
識
さ
せ
る
た
め
に
、
「
人
の
子
Ⅵ
人
間
 
」
に
つ
い
て
語
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 



イヱス と人の子 

（
 
6
 ）
詩
人
 0
 
の
一
八
は
一
般
の
「
人
間
」
で
な
く
「
イ
ス
ラ
 エ
 ル
の
 民
 」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
メ
シ
ア
の
意
味
は
な
  
 

（
 
7
 ）
Ⅰ
の
 巾
 
㌣
 ト
ト
 @
 ㎏
 っ
 @
 Ⅰ
の
 
ロ
 ・
 ト
 @
 ㏄
 0
@
 Ⅰ
 
0
@
 ㎏
㏄
 

（
 
8
 ）
 
0
0
 

与
の
・
 

0
 つ
 ・
 往
 （
・
・
の
・
 

か
 0
 簗
 ・
参
照
。
 

（
 
9
 ）
こ
の
説
を
主
張
す
る
者
に
、
呂
の
）
の
「
・
 
レ
 ・
 
，
き
 め
ミ
寒
 ミ
 ～
～
 

ぃ
ャ
笘
ャ
令
ら
 

き
心
（
Ⅱ
「
の
 

@
 
サ
 目
の
・
Ⅰ
 

0
.
 

ロ
 ・
 テ
 キ
 
0
 す
 二
）
㏄
の
の
）
・
の
の
）
 

l
 の
の
 
@
 せ

の
「
 
日
ダ
の
 ：
 ，
づ
す
 
の
 

臣
の
 o
h
 サ
の
 
「
 コ
 の
の
 
す
 Ⅰ
 サ
ぃ
 
「
鼠
茸
 ぃ
ぎ
 
き
ユ
 綜
レ
 B
 日
日
㌔
・
 レ
 Ⅰ

Ⅰ
の
 
コ
日
 Ⅱ
 史
 
了
 @
 口
 瓦
リ
 
ガ
・
 ヲ
 （
：
 卜
ミ
ト
マ
い
 
き
 い
き
卜
 め
ち
 
ャ
 Q
Q
h
 

き
 ～
 
Q
-
 キ
め
 の
 っ
め
 
b
o
-
 

め
 

さ
ミ
ヒ
卜
 
0
 ～
 
め
 （
 
0
 Ⅱ
 円
 0
 「
 
串
 ・
 0
 瓦
 「
の
 
コ
 ㌧
「
の
の
の
・
）
の
 

ひ
 Ⅱ
）
・
Ⅰ
Ⅰ
㏄
）
 

0
l
 

ひ
 ㎏
の
 
@
@
 串
の
（
（
 

ゲ
 ）
 む
め
ミ
 

め
～
 キ
ぃ
 ）
 か
 9
@
 
（
㌧
 
オ
 @
-
p
 

串
の
 
-
 
Ⅰ
 オ
 @
p
.
 
何
 0
 「
（
「
の
の
の
 

㌧
Ⅰ
の
㏄
の
・
 

ト
の
ド
 

の
）
・
 

つ
 Ⅰ
 
@
.
 
）
一
の
つ
 

l
 ）
の
）
 
@
 の
り
 
ヰ
 
）
も
 
臣
 @
 
い
 
㌣
 ・
焉
 ま
ま
Ⅱ
Ⅴ
へ
 

い
ャ
ミ
 ・
 
n
@
@
d
 

め
 
0
 
～
 
ざ
ま
キ
 @
 
ミ
 八
 （
四
目
 田
の
 「
（
・
 
パ
 。
 呂
ぎ
 日
日
貨
・
 %
 安
）
・
の
も
 T
 簿
な
ど
が
 い

る
。
こ
れ
に
 
対
 

す
る
反
論
と
し
て
は
、
 

甘
 3
 日
 @
p
 
の
・
 
ナ
 ・
 圭
 Q
9
 
～
 
い
の
 
～
 
い
 き
ぃ
ミ
 ぎ
ぎ
づ
 下
 o
Q
 
ぎ
吋
む
ト
 （
 
0
 む
 （
の
「
の
 

-
O
F
O
 田
の
包
 -
0
 
す
 せ
の
「
 
瓦
 的
の
す
 

p
E
 

の
・
）
の
 

ド
 の
 "
 

）
・
の
・
 
勺
ト
笘
１
 

㎏
 ひ
 ㏄
・
 

角
田
信
三
郎
訳
「
 イ
ヱ
ス
 
の
宣
教
ヒ
新
教
出
版
社
、
一
九
七
八
 年
 、
四
七
二
１
玉
 0
 七
頁
、
三
ロ
日
活
二
ロ
 

レ
 ：
容
お
 毘
 @
o
 
ロ
ヰ
 0
 口
ロ
Ⅰ
 
p
n
@
 

（
・
 
ヲ
自
 
：
 

レ
コ
 レ
ロ
 日
 生
り
 レ
 Ⅰ
で
Ⅰ
 

o
p
n
 

ゴ
 （
 
0
 （
二
の
の
 
0
 の
Ⅰ
の
 

-
 
の
の
コ
ミ
 
レ
 二
 %
 
の
 ㏄
 0
 
㏄
 0
.
 

）
の
 

ひ
 Q
.
 Ⅰ
 っ
 ・
白
下
ト
 お
 等
が
あ
る
。
 

（
 托
 ）
 
マ
ソ
ラ
と
 タ
ル
ク
ム
・
不
才
フ
ィ
テ
ィ
と
カ
イ
ロ
 ゲ
ニ
 ザ

の
 パ
レ
ス
チ
ナ
タ
ル
 

グ
ム
観
 四
の
一
四
を
見
る
と
、
前
二
 者

が
「
私
」
と
な
っ
て
 

い
る
と
こ
ろ
が
後
者
で
は
「
人
の
子
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
 で

は
明
ら
か
 
肛
 
「
人
の
子
」
が
「
私
」
の
言
い
換
え
に
な
っ
て
 

い
 る
 。
の
り
二
毛
の
「
 

N
,
 

の
 ・
 o
 ワ
 
c
@
 

（
・
・
の
・
 

ぷ
ム
ベ
 参
照
。
 

（
Ⅱ
）
 0
 「
 
0
 の
の
の
 

コ
 ・
 ナ
 し
：
づ
き
 ぃ
目
ナ
 ～
 
ミ
 ～
 
き
 ～
 蕾
ミ
 め
（
 
Z
 の
 圭
ぺ
 。
 夫
 ・
 由
キ
笘
 「
組
コ
耳
目
色
 お
 0
,
 ）
 
9
 ）
）
・
Ⅰ
 
つ
 ・
 ま
 ）
 蕊
宙
も
同
 意
見
。
 

（
は
）
 

0
o
 

号
 e
.
 

の
・
 

0
 っ
 ・
ユ
ダ
の
・
 か
 2
2
 
土
器
参
照
。
 

（
は
）
せ
の
「
日
の
 

，
の
ア
 
・
Ⅱ
い
 
の
ミ
 
め
～
 
キ
ぃ
目
す
 

s
.
 Ⅰ
 つ
 ・
）
の
の
 

i
 ）
べ
 
た
ワ
 土日
 乙
 二

才
 仁
 
0
 的
の
 
コ
 の
・
も
 
雨
ト
卜
ニ
 
㏄
 
へ
ャ
ミ
 
0
 
ヰ
 ム
レ
 
へ
て
さ
お
き
 

雨
ニ
 
㏄
 
っ
き
ま
こ
ツ
 

Ⅰ
 ヒ
 心
さ
 芭
 史
 
い
さ
 
吋
 n
-
@
 

雨
ミ
 （
Ⅰ
の
田
の
 

コ
 -
 

早
 ま
 ，
 ）
の
の
 

か
 ）
 ，
 が
に
も
Ⅱ
も
同
意
見
。
 

（
Ⅱ
）
口
耳
 ノ
ク
 書
し
は
も
と
も
と
 ニ
 チ
オ
ピ
ア
語
訳
で
の
み
そ
 の
 全
体
が
知
ら
れ
て
い
た
が
、
ク
ム
ラ
ン
か
ら
ア
ラ
ム
語
 と
へ
 フ

ラ
イ
語
の
断
片
が
 

発
掘
さ
れ
た
。
 
ロ
ヱ
 チ
オ
ピ
ア
語
訳
 ェ
ノ
ク
書
ヒ
 
で
は
「
人
の
子
 」

と
い
う
表
現
は
三
七
章
か
ら
七
一
章
に
の
み
現
れ
、
こ
の
 部

分
は
円
た
と
え
 

の
書
ヒ
と
 呼
ば
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
 ク
ム
ラ
ソ
 
の
 
ニ
ノ
ク
 書

ヒ
 は
こ
の
「
た
と
え
の
 書
 b
 の
部
分
だ
け
を
ま
っ
た
く
知
ら
 ず
 、
か
わ
り
に
 

向
 
E
 人
の
書
 L
 と
称
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
 円
た
 と
 え
の
 書
ヒ
 は
そ
の
著
作
年
代
が
激
し
く
議
論
さ
れ
て
い
る
が
 、

い
ま
だ
に
 末
 

㊥
 

 
 

次
 の
間
い
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
一
般
 曲
 見
解
 肛
 従
っ
て
、
前
一
世
紀
頃
と
し
て
お
く
。
な
お
わ
れ
わ
 れ

の
関
心
は
「
 人
 

㏄
 

 
  

 

の
子
」
に
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
こ
の
部
分
は
㍉
た
と
え
の
 書
 し
と
呼
ぶ
。
 

 
 

（
 巧
 ）
 
四
ょ
ハ
 
の
 一
て
 



（
 巧
 ）
四
六
の
三
、
五
三
の
六
。
 

 
  

 

 
 

（
Ⅳ
）
四
六
の
四
、
六
一
の
 ハ
 、
六
九
の
二
七
。
 

 
  
 

（
㎎
）
四
八
の
五
、
六
二
の
九
、
六
九
の
二
六
。
 

 
 
 
 
 
 

（
㎎
）
四
八
の
三
、
六
、
六
二
の
 セ
 。
 

（
 豹
 ）
四
六
の
三
、
四
八
の
六
、
四
九
の
 
ニ
 、
四
、
五
一
の
 
三
、
 五
 、
五
二
の
六
、
九
、
五
三
の
六
、
五
五
の
四
、
六
一
の
 五
 、
 八
 、
六
二
の
 
一
 。
 

（
 れ
 ）
 
-
 
八
一
の
 ハ
 、
六
一
一
の
一
一
、
五
、
六
九
の
一
一
七
。
 

（
 羽
 ）
四
八
の
 
一
 0
 、
五
二
の
四
。
 

（
 q
,
 
）
）
 セ
 一
の
一
四
。
 

（
 ぬ
 ）
指
示
代
名
詞
を
伴
わ
な
い
の
は
、
六
二
の
七
、
六
九
の
 
一
 一
七
、
 セ
 
一
の
一
四
。
な
お
、
 
六
 0
 
の
 一
 0
 
に
も
「
人
の
子
」
が
 現
れ
る
が
、
こ
こ
は
 

異
な
る
伝
承
に
属
し
て
お
り
文
脈
上
明
ら
か
に
ノ
 ア
 を
指
し
て
 
い
る
の
で
こ
こ
で
は
数
に
入
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
そ
こ
 
で
も
意
味
は
単
に
 

「
人
間
」
で
あ
る
。
 

（
 P
3
 
）
の
 o
 迂
 e
.
o
.
.
0
 

っ
 ・
 c
@
 

の
 ・
 か
鰍
 （
・
参
照
。
 

（
 t
o
 
）
 
コ
 た
と
え
の
書
目
の
「
人
の
子
」
を
メ
シ
ア
称
号
と
解
す
 6
 者
は
こ
の
点
を
十
分
に
検
討
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
 9
 
Ⅰ
の
㎎
 

0
 年
コ
 
ぢ
 ・
の
・
の
：
 
円
 き
ぐ
 

い
 つ
 ミ
ユ
レ
へ
 い
さ
・
寸
 
@
 め
ぎ
さ
い
さ
 
淫
卜
 さ
～
 
ぬ
 「
ト
ミ
 
ぎ
 ～
 
ぎ
さ
 （
 
ミ
自
 三
円
㏄
㏄
 
。
 円
 む
ま
 コ
 帆
の
 
コ
 -
 目
の
・
 
ロ
 ・
 綴
 0
 ゴ
コ
 ）
 
つ
 ㏄
 ひ
 ）
。
㌧
 ト
 。
 
9
 
コ
 
ト
 Ⅱ
 
の
 

（
 抑
 ）
「
人
の
子
」
四
六
の
 ニ
 、
三
、
四
、
四
八
の
 ニ
 、
「
男
性
 の
子
」
六
二
の
五
、
六
九
の
二
九
（
二
回
）
、
七
一
の
一
四
、
「
 

万
 ゆ
の
母
の
子
供
の
子
」
 

六
二
の
 セ
 、
九
、
一
四
、
六
三
の
 一
了
 
六
九
の
二
六
、
二
七
 、
 七
 0
 
の
 一
 、
七
一
の
一
七
。
 

（
 為
 ）
 
せ
簗
 日
夕
 G
 ：
 焉
総
 の
ま
ぬ
 焉
さ
 ・
㌧
 ワ
に
 千
ト
Ⅱ
の
 
@
 冨
田
 こ
 コ
ミ
・
・
 o
 ワ
 
c
@
 

（
：
が
 

寒
ム
 0
 も
同
意
見
。
 

（
 豹
 ）
 
三
 、
一
二
節
、
残
り
は
す
べ
て
関
係
 文
 が
付
い
て
い
る
  
 

（
㏄
）
 ま
 ま
 0
 。
 三
 、
五
、
一
二
節
、
 
せ
 ～
「
・
二
五
、
三
二
、
五
一
 節
 。
 

（
 紬
 ）
圭
三
 -
 
の
 「
・
 
ミ
 ：
 0
 つ
 ・
 n
@
 
（
：
の
・
の
 

串
 ・
，
 

P
.
 

の
の
参
照
。
 

（
㌍
）
 コ
 第
四
 
ェ
ズ
ラ
 書
目
は
、
原
文
が
 へ
 ブ
ラ
イ
語
で
、
 
ダ
 ル
 ガ
タ
 の
ラ
テ
ン
語
訳
は
ギ
リ
シ
ャ
語
訳
か
ら
の
重
訳
と
考
え
 ろ
 れ
て
い
る
。
 

（
㏄
）
以
下
で
は
 

円
 ヨ
ハ
ネ
福
音
書
丘
は
考
察
の
対
象
と
し
な
 い
 。
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
 
b
 が
何
を
資
料
と
し
て
い
る
の
か
い
ま
だ
 定
か
で
は
な
い
が
、
 

コ
 ヨ
ハ
ネ
福
音
 ま
 昌
に
お
け
る
「
人
の
子
」
は
明
ら
か
に
キ
リ
ス
 ト
論
的
 称
号
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
伝
承
史
的
に
は
最
も
後
 期
 に
属
す
る
と
 

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 



（
 糾
 ）
 
援
三
 （
 
ヨ
り
コ
戸
勾
 ：
づ
き
 め
 Q
-
Q
 

咀
む
 軋
ま
 鮪
 悪
 め
さ
つ
 ま
 き
 ま
き
 ～
 
め
 （
日
ヰ
 
王
コ
 的
の
 
コ
 ・
）
・
 

0
.
 

ロ
 ・
 ノ
 Ⅰ
 
0
 ア
 「
・
）
 
O
 白
 A
 。
）
。
 

0
.
 

ひ
 ）
 

（
 肪
 ）
 
マ
コ
ハ
 の
三
八
、
一
三
の
二
六
、
一
四
の
六
二
、
 

Q
 マ
 タ
 
一
二
の
四
 0
 イ
ル
カ
一
一
の
 三
 0
 、
マ
タ
二
四
の
二
七
イ
ル
カ
 一
七
の
二
四
、
マ
タ
 

二
四
の
三
七
イ
ル
カ
一
七
の
二
六
、
マ
タ
二
四
の
三
九
イ
ル
カ
 一
七
の
三
 0
 、
マ
タ
二
四
の
四
四
Ⅰ
ル
カ
 二
 一
の
 四
 0
 、
マ
タ
 
一
 九
の
二
八
（
Ⅰ
 

ル
カ
 二
 二
の
二
八
 ｜
三
 0
 ）
 、
 
ル
力
六
の
一
二
一
（
 
/
 
マ
タ
 五
の
 
一
 一
）
 
、
 ル
カ
一
二
の
 
ハ
 １
元
（
 /
 
マ
タ
一
 0
 
の
三
三
ー
三
三
）
 、
マ
 タ
イ
の
み
 
一
 0
 

の
 二
三
、
一
三
の
三
七
、
四
Ⅰ
一
六
の
二
八
、
二
四
の
三
 
0
 
a
 、
二
五
の
二
二
、
ル
力
の
み
一
七
の
二
二
、
一
八
の
 ハ
 、
二
一
 
の
二
 二
八
 
っ
 カ
 ツ
 

コ
 内
は
「
人
の
子
」
句
の
な
い
も
の
。
 

（
㏄
）
 
マ
コ
ハ
 の
 三
 
Ⅰ
九
の
九
、
一
二
、
二
二
、
一
 
0
 
の
三
一
 千
 
四
五
、
一
四
の
二
 一
 （
二
回
）
、
四
二
マ
タ
イ
の
み
二
六
の
 二
、
 ル
力
の
み
一
二
一
 

の
 四
八
、
二
四
の
七
。
 

（
 亜
 ）
 
マ
コ
ニ
 の
 一
 0 、
二
八
、
 
Q
 マ
タ
ハ
 の
 二
 0
/
 
ル
力
 九
 の
 五
八
、
マ
タ
一
一
の
一
九
Ⅰ
ル
力
七
の
三
四
、
マ
タ
一
二
の
二
 
一
二
Ⅰ
ル
カ
三
一
の
 
一
 

0
 、
マ
タ
イ
の
み
一
六
の
二
二
、
ル
力
の
み
一
九
の
 一
 0 。
 

（
 鵠
 ）
 
目
 @
0
 
日
㏄
目
の
「
・
㌧
 

F
.
.
 
ト
悪
 
去
ぬ
～
～
 

ぬ
 ～
悪
ま
 主
ぬ
ミ
め
お
つ
 
ま
～
 
Ⅰ
 ま
寅
お
 
～
（
 円
ア
援
 ㏄
）
・
 
ノ
 土
中
臣
。
 

ア
の
コ
 
・
の
 ア
 「
・
 パ
 巴
の
の
「
・
Ⅰ
の
 

0
 白
 ）
・
 ㏄
・
 
白
 Ⅰ
１
 
0
 ト
・
の
㏄
 
｜
 Ⅰ
 朋
 0
 一
 

の
 0
 コ
ぃ
 
日
ヨ
㏄
 コ
 戸
エ
：
の
「
 ミ
 さ
 軋
 ふ
め
 
れ
 軋
 め
 
「
づ
き
 め
り
ぎ
咀
む
 
軋
 め
め
き
 
C
 ミ
め
 
さ
 づ
心
 
め
 
-
 
Ⅰ
 き
寅
お
 
～
 
め
 （
 
ノ
 土
む
 
コ
 0
 ア
の
コ
 
・
の
 ア
 「
・
パ
 
リ
 宙
の
「
・
 
ト
の
 
㍉
の
）
・
㏄
・
 

ト
白
 
Ⅰ
 
１
ト
 
笘
ひ
一
 
㌧
の
Ⅱ
ニ
目
・
 

卜
ミ
ゴ
驚
 「
 さ
 ㌔
 @
 
輯
 ふ
き
Ⅰ
 
咀
め
 ぎ
 
主
ぬ
さ
つ
 ま
 き
ま
異
 -
0
 ミ
ふ
臣
ミ
轄
ヒ
 （
㌧
 
す
 @
 
下
宙
臼
で
ア
ぎ
 

・
 巾
 0
 「
（
「
の
の
の
㌧
「
の
の
の
・
）
の
㍉
 

ト
 ）
 @
 Ⅰ
 0
 ア
 の
の
・
 
ロ
 ・
・
 
の
 「
 9
S
 
軋
 ふ
も
 

之
 ・
・
 

き
 「
 さ
ぬ
ミ
さ
簗
 

Ⅰ
 ま
ぬ
 
さ
に
洋
ミ
 
ぬ
さ
 づ
 き
 8
 ぎ
咀
ぎ
 （
㏄
（
 

臣
 （
（
 

m
p
 

「
（
・
 

パ
 。
 ア
 -
 
ア
 ㏄
 5
 ヨ
の
「
・
）
忠
七
）
、
小
河
 

陽
訳
 「
新
約
聖
書
神
学
概
説
ヒ
日
本
真
 
督
 教
団
出
版
局
、
 

一
九
八
二
年
、
七
六
 
｜
 八
八
頁
。
 

（
や
）
 陛
 p
E
 
申
ま
 ，
 甲
 ，
，
三
の
お
 
ざ
ア
 0
 宙
串
 三
の
已
 宰
の
コ
 
の
 
0
 ア
罵
 。
 
，
き
ぽ
 で
 づ
 ㌃
）
 9
 Ⅰ
の
。
 
碑
 ㏄
Ⅰ
 
@
 Ⅰ
。
㏄
 
@
 援
り
 
日
日
の
 @
 口
 ：
，
 由
 「
 
毛
い
的
屈
コ
の
 

ぃ
由
 
Ⅱ
由
の
 
0
 ア
 ㏄
 円
 
0
-
0
 

的
 -
 
の
 

日
 の
の
 

E
.
.
 

。
 め
 -
 
悪
札
㍗
 曲
 e
Q
 
さ
咀
寅
こ
 

h
Q
g
 

Ⅰ
の
 

O
A
 
。
 ぴ
 ㏄
 l
 ㏄
 め
一
ノ
目
 
㏄
「
の
 

ア
 ㏄
 コ
 ・
（
・
ト
山
：
 

，
こ
 
コ
ア
の
の
。
 

コ
 0
 ヰ
巨
り
臣
 @
 
コ
の
 0
 二
戸
の
日
 

づ
 0
 Ⅱ
 
り
 Ⅱ
 セ
 
Ⅰ
り
の
す
㏄
 

（
の
Ⅰ
・
曲
で
む
 

ト
め
 
・
 

Ⅰ
の
㍉
 

0
 。
口
口
・
 
ひ
 ㍉
 ｜
 ㏄
㍉
一
日
の
Ⅱ
の
ハ
口
 

@
 
り
の
 
・
）
・
・
 
0
 づ
 ・
 O
@
 
（
・
・
の
・
㏄
 

朋
 Ⅰ
 ｜
 ㏄
の
㏄
。
 
邦
訳
、
四
七
二
 ｜
五
 0
 七
頁
、
の
り
「
り
の
 

o
E
 

三
平
 

p
P
 
 

。
や
。
 

ぎ
 ・
一
の
 
0
 ア
毛
り
 
Ⅱ
 
N
-
 

の
 ：
 0
 づ
 
0
 ご
 ・
一
パ
 
@
 
ハ
ヰ
・
㌢
づ
き
 
め
 ・
め
り
さ
。
玉
章
 

Q
s
.
Q
 
め
 ～
 
か
 の
め
り
 
お
く
の
り
 軋
 （
 ミ
 口
才
 円
 ㏄
 0
,
 円
 申
す
ぎ
的
の
 

コ
 ・
 ナ
の
 ・
 
ロ
 ・
 ワ
臣
 
0
 す
プ
）
 9
 ㏄
㏄
 
 
 

子
 

（
 即
 ）
 
い
三
 （
 
ヨ
 ㏄
 コ
 三
ヵ
・
・
 0
 ワ
臼
ニ
ぴ
 ㏄
の
 
@
 ㏄
土
日
 ひ
宙
 
（
・
 
エ
 ・
 
由
 
む
ミ
寒
ぬ
 お
お
 淀
 お
め
 
き
 お
ぎ
 
驚
 「
 雙
 き
も
よ
め
 
寒
 ぬ
お
 守
ぎ
き
軋
め
 
「
 u
n
 
咀
 （
 
G
 む
 （
の
「
の
 

-
o
r
.
 

 
 

人
 

の
申
 
（
の
「
 

匹
 0
 ア
 絹
の
目
下
的
 

約
 ㏄
 臣
 ダ
ト
の
白
の
 

レ
 @
 エ
品
旧
臣
 
9
 戸
目
い
：
目
 で
め
 
ミ
 め
Ⅰ
お
吏
 -
 
ミ
心
め
り
お
 
く
キ
ミ
 Ⅰ
 お
 （
Ⅰ
。
二
年
 

0
 コ
 "
 Ⅰ
 由
 円
円
の
Ⅰ
 

毛
 0
 Ⅰ
 円
ア
 
-
 ト
 
の
ひ
ト
 

）
一
口
ロ
コ
的
の
 

@
 

の
 

と
 

 
 

由
こ
 ㌔
Ⅰ
 
ミ
 -
 
攻
め
 ミ
 さ
 軋
 Ⅱ
 て
め
 
%
 め
（
 円
 年
三
目
的
の
 

コ
 ・
 ロ
の
 ・
 
ロ
 ・
 巨
 0
 ア
プ
ト
の
 
ひ
 ㍉
。
）
。
 

ぴ
 ㏄
㏄
 
ト
 l
 ㏄
㏄
 
ふ
 
い
「
㏄
 
臣
 戸
エ
：
目
 で
め
 
攻
め
 む
ミ
 キ
ミ
Ⅰ
お
お
Ⅰ
 

%
 め
 生
ね
～
 
ね
 「
 
ぬ
 
～
 
ミ
ミ
 さ
 軋
 

㏄
 

 
 

き
ぎ
ぬ
蕊
 @
 
～
（
 
陛
 巨
に
㏄
「
（
・
 

パ
 「
の
 

E
N
.
 

）
 き
 0
 ）
、
川
島
貞
雄
訳
 
ヨ
イ
 ヱ
 ス
ー
ナ
ザ
レ
の
人
と
そ
の
時
代
１
ヒ
新
教
出
版
社
、
一
九
七
 
0
 年
 、
古
八
二
 
｜
七
 

Ⅲ
 

 
 

三
百
 且
 、
 い
 0
 「
 コ
オ
 
㏄
 コ
 ）
 
ロ
こ
 0
.
,
 
Ⅱ
い
い
攻
め
て
 

Q
s
 

き
ぽ
 ～
Ⅰ
「
 

ぬ
 
～
 
ミ
 （
の
（
 

屈
 （
（
 

m
p
 

三
木
 o
F
 
日
り
 日
日
の
 コ
 Ⅰ
。
 
目
 ）
、
 善
 野
頭
之
助
 訳
 
ヨ
ナ
ザ
レ
の
 イ
 ヱ
ス
 ヒ
新
教
出
版
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

已
 。
三
づ
 

旧
 ・
・
 
つ
 
ぎ
 

 
 

持
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
ど
ち
ら
の
研
究
者
も
メ
シ
ア
 

称
セ
の
 

（
の
 

-
 
（
Ⅱ
 
巾
 
お
お
・
）
の
の
 

0
"
 

）
参
照
。
 

号
 と
し
て
の
「
人
の
 

 
 

 
 

ノ
 四
三
、
二
五
の
三
 

（
 
巧
 
）
ル
カ
一
七
の
一
一
 

一
 
/
 三
四
。
 0
 ｜
 一
一
一
。
史
的
 

イ
ヱ
ス
 

の
神
の
国
連
 

解
 に
つ
い
て
は
、
拙
論
 

つ
イ
ヱ
ス
 

に
と
っ
て
の
 

令
 
神
の
支
配
 

マ
｜
 
そ
の
日
終
末
論
的
 

三
 

解
釈
の
再
検
討
 

｜
 」
 向
 
聖
書
 
学
 論
集
 
為
 
L
 日
本
聖
書
手
研
究
所
、
 

一
九
九
五
年
（
予
定
）
参
照
。
 

 
 

ミ
臣
 

捷
馬
コ
笘
ま
 

㏄
 
馬
膝
 

こ
も
 

k
n
 

め
鼠
 
め
さ
め
き
め
 

さ
 
き
か
 
き
 
お
ぎ
 毛
 
づ
 （
 
ヱ
の
ぎ
 

e
 
子
の
（
田
の
 

ま
 
ぶ
 
二
 
%
e
 

巴
 Ⅱ
の
切
り
）
。
の
・
切
切
 

@
 
せ
ピ
 
-
 
ア
斡
目
 

0
%
 
下
す
：
 

0
 
ロ
 
・
 
住
ヰ
，
の
 

・
Ⅰ
 

0
 
の
 
こ
 の
。
㌧
 

ぃ
 
臼
ヨ
申
し
三
 

%
 ：
 0
 
ワ
ユ
 
（
・
・
の
Ⅰ
い
い
Ⅱ
 

（
 
鶴
 
）
 窒
 0
.
 

ミ
 
：
 0
 ま
コ
 

㌔
 セ
ド
る
蕊
 

-
 
む
 （
 
ぃ
旧
 

C
 
之
 
円
ぃ
 
0
 
。
 円
臣
 

ニ
コ
 
的
結
 
・
 
q
 
わ
 ・
 
ロ
 
・
 
ミ
 
。
 
印
 ・
 
%
 安
）
 
，
ぴ
ミ
 

の
参
照
。
 

（
㏄
）
 

ミ
っ
ま
 

支
っ
 

太
 ぎ
に
つ
い
て
、
 

ロ
 
ギ
リ
シ
ア
語
新
約
聖
書
 

釈
 
議
事
典
Ⅱ
 

ヒ
 我
丈
館
、
一
九
九
四
年
、
五
八
四
頁
参
照
。
 

 
 

 
 

、
 Q ル
力
一
一
の
 

二
 

三
 並
行
等
に
も
確
認
さ
れ
る
。
 

（
 
蔀
 
）
マ
コ
 
一
 
三
の
二
六
 

｜
 二
七
、
 

ハ
の
 
三
八
、
 

Q
 マ
タ
 
二
四
 
の
 
一
一
七
、
マ
タ
 

一
 
0
 の
一
一
三
。
 

社
 、
一
九
六
一
 

（
Ⅱ
）
 紺
 オ
ミ
の
 

@
z
e
r
.
 

し
 。
 ミ
ア
 
の
 r
.
 
ナ
 ・
 年

 、
一
二
一
六
 
｜
 二
四
 0
 頁
 。
 

中
 ，
ビ
目
 
目
呂
の
 
c
 ゴ
 
0
%
0
 
ア
コ
 
：
。
 

。
 
円
 ぎ
の
 0
 コ
 o
h
 
目
呂
 ：
。
Ⅰ
Ⅱ
㏄
 

援
 ・
 

い
 毛
花
 
の
 0
.
 

）
の
の
 

0
 。
 

）
の
～
～
・
ロ
ロ
・
 

こ
 1
 ト
 の
 @
 の

 ・
）
㏄
 

い
 l
 い
 
。
の
 
@
 せ
の
（
 

ヨ
鯉
 
0
 

の
 い
 の
の
Ⅱ
・
 

巾
 ・
 
ミ
 ・
，
 
円
 二
の
の
 
0
 臣
 ・

 焉
闘
 め
き
め
 さ
軍
 
つ
つ
・
 

ふ
 0
1
5
 ゴ
 

o
h
 呂
 a
 コ
マ
 0
 す
 ー
 
e
 
ヨ
 ：
。
 い
之
円
 の
が
 

(588)  132 



イヱス と人の子 

    
2 6 ） （ 7 （ 6 ） ） l 6 （ ） 0 5 （ ） 9 5 （ ） 8 5 モ 5 ） ） 6 5 ） 5 5 メ 

イ のの 一 Ⅰ 

ス の大 

ラ ルー 

れ 合のの穴 一 " 

  
@  - 一 

    
      
0 目 出 する を 者 り子の章 、 」 どは 臨と の い 諸子るい 一が場 ぅ 怯 

133@ (589) 



宏
路
訳
 「
共
観
福
音
書
伝
承
 
史
 I
 ヒ
新
教
出
版
社
、
一
九
八
三
 年
 、
二
五
 ｜
 二
七
頁
。
 

（
㏄
）
も
し
教
会
が
自
分
た
ち
の
赦
罪
権
能
を
正
当
化
し
た
か
 っ
 た
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
過
去
の
人
で
あ
る
「
地
上
の
」
 イ
 ヱ
ス
 の
権
威
で
は
な
㎏
 

く
 、
現
在
す
る
「
天
上
の
」
 

イ
ヱ
ス
 
の
権
威
に
つ
い
て
語
っ
た
 で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
㏄
）
こ
の
発
言
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
の
ゆ
え
に
、
原
始
教
団
は
 か
な
り
早
い
時
期
に
二
九
節
を
付
加
し
て
い
る
。
 

（
㏄
）
 
マ
タ
一
 三
の
二
四
 c
l
 
三
 O
a
 
参
照
。
 

（
㏄
）
 註
 （
㏄
）
（
 
如
 ）
の
研
究
者
が
そ
う
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
大
貫
前
掲
 書
 、
一
五
 0
 ｜
 一
五
三
頁
。
 

（
㏄
）
 ぽ
甘
毛
ぃ
目
 
・
 Q
.
0
 づ
 ・
 ユ
 ダ
 
0
.
 

の
・
 

目
 0
,
 

哀
切
参
照
。
 

（
㏄
）
安
息
日
に
つ
げ
ら
れ
た
「
も
ま
た
」
（
 

左
 a
@
 
）
は
マ
ル
コ
が
 二
の
 
一
 0
 
と
の
関
連
で
読
む
よ
う
読
者
に
指
示
す
る
た
め
に
 付
 加
 し
た
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
貫
前
掲
 書
 、
一
五
一
頁
参
照
。
 

（
 冊
 ）
の
 0
 下
の
・
 

n
.
.
0
 

づ
 ・
 ユ
 （
・
・
の
・
 

A
 の
 切
 

（
 紐
 ）
 
円
甘
 の
お
の
 
ロ
 ・
の
：
 め
っ
 
N
 ～
 
っ
ざ
憶
 
～
 
馬
 土
馬
「
 
さ
め
ヰ
 
め
す
 
馬
き
 
心
心
 

u
n
 

憶
 （
 
呂
 ロ
ロ
 
c
 ゴ
の
コ
 
・
 宰
 「
・
 メ
巴
ぃ
ミ
 
・
）
の
～
の
）
、
荒
井
 

献
 
・
渡
辺
康
 暦
訳
 
ヨ
イ
ヱ
ス
 運
動
の
社
会
 

学
ヒ
 
ヨ
ル
ダ
ン
 社
 、
一
九
八
一
年
参
照
。
 

（
㌍
）
 Q
 
ル
カ
一
四
の
二
六
 /
 
マ
タ
一
 0
 
の
三
七
参
照
。
さ
ら
 に
 タ
イ
セ
ン
同
上
、
二
二
ー
三
四
頁
参
照
。
 

（
 
B
 ）
 
ヨ
 の
三
の
・
㌧
：
も
 
も
 
「
ノ
ミ
 

n
g
 

め
 
0
 
オ
 &
g
 
め
 
Q
 
オ
 9
.
 さ
め
ヰ
の
 
め
き
め
 
-
 
す
 n
N
Q
 

～
も
 
卜
 g
*
g
 
憶
き
 白
け
ま
。
 
蓮
 ミ
ミ
 
%
 安
洋
㌻
 洋
き
時
養
 舛
田
 も
 
め
さ
 ミ
 ま
 隠
 む
も
 
卜
馬
お
り
 
㌧
Ⅱ
Ⅰ
も
 

卜
幅
馬
 

宇
轟
も
 ㌻
 
達
 「
 
V
 ノ
 
%
 ま
寒
八
 （
 
円
 宇
田
の
の
 
コ
 Ⅰ
 目
ぢ
ぃ
俺
 ・
 あ
 0
 ）
）
・
㏄
 

m
m
h
.
 

参
照
。
 

（
 れ
 ）
 
1
 テ
サ
 四
の
二
テ
一
八
、
黙
一
の
 
七
 、
一
三
、
一
四
 の
 一
四
、
デ
ィ
 ダ
 ケ
ー
ニ
ハ
の
 
八
 参
照
。
 

（
 乃
 ）
 
註
 （
㏄
）
 
、
 （
㏄
）
参
照
。
 

（
 れ
 ）
以
下
で
は
ア
ラ
ム
語
 圏
と
 ギ
リ
シ
ャ
 語
 圏
の
複
数
の
伝
 章
段
階
な
い
し
教
団
を
想
定
す
る
の
で
、
 

A
l
 
、
 G
l
 
 

の
よ
う
に
 

頭
文
字
と
番
号
で
区
 

則
 す
る
。
 

（
 冊
 ）
こ
う
考
え
る
の
は
マ
ル
コ
と
 Q
 
に
同
じ
記
事
が
異
な
る
 
文
言
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
 

マ
コ
ハ
 の
三
八
、
 Q
 ル
カ
一
二
 
の
ハ
｜
 九
）
、
マ
ル
コ
 

伝
承
で
は
「
来
臨
の
人
の
子
」
言
葉
が
増
加
し
て
い
な
い
が
 Q
 で
は
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
早
く
に
ギ
リ
シ
ャ
 語
 に
 訳
さ
れ
た
伝
承
 

系
 路
と
ア
ラ
ム
語
で
「
人
の
子
」
伝
承
を
増
や
し
て
い
っ
た
 糸
 路
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

（
㎎
）
 
呂
 ぺ
一
の
 二
 0
1
 

ニ
ス
ニ
 の
 六
｜
七
、
コ
戸
 
三
の
二
 
戸
 マ
ハ
の
三
四
、
 
ヘ
ブ
 一
の
 三
 、
一
三
、
一
 
0
 
の
一
二
、
三
 
一
の
 ニ
 、
マ
コ
了
一
の
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-
l
l
 
）
 

お
ょ
そ
 
「
 暦
 」
（
カ
レ
ン
ダ
ー
）
の
創
出
は
、
人
類
文
化
 の
な
か
で
も
最
も
早
く
発
生
す
る
人
間
的
生
の
営
み
の
 一
 っ
 

で
あ
る
。
そ
れ
 

八 八 論文 キーワ 要 係から 調和に 教体系 暦の宗 先 は、 最も原 の生の 懇意的 

    
V る と い 意イ かか 割 

序 
今日、 メソ ・標尺 「絶え 社会の て、神 味に着 ン期メ つ宗教 待 りを 

ア ざ 連語 呂 ソ 的 る と わ 
メ る 命は し アなべ もれ 

われ呪 生成」リカ、 歴史 と 暦の シ ながら メリカ 営みで く、自 言うべ 

暦 " のま 原で ス テメ暦っが " のあ らき " 代 人 
コ 理も ム ソ 沃 たそ本の 
ス で   がの ア体 。 こ 来冬 

  
ヵレソ ルコア 存続の ステム が担っ に、そ 改めて 牢 ろの が見失 ー） グ トレ 原理、 われた は神話 ていた の体系 宗教学 宙の原 

の 根に的理 も と 

こ で   しな     
成は ソ 0 感 生そな 血 / ト 

） 、 ァ 日 じにれる 
の天 メ 周 つお は 抽 

代 豪 的ま 極性的 現象 文 リカの 期の 人 つ 、本 ける 本 人間が 

関 の完工 稿 来そ た 

(593) 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
 暦
 体
系
の
解
釈
 

「
 
暦
 」
の
根
源
的
・
宗
教
的
意
味
に
関
す
る
 
考
察
 



先
 ス
ペ
イ
ソ
 期
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
暦
法
は
、
現
在
の
考
古
 単
 調
査
に
よ
っ
て
紀
元
前
六
 0
0
 年
頃
の
も
の
と
さ
れ
 る
サ
ポ
テ
コ
 の
記
念
 

会
 に
お
い
て
担
っ
て
い
る
そ
の
原
初
的
宗
教
的
意
味
へ
の
 考
察
の
一
歩
と
し
た
い
。
 

し
か
 

学
を
は
 

生
活
に
 

あ
る
か
 

そ
こ
 

に
 先
ス
 

体
系
 た
 し

 、
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
現
代
社
会
は
 、
 暦
を
そ
う
し
た
 人
間
的
・
宗
教
的
生
か
ら
疎
外
し
て
き
て
い
る
。
現
代
 物
理
学
や
天
文
 

じ
め
と
す
る
近
代
諸
科
学
の
支
配
に
よ
っ
て
単
な
る
数
 且
 里
の
抽
象
的
延
長
と
化
し
た
時
間
空
間
に
支
え
ら
れ
た
わ
 れ
わ
れ
の
日
常
 

お
い
て
、
暦
は
、
も
は
や
そ
う
し
た
均
質
恒
常
な
時
間
持
 続
の
抽
象
的
、
ま
た
時
に
懇
意
的
な
分
割
・
標
尺
に
す
 ぎ
な
い
も
の
で
 

の
よ
う
に
、
本
来
の
そ
の
宗
教
的
根
源
的
意
味
が
見
失
わ
 れ
て
き
て
い
る
。
 

で
、
本
論
文
は
、
人
類
が
生
み
出
し
た
暦
の
中
で
最
も
精
 級
 で
正
確
な
も
の
の
 
一
 っ
と
さ
れ
て
い
る
、
マ
ヤ
・
 

ア
 ス
テ
ヵ
 を
中
心
 

（
 
5
@
 

。
ヘ
イ
ン
 
期
 
「
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
」
で
発
展
を
遂
げ
た
暦
を
 

一
 何
 と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
極
め
て
 巧
級
 な
暦
法
の
体
 糸
と
 、
そ
れ
を
 

ら
し
め
た
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
的
意
味
体
系
と
の
連
関
 を
 明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
 
暦
 と
い
う
も
の
が
本
来
、
 
人
間
と
そ
の
 
社
 

の
形
成
を
可
能
に
す
る
「
固
定
点
」
「
中
心
 

軸
 」
を
決
定
 す
る
人
間
の
原
初
的
経
験
で
あ
る
と
し
た
時
空
の
「
 非
 均
質
性
」
の
宗
教
的
経
 

@
4
@
 

験
 に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
最
も
原
初
的
な
宗
教
的
 行
為
な
の
で
あ
る
。
 

は
 、
人
間
が
そ
の
生
の
手
が
か
り
を
得
る
べ
く
自
ら
が
 そ
 こ
に
開
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
宇
宙
の
秩
序
と
リ
ズ
ム
 の
 解
読
で
あ
り
、
そ
の
 

中
で
人
間
は
自
ら
の
生
の
根
源
的
な
意
味
と
意
味
の
中
心
 を
 見
い
だ
し
て
き
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
 

ア
タ
リ
 が
古
代
社
 会
 に
お
け
る
「
 暦
 」
 を
 

「
最
初
の
コ
ー
ド
」
「
最
初
の
社
会
的
道
具
」
「
最
初
の
神
 
話
 」
「
最
初
の
聖
な
る
 書
 」
、
「
神
話
全
体
の
登
録
装
置
」
  

 

の
 創
出
、
制
定
は
、
本
来
ま
さ
し
く
人
間
の
「
聖
な
る
」
 営
み
で
あ
っ
た
。
古
来
、
暦
法
の
操
作
は
王
や
神
官
た
 ち
に
委
ね
ら
れ
た
秘
儀
 

で
あ
っ
た
し
、
ま
た
人
類
が
生
み
出
し
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
 暦
法
と
い
う
も
の
の
構
成
原
理
の
普
遍
的
特
徴
の
一
つ
 ほ
 、
そ
れ
が
 暦
 算
法
の
 

原
点
と
し
て
、
宗
教
的
に
意
味
 づ
 げ
ら
れ
た
基
軸
的
 時
 点
 
（
教
祖
の
誕
生
や
開
 宗
を
 基
と
す
る
キ
リ
ス
ト
紀
元
や
 ヘ
ジ
ラ
紀
元
、
新
し
い
 

（
 
り
 
3
 @
 

王
権
君
主
の
即
位
を
基
と
す
る
黄
帝
紀
元
や
檀
君
紀
元
、
 

な
ど
）
を
持
っ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

M
 

ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
、
世
界
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メソアメリカの 暦 体系の解釈 

る
 。
本
論
文
は
特
に
そ
の
世
界
創
成
神
話
と
、
常
に
 メ
ソ
 ア
メ
リ
カ
、
特
に
ア
ス
テ
カ
の
神
話
的
世
界
に
お
け
る
 中
心
的
主
題
の
担
い
手
 

前
 一
二
 
0
0
 年
 @
 紀
元
前
後
）
の
オ
ル
メ
カ
、
サ
ポ
 
テ
コ
、
 マ
ヤ
文
化
圏
で
既
に
二
六
 0
 日
暦
の
初
期
の
基
本
体
系
が
 形
成
さ
れ
、
そ
の
後
、
 

古
典
 期
 （
１
元
 
0
0
 年
 ）
の
マ
ヤ
圏
や
中
央
高
原
の
 ナ
ヮ
文
 化
 圏
で
、
太
陽
暦
な
ど
を
も
組
み
込
ん
だ
複
雑
な
暦
法
 体
系
が
、
そ
の
繊
密
な
 

天
文
学
的
観
察
と
と
も
に
高
度
な
発
達
を
遂
げ
、
後
古
典
 期
 （
 
@
 一
六
世
紀
）
に
至
っ
て
 
、
 テ
オ
テ
ィ
ワ
 カ
ソ
そ
し
 て
 ト
ル
テ
 カ
 文
化
を
継
 

承
 し
た
ア
ス
テ
カ
を
中
心
に
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
化
圏
一
帯
 に
 広
く
広
が
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 メ
ソ
ア
 メ
リ
カ
の
暦
法
は
 、
基
 

本
 的
に
は
、
一
力
 月
 が
二
 0
 日
か
ら
な
る
一
三
ヵ
月
 、
す
 な
わ
ち
計
二
六
 0
 日
を
一
年
（
 マ
ヤ
 の
用
語
で
 ッ
ォ
ル
 キ
ソ
 、
ア
ス
テ
カ
で
は
 

ト
テ
 ル
ポ
 ヮ
リ
 ）
と
す
る
、
気
候
や
天
体
運
行
と
は
基
本
 的
に
は
無
関
係
で
極
め
て
人
工
的
な
祭
祀
 暦
と
 、
一
力
 月
 が
二
 0
 日
か
ら
な
る
 

一
八
カ
月
に
 暦
 外
の
五
日
（
 マ
ヤ
 の
用
語
で
い
う
 ハ
ア
ブ
 ）
を
加
え
て
計
三
六
五
日
を
一
年
（
 ト
ウ
 ソ
）
と
す
る
 明
 ら
か
に
太
陽
暦
の
一
種
 

と
 考
え
ら
れ
る
 暦
 、
さ
ら
に
五
八
四
日
の
周
期
を
も
っ
 金
 星
屑
と
の
複
雑
な
組
合
せ
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
 暦
 が
 、
マ
ヤ
 や
 ア
ス
テ
カ
 

人
た
ち
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
、
何
を
表
し
、
い
か
 な
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
た
め
に
は
、
 実
際
こ
れ
ら
の
二
六
 0
 

日
周
期
の
暦
と
三
六
五
日
周
期
の
太
陽
暦
さ
ら
に
金
星
の
 周
期
が
互
い
に
関
連
し
あ
っ
て
一
つ
の
体
系
を
構
成
し
 て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
体
系
に
お
い
て
特
に
要
 と
も
い
え
る
重
要
な
計
算
尺
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
 、
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
独
自
 

の
 二
六
 0
 日
周
期
と
い
う
人
工
的
だ
が
極
め
て
神
聖
な
る
 暦
 の
も
つ
意
味
が
、
本
論
文
の
主
要
な
考
察
の
対
象
と
 な
る
。
農
事
を
は
じ
め
 

日
常
の
生
活
に
は
三
六
五
日
の
太
陽
暦
で
事
足
り
る
に
も
 人
 
Ⅲ
 人
 
Ⅲ
わ
ら
ず
、
こ
の
一
二
八
 

0
 ロ
 
Ⅱ
暦
が
 メ
ソ
ア
メ
 Ⅱ
 
ノ
 よ
刀
の
 
暦
 に
単
な
る
農
事
と
天
 

文
の
取
り
合
せ
で
は
な
い
複
雑
な
体
系
を
与
え
る
の
で
あ
 る
 。
本
論
文
は
、
そ
こ
で
、
こ
の
人
工
的
な
二
六
 0
 日
 暦
を
土
台
と
し
て
体
系
 

化
さ
れ
て
い
る
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
酉
の
意
味
を
、
そ
の
 暦
 法
の
構
成
を
分
析
し
な
が
ら
、
考
察
し
て
み
た
い
。
 そ
 の
 意
味
の
解
釈
に
際
し
⑤
 

て
は
、
 暦
と
 不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
て
そ
の
起
源
を
同
じ
 く
す
る
と
こ
ろ
の
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
神
話
や
儀
礼
が
 
重
要
な
テ
キ
ス
ト
 と
な
 
㏄
 

 
 

碑
 に
刻
ま
れ
た
二
六
 
0
 日
暦
に
関
す
る
記
述
が
現
存
の
最
 

古
の
史
的
資
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
 

そ
の
先
古
典
 
期
 （
 
起
万
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ソ 

ア 
メ 
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力 
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暦 

法体 

系 

で
あ
り
、
暦
の
発
明
者
と
も
さ
れ
て
い
る
 ケ
ッ
ァ
 ル
コ
ア
 ト
ル
神
の
関
連
神
話
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
と
 暦
 と
の
 関
わ
り
を
考
察
す
る
。
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 図

 

日
 が
入
る
こ
と
で
次
の
年
の
名
前
は
前
年
の
名
前
と
五
つ
 ず
れ
る
こ
 

と
に
な
り
、
結
局
、
年
の
名
前
に
な
る
の
は
四
種
（
 マ
ヤ
 の
場
合
、
 

「
ト
ウ
モ
Ⅱ
コ
シ
」
「
 
水
 」
「
ジ
ャ
ガ
ー
」
「
 
雨
 」
、
ア
ス
テ
 力
の
場
合
、
 

「
 
家
 」
「
ウ
サ
ギ
」
「
 
葦
 」
「
火
打
石
」
）
だ
け
で
、
年
の
名
 

ュ
 
肚
は
四
年
ご
 

と
に
同
じ
も
の
が
巡
っ
て
く
る
が
、
数
字
は
少
し
ず
つ
ず
 ね
 、
数
字
 

も
 名
前
も
同
じ
も
の
に
な
る
の
は
、
一
三
 X
 四
 、
す
な
わ
 ち
 五
二
年
 

ご
と
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
五
二
年
二
三
八
五
日
 X
 五
二
年
Ⅱ
 

一
八
、
九
八
 
0
 日
 ）
が
「
年
の
束
」
な
い
し
「
年
の
結
び
目
」
 

と
い
わ
れ
 

る
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
「
一
世
紀
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
 「
年
の
結
 

ぴ
目
 」
は
、
後
述
す
る
 よ
う
 に
、
宇
宙
が
そ
の
大
き
な
 一
 つ
 め
サ
イ
 

ク
ル
 の
終
了
と
更
新
を
迎
え
る
非
常
に
重
要
な
節
目
を
意
 抹
 し
た
。
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さ
ら
に
、
こ
の
五
二
年
の
周
期
は
、
個
人
の
文
字
ど
お
 り
の
「
一
生
」
、
す
な
わ
ち
人
生
の
一
周
期
を
も
意
味
す
 る 。
 p
 ペ
ス
 @
 ア
ウ
 

 
 

ス
テ
ィ
 ソ
 は
 、
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
で
は
か
つ
て
人
々
は
 、
社
 会
 で
公
的
に
使
わ
れ
る
名
前
、
あ
だ
名
、
そ
し
て
唐
名
（
 

  

 
 
 
 

ル
ポ
 プ
 リ
の
上
で
の
 
一
 か
ら
一
三
ま
で
の
数
と
二
 0
 種
類
 の
 記
号
を
組
み
合
わ
せ
た
名
称
、
「
 
ニ
 ー
ワ
ニ
な
ど
）
 
の
 最
低
三
通
り
の
名
前
㈹
 

を
も
っ
て
い
て
、
最
も
重
要
な
唐
名
は
通
常
秘
密
に
さ
れ
 て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
 

6
@
 そ
れ
は
、
 
暦
名
 が
そ
 の
人
の
ト
ナ
ー
リ
（
 魂
 

Ⅱ
運
命
）
を
も
意
味
し
、
し
か
も
 魂
 
（
運
命
）
は
名
前
を
 通
し
て
影
響
を
受
げ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
 、
呪
文
の
中
で
そ
の
 名
 

前
を
呼
ば
れ
た
り
し
な
い
た
め
だ
と
い
う
。
そ
の
ト
ナ
ー
 リ
は
 誕
生
の
直
後
に
行
な
わ
れ
る
沐
浴
の
儀
式
の
際
に
 、
そ
の
日
の
太
陽
の
神
 

聖
な
 力
に
よ
っ
て
子
供
に
植
え
付
げ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
 、
実
際
に
は
親
は
自
分
の
子
供
の
最
良
の
運
命
の
た
め
 に
 、
そ
の
子
供
が
生
ま
 

れ
た
日
が
属
す
る
一
週
間
（
 一
 三
日
）
の
う
ち
か
ら
誕
生
 日
 
（
儀
式
の
日
）
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
 

ま
 た
 、
人
間
だ
け
で
は
な
 

く
、
 神
々
も
そ
の
属
性
を
表
す
名
前
の
他
に
 麿
 名
を
持
っ
 
て
い
る
。
例
え
ば
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
神
話
 群
 が
彼
を
 取
り
巻
い
て
構
成
さ
れ
 

て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
程
に
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
 の
 宗
教
的
世
界
に
お
い
て
一
際
力
強
く
異
彩
を
放
っ
て
 い
る
古
来
の
主
神
 ケ
ッ
 

ァ
 ル
コ
ア
ト
ル
（
ナ
ワ
ト
ル
語
、
マ
ヤ
で
は
 ク
ク
 ル
カ
ン
 ）
は
、
そ
の
「
 鳥
 
・
 蛇 
（
大
地
）
・
 
水
 」
と
い
う
属
性
を
 表
わ
す
 ケ
ッ
ァ
 ル
コ
ア
 

ト
ル
「
羽
毛
を
も
っ
た
 蛇
 」
 C
 ケ
ッ
ァ
ル
 "
@
 「
 
劾
 翠
色
の
 羽
を
持
っ
た
 鳥
 」
 十
 "
 コ
ア
ト
ル
 "
@
 「
 
蛇
 」
 八 "
 コ
 "
 （
 マ
 ヤ
圧
巴
 @
 「
 
蛇
 」
 十
 "
 ア
ト
 

@
 「
 
水
 」
）
と
い
う
名
前
の
他
に
、
そ
の
誕
生
日
と
さ
 

れ
る
「
 一
 １
章
」
と
い
う
唐
名
が
あ
る
（
こ
の
「
 
一
｜
 葦
 」
は
明
け
の
明
星
の
 

誕
生
の
日
と
も
さ
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
 よ
う
 に
 、
ケ
ッ
 
ァ
 ル
コ
ア
ト
ル
と
金
星
と
の
興
味
深
い
象
徴
的
な
関
連
 が
 認
め
ら
れ
る
）
。
 
と
 

こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
唐
名
は
三
六
五
日
暦
を
考
慮
す
る
と
 、
五
二
年
に
一
回
し
か
巡
っ
て
こ
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
 同
じ
 月
 、
同
じ
日
の
誕
 

生
日
は
五
二
年
に
一
回
し
か
来
な
い
わ
け
で
、
通
常
は
 一
 人
の
人
間
の
寿
命
か
ら
考
え
て
も
、
生
ま
れ
て
か
ら
 人
 主
 に
一
度
に
げ
の
誕
生
 

日
を
迎
え
る
。
従
っ
て
こ
の
五
二
年
に
一
回
と
い
う
個
人
 の
 誕
生
日
は
 
、
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
非
常
に
 重
要
な
日
と
し
て
祝
わ
 

れ
る
が
、
感
覚
的
に
は
、
日
本
の
社
人
 

ム
 
で
の
還
暦
の
年
の
 
誕
生
日
が
持
つ
意
味
と
類
似
し
て
お
り
、
五
二
年
と
い
 う
 周
期
は
一
人
の
人
間
 



と
を
示
し
て
い
る
。
ア
ヴ
ィ
 l
 ニ
 は
モ
ソ
テ
，
ア
ル
パ
ソ
 の
 遺
跡
調
査
で
、
金
星
観
測
に
使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
 る
 
「
建
物
 
J
 」
の
 再
 上
 

メソア 

の
 空
に
姿
を
見
せ
る
金
星
の
伴
日
出
を
予
測
す
る
こ
と
、
 

そ
し
て
ひ
い
て
は
太
陽
の
天
頂
通
過
日
を
予
測
す
る
こ
 

と
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
 143 

メリ 

ソ
 ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
よ
る
金
星
周
期
の
観
測
の
本
来
の
 

主
題
が
 、
 実
は
金
星
が
毎
年
最
初
色
太
陽
と
ほ
 

ば
 同
時
 （
日
の
出
夏
明
）
に
 

東
 
⑲
 

秋
宵
の
明
星
と
し
て
姿
を
現
わ
し
、
八
日
間
太
陽
の
 

一
 
円
刃
に
い
て
姿
を
消
す
）
を
も
っ
て
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
 

そ
の
日
数
の
総
和
は
五
八
四
 

磯
目
と
な
る
。
し
か
し
金
星
の
間
隔
の
実
際
を
示
し
 

て
い
る
の
は
、
金
星
が
太
陽
の
前
方
に
い
る
八
日
の
み
で
 

あ
り
、
他
の
三
つ
の
間
隔
に
 

げ
る
誤
差
は
、
マ
ヤ
人
が
五
八
四
日
と
い
う
金
星
地
敷
が
一
致
す
る
よ
う
に
定
め
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
 

系
甜
お
 

 
 

 
 

@
7
 

）
 

0
 人
生
の
 一
 サ
イ
ク
ル
の
終
了
と
第
二
の
人
生
の
更
新
を
 

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
暦
が
一
つ
の
意
味
あ
る
体
系
を
な
す
の
 

は
 、
以
上
の
五
つ
の
サ
イ
ク
ル
が
さ
ら
に
も
う
二
つ
の
 

サ
イ
ク
ル
に
連
動
し
 

て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
六
の
周
期
が
 

、
ケ
ッ
ァ
ル
コ
 
ア
ト
ル
の
象
徴
と
さ
れ
る
金
星
の
公
転
周
期
五
八
四
日
 

で
あ
り
、
以
上
六
つ
の
 

周
期
全
て
が
結
合
し
て
 
フ
 ス
 テ
力
 人
が
「
偉
大
な
る
周
期
 
」
と
み
な
し
た
 
三
セ
 、
九
六
 
0
 日
の
サ
イ
ク
ル
を
生
み
 
出
す
。
こ
の
 第
セ
の
三
 

セ
 、
九
六
 
0
 日
の
周
期
と
は
、
金
星
公
転
周
期
の
六
五
周
 

期
分
、
二
六
 
0
 日
周
期
の
一
四
六
局
期
分
、
そ
し
て
 

三
 六
五
日
の
年
数
の
 一
 
0
 

四
年
分
に
相
当
し
 
、
 全
て
の
サ
イ
ク
ル
の
最
初
の
日
に
同
 

じ
 番
号
と
名
称
の
日
が
巡
っ
て
く
る
周
期
で
あ
る
。
 

そ
 し
て
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
 

五
二
年
の
「
年
の
結
び
目
」
の
二
つ
分
に
相
当
し
、
マ
ヤ
 

、
ア
ス
テ
カ
人
は
五
二
年
の
「
年
の
結
び
目
」
と
と
も
 

に
 、
大
宇
宙
に
お
い
て
 

極
め
て
重
大
な
危
機
的
事
態
、
世
界
の
破
壊
（
と
そ
れ
に
 

伴
 う
再
 創
造
）
が
起
き
る
時
と
考
え
て
い
た
。
 

数
少
な
い
 先
 ス
ペ
イ
ソ
 
期
 （
紀
元
一
二
 

0
0
 年
頃
）
の
資
料
 
の
 一
つ
で
あ
る
「
ド
レ
ス
デ
ン
・
 

コ
 デ
ッ
ク
ス
」
に
は
 
、
古
典
 期
 マ
ヤ
人
の
 

独
特
の
数
の
表
記
法
に
よ
る
極
め
て
精
敏
な
金
星
周
期
表
 

が
 記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
金
星
周
期
表
で
は
、
金
星
 

の
 出
現
と
消
滅
が
四
 
つ
 

0
 間
隔
（
す
な
わ
ち
金
星
が
二
三
六
日
間
明
け
の
明
星
と
 

し
て
昇
り
、
 
九
 0
 日
間
太
陽
の
後
方
で
姿
を
消
し
、
 

そ
 の
後
再
び
二
五
 
0
 日
間
 



部
 に
あ
る
部
屋
の
戸
口
の
側
柱
が
 、
 年
に
二
回
太
陽
が
 正
 午
に
 天
頂
を
通
過
す
る
時
を
み
 き
ね
 め
る
天
頂
観
測
 管
 が
 組
み
込
ま
れ
た
「
 建
 

物
 p
 、
」
に
真
っ
す
ぐ
向
い
て
お
り
、
そ
の
「
建
物
 

P
 」
を
 通
過
し
て
さ
ら
に
そ
の
ま
ま
東
の
地
平
線
に
延
長
線
を
 引
い
た
地
点
が
ち
ょ
う
 

ど
 金
星
の
伴
日
出
が
観
測
さ
れ
る
地
点
で
あ
る
こ
と
、
 

そ
 し
て
、
そ
の
遺
跡
が
建
造
さ
れ
た
当
時
、
モ
ン
テ
・
 ア
 ル
パ
ン
の
位
置
す
る
 
緯
 

度
 で
は
、
毎
年
最
初
に
金
星
の
伴
日
出
が
観
測
さ
れ
る
 日
 は
太
陽
が
初
め
て
天
頂
を
通
過
す
る
日
と
同
じ
で
あ
っ
 た
こ
と
を
報
告
し
て
い
 

 
 

っ
て
朝
日
の
眩
し
い
光
の
な
か
に
た
ち
ま
ち
姿
を
隠
す
 金
星
の
姿
は
、
そ
れ
が
 

太
陽
に
呑
み
込
ま
れ
太
陽
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
 金
星
で
あ
り
太
陽
で
あ
る
と
さ
れ
る
 ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
 
ル
 神
を
顕
わ
す
。
さ
ら
 

に
 、
水
平
線
 下
 に
沈
み
再
び
現
わ
れ
る
、
し
か
も
明
け
方
 の
東
の
空
と
夕
方
の
西
の
空
に
二
度
出
て
く
る
金
星
の
 行
路
は
、
そ
の
ま
ま
 ケ
 

ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
が
辿
っ
た
生
と
死
の
遍
歴
の
行
路
を
示
 す
と
同
時
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
 

ケ
ッ
ブ
 ル
コ
ア
ト
 ル
 の
神
話
、
ひ
い
て
は
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
神
話
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
全
体
に
脈
打
つ
 両
極
性
な
い
し
二
重
性
（
双
子
）
の
主
題
に
深
く
関
連
 し
て
い
る
。
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
暦
法
 は
 、
以
上
の
七
つ
の
循
環
す
る
 歯
 車
 全
て
が
連
動
し
合
 う
 こ
と
で
初
め
て
作
動
す
る
一
つ
 の
 体
系
で
あ
る
。
 
実
 

際
 、
こ
の
暦
法
体
系
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
使
用
し
て
 ぃ
 る
 グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
計
算
よ
り
も
わ
ず
か
一
万
分
の
二
 日
 不
足
し
て
い
る
に
す
 

ぎ
な
い
 三
 二
八
五
二
、
四
二
 0
 日
 と
い
う
正
確
な
一
太
陽
 年
 
（
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
で
は
三
、
六
五
二
、
四
二
五
日
）
を
 
紀
 元
 前
六
）
七
世
紀
に
す
 

で
に
算
出
し
て
お
り
、
こ
の
一
太
陽
年
を
は
じ
き
だ
す
に
 あ
た
っ
て
は
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
毎
年
最
初
の
金
 星
伴
 日
出
の
観
測
、
 
金
 

星
周
期
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
時
に
 、
メ
ソ
ア
メ
 
リ
カ
 の
暦
に
独
特
な
二
六
 
0
 日
暦
、
す
な
わ
ち
十
三
、
 
十
八
、
二
十
、
五
十
二
、
 

二
六
 0
 と
い
っ
た
神
聖
な
る
数
字
、
聖
周
期
が
常
に
 メ
ソ
 ア
メ
リ
カ
の
暦
の
体
系
を
支
え
る
重
要
な
計
算
尺
と
し
 て
 介
入
し
て
い
た
と
い
 

っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
マ
ヤ
・
ア
ス
テ
カ
に
お
け
る
天
文
 観
測
所
と
見
受
け
ら
れ
る
遺
跡
の
位
置
が
金
星
や
太
陽
 0
 周
期
だ
け
で
な
く
、
 

い
ず
れ
も
二
六
 
0
 日
周
期
の
宗
教
 暦
 と
も
調
和
す
る
 よ
う
 に
 意
図
的
に
設
定
さ
れ
た
祭
儀
 セ
 ソ
タ
一
で
あ
っ
た
こ
 
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
 

 
 

数
字
に
よ
る
計
算
尺
に
よ
っ
て
二
六
 0
 日
の
聖
周
期
と
 太
陽
暦
お
よ
び
金
星
 朔
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望
 周
期
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
起
点
を
異
に
す
る
暦
が
う
ま
く
 

符
合
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
火
星
の
周
期
が
七
八
 

0
 日
 、
す
な
わ
ち
正
確
に
 

三
 X
 二
六
 0
 で
あ
る
こ
と
や
水
星
の
周
期
が
一
一
六
日
、
 

す
な
わ
ち
約
九
 X
 一
 三
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
取
り
上
げ
 

て
 、
こ
の
計
算
尺
に
 
ょ
 

っ
て
惑
星
の
周
期
が
い
か
に
目
を
見
張
る
高
度
の
正
確
さ
 

と
 精
密
さ
を
も
っ
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
 

こ
 の
計
算
尺
の
驚
く
べ
き
 

有
効
性
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
マ
ヤ
人
の
天
文
学
的
天
才
 

を
 強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
二
、
三
①
、
五
二
、
 

二
六
 0
 と
い
っ
た
数
字
 

@
 
㎎
）
 

が
 「
ス
ペ
イ
ソ
 
人
 到
来
以
前
の
人
々
に
と
っ
て
神
聖
と
 

考
 え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
不
思
議
と
す
る
に
あ
た
ら
な
い
 

。
」
と
述
べ
る
。
し
か
 

し
 、
古
代
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
 

数
字
や
周
期
が
聖
な
る
意
味
を
も
っ
の
は
、
そ
れ
ら
に
 

よ
っ
て
天
体
の
運
行
が
 

正
確
に
計
算
で
き
る
と
い
う
そ
の
能
率
性
ゆ
え
に
げ
で
は
 

な
い
。
 

一
二
、
三
 
0
 、
五
二
と
い
っ
た
数
字
、
周
期
を
構
成
要
素
 

と
す
る
こ
の
二
六
 
0
 日
 サ
イ
ク
ル
の
歯
車
は
 
、
 諸
々
の
 天
体
の
運
行
周
期
の
 

調
和
と
一
致
を
計
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
 

天
 文
 現
象
の
調
和
に
地
上
の
人
間
の
運
命
と
歴
史
を
も
 

組
 み
 込
ま
せ
る
役
割
を
し
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
二
六
 

0
 日
 と
い
う
周
期
が
 
、
 実
は
妊
婦
の
懐
胎
期
間
を
意
味
し
 

、
一
 
二
八
 
0
 日
暦
が
元
来
、
 

産
婆
た
ち
が
子
供
の
出
産
 
日
 と
そ
の
子
の
運
命
を
予
測
し
 
、
 占
 う
 た
め
に
使
わ
れ
た
と
い
う
そ
の
起
源
が
重
要
な
 

意
味
を
持
っ
。
そ
し
て
 

に
、
一
人
の
人
間
の
運
命
は
、
生
鮮
ゆ
の
人
生
は
、
五
二
年
と
い
う
二
六
 
駅
前
に
触
れ
た
 

よ
う
 

0
 日
暦
と
太
陽
暦
 

 
 

  

翻
っ
て
、
三
八
 0
 を
は
じ
め
と
す
る
そ
れ
ら
の
数
字
と
 

周
期
は
、
人
間
と
そ
の
社
会
の
歴
史
と
運
命
を
定
め
る
 

大
宇
宙
の
原
理
を
表
わ
す
 
聖
 

切
な
る
数
、
周
期
で
あ
っ
て
 、
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
で
は
そ
 
れ
 自
体
が
神
々
、
あ
る
い
は
神
々
が
運
ぶ
も
の
と
い
う
 

神
々
の
営
為
の
象
徴
的
顕
現
 

り
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
 
、
メ
ソ
 ア
メ
リ
 力
の
二
六
 
0
 日
暦
の
暦
日
の
一
日
一
日
が
全
て
数
字
と
 

記
号
の
組
み
合
わ
せ
で
表
現
 

 
 

々
の
名
前
と
数
字
は
、
ま
さ
し
く
神
々
に
よ
っ
て
担
わ
 

れ
て
い
る
大
宇
宙
の
原
理
の
 

 
 

象
徴
で
あ
り
、
日
々
の
循
環
の
周
期
は
神
々
の
営
為
と
し
 

て
の
宇
宙
の
法
則
・
秩
序
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 

J
 
ト
ン
 フ
ソ
ソ
 は
 、
 「
 マ
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ぃ 術 す る 圧口 @@ 口 

の こ 大 い は へ ま 土   
に 五 を 0 い   神口も日る 々のその。 生き には 雨 5 ネ 申ヘ 縮ん ず、 朝生 人間 と 太 の 聖 
の 湯 手 筒 
文 暦 宙 期   およ 流に に従 全体 

よ う の び 母 間に 播い日付 チ @ ま から 耕作 植 、 。 っ も 秩 そ 
て の 序 れ 
支 で と を なる大 たもの は農事 ホ ク ヤ だ。 実 するこ 成長し 物の女 え は り 構 
ら な ズ 成   ね い ム す 

て 日 月 神 謡 に チ の て   ほ ろ 
い ア 調 聖   る ル 和 敬 

し 重 力 め 。 ぬ         も フ さ は 
終 な 允 文 木   へ     の レ せ   

で ッ る 天 

あ ド 。 文 負わせ わって ってい 日から 流は農 月三 O ところ は植物 り   ・ 従と 
口 つ -- 

いて二業日がのた な、 ハ のを 暦 放蕩 そ ぺ て 八 
げ 死 日 段 過 が 長 は の ス メ の 

れ 者 ま 取 ぎ 進 を し た ・ ソ 人 

ば の で り る む 促 か め フ ァ 間 
農 ウ メ の 

事 ス リ 運 るべき 祭りがならなの 二 O を ま ぅ とだれ にっ れ し、毎 暦 テ カ 命 
と ィ で を     暦 " 震 る 

の し 抜 か l 失 て が マ 事 の 

は な 術 な へ か 償 重 サ も み 
雨 げ を か は さ わ な テ 単 な 
期 れ 補 。 老 な な っ コ に ち 

の ば 弱 チ い い け 
終 な す ュ て 。 れ て族 い の 季 " ず " わ ら る マ い @ ま る 農 節 人 

き " ; 幼ら な 
こ 民 の 間 

へ と た 移 社 会 を の 指 ちの 変 り   
        だ 年 波 マ 畑 

摘 震 り あ 
し 耕 を ら 

そ       。 老 に I は て 技 示 ゆ 

(602) 

を
 分
け
る
の
に
用
い
ら
れ
る
数
字
で
あ
り
荷
は
そ
ん
な
 

彼
 ら
の
背
に
負
わ
れ
、
額
に
か
け
た
一
本
の
紐
に
よ
っ
て
 

支
え
ら
れ
て
 L
 
、
 た
 
@
,
@
1
 
 

」
 と
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ヤ
 人
た
ち
に
と
っ
て
 、
 日
は
神
の
運
搬
者
た
ち
の
手
を
経
 て
 悠
久
へ
と
運
ば
れ
る
荷
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
運
搬
 者
は
い
ろ
い
ろ
な
時
代
 



暦
 

 
 

二
 0
 
キ
ソ
 
（
日
）
Ⅱ
 一
 ウ
ィ
 
ナ
ル
 
（
月
）
（
 
二
 0
 
日
 ）
 八
 マ
ヤ
暦
の
一
力
 月
 ）
 

 
 

 
 

一
八
ウ
ィ
 ナ
ル
 
Ⅱ
 
一
 ト
ゥ
ン
（
 
年
 ）
（
三
六
 0
 
十
五
日
）
 
八
 マ
ヤ
暦
の
 
一
年
）
 

 
 

 
 

二
 0
 
ト
ゥ
 
ソ
 Ⅱ
一
力
 ト
 。
 ソ
 （
 七
 、
二
 0
0
 

日
 ）
 八
 マ
ヤ
暦
の
二
 0
 
年
 ）
 

 
 

二
 0
 
カ
ト
ウ
 ソ
リ
 
一
 バ
ク
ト
。
 
ソ
 （
一
四
四
、
 0
0
0
 

日
 ）
六
％
 ヤ
 暦
 の
 四
 0
0
 

年
 ）
 

 
 

二
 0
 
バ
ク
ト
ゥ
 
ソ
 Ⅱ
 
一
ピ
 ク
ト
ゥ
ン
（
 二
 、
八
八
 0
 
、
 00
0
 

日
 ）
 （
マ
ヤ
暦
の
 ハ
 、
 0
0
0
 

年
 ）
 

体系の解釈 

し 長 
たい 

悠 
久 
の 

歳 

月、 

莫 
大 
な 

周期 

を一 

示す 

ナ， @ 
め 

の   

次 
の 

よ 

（ ノ ナ 

な   
  
O 
進 
法 
の 

数 
学 
的 
体 
系 
サ - - 
よ 

る 

年 
代 
臣己 ロ - - 

の 

ナ ・ @ 
め 
の 

計 
算 
が、 

発 
達 

三
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
神
話
と
 暦
 

（
一
）
「
五
つ
の
太
陽
」
の
神
話
と
 
暦
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
聖
な
る
暦
は
 、
 従
っ
て
 、
 日
々
を
運
ぶ
 神
々
に
伴
っ
て
、
そ
の
世
界
創
成
神
話
を
は
じ
め
様
々
 な
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
 

起
源
神
話
と
共
に
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
 の
神
話
も
ま
た
常
に
そ
の
暦
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
 せ
忠
 
味
 と
秩
序
が
与
え
ら
れ
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
 暦
の
特
徴
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
単
に
現
在
の
世
界
に
お
 げ
る
歴
史
的
時
間
に
関
 

す
る
日
、
月
、
年
の
設
定
や
年
代
記
と
い
う
だ
け
で
は
な
 く
 、
神
話
的
宇
宙
の
秩
序
構
成
と
し
て
神
話
に
組
み
込
 ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
す
な
 ね
 ち
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
暦
は
、
現
在
の
人
間
 世
界
が
、
神
話
的
世
界
に
お
け
る
秩
序
と
宇
宙
の
大
原
 理
を
引
き
継
い
で
存
続
 

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

古
典
則
 め
て
ヤ
 で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
な
 日
 
（
 
キ
ソ
 ）
や
戸
（
 ウ
 ィ
 テ
 ル
）
な
ど
の
小
さ
い
周
期
を
基
本
と
 し
な
が
ら
も
、
よ
り
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こ
う
し
た
時
の
単
位
 は
 古
典
 期
 マ
ヤ
遺
跡
の
記
念
碑
な
ど
 に
 記
さ
れ
た
日
付
の
中
に
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
の
日
付
 は
 全
て
、
わ
れ
わ
れ
 

の
 太
陽
年
で
換
算
す
る
と
「
紀
元
前
三
一
一
四
年
八
月
一
 
一
日
」
と
な
る
日
付
を
ゼ
ロ
起
点
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
 
る
 。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
 

し
た
年
代
記
の
記
録
は
、
そ
の
最
古
と
さ
れ
る
も
の
が
 マ
 ヤ
 地
方
南
部
の
先
古
典
期
末
に
属
す
る
記
念
碑
に
見
ら
 ね
 、
そ
の
後
の
古
典
 期
 

に
お
い
て
マ
ヤ
低
地
一
帯
で
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
，
 
し
 と
か
ら
、
 S
.
G
.
 
モ
一
り
 一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
 マ
ヤ
族
が
年
代
記
を
発
 

明
し
た
と
思
わ
れ
る
時
期
よ
り
約
三
千
年
程
も
遡
っ
て
 そ
 0
 年
代
記
を
開
始
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
モ
ー
 り
 l
 ほ
、
 「
マ
ヤ
の
年
代
 

記
は
実
際
に
起
こ
っ
た
歴
史
的
出
来
事
が
始
め
に
あ
っ
た
 と
い
う
よ
り
、
あ
る
仮
想
の
出
来
事
で
始
ま
っ
た
と
 考
 え
る
方
が
妥
当
」
で
あ
 

り
、
 「
こ
と
に
よ
る
と
世
界
の
創
造
と
い
う
よ
う
な
想
像
 
上
の
出
来
事
」
や
「
彼
ら
の
神
々
が
誕
生
し
た
時
代
を
想
 
定
し
 、
そ
の
時
点
を
起
 

@
H
 
）
 

点
 に
し
て
計
算
し
た
こ
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
 い
る
。
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
世
界
創
成
神
話
は
、
仔
細
 は
 個
々
の
 文
 化
 圏
に
よ
っ
て
か
な
り
の
多
様
性
が
あ
る
も
の
の
、
 現
 今
の
人
間
の
世
界
は
 

何
回
か
の
天
地
創
造
と
滅
亡
の
後
に
生
じ
た
と
す
る
話
に
 共
通
の
パ
タ
ー
ン
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
 複
数
回
の
世
界
創
造
と
 

い
う
モ
チ
 l
 フ
は
、
中
央
メ
キ
シ
コ
の
地
域
で
「
五
つ
の
 太
陽
」
の
神
話
と
し
て
最
も
高
度
な
完
成
の
域
に
達
し
 た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
 

で
は
 、
「
第
五
の
太
陽
」
の
時
代
で
あ
る
現
在
の
人
間
世
 
界
の
時
代
 仁
 四
つ
の
太
陽
の
神
話
的
時
代
が
先
行
し
た
と
 さ
れ
、
そ
の
各
時
代
 

に
は
、
そ
の
時
代
を
支
配
し
、
そ
の
時
代
の
太
陽
の
運
び
 手
で
あ
る
神
の
性
質
に
ち
な
ん
だ
太
陽
の
名
前
お
よ
び
 暦
 上
の
名
が
っ
げ
ら
れ
 

て
い
る
。
 

史
料
に
よ
っ
て
太
陽
の
順
序
な
ど
が
異
な
る
が
、
「
 太
 陽
 の
 石
 」
と
呼
ば
れ
る
 ァ
ス
テ
ヵ
 の
 暦
石
 
（
図
 
2
 ）
に
 従
 う
と
、
最
初
の
時
代
 

    
0 0 0 
キ カ ヒ 。   
チ ブ ト 

ル ト ク 

ト ク ン   
:@/  Ⅱ 一 

Ⅱ 一 - カ 

一キ アソ ラブ 

ハ チ ト 

ウ ル ク   
ゥク宜 一 （（ ノ ン キ     
"@  "  .""   
て一 O 

0 00 0 0 五二、 四 、 0 、 
0 0 0 

  
） 八 マ 上 

  
暦の O 

  
円已 ③ 

0 00 O00 、 、 
0@ 0 
  
年 ） 
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は
 、
テ
ス
カ
ト
リ
 ポ
カ
 
（
「
煙
を
吐
く
 鏡
 」
の
意
で
夜
の
 神
 ）
が
支
配
す
る
「
ジ
ャ
ガ
ー
の
太
陽
」
（
 
2
p
 
ォ
三
 9
 色
。
 
由
 
「
四
の
ジ
ャ
ガ
 一
 」
）
の
 

時
代
で
、
樫
の
実
を
主
食
と
す
る
巨
人
た
ち
が
生
き
た
 時
 代
 で
あ
る
。
こ
の
「
ジ
ャ
ガ
ー
の
太
陽
」
は
、
テ
ス
 カ
 ト
リ
ポ
カ
 が
 ケ
 ツ
ァ
ル
 

コ
ア
ト
ル
に
打
ち
負
か
さ
れ
水
中
に
叩
き
落
と
さ
れ
た
 後
 、
夜
行
性
の
猛
獣
で
あ
る
ジ
ャ
ガ
ー
に
変
身
し
地
上
へ
 戻
り
、
自
分
が
作
っ
た
 

巨
人
た
ち
を
食
べ
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
 時
 
（
あ
る
い
は
 地
 震
 に
よ
っ
て
と
い
う
解
釈
も
あ
る
）
に
終
わ
っ
た
。
 

ジ
 ャ
ガ
ー
は
「
 地
 」
の
 要
 

素
を
象
徴
し
、
故
に
こ
の
時
代
は
「
 地
 」
で
象
徴
さ
れ
る
 
。
第
二
の
時
代
は
 
、
ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
に
支
配
さ
れ
た
 「
風
の
大
場
」
（
 
z
p
 
ォ
三
 

目
汀
 8
 戸
「
四
の
風
」
）
の
時
代
で
、
こ
の
時
代
の
生
き
物
 

は
 メ
ス
キ
 一
ト
 
（
マ
メ
科
の
植
物
）
を
主
食
に
し
て
い
 
た
 。
し
か
し
、
テ
ス
 カ
 

ト
リ
ポ
カ
 が
復
讐
を
は
た
し
た
結
果
、
 

ケ
ッ
フ
 ル
コ
ア
ト
 ル
が
ハ
リ
ケ
ー
 
ソ
 に
な
っ
て
人
間
た
ち
を
連
れ
去
っ
て
 し
ま
っ
た
時
に
終
わ
 

り
、
ホ
の
 枝
に
し
が
み
つ
い
て
わ
ず
か
に
残
っ
た
人
間
も
 皆
 サ
ル
に
な
っ
た
と
い
う
。
従
っ
て
、
こ
の
時
代
は
「
 大
気
・
 風
 」
で
象
徴
さ
 

れ
る
。
 ケ
ッ
フ
 ル
コ
ア
ト
ル
を
打
ち
負
か
し
た
テ
ス
 カ
ト
 リ
ポ
カ
 は
す
ぐ
さ
ま
雨
の
神
ト
ラ
ロ
 

ク
 を
太
陽
と
し
て
 祀
り
、
第
三
の
「
（
 火
 

の
 ）
雨
の
大
場
」
（
二
 %
 三
 0
 三
 %
 三
目
「
四
の
雨
」
）
の
時
 代
を
迎
え
た
。
こ
の
太
陽
の
生
き
物
は
 
ア
シ
シ
ソ
ト
リ
 
（
水
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
 

と
い
わ
れ
る
小
麦
に
似
た
水
辺
の
植
物
）
を
食
料
に
し
て
 い
た
。
し
か
し
こ
の
時
代
も
 、
ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
が
 
テ
ス
カ
ト
リ
 ポ
カ
 を
 再
 

択
 

び
打
ち
負
か
し
た
と
き
、
ト
ラ
ロ
 ク
 に
人
の
雨
（
 溶
 岩
 ）
を
降
ら
さ
せ
た
結
果
終
わ
っ
た
。
こ
の
時
、
 

蝶
 、
 イ
ヌ
 、
あ
る
い
は
七
面
鳥
に
 

瑚
 

な
っ
た
者
だ
け
 ほ
 助
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
太
陽
 
の
時
代
の
象
徴
は
 
、
 故
に
、
「
 火
 」
で
あ
る
。
第
四
の
時
 代
は
、
ケ
 
ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
 

 
 

配
さ
せ
た
「
水
の
大
場
」
 

2
 牛
田
中
（
 -
-
 
「
四
の
水
」
）
の
 
時
代
で
あ
っ
た
が
、
チ
ャ
ル
 

ブ
 
チ
ゥ
ト
リ
ク
 
ヱ
 が
激
し
く
長
い
雨
を
降
ら
せ
た
た
め
 、
大
地
が
水
中
に
没
し
た
ば
か
り
か
空
が
墜
ち
、
 
生
 き
 残
っ
た
人
々
は
魚
に
な
っ
 

   
 

り
た
。
人
々
は
地
上
で
は
シ
ン
コ
 
コ
ピ
 
（
ト
ウ
モ
ロ
コ
 シ
の
 雑
種
）
を
食
料
に
し
て
い
た
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

こ
う
し
て
四
つ
め
の
太
陽
が
終
わ
り
、
天
空
が
墜
ち
て
し
 ま
っ
た
後
は
 
、
 全
く
新
し
い
創
造
が
必
要
と
さ
れ
た
。
 

そ
こ
で
ま
ず
 ケ
ッ
ァ
伯
 

 
 

 
 

ル
コ
ア
ト
ル
と
テ
ス
カ
ト
リ
 ポ
カ
 は
 、
 自
ら
巨
大
な
大
樹
 と
な
っ
て
天
空
を
持
ち
あ
げ
た
。
こ
う
し
て
地
は
創
 ら
 れ
た
が
、
そ
の
上
に
住
 



ア
ス
テ
 ヵ
 の
神
話
に
よ
れ
ば
、
「
ジ
ャ
ガ
ー
の
太
陽
」
「
 
風
 の
 太
陽
」
が
と
も
に
 六
セ
六
 （
五
二
 X
 一
 三
）
 年
 、
「
（
 
火
 ）
の
雨
の
太
陽
」
が
 

三
六
四
八
五
二
 X
 セ
 ）
 年
 、
「
水
の
太
陽
」
が
三
一
二
八
 五
二
 X
 六
ノ
年
 ）
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
の
第
五
の
「
 動
き
の
太
陽
」
も
 、
い
 

ず
れ
五
二
年
周
期
の
最
後
の
日
に
地
震
（
「
動
き
」
は
 
地
 震
を
表
わ
す
）
の
た
め
に
滅
び
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 そ
の
た
め
、
 
メ
ソ
ア
 

メ
リ
力
 で
は
五
二
年
の
周
期
を
終
え
る
度
に
 、
 家
や
町
の
 全
て
の
人
が
い
っ
た
ん
消
さ
れ
、
そ
の
後
テ
ノ
チ
テ
ィ
 ト
ラ
ソ
 の
山
上
で
神
官
 

た
ち
の
手
に
よ
っ
て
 生
 費
の
人
間
の
心
臓
の
上
で
新
た
な
 火
を
灯
す
儀
式
 徐
 0
 
ぉ
ぎ
ョ
 
0
-
 

口
 
@
p
-
 

新
火
祭
）
が
行
な
わ
れ
 た
 。
新
た
な
火
が
無
事
 

に
 点
け
ば
そ
れ
か
ら
五
二
年
間
の
世
界
存
続
は
保
障
さ
れ
 る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
 

ア
ス
テ
カ
の
 暦
石
は
 、
こ
の
創
成
神
話
に
お
け
る
コ
ス
モ
 口
ジ
 一
の
意
味
体
系
と
 暦
 と
の
関
わ
り
を
幾
何
学
的
に
 表
現
し
て
い
る
。
 暦
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

時
代
に
は
そ
の
存
続
期
間
が
あ
り
、
そ
の
年
数
は
い
ず
 れ
も
五
二
年
の
倍
数
 
尖
絵
で
 見
る
 メ
 シ
ー
カ
族
の
歴
史
 
ヒ
に
 収
め
ら
れ
て
い
る
 

む
 者
が
誰
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
 

ケ
ッ
ァ
 

ル
コ
ア
ト
ル
は
 

そ
の
双
子
の
分
身
シ
ョ
 

ロ
 
ト
ル
（
ナ
ワ
ト
ル
語
で
「
 

双
 
子
 」
ま
た
「
双
子
の
 

ト
 

 
 

 
 

 
 

ク
を
 
使
っ
て
洪
水
で
死
ん
だ
人
間
の
骨
を
冥
界
の
王
ミ
ク
 

ト
ラ
ン
テ
ク
ト
リ
か
ら
取
り
戻
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
 

そ
し
て
そ
の
骨
を
天
界
 

に
 
持
ち
帰
り
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
よ
う
に
臼
で
細
か
く
 

挽
 き
、
そ
こ
に
神
々
が
自
ら
の
血
を
注
ぐ
と
、
そ
れ
が
 

人
 間
 の
 
肉
 と
化
し
新
し
い
 

人
間
が
誕
生
し
た
。
し
か
し
太
陽
が
な
か
っ
た
の
で
世
界
 

は
未
 
だ
暗
く
 

、
 神
々
は
第
五
の
太
陽
を
創
る
こ
と
を
 

相
 談
 し
た
。
結
局
新
し
い
 

陽
の
時
代
 

2
 生
日
 
0
 
三
円
「
四
の
動
 

き
 
」
）
、
す
な
わ
ち
 

現
 今
の
人
間
の
世
界
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
 

て
そ
の
後
も
太
陽
を
常
 

に
 
動
か
し
て
お
く
た
め
に
は
、
絶
え
ず
 

生
賛
が
 

必
要
と
な
 

っ
 
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
な
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
創
世
神
話
に
お
い
て
は
 

、
世
界
創
造
の
過
程
そ
の
も
の
が
、
 

暦
と
 
関
わ
り
の
あ
 

る
 
深
い
意
味
に
包
ま
 

れ
て
い
る
。
五
つ
の
太
陽
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
暦
日
の
 

名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
み
た
と
お
り
で
 

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
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メソアメリカの 暦 体系の解釈 

    

  G A F 

  
白 Ⅰ 1 

て
 「
火
打
石
の
刀
」
で
あ
る
舌
を
出
す
 

太
陽
神
の
顔
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
第
五
 

の
 「
四
の
動
き
」
の
太
陽
の
時
代
、
 
す
 

な
わ
ち
現
在
の
世
界
を
表
わ
し
て
い
る
 

（
図
 
2
 １
と
。
こ
の
中
心
円
か
ら
、
 
現
 

代
 に
先
行
す
る
四
つ
の
神
話
的
時
代
を
 

表
わ
す
 4
 つ
の
四
角
い
絵
文
字
が
張
り
 

2
 
 だ
し
て
い
る
。
図
 2
 １
 B
 か
ら
 E
 ま
で
 

図
 
左
回
り
に
順
番
に
「
ジ
ャ
ガ
ー
の
太
陽
」
 

か
ら
「
水
の
太
陽
」
ま
で
を
表
わ
し
、
 

各
時
代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 北
 、
東
、
南
、
 

西
 と
い
う
四
方
位
（
図
 2
 １
 F
@
I
 ）
 と
 

結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
古
代
人
の
宇
 

苗
親
で
は
常
に
空
間
は
時
間
と
切
り
離
 

せ
な
い
一
体
性
を
も
っ
た
重
要
な
宇
宙
 

の
 構
成
要
素
で
あ
る
。
ロ
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
 

ン
 ・
ラ
テ
ン
 絵
 文
書
 三
セ
 三
八
号
目
 に
 

・ B 

・ E 

  

石
の
中
央
に
は
・
 
生
 賛
の
心
臓
を
求
め
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一掃し 創 世界 した て降り 支え、 水 ） 
造 注 て 万 ほの 、 四テ スこ       
駒 方 よ は る れ 創 の 
が 物 ぅ   「 位 成 コ 
要 が に 刃 創 置 神 ス 
素 そ 積 物 造 付 託 モ 
の こ や を と け に 口 

対 か か 呑 破 ら お ジ 
立 ち に み 壊 れ げ l 
に 主 峰 込 」 た る に 
よ ま り ん の 、 コ お     
索 れ 万 。 力 陽 l の 
が る 初 刀 の の と 原 
伐 木 を 物 5 時 暦 理 
わ は 芽 の ち 代 と と 

る 、 火 生 の に に 暦 
代 決 か 命 そ 先 っ 
わ 水 せ の の 行 い する 人 て る とな 生 る 息吹 破壊 、 
れ っ 命 で 的 凹 さ 
替 て の あ な つ ら 
わ 全 人 る 力 の に 
っ て 、 ほ に 持 重 
た を す ず ょ 代 要 な 無に後、 そ なわ の風 って を支 

自 酌 め 
五席 番し ち 大大城 （ す構 
め て 陽 気 す る 造 
の し の ） る 各 的 
現 ま 光 は 。 要 連 を示 関 ので在の世 5 は 烙 、 、万物 すなわ （ 地 素 

界 がる あ のをち・し 塊荒 、 風て 

いる。 四｜ 、「 ・ 。こ う となっ 廃へと 万物を 火 ・ 

よ ぴ と 体 の に 回 5 大 、 の 暦 日 g のメ な空 社 日、開 空間 日も の数 カニ 間的 会の 月、 的佳 また と新   
と お 世 変 り 運 で 
常 ぃ 紀 化 主 び 東 
に て と に 国 手 か   
分 間 主 づ そ の 北 
な 的 に げ れ 呼   

らぞ称南 
西   

も 循 秩 諏 佐 間 と 

っ 環 序 さ を 上 循 
て す ） れ も の 環 
宇 る に た っ あ し 
自 大 供 こ て る て 
秩 体 わ と い 決 流 
序 の る を る ま れ   
形 界 え 当 し を な 
成 の が 然 て 有 っ 

し て 中 心だこ ちの いして るてい 
が と 。 お る㌔   

いるこ（ り 従 アク メ 、 であ この 、 
とシソるこ が スア 。 と 図っ 2 て 
そ   メ 現 は l   

メソア のの特徴 ムンデ リカ 代でほ 、時間 ①が示 

  のィ暦 Ⅹに 一のす 般 脩三 メ ソ 

，え   
5 。 いおいも 5 ／ 5 天 二 0 常 " 

よ
れ
ば
、
世
界
 は
 四
本
の
宇
宙
の
柱
（
 マ
ヤ
 で
 は
 四
つ
 の
バ
 ラ
ム
（
ジ
ャ
ガ
目
な
い
し
高
位
の
神
官
ご
で
 支 え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
 

 
 

ら
に
ほ
基
本
の
四
方
位
と
四
つ
の
色
が
相
当
し
て
お
り
、
 し
か
も
、
そ
れ
ら
の
天
を
支
え
る
 四
柱
は
 時
間
の
流
れ
 る
 道
で
も
あ
っ
て
、
 

左
巧
 



動
き
」
の
時
代
と
し
て
、
円
の
「
中
心
」
に
据
え
ら
れ
て
 い
る
。
神
話
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
は
、
闘
争
に
明
 け
 暮
れ
て
時
が
過
ぎ
て
い
 

く
 時
代
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
円
の
中
心
 に
 位
置
す
る
「
動
き
」
の
時
代
と
は
、
つ
ま
り
、
四
大
 が
 融
合
し
、
あ
ら
ゆ
る
 

対
極
 物
 が
同
時
的
産
物
と
し
て
世
界
を
充
満
し
、
そ
れ
 ら
の
対
極
 物
 が
そ
の
対
立
、
闘
争
に
よ
っ
て
結
び
つ
き
な
 が
ら
、
絶
え
ぎ
る
生
成
 

を
 繰
り
返
す
動
的
な
世
界
で
あ
る
。
（
闘
争
が
対
極
物
 
な
 結
び
つ
け
、
闘
争
こ
そ
が
万
物
を
生
み
出
す
宇
宙
の
原
理
 と
 考
え
た
へ
 
う
ク
レ
 

イ
ト
ス
の
思
想
と
の
類
似
は
興
味
深
い
。
）
 

p
 ペ
ス
 Ⅱ
ア
ウ
ス
テ
ィ
ン
 
は
 こ
の
第
五
番
目
の
現
在
の
世
 界
の
始
ま
り
に
お
け
る
最
初
の
起
動
力
に
つ
い
て
㍉
 チ
 マ
ル
ポ
ポ
カ
 
絵
文
 

書
 b
 に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
太
陽
の
伝
説
 ヒ
に
 触
れ
な
が
 ら
 極
め
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
同
大
陽
の
伝
説
 
ヒ
 に
は
、
「
水
の
太
陽
」
 

の
時
代
が
終
わ
っ
て
、
洪
水
が
引
く
と
、
泥
の
中
か
ら
 出
 て
き
た
魚
を
あ
る
一
組
の
男
女
が
焼
い
た
話
が
で
て
く
 る
 0
 こ
の
世
界
の
始
 ま
 

り
に
際
し
て
、
天
を
支
え
、
時
間
が
流
れ
だ
す
道
で
あ
る
 四
本
の
柱
が
立
て
ら
れ
た
後
は
、
左
回
り
の
メ
カ
ニ
ズ
 ム
で
 時
間
が
始
動
す
る
 

の
を
待
っ
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
時
間
の
始
動
の
起
動
力
 と
な
っ
た
の
が
、
 
p
 ペ
ス
 "
 ア
ウ
ス
テ
ィ
 
ソ
 に
よ
れ
ば
 
、
こ
の
「
冷
た
い
要
素
 

（
死
ん
だ
 魚
 ）
と
熱
い
要
素
（
火
）
の
結
合
」
と
い
う
 罪
 で
あ
り
、
し
か
も
冷
た
い
死
ん
だ
も
の
の
下
に
熱
い
火
 を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
 

-
 
比
 @
 

釈
 

時
間
の
流
れ
を
困
難
に
し
た
（
そ
れ
が
始
動
の
火
花
 な
づ
 く
っ
た
）
罪
で
あ
っ
た
と
い
う
。
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
 0
 字
宙
観
に
お
い
て
は
、
 
熱
 

嘩
 

い
も
の
 /
 冷
た
い
も
の
と
い
う
相
互
補
完
的
な
対
極
 頃
 を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
と
同
義
的
な
 、
 例
え
ば
、
 
天
空
（
上
）
 /
 地
下
（
下
）
 、
 

糸
 

離
 

男
性
 /
 女
性
、
光
 /
 陰
 、
乾
季
 /
 雨
季
、
火
 /
 風
、
 花
 /
 大
計
五
、
生
 /
 死
、
ワ
 
シ
ノ
ジ
ャ
ガ
ー
、
か
ま
ど
 /
 水
 、
昼
 /
 夜
、
降
下
 /
 上
 

托
昇
 、一
三
 /
 九
な
ど
の
分
類
 頃
 に
 よ
 る
、
宇
宙
全
体
 お
よ
び
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
、
事
象
を
二
つ
の
対
極
 的
 性
質
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
 

@
 
Ⅳ
）
 

リ
メ
 っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
思
考
様
式
が
顕
 箸
 で
あ
る
こ
と
ほ
 
よ
 く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 、
こ
の
場
合
、
「
下
し
の
分
類
 

 
 

ソ
 
項
に
属
す
る
「
冷
た
い
」
も
の
が
「
 上
 」
の
分
類
 項
 に
 属
す
る
「
熱
 い
 」
も
の
の
「
 上
 」
に
置
か
れ
た
こ
と
 で
、
宇
宙
を
構
成
す
る
極
性
 

 
 

の
 原
理
に
支
障
が
起
き
、
そ
れ
が
時
代
交
替
の
始
動
の
火
 花
 と
な
っ
た
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。
こ
の
現
在
の
時
代
 の
 始
ま
り
の
神
話
は
 、
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す
な
わ
ち
こ
の
時
代
の
性
格
、
こ
の
時
代
を
支
配
す
る
 宇
 宮
原
理
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
 は
 、
万
物
の
両
極
性
が
 

ち
ょ
 5
 ど
 円
の
中
心
 軸
 に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
な
が
ら
も
 互
 い
に
結
び
つ
い
て
い
る
 ょ
 5
 な
 極
性
的
緊
張
を
は
ら
む
 抗
 体
と
し
て
の
世
界
で
 

あ
り
、
図
 2
 １
 J
 は
 、
 向
か
い
 合
 5
 羽
毛
の
あ
る
二
匹
の
 蛇
の
大
き
く
開
け
た
口
か
ら
火
の
神
と
水
の
神
が
顔
を
 の

ぞ
か
せ
て
い
る
 図
 

で
、
宇
宙
の
極
性
を
表
わ
し
て
い
る
Ⅹ
さ
ら
に
そ
の
 二
 つ
の
極
性
的
対
立
物
が
そ
の
「
中
心
」
に
お
い
て
一
つ
に
 結
合
す
る
こ
と
で
 創
 

造
的
 
（
そ
し
て
破
壊
的
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
も
た
ら
さ
れ
 

絶
 え
ざ
る
生
成
が
繰
り
返
さ
れ
る
世
界
と
い
 5
 こ
と
が
で
 き
 る
 。
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
で
は
、
古
来
、
十
字
路
を
悪
魔
や
病
の
拠
 点
と
し
て
極
め
て
危
険
な
場
所
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
 二
本
の
腕
が
交
差
す
 

る
 十
字
の
「
中
心
」
が
、
上
述
の
円
の
中
心
と
同
義
で
あ
 っ
て
、
極
性
が
結
合
し
て
破
壊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
じ
 る
 所
と
考
え
ら
れ
た
か
 

ら
で
は
な
い
だ
 る
 5
 か
 。
先
の
「
熱
い
も
の
 /
 冷
た
い
も
 の
 」
と
 ぃ
 5
 対
極
物
の
結
合
に
関
す
る
考
察
の
延
長
で
 p
 ペ
ス
 リ
ア
ウ
ス
テ
ィ
 

ン
 卜
は
 
、
 ナ
ワ
 妾
 収
 め
 
ハ
日
 
コ
 の
す
の
の
 

舵
巨
 
。
 ぃ
目
 こ
の
 
ヨ
 0
 パ
 ニ
レ
Ⅰ
 
と
い
 5
 
 「
病
気
」
の
地
楡
表
現
が
文
字
ど
お
り
に
は
「
 

風
 、
 降
下
」
を
意
味
す
る
こ
 

と
 、
ま
た
 
て
サ
 テ
コ
族
が
行
な
 
5
 
 「
ウ
ィ
ン
チ
ャ
」
と
 呼
 ば
れ
る
新
年
の
儀
式
の
中
で
捧
げ
ら
れ
る
 祈
禧
に
 
「
 光
 や
 風
の
せ
い
で
起
こ
る
 

病
 」
と
い
 5
 表
現
が
使
わ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
 

メ
ソ
ア
 メ
リ
カ
に
お
い
て
病
と
い
 5
 も
の
が
、
「
 風
 」
（
「
 
冷
 」
「
 下
 」
「
上
昇
」
と
同
義
）
 

/
 「
降
下
」
「
 
光
 」
（
「
 
熱
 」
「
 上
 」
と
同
義
）
 
と
い
 5
 丁
 か
 ら
の
冷
た
い
要
素
と
上
か
ら
の
熱
い
要
素
が
出
会
っ
て
 双
 方
向
性
が
生
ま
れ
る
 

@
M
@
 

と
こ
ろ
に
起
こ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
 て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
 5
 な
絶
え
ざ
る
生
成
を
 繰
り
返
す
現
在
の
太
陽
 

の
時
代
に
最
も
原
理
的
な
極
性
的
対
立
は
、
非
時
間
（
 永 ヒ
し
 /
 時
間
（
生
成
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
 時
代
が
、
先
行
す
る
 四
 

つ
の
世
界
を
四
方
位
に
置
く
宇
宙
の
象
徴
的
な
円
環
の
中
 心
 に
位
置
し
つ
つ
、
そ
の
始
ま
り
に
あ
た
っ
て
建
て
 も
 れ
た
四
本
の
支
柱
か
ら
 

時
間
が
流
れ
だ
す
世
界
で
あ
る
か
ら
だ
。
非
時
間
的
な
る
 も
の
の
中
に
時
間
性
が
割
り
込
ん
だ
、
非
時
間
と
時
間
 を
 同
時
に
そ
の
対
極
に
 

も
つ
こ
の
世
界
は
 、
 例
え
。
は
、
マ
ヤ
の
「
 日
 」
あ
る
い
 は
 
「
太
陽
」
「
時
間
」
を
あ
ら
れ
す
「
キ
ン
」
の
 
ヒ
ヱ
 ロ
グ
 リ
 ブ
 で
象
徴
的
に
表
 

わ
さ
れ
て
い
る
（
図
 
3
 ）
。
そ
れ
は
「
静
止
」
の
要
因
で
あ
 
る
 四
枚
の
花
弁
を
持
つ
花
と
 、
 「
（
 
流
 ）
 動
 」
の
要
因
で
 あ
る
太
陽
の
矢
（
ま
た
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メソ アメリ 力の暦 体系の解釈 

 
 

図 3 

し 姿 主 で ト 描 レ れ 床 
深   

る と ノ 右 の て 州 め じ 

図
 4
 １
ェ
 、
 2
 は
、
そ
れ
そ
 

ボ
ン
 絵
 文
書
 ヒ
 、
お
よ
び
 
モ
 

コ
ア
ト
ラ
ン
出
土
の
彫
 右
 に
 

い
る
 オ
シ
ョ
モ
コ
と
 シ
バ
ク
 

姿
で
あ
る
。
図
 4
 １
 1
 の
絵
 

手
に
も
っ
た
日
付
の
記
号
を
 

ミ
 で
指
し
示
し
て
い
る
神
官
 

ト
ウ
モ
 p
 臣
シ
 粒
で
占
い
を
 

女
性
の
姿
が
見
え
る
。
ま
た
 

は
尾
 ）
で
描
か
れ
て
い
る
。
 

さ
ら
に
、
 ナ
ワ
 の
神
話
 群
 が
伝
え
る
 オ
シ
ョ
モ
コ
と
シ
 。
 
ハ
ク
ト
テ
 ル
と
い
う
人
類
最
初
の
父
母
と
さ
れ
る
一
組
の
 男
女
の
神
話
的
属
性
 

は
 、
こ
う
し
た
非
時
間
と
時
間
が
相
補
的
な
対
極
と
し
て
 内
在
す
る
こ
の
世
界
の
原
理
を
象
徴
的
に
物
語
る
。
 ナ
 シ
ョ
モ
コ
と
 シ
バ
ク
 ト
 

テ
 ル
に
ま
つ
わ
る
話
は
雑
多
に
あ
っ
て
一
貫
し
て
い
な
い
 が
 、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
二
人
は
神
と
も
人
間
と
も
 と
れ
る
性
質
を
も
っ
て
 

登
場
し
て
い
る
。
こ
の
第
五
の
太
陽
の
始
ま
る
際
に
創
 吐
 
廻
 さ
れ
た
最
初
の
人
間
と
し
て
描
か
れ
る
一
方
で
、
天
地
 が
 削
ら
れ
た
神
話
時
代
 

に
い
た
神
々
の
一
員
で
、
最
初
の
人
間
を
創
っ
た
神
と
し
 て
も
、
登
場
す
る
。
し
か
し
雑
多
で
断
片
的
な
文
献
 資
 料
 が
一
様
に
描
ぎ
だ
 す
 

こ
の
一
組
の
男
女
の
神
話
的
属
性
は
、
 暦
 、
占
い
、
呪
術
 治
療
、
そ
し
て
人
間
の
労
働
（
機
織
り
、
農
耕
な
ど
）
 の
 生
み
の
親
と
い
う
こ
 

と
で
あ
り
、
必
ず
二
人
に
は
 暦
と
 占
い
が
結
び
つ
げ
ら
れ
 て
お
り
、
暦
の
各
「
 月
 」
の
守
護
神
と
も
さ
れ
て
い
る
 。
㌻
パ
ク
ト
 チ
 リ
 と
 

い
 う
 名
は
、
ア
ス
テ
カ
暦
に
お
け
る
第
一
番
目
の
記
号
で
 あ
る
「
（
 シ
 パ
ク
ト
せ
の
記
号
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
 
こ
と
も
こ
こ
で
は
 興
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（
三
）
 ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
の
 
暦
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
神
話
の
中
で
、
一
際
重
要
な
神
的
英
雄
が
 ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
（
 ク
ク
 ル
カ
ン
）
 

話
を
支
配
す
る
主
題
で
あ
り
、
世
界
の
は
じ
ま
り
や
世
界
 の
 秩
序
と
原
理
な
ど
を
説
明
す
る
神
話
に
 

て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
特
記
す
べ
き
こ
と
ほ
 、
ケ
ッ
ァ
 
ル
コ
ア
ト
ル
神
話
の
意
味
が
、
二
六
 0
 日
 

ら
、
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
 l
 の
中
心
的
主
題
を
 語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
二
六
 

か
め
暦
 」
と
も
呼
ば
れ
、
 
ケ
ッ
ァ
 ル
コ
ア
ト
ル
を
暦
の
発
 明
音
と
す
る
説
も
あ
る
。
 

ケ
ッ
ァ
 ル
コ
ア
 

の
 コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
最
も
中
心
的
な
主
題
と
ほ
や
は
り
 、
非
時
間
（
永
遠
）
 /
 時
間
の
（
生
成
）
の
 

義
 性
で
あ
る
。
 

ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
 
ほ
 そ
も
そ
も
、
対
極
的
対
立
物
（
 特
 に
 生
と
死
）
の
創
造
的
な
戦
 い
 を
そ
の
 で

あ
る
。
彼
は
 、
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
 神
 

お
い
て
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
 

の
暦
の
シ
ス
テ
ム
に
具
現
さ
れ
な
が
 

0
 日
暦
 は
 別
名
「
 ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
 

ト
ル
の
神
話
が
担
う
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
 

極
性
的
対
立
を
内
包
す
る
世
界
の
両
 

木
質
と
す
る
宇
宙
の
母
体
で
あ
る
 コ
 

図
 4
 １
 2
 で
は
、
男
が
日
什
の
記
号
を
刻
ん
で
 い
 る
姿
が
 描
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
絵
で
も
、
興
味
深
い
の
は
 、
二
人
が
 鰍
 だ
ら
け
の
 

老
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
二
人
の
 老
男
女
が
、
世
界
の
運
命
（
 暦
 ）
と
と
も
に
時
間
と
深
 い
 関
係
に
あ
る
こ
と
が
 

わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
の
人
間
の
時
代
が
始
ま
 る
 時
、
死
ん
だ
魚
を
火
で
焼
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
 時
 間
の
始
動
力
を
生
ん
だ
 

一
組
の
人
間
と
い
う
の
が
、
こ
の
 オ
シ
ョ
モ
コ
と
シ
パ
ク
 ト
ナ
リ
 の
こ
と
で
は
な
い
か
と
類
推
さ
れ
る
。
神
と
し
 て
も
人
間
と
し
て
も
 登
 

場
 す
る
 オ
シ
ョ
モ
コ
と
シ
 パ
ク
ト
 ナ
リ
ほ
 、
す
な
 ね
 ち
、
 極
性
的
対
立
物
が
結
合
さ
れ
る
こ
と
で
動
ぎ
だ
し
た
こ
 0
 世
界
が
、
時
間
と
非
 

時
間
の
相
補
的
対
立
で
存
続
し
て
い
る
と
い
う
原
理
を
表
 わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
 、
 彼
ら
自
身
、
二
つ
 0
 対
極
の
交
流
を
生
起
 

さ
せ
る
原
理
を
表
わ
す
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
二
人
 は
 宇
宙
の
運
命
（
ト
ナ
ー
リ
）
を
担
う
暦
日
の
守
護
神
 で
あ
り
、
そ
の
運
命
を
 

支
配
す
る
占
術
の
生
み
の
親
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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5
 範
碕
 さ
え
も
超
越
す
る
者
の
 イ
メ
一
ジ
 で
あ
る
。
そ
し
 て
 、
君
臨
す
れ
ば
時
間
と
空
間
の
制
約
に
よ
っ
て
必
然
 的
に
生
命
に
課
せ
 

 
 

々
の
 力
 を
（
神
々
の
子
で
あ
る
）
自
ら
の
内
に
再
結
合
 す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
神
々
を
超
越
し
、
神
々
に
 先
行
し
、
「
二
者
⑬
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
こ
と
」
も
「
一
者
で
あ
る
こ
と
」
も
越
え
、
想
像
 も
 越
え
、
思
考
も
越
え
、
「
存
在
」
「
非
存
在
」
さ
ら
に
 

「
越
え
る
」
と
い
 

甜
 

 
 

像
は
 、
ま
さ
に
そ
う
し
た
宇
宙
万
物
の
根
源
的
原
理
を
 イ
メ
ー
ジ
化
し
た
も
の
で
あ
っ
て
 、
 特
に
二
つ
に
分
か
れ
 た
そ
の
頭
部
は
、
「
 
二
 

元
 性
の
神
」
で
あ
る
 オ
メ
テ
オ
 
ト
ル
が
支
配
す
る
天
頂
の
 世
界
 オ
メ
 コ
カ
ン
「
二
元
性
の
場
所
」
を
表
わ
し
、
 

そ
 の
オ
メ
コ
 カ
 ン
 に
お
い
 

て
 唯
一
者
（
 オ
メ
テ
オ
 
ト
ル
）
は
 、
オ
メ
テ
グ
 
ト
リ
・
 オ
 メ
 シ
フ
ト
ル
（
こ
の
二
者
一
体
の
一
対
の
神
を
 、
シ
パ
 
ク
ト
チ
 リ
 と
オ
シ
 
ョ
モ
 

コ
と
 同
一
視
す
る
史
料
も
あ
る
）
と
い
う
二
元
性
の
姿
を
 も
と
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
 
刊
 ウ
ィ
ー
ン
 絵
 文
書
 L
 の
中
に
は
、
こ
の
 
オ
 メ
ョ
 ト
ル
に
い
る
二
元
性
を
そ
れ
ぞ
れ
半
分
ず
っ
し
か
 表
 わ
さ
な
 
い
 二
者
一
 

体
の
神
の
も
と
で
、
裸
の
子
供
の
姿
を
し
た
 ケ
 ツ
ァ
ル
 コ
 ア
ト
ル
が
 、
 四
つ
の
神
殿
や
様
々
な
属
性
を
表
わ
す
 標
 章
を
キ
 え
ら
れ
、
そ
の
 

後
、
地
上
に
君
臨
す
る
た
め
に
天
界
と
地
上
を
結
ぶ
「
 一
 三
段
」
の
縄
梯
子
を
降
り
る
姿
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
 。
こ
の
絵
を
、
 
J
,
 
ギ
 

釈
ャ
 ン
ベ
ル
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
 

解
 

 
 

系
 

体
 

天
と
 地
、
永
遠
と
時
間
が
結
合
す
る
場
所
、
二
者
が
唯
一
 者
 と
な
り
、
唯
一
者
が
二
者
と
な
る
場
所
、
天
頂
に
お
 い
て
、
 ケ
 ツ
ァ
ル
 

暦
 

 
 

コ
ア
ト
ル
は
 、
 何
の
制
約
も
受
け
な
い
存
在
を
象
徴
す
る
 裸
の
状
態
で
座
っ
て
い
る
。
：
：
：
神
々
の
間
に
あ
っ
て
 

、
 彼
は
 、
 ：
：
：
 
神
 

 
 

ア
ト
リ
ク
ェ
 

ン
デ
ス
は
、
 

動
的
な
力
の
 

ほ
ど
の
戦
い
 

（
「
蛇
の
ス
カ
ー
ト
を
は
い
た
女
神
」
の
 
意
 ）
か
ら
生
ま
れ
 た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ホ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
 
フ
 ヱ
 ル
々
 

コ
ア
ト
リ
 ク
エ
 に
つ
い
て
、
「
対
極
に
あ
る
一
一
者
の
戦
い
 に
お
い
て
、
生
を
与
え
る
と
と
も
に
死
に
よ
っ
て
栄
え
 る
 宇
宙
の
 

化
身
で
あ
り
、
そ
の
戦
い
と
 は
、
 極
め
て
不
可
避
で
本
質
 的
な
 、
 戦
い
こ
そ
が
究
極
的
か
っ
根
本
的
な
意
味
で
あ
 る
と
い
う
 

@
 
㎎
）
 

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
テ
ノ
チ
テ
ィ
ト
ラ
ン
出
土
の
 、
現
在
メ
キ
シ
コ
人
類
学
博
物
館
に
あ
る
有
名
な
コ
ア
 ト
リ
ク
エ
 



生 者 コ の 
成とア申 さ ケ ッ みしとま " ま探 っ ボルち界 カコ 第の ケ 

ッ
フ
 ル
コ
ア
ト
ル
は
、
ま
さ
に
、
彼
自
身
が
非
時
間
的
に
 し
て
永
遠
な
る
も
の
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
が
時
間
性
の
中
に
 割
り
込
ん
だ
「
 世
 

@
@
 

Ⅱ
）
 

憐
 の
 緒
 」
と
し
て
の
、
神
と
人
間
の
仲
介
者
で
あ
る
 英
 雄
の
 ア
一
ケ
タ
イ
プ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
絶
え
ざ
る
 生
成
」
、
す
な
わ
 

五
の
太
陽
の
時
代
の
宇
宙
原
理
の
象
徴
で
あ
る
。
さ
ら
に
 、
こ
う
し
た
「
絶
え
ざ
る
生
成
」
「
両
義
性
」
の
象
徴
 と
し
て
の
 ケ
ッ
ァ
 

ア
ト
ル
を
描
く
重
要
な
神
話
が
あ
る
。
神
で
あ
り
人
間
で
 あ
る
 ケ
ッ
ァ
 ル
コ
ア
ト
ル
は
、
年
老
い
た
あ
る
日
、
大
 敵
の
テ
ス
カ
ト
リ
 

の
 鏡
で
、
自
ら
の
醜
い
年
老
い
た
顔
を
見
る
は
め
に
な
る
 。
さ
ら
に
、
そ
の
後
で
、
つ
い
 フ
 ル
ク
酒
を
勧
め
ら
れ
 誘
惑
に
の
っ
て
 し
 

た
 彼
は
 、
 酔
っ
払
っ
て
し
ま
っ
た
あ
げ
く
に
、
そ
こ
で
 自
 ら
の
 妹
と
 肉
欲
に
溺
れ
て
し
ま
う
。
酒
の
酔
い
か
ら
 醒
 め
た
彼
は
、
後
悔
 

ぃ
 悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
、
四
日
間
石
棺
の
中
で
 蛾
 悔
 を
し
、
そ
の
後
西
の
海
へ
と
向
か
い
、
そ
こ
で
自
ら
 を
 火
葬
に
付
し
て
 

う
 。
そ
し
て
肉
体
が
燃
え
上
が
っ
た
 と
き
 、
彼
の
心
臓
は
 肉
体
か
ら
離
れ
去
り
、
そ
の
ま
ま
西
の
地
平
線
 
下
の
 死
者
の
国
ま
で
 沈
 

そ
こ
で
四
日
間
留
ま
っ
た
後
、
東
の
天
空
に
明
け
の
明
星
 と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
八
日
間
の
消
滅
の
後
 に
 再
び
出
現
す
る
 

フ
 ル
コ
ア
ト
ル
は
、
こ
こ
で
ま
さ
に
金
星
の
出
現
周
期
を
 象
徴
的
に
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
 

て
 、
こ
う
し
た
 ケ
ッ
ァ
 ル
コ
ア
ト
ル
が
歩
ん
だ
一
生
の
過
 程
は
 、
 絵
 文
書
の
中
で
、
二
六
 0
 日
の
周
期
を
構
成
す
 る
二
 0
 日
の
標
識
 

に
 描
か
れ
て
い
る
神
々
の
姿
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
わ
さ
 れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
二
六
 0
 日
周
期
の
暦
は
 、
ま
 さ
に
「
 ケ
 ツ
ァ
ル
 

ト
ル
の
 暦
 」
と
呼
ば
れ
る
 よ
う
 に
 、
 神
で
あ
り
人
間
で
あ
 る
ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
、
天
界
と
人
間
世
界
、
永
遠
 と
 生
成
を
結
ぶ
仲
介
 

し
て
の
神
的
英
雄
 ケ
 ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
の
神
話
が
意
味
す
 る
 非
時
間
（
永
遠
）
 
ソ
 時
間
（
生
成
）
の
結
合
、
す
な
 わ
ち
「
絶
え
ざ
る
 

」
の
シ
ス
テ
ム
を
表
わ
す
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。
 そ
し
て
、
そ
れ
は
、
前
述
し
た
 よ
う
 に
、
天
体
を
は
じ
 め
と
す
る
あ
ら
 

ま ら 

さ れ 
ほ ろ 
逆 限 
説 界 
佐 を 
で ・   

あ 自 

り ら 

、 進 

  

  

化身なのである。 の @0@@ するための梯子を降 

@ 
る 
  
  
  

ノン 

  
ア 

  
ノン 

や ま 
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思味 

て， 
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以
上
、
本
稿
は
、
マ
ヤ
・
ア
ス
テ
カ
を
中
心
に
形
成
さ
れ
 た
 メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
暦
の
意
味
体
系
を
 、
 特
に
そ
の
 
体
 系
 に
お
い
て
 要
 と
も
 

い
う
べ
き
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
独
自
の
 一
 
エ
ハ
 0
 日
周
期
と
い
う
 人
工
的
な
 聖
 周
期
の
も
つ
意
味
を
考
察
し
な
が
ら
、
 

分
 析
 す
る
と
共
に
 、
メ
ソ
 

ア
メ
リ
カ
の
世
界
に
お
い
て
暦
の
担
っ
て
い
る
そ
の
根
源
 的
 
・
宗
教
的
意
味
を
、
そ
の
神
話
と
の
相
補
的
な
関
連
 を 明
ら
か
に
し
な
が
 

ら
 、
考
察
し
て
き
た
。
 

一
 三
、
二
 0
 、
五
二
と
い
っ
た
数
字
、
周
期
を
構
成
要
素
 と
す
る
二
六
 0
 日
 サ
イ
ク
ル
の
歯
車
を
基
盤
に
太
陽
暦
 な
ら
び
に
金
星
周
期
 

と
の
調
和
が
は
か
ら
れ
て
い
る
そ
の
暦
は
 、
 諸
々
の
天
体
 の
 運
行
周
期
の
調
和
と
一
致
を
計
る
だ
け
で
な
く
、
 

そ
 れ
る
の
天
文
現
象
の
調
 

轍
和
 に
地
上
の
人
間
の
運
命
と
歴
史
を
含
む
大
宇
宙
の
 原
理
・
法
則
、
す
な
わ
ち
非
時
間
（
 永
セ
巴
 /
 時
間
（
 生
 成
 ）
の
対
極
性
に
よ
る
「
 
絶
 

ね
え
ざ
る
生
成
」
の
シ
ス
テ
ム
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
 
た
 。
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
暦
は
、
い
う
な
ら
ば
、
古
代
 マ
 ヤ
 ・
ア
ス
テ
カ
人
た
ち
の
 
そ
 

離
の
自
ら
の
生
の
手
が
か
り
を
獲
得
す
る
べ
き
宇
宙
の
 
原
理
と
法
則
に
対
す
る
必
死
の
解
読
の
軌
跡
で
あ
り
、
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
天
文
学
者
 

旭
 

た
ち
に
と
っ
て
、
一
三
、
二
 0
 、
五
二
、
三
八
 0
 と
 い
 う
 数
字
、
周
期
は
、
全
宇
宙
の
原
理
が
地
上
の
数
 と
 い
う
 言
語
に
変
換
さ
れ
る
 神
 

 
 

メ
 
秘
を
宿
し
た
計
算
尺
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
極
め
て
 神
 聖
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

ソ
 

と
こ
ろ
で
、
最
後
に
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
 な
い
こ
と
は
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
暦
が
表
わ
す
 、
メ
ソ
 ア
メ
リ
カ
の
人
々
の
コ
ス
モ
 

 
 

ロ
ジ
 一
に
お
け
る
「
絶
え
ざ
る
生
成
」
の
世
界
と
い
う
 創
 造
 と
破
壊
の
循
環
的
観
念
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
宇
宙
 論
を
支
配
し
た
大
年
 

159 (615) 

四
 

結
語
 

ゆ
る
自
然
現
象
と
、
人
間
の
個
人
の
人
生
、
そ
し
て
そ
の
 社
会
が
繋
が
れ
た
全
宇
宙
の
「
絶
え
ざ
る
生
成
」
の
 シ
 ス
テ
ム
 と
 運
命
を
担
 う
 

神
々
の
営
為
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。
 



（
の
「
の
㏄
（
 

ぺ
の
 
㏄
「
）
の
力
 
め
ヂ
ノ
 ア
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
 周
期
的
宇
宙
 説
 の
そ
れ
と
は
少
々
異
な
る
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
 

M
.
 

ヱ
 リ
ア
 

一
デ
は
 、
そ
う
し
た
周
期
的
宇
宙
の
循
環
的
観
念
は
 、
基
 本
 的
に
「
周
期
的
破
局
を
常
態
と
す
る
意
識
、
そ
れ
が
 一
つ
の
意
義
を
持
ち
、
 

@
 
筏
 ）
 

何
よ
り
も
そ
れ
が
決
し
て
最
後
の
も
の
で
は
な
い
と
す
 
る
 確
信
に
還
元
さ
れ
得
る
」
楽
天
的
な
性
格
の
思
想
で
 あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
 

る
 。
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ヤ
、
ア
ス
テ
カ
人
た
ち
に
お
 け
 る
 周
期
的
宇
宙
に
つ
い
て
の
観
念
は
 、
 実
は
 、
 決
し
て
 楽
天
的
な
思
想
で
は
な
 

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
た
と
え
人
間
の
現
世
界
が
絶
え
ざ
る
 生
成
を
繰
り
返
す
と
し
て
も
、
五
つ
の
太
陽
の
神
話
に
 従
え
ば
、
こ
の
世
界
が
 

「
最
後
の
」
の
時
代
で
あ
る
か
ら
だ
。
現
世
界
に
先
行
す
 る
 四
回
の
太
陽
の
滅
亡
の
反
復
は
、
マ
ヤ
、
ア
ス
テ
カ
 人
た
ち
の
意
識
に
は
、
 

祖
型
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
世
界
の
絶
え
ざ
る
生
成
を
 常
に
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
 意
 味
 で
、
太
陽
を
常
に
強
 

化
さ
せ
る
た
め
の
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
 生
 賛
の
儀
式
 も
 、
五
二
年
の
整
数
倍
の
い
ず
れ
か
の
時
に
、
太
陽
は
 衰
弱
し
、
二
度
と
人
間
 

は
 火
を
灯
す
こ
と
が
で
ぎ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
 ラ
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
人
々
の
宇
宙
の
歴
史
と
運
命
へ
の
 我
 怖
か
ら
理
解
さ
れ
ね
 

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
人
々
が
 、
，
 
し
れ
ほ
ど
ま
で
に
暦
に
執
着
し
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
 
驚
 く
 べ
 き
 正
確
に
し
て
 精
 

級
な
 暦
法
体
系
を
作
り
上
げ
得
た
の
は
、
宇
宙
の
運
命
の
 解
読
に
対
す
る
そ
う
し
た
切
実
な
思
い
に
起
因
す
る
の
 か
も
し
れ
な
い
。
 

メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
人
間
は
 、
 自
ら
の
、
そ
し
て
現
世
界
の
 時
間
性
を
永
遠
性
と
の
相
補
的
対
極
性
の
関
係
か
ら
 経
 験
し
、
把
握
し
て
い
 

た
 。
本
論
文
で
は
、
紙
数
の
関
係
で
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
 暦
 の
み
の
考
察
で
終
始
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
 メ
ソ
 ア
メ
リ
カ
の
暦
の
み
な
 

ら
ず
、
人
類
の
生
み
出
し
た
あ
ら
ゆ
る
暦
が
そ
の
根
源
的
 な
 構
造
に
お
い
て
顕
に
し
て
い
る
。
 暦
は
 、
人
間
の
生
 が
 時
間
性
と
永
遠
、
 生
 

成
と
 存
在
と
い
う
極
性
的
関
係
を
経
験
す
る
こ
と
か
ら
 生
 み
 出
さ
れ
る
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
 、
人
類
の
暦
の
創
出
の
 

原
初
的
意
味
は
、
 M
.
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
が
「
実
際
、
人
間
が
 自
ら
の
存
在
様
式
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
こ
と
と
、
 
世
界
の
中
で
の
 己
 れ
の
 

（
 
乃
 ）
 

（
現
前
）
を
引
き
受
け
 
ろ
 こ
と
、
そ
れ
が
（
宗
教
経
験
）
を
 形
 づ
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
そ
の
意
味
で
 、
ま
さ
に
、
時
間
性
に
 

生
き
る
人
間
の
自
ら
の
特
殊
な
そ
の
存
在
様
式
の
把
握
と
 い
う
「
宗
教
経
験
」
に
基
づ
く
、
宗
教
的
な
も
の
な
の
 で
あ
る
。
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き
て
は
い
る
も
の
の
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
文
化
の
一
体
性
に
つ
い
 て
の
肯
定
論
者
は
 J
.
 

ト
ン
プ
ソ
 

ソ
 、
ア
ル
フ
ォ
ソ
ン
・
カ
ソ
、
 

リ
ベ
ラ
・
ド
ラ
 

l
 ド
 、
エ
リ
ッ
ク
・
 
ト
ソ
プ
ソ
ソ
 
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ロ
ペ
ス
 
ア
ウ
ス
テ
ィ
ン
な
ど
を
は
じ
め
数
多
く
、
そ
の
概
念
と
名
称
 は
 今
日
広
く
使
用
℡
  

 

さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
文
化
領
域
は
、
絵
文
字
、
ピ
ラ
、
、
、
 

ッ
ド
 神
殿
、
球
技
な
ど
の
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
文
化
要
素
を
 共
有
し
て
お
り
、
 

 
 

特
に
、
主
要
な
神
々
の
体
系
、
儀
礼
、
象
徴
、
基
本
的
な
神
話
 、
 神
々
の
体
系
を
モ
デ
ル
と
し
た
聖
職
者
な
ど
の
社
会
的
・
 政
 治
 的
組
織
、
医
術
㈲
 

の
 宗
教
的
原
理
そ
し
て
暦
の
体
系
な
ど
の
類
似
を
考
え
る
と
、
 そ
の
基
本
的
な
宇
宙
観
や
宗
教
の
一
体
性
は
否
定
し
え
な
い
。
 

「
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
」
と
称
さ
れ
る
文
化
領
域
は
、
今
日
オ
ル
メ
カ
 
、
ト
ト
 
ナ
コ
、
サ
ポ
 
テ
コ
 、
ミ
シ
ュ
テ
 コ
、
 テ
オ
テ
ィ
ワ
 
カ
ソ
 、
ト
ル
テ
 カ
、
 

ナ
ヮ
 
（
ア
ス
テ
カ
が
属
す
）
、
タ
ラ
ス
コ
な
ど
の
名
で
知
ら
れ
る
 

歴
史
的
お
よ
び
地
域
的
に
個
性
的
な
諸
々
の
文
化
圏
を
含
む
も
 の
で
あ
る
。
 
歴
 

史
的
に
は
、
特
徴
的
文
化
要
素
が
形
成
さ
れ
始
め
た
と
さ
れ
る
 先
古
典
（
形
成
）
 
期
 
（
 
前
 
一
二
 0
0
 
年
１
紀
元
前
後
）
、
大
都
市
 

文
明
を
生
ん
だ
 

古
典
 期
 
（
１
元
 0
0
 
年
頃
）
、
軍
事
的
傾
向
が
強
ま
る
後
古
典
 

期
 
（
 
１
 
一
六
世
紀
前
半
）
の
時
代
区
分
が
あ
り
、
地
域
的
に
は
 湾
岸
地
方
（
 オ
ル
 

メ
カ
 、
ト
ト
ナ
コ
 
）
、
オ
ア
ハ
カ
地
方
（
 
サ
ポ
テ
コ
 、
ミ
シ
ュ
テ
 コ
 ）
、
中
央
高
原
（
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ソ
、
ト
ル
テ
 

カ
 、
ア
ス
テ
カ
 ）
、
マ
ヤ
地
方
、
 

西
部
地
方
（
タ
ラ
ス
コ
）
、
北
部
な
ど
の
地
方
性
が
認
め
ら
れ
る
 
 
 

（
 6
 ）
ロ
ペ
ス
Ⅱ
ア
ウ
ス
テ
ィ
ン
・
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
、
篠
原
理
 大
也
 訳
 
円
月
の
 う
さ
ぎ
 L
 文
化
科
学
高
等
研
究
院
出
版
局
、
一
九
 九
三
年
、
三
九
１
匹
 

三
頁
。
 

（
 7
 ）
こ
の
金
星
出
現
の
四
つ
の
間
隔
に
関
す
る
誤
差
が
 
マ
ヤ
 の
 天
文
学
者
の
観
測
上
の
誤
り
に
起
因
し
て
い
る
も
の
で
な
い
 @
 
」
と
は
、
彼
ら
が
暦
を
 

完
全
に
恒
星
の
時
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
金
星
暦
の
六
一
年
 0
 周
期
ご
と
に
最
後
の
年
か
ら
四
日
を
引
き
、
五
番
め
の
周
期
 の
 五
七
番
目
の
年
 

の
 終
わ
り
か
ら
八
日
を
引
く
こ
と
で
若
干
の
修
正
を
施
し
て
い
 た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
そ
の
誤
差
は
、
最
終
的
に
四
八
一
年
 間
 に
二
時
間
足
ら
 

ず
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
「
ド
レ
ス
デ
 

ソ
 ・
 コ
デ
ソ
 ク
ス
」
（
ド
 ン
 ス
デ
ソ
 王
立
図
書
館
所
蔵
）
の
金
星
周
期
表
は
 、
円
ォ
 。
 日
牡
 。
 戸
 ト
面
 ユ
の
 ㌢
。
 キ
 

の
 。
日
の
 
コ
 丑
の
Ⅱ
Ⅱ
。
 

コ
丑
ア
 
㏄
 し
 Ⅱ
の
の
宙
の
 

コ
 
の
。
宙
の
 

メ
 -
 リ
ア
臣
曲
 
Ⅱ
 曲
ア
 Ⅱ
の
Ⅱ
。
 

住
せ
寸
ア
 
ざ
ヴ
 o
o
F
,
 

。
 @
 
コ
 
ム
ま
 ミ
音
ぃ
さ
 巾
ミ
 
@
 
～
 
っ
の
 
も
 ミ
 守
 ぃ
 ～
 め
霊
 @
 
ゑ
 ）
鼠
ぃ
 ま
 Q
@
 
、
め
 
・
 お
 

（
 
巾
 三
下
き
せ
 王
 p
.
 ト
ミ
 ぃ
 ）
を
参
照
。
 

（
 8
 ）
 
卜
づ
 0
%
.
 戸
 
レ
コ
 巨
 。
コ
 
チ
 
め
ぎ
 さ
ミ
 き
ぃ
「
 
の
母
 
ト
ミ
 ぎ
さ
 -
 享
 八
 %
 っ
 （
円
の
 
ポ
い
 
の
・
 
円
す
め
ヒ
コ
守
 
・
 0
 ヰ
 円
の
 
ポ
い
 
の
 巾
 （
の
の
の
。
 

ト
の
 
㏄
 0
 ）
。
 口
ロ
・
 
い
ト
 
の
 ｜
 い
り
の
 

（
 9
 ）
 
ホ
ソ
 ジ
ュ
ラ
ス
の
 
コ
パ
ソ
 の
遺
跡
は
そ
の
も
っ
と
も
 良
 い
 例
で
あ
ろ
う
。
 
コ
パ
ソ
 に
あ
る
二
本
の
石
碑
を
結
ぶ
線
は
 、
 農
業
の
季
節
の
開
始
 

（
雨
期
の
予
告
）
を
知
ら
せ
る
太
陽
の
特
定
の
位
置
を
示
し
た
 
天
 文
学
上
の
基
線
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
 
コ
パ
ソ
 は
ち
ょ
う
 ど
 太
陽
が
天
頂
の
 

南
 に
い
る
日
数
が
二
六
 0
 
日
に
な
る
よ
う
な
緯
度
の
と
こ
ろ
に
 位
置
し
て
い
る
と
い
う
。
 

（
㎎
）
ア
イ
リ
 
一
ソ
 
・
ニ
コ
ル
ソ
 ソ
 、
松
田
幸
雄
訳
 円
マ
ヤ
 
ア
ス
テ
カ
の
神
話
 L
 青
 土
社
、
一
九
九
二
年
、
一
 
0
 六
｜
一
 0
 七
 頁
 。
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過
ぎ
去
る
時
と
円
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す
る
時
日
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
、
八
二
 頁
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数
立
 館
 

一
九
九
二
年
一
二
月
一
日
刊
 

B
 王
制
 

二
 0
 九
頁
一
二
一
山
八
六
円
 

岡
野
治
子
 

「
伝
承
の
根
底
と
現
代
」
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
 

る
よ
う
 

に
 、
本
書
は
、
マ
リ
ア
が
現
代
の
な
 性
 存
在
に
と
っ
て
い
か
な
，
 
っ
 意
味
を
 

持
っ
の
か
と
い
う
問
題
を
、
最
新
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
及
び
 フ
ヱ
、
 く
二
ス
ト
 

神
学
の
脈
絡
に
お
い
て
と
ら
え
返
し
つ
つ
、
マ
リ
ア
伝
承
の
源
 流
 、
即
ち
 

ル
カ
福
音
書
の
前
物
語
に
宗
教
学
的
解
釈
の
（
神
学
的
で
は
な
 い
 i
 ）
 光
 

を
 当
て
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
り
、
同
時
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 神
 学
 に
対
す
 

る
 率
直
な
批
判
の
書
で
も
あ
る
。
著
者
の
研
究
業
績
か
ら
、
 ま
 た
 紙
幅
の
 

比
重
か
ら
見
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
 荷
 物
語
の
解
釈
の
部
 分
 に
よ
り
 

大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
が
か
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
 男
 性
 研
究
者
 

に
よ
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
領
域
へ
の
理
性
的
な
発
言
が
少
 な
い
日
本
 

に
お
い
て
は
、
本
書
は
ま
こ
と
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
 

フ
ヱ
、
 
く
二
 ズ
几
ミ
 

0
 間
 題
 あ
る
い
は
そ
の
視
点
は
、
男
性
の
問
題
で
も
あ
る
 筈
な
 の
だ
が
、
 

な
た
ち
の
「
怒
り
の
告
発
」
が
そ
の
運
動
の
出
発
点
に
あ
っ
た
 た
め
か
、
 

性
差
が
不
可
視
で
あ
る
日
本
的
心
性
の
た
め
か
、
と
り
わ
け
 学
 究
の
場
で
 

土
屋
侍
者
 

円
 聖
書
の
な
か
の
マ
リ
ア
 し
 

壷
ミ
 計
と
 

-
 

ぬ
 軸
木
川
 

は
 男
性
に
よ
っ
て
敬
遠
さ
れ
が
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
 

全
体
は
二
部
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
マ
リ
ア
に
付
随
す
る
諸
問
 題
及
び
 

著
者
の
問
題
意
識
の
統
合
整
理
が
第
一
部
（
マ
リ
ア
問
題
再
考
 ）
を
構
成
 

し
、
 ル
カ
福
音
書
の
前
物
語
に
描
写
さ
れ
る
マ
リ
ア
像
の
丹
 
念
 な
解
釈
 

が
 、
ほ
ぼ
三
分
の
二
を
占
め
る
後
半
部
（
ル
カ
福
音
書
・
荷
物
 話
 に
現
れ
 

た
 マ
リ
ア
 像
 ）
を
し
め
く
く
る
。
時
間
と
空
間
そ
し
て
教
義
の
 違
い
を
 超
 

え
て
マ
リ
ア
崇
拝
が
し
た
た
か
に
生
き
続
け
て
き
た
そ
の
根
底
 に
 、
著
者
 

は
 、
一
種
の
人
間
学
的
動
機
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
 矛
 盾
 に
満
ち
 

た
 教
義
で
飾
ら
れ
た
マ
リ
ア
と
な
 性
 存
在
と
の
共
存
に
 ア
ソ
ヴ
 イ
 ヴ
ァ
レ
 

ソ
ト
 な
 ス
タ
ソ
ス
 を
と
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
申
し
子
、
 

フ
 ヱ
、
 
、
ト
ニ
ス
 

ト
 神
学
に
目
を
向
け
る
。
そ
こ
に
は
マ
リ
ア
に
対
す
る
多
様
な
 評
価
が
あ
 

る
が
、
マ
リ
ア
を
神
学
な
ら
ぬ
人
間
学
の
枠
内
で
と
ら
え
な
お
 そ
う
と
 試
 

み
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
に
、
著
者
の
関
心
が
重
な
る
。
 

根
強
 い
 マ
リ
ア
 

崇
拝
が
父
権
的
文
化
と
結
び
付
く
 プ
 p
 セ
ス
 を
検
証
す
る
こ
と
 こ
そ
、
 人
 

間
 学
的
課
題
で
あ
る
と
言
い
、
マ
リ
ア
に
冷
淡
な
 プ
 p
 テ
ス
タ
 ン
テ
ィ
ズ
 

ム
も
、
そ
れ
が
正
典
に
含
ま
れ
て
い
る
が
故
に
マ
リ
ア
伝
承
を
 無
視
す
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
語
る
と
き
、
著
者
は
 プ
 p
 テ
ス
タ
 ソ
ト
 の
 伝
統
に
 

一
種
の
挑
戦
を
し
て
い
る
。
常
に
マ
リ
ア
論
の
争
点
に
な
っ
て
き
 
た
 母
性
 

と
仙
 な
 性
と
い
う
属
性
が
 、
 ル
力
の
 前
 物
語
に
既
に
根
拠
を
持
 つ
の
か
、
 

ま
た
ル
カ
は
 
々
 ニ
ス
物
語
に
先
立
ち
、
何
故
あ
え
て
マ
リ
ア
 か
 ら
 語
り
始
 

め
た
の
か
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
マ
リ
ア
問
題
の
所
在
を
あ
ぎ
 ら
か
に
し
け
 

 
 

な
が
ら
、
著
者
は
、
ル
力
の
荷
物
語
を
今
日
的
歴
史
観
や
合
理
 性
 で
解
釈
㏄
 

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
自
戒
し
、
同
時
に
、
伝
承
の
根
源
に
 
 
 

ト
 教
の
真
実
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
期
待
を
素
朴
な
幻
想
に
過
 ぎ
な
い
と
 



戒
め
て
い
る
（
こ
れ
は
と
く
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
者
た
ち
に
 向
け
ら
れ
 

て
い
る
）
。
 

次
い
で
、
後
半
部
で
考
察
さ
れ
る
ル
力
の
 
前
 物
語
解
釈
の
成
 果
 を
要
 

約
 、
先
取
り
す
る
形
で
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
マ
リ
ア
 像
 が
形
成
 

さ
れ
る
過
程
及
び
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
論
じ
ら
れ
る
。
 時
 
・
 ヵ
 ェ
 間
を
超
 

え
て
展
開
し
た
マ
リ
ア
崇
拝
の
事
実
は
 、
 ル
カ
福
音
書
に
既
に
並
 日
遍
 主
義
 

（
初
期
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
が
内
在
し
て
い
た
か
否
か
と
い
う
論
争
 
を
 呼
ん
 

だ
が
、
著
者
は
、
ル
力
の
中
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い
う
特
殊
性
 を
 普
遍
化
 

す
る
と
い
う
志
向
性
を
認
め
つ
つ
も
、
普
遍
主
義
は
な
か
っ
た
 と
断
定
し
 

て
い
る
。
後
半
に
展
開
さ
れ
る
福
音
書
解
釈
と
を
ム
ロ
わ
せ
読
む
 

と
き
 、
 こ
 

の
 見
方
は
説
得
力
を
持
っ
。
 

第
一
部
の
締
め
括
り
は
、
マ
リ
ア
伝
承
こ
そ
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 神
 学
 な
る
 

も
の
の
可
能
性
を
は
か
る
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
で
あ
る
。
と
い
う
 
靭
 Ⅶ
 識
か
 

ら
、
 再
び
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
脈
絡
で
マ
リ
ア
問
題
を
と
ら
え
か
，
 
え
し
て
 

る
 。
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
諸
潮
流
の
な
か
で
、
マ
リ
ア
 問
 題
 に
最
も
 

深
く
関
わ
る
可
能
性
の
あ
る
の
は
、
青
木
や
よ
い
に
代
表
さ
れ
 Ⅰ
 
つ
 エ
コ
 口
 

ジ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
言
う
。
「
生
み
、
育
む
」
と
 い
う
 特
 

性
の
突
出
の
故
ば
か
り
で
ほ
な
く
、
両
者
が
 、
 共
に
「
民
俗
の
 
心
性
」
と
 

で
も
呼
び
得
る
 、
 「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
は
ざ
ま
に
息
づ
く
無
 

@
 ロ
 の
 現
実
に
 

ひ
そ
か
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
、
そ
の
推
進
力
が
 あ
る
、
 と
 

著
者
は
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
 フ
ヱ
、
 ミ
 二
ズ
 ム
 

は
 、
母
性
と
処
な
 性
 そ
れ
ぞ
れ
に
単
独
の
意
味
を
持
た
せ
る
 理
 論
を
展
開
 

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
他
方
マ
リ
ア
崇
拝
そ
の
も
の
は
、
 処
な
性
に
 

結
び
付
い
た
母
性
の
賛
美
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
な
が
ら
、
 フ
 ヱ
、
、
 

.
 ニ
ス
 

ト
 神
学
の
ま
え
に
た
ち
は
た
か
る
、
と
言
う
。
こ
こ
に
、
著
者
 は
フ
ヱ
、
、
、
 

ニ
ス
ト
神
学
の
限
界
を
見
出
だ
す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
担
い
 
手
 の
 主
瑚
 

流
は
、
 総
じ
て
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
近
い
心
性
 か
ら
出
発
 

 
  
 

し
な
が
ら
、
マ
リ
ア
崇
拝
の
重
さ
と
矛
盾
に
た
じ
ろ
が
ざ
る
を
 得
な
い
。
㈹
 

何
故
な
ら
 7
 
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
波
の
な
 か
で
こ
の
 

よ
う
な
評
価
不
可
能
な
事
柄
に
あ
え
て
性
急
な
判
断
を
下
そ
 う
 と
し
な
が
 

ら
 、
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
、
 正
当
性
の
 

根
拠
を
聖
書
に
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
、
 

と
 言
 う
 。
 さ
 ら
に
、
 C
 

オ
シ
ー
グ
に
依
拠
し
つ
つ
、
著
者
は
、
個
々
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 神
学
者
 

の
 聖
書
解
釈
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
を
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
類
 し
 、
そ
れ
 

ぞ
れ
の
主
張
の
特
性
を
吟
味
す
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
正
典
 」
な
ど
 う
 

見
る
か
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
諸
類
型
は
相
対
化
さ
れ
、
 フ
 ヱ
、
、
 

.
 二
 ハ
 
@
 

ト
 神
学
は
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
と
結
論
す
る
。
即
ち
聖
書
を
 正
典
と
し
 

て
 忠
誠
を
貫
く
か
、
あ
る
い
は
拒
絶
す
る
か
の
二
つ
の
可
能
性
 し
か
残
ら
 

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
主
張
す
 る
 よ
 う
 に
 

聖
書
全
体
を
正
典
と
し
て
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
   

ニ
ス
ト
神
学
は
自
己
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
何
故
な
ら
そ
の
 「
聖
書
 全
 

体
の
枠
組
み
が
父
権
制
的
思
考
形
態
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
   

ら
で
あ
る
」
と
語
り
、
著
者
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
が
自
ら
を
 袋
小
路
に
 

追
い
や
っ
た
、
と
分
析
す
る
。
こ
の
視
点
か
ら
、
 

フ
ヱ
 ミ
ニ
ス
 ト
 神
学
は
 

本
質
的
に
「
 護
 教
的
神
学
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
結
論
す
る
 。
そ
し
て
 

こ
の
よ
う
な
 
護
 教
的
な
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
が
、
「
一
般
の
 

フ
ヱ
 
ミ
ニ
ズ
 

ム
 に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
も
結
構
よ
く
や
っ
て
き
た
の
だ
と
 弁
 護
 す
る
だ
 

け
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
マ
リ
ア
の
問
題
に
ふ
れ
な
い
方
が
 よ
い
」
と
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こ
の
批
判
は
論
理
上
の
あ
る
帰
結
と
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 神
 学
 の
 抱
 

え
る
矛
盾
の
所
在
と
そ
の
思
想
・
志
向
性
の
不
統
一
（
フ
ェ
ミ
 -
 
一
 ス
ト
は
 

目
下
の
と
こ
ろ
こ
れ
を
多
元
的
豊
か
さ
と
解
し
て
い
る
が
）
を
 %
 く
衝
い
 

て
は
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
前
提
と
結
論
の
混
同
、
さ
ら
に
 フ
 
7
 ヱ
 @
.
.
 

ニ
 

ス
ト
神
学
の
本
質
に
関
す
る
誤
解
が
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
何
 故
 な
ら
 

聖
書
が
そ
の
 
ょ
う
 に
手
の
つ
け
よ
う
も
な
い
ほ
ど
父
権
的
な
の
 か
 、
こ
れ
 

は
す
べ
て
の
（
終
り
は
見
え
そ
 う
 も
な
い
が
）
検
証
作
業
の
終
 了
 後
に
下
 

さ
れ
る
べ
き
判
断
で
あ
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
に
と
っ
て
も
 前
 提
 で
は
な
 

い
か
ら
で
あ
る
。
 
フ
ヱ
、
、
 

、
ニ
ス
ト
神
学
は
ま
だ
そ
の
作
業
の
端
 

緒
を
 開
 い
 

た
ば
か
り
と
言
 う
 べ
き
で
あ
る
。
「
神
学
」
と
名
の
付
く
す
べ
 て
の
思
想
 

的
 潮
流
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
も
ま
た
 自
己
存
在
 

の
 根
拠
を
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
体
験
に
お
い
て
い
る
。
確
か
に
、
 そ
 の
点
で
 

「
神
学
」
は
す
べ
て
護
教
的
性
格
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
 フ
ヱ
 

ス
ト
神
学
は
、
性
差
別
、
民
族
差
別
、
階
級
差
別
等
を
正
当
化
 し
て
き
た
 

既
成
宗
教
の
内
在
的
暴
力
性
を
糾
弾
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
 他
方
で
個
 

々
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
者
た
ち
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
 自
己
意
識
 

に
は
、
同
時
に
宗
教
が
人
間
存
在
に
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
 と
い
う
 体
 

験
的
 認
識
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
出
発
点
か
ら
あ
る
 意
味
で
 矛
 

盾
を
内
在
さ
せ
つ
つ
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
は
 、
 内
に
向
か
っ
 
て
は
、
 聖
 

書
の
編
集
、
解
釈
、
受
容
、
教
会
伝
統
の
形
成
等
等
の
全
プ
ロ
 セ
ス
 を
 歴
 

史
的
・
原
典
批
判
的
方
法
で
な
性
の
視
点
か
ら
検
証
し
な
お
し
 て
い
る
。
 

外
 
（
特
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
 

や
 マ
ル
ク
ス
主
義
 
フ
 ヱ
 ミ
ニ
ズ
 

批
判
す
る
。
 

ム
 ）
に
向
か
っ
て
は
、
意
識
的
に
宗
教
に
裏
打
ち
さ
れ
た
 ス
ピ
 
リ
 チ
ュ
ア
 

リ
テ
ィ
の
価
値
を
強
調
し
て
き
た
。
こ
の
意
味
で
、
 

彼
 な
た
ち
 
の
姿
勢
は
 

 
 

「
 護
 教
的
」
で
は
な
く
、
あ
え
て
言
 う
 な
ら
「
詩
宗
教
的
」
と
 で
も
い
 う
 

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
が
依
拠
す
る
 の
は
、
 
多
 

歩
め
 
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
福
音
書
で
語
ら
れ
る
 イ
ヱ
ス
物
 

書
 解
釈
の
成
果
を
基
礎
と
し
て
、
マ
リ
ア
に
着
せ
か
け
ら
れ
た
 

を
は
ぎ
と
り
、
人
間
マ
リ
ア
を
再
現
し
、
多
く
の
 7
 
ヱ
 ミ
ニ
ス
 

が
 、
現
実
に
は
、
そ
れ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
基
礎
的
方
法
 

話
 に
お
け
る
開
放
性
で
あ
る
。
聖
書
解
釈
が
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
 神
 

ハ
ク
ト
 を
与
え
て
い
る
。
「
も
し
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
に
何
ら
 

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
リ
ュ
ー
サ
ー
が
構
築
し
た
「
マ
リ
ア
論
 

い
る
し
、
そ
の
種
の
業
績
も
文
献
リ
ス
ト
に
豊
富
に
記
載
さ
れ
 

に
は
な
り
得
な
い
、
と
著
者
が
結
論
づ
け
る
理
由
は
 よ
 
く
わ
か
 

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
者
に
と
っ
て
も
 個
 的
な
宗
教
体
験
の
原
点
 神

性
の
衣
 

」
は
 、
聖
 

学
の
基
礎
 

か
の
意
義
 

て
い
る
。
 

は
 聖
書
だ
 

ト
に
 イ
ソ
 

に
な
っ
て
 

う
な
い
 

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
全
体
の
見
取
り
図
 の
中
で
特
 

定
の
地
位
を
占
め
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
 リ
ブ
ェ
、
、
 .
 

ニ
ズ
ム
の
流
れ
に
自
ら
の
視
点
か
ら
貢
献
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
 

キ
リ
ス
 

ト
教
 外
の
世
界
に
お
け
る
市
民
権
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
 、
 と
 著
者
 

は
 批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
 と
 宗
教
の
統
合
 の
 視
点
に
 

お
い
て
後
進
的
な
日
本
の
事
情
に
限
っ
て
言
え
ば
、
ま
こ
と
に
 相
応
し
い
 

 
 
 
 

も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 
 
 

第
二
部
は
ル
カ
福
音
書
の
前
物
語
の
宗
教
学
的
解
釈
の
展
開
に
 当
て
 ろ
 

(
 

ね
 、
マ
リ
ア
伝
承
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
注
解
 ふ
う
 に
講
述
 さ
れ
て
い
℡
 

る
 。
ま
ず
、
 

イ
ヱ
ス
 生
誕
物
語
と
ヨ
ハ
ネ
生
誕
物
語
の
対
応
性
 の
 指
摘
 と
 



そ
の
解
釈
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
後
者
の
物
語
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
 の
 父
で
あ
様
々
な
視
点
か
ら
新
た
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
 な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
 意
 

る
ザ
ヵ
リ
 
ア
が
主
役
で
あ
り
、
そ
の
讃
歌
は
 て
ク
 p
 か
ら
 ミ
ク
 
ロ
の
 視
点
 

床
 に
お
い
て
、
神
学
的
救
済
論
の
コ
ン
テ
ク
ス
 ト
 で
は
な
く
、
宗
教
学
 

憾
 

へ
、
そ
れ
に
対
し
、
前
者
で
は
マ
リ
ア
が
主
役
と
な
り
、
そ
の
 讃
 歌
は
ミ
的
 、文
芸
批
評
的
視
点
か
ら
、
ル
カ
福
音
書
の
 -
 
別
物
語
を
自
由
に
読
み
解
 
)
 

 
 

ク
ロ
 か
ら
 マ
ク
 p
 へ
の
高
ま
り
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
示
す
と
 言
 う
 。
身
分
い
た
著
者
の
労
作
は
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
に
 と
っ
て
も
大
き
な
財
産
と
㏄
 

の
 低
い
者
が
高
め
ら
れ
る
、
と
い
う
マ
ク
ロ
の
世
界
へ
の
 
拡
 張
 
の
な
か
い
え
 よ
う
 。
 

に
 、
著
者
は
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
見
、
そ
し
て
ル
力
の
 特
徴
を
見
 

よ
う
 と
す
る
。
マ
リ
ア
伝
承
へ
の
こ
だ
わ
り
と
そ
れ
を
美
化
し
 よ
 う
と
す
 

る
 技
巧
的
努
力
が
特
徴
的
な
ル
力
の
荷
物
語
で
は
、
マ
リ
ア
の
 処
女
性
は
 

自
覚
的
に
示
唆
さ
れ
て
は
い
る
が
、
排
他
的
な
価
値
観
の
高
 さ
 り
は
な
い
 

よ
う
で
あ
り
、
ま
た
マ
リ
ア
の
母
性
も
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
て
い
 な
い
、
 と
 

言
う
。
た
だ
し
処
女
懐
胎
に
関
し
て
は
、
ル
力
は
「
 イ
ヱ
ス
生
 証
 せ
よ
り
 

大
き
な
奇
跡
と
し
て
印
象
づ
け
る
」
た
め
に
、
拘
っ
た
よ
う
で
 
は
あ
る
 

が
 、
マ
リ
ア
を
人
間
以
上
の
存
在
に
持
ち
上
げ
る
意
図
は
な
か
 っ
た
、
と
 

分
析
す
る
。
著
者
は
最
後
に
 、
 「
ル
力
が
描
こ
 う
 と
し
て
い
る
 の
は
、
 
ナ
 

イ
 l
 プ
 な
感
覚
を
も
っ
た
人
間
マ
リ
ア
な
の
で
あ
る
」
と
結
ん
 で
い
る
。
 

著
者
が
ル
カ
福
音
書
か
ら
描
出
し
た
こ
の
ナ
イ
 一
ブ
な
イ
ヱ
ス
 
の
母
 マ
 

リ
ア
は
、
同
時
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
の
主
流
を
支
え
る
神
学
 者
た
ち
の
 

マ
リ
ア
像
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
神
学
は
 、
 
マ
リ
ア
 

問
題
に
関
す
る
限
り
、
マ
リ
ア
に
表
象
さ
れ
て
ぎ
た
女
性
性
が
 男
性
（
 

7
.
 

）
 

イ
ヱ
ス
 
・
キ
リ
ス
ト
に
従
属
す
る
関
係
存
在
に
し
か
過
ぎ
な
い
 と
い
う
 確
 

認
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
現
身
の
女
性
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
 実
体
化
し
 

て
 き
た
 キ
リ
ス
ト
教
の
父
権
的
人
問
観
な
い
か
に
是
正
す
る
か
 に
そ
の
 主
 

目
的
を
お
い
て
い
る
。
宗
教
的
な
権
威
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
 @
 」
の
よ
う
 

な
 父
権
的
な
人
間
像
を
問
い
直
す
た
め
に
は
、
と
り
も
な
お
さ
 ず
 聖
書
が
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組
ヨ
ヨ
田
 コ
 取
口
の
 之
 0
 自
立
，
（
 
コ
 の
 曲
 （
三
の
片
む
「
宇
宙
 

0
-
o
m
 

げ
目
の
「
 

目
三
ぺ
目
出
 
（
㌍
 ヨ
 「
 
T
P
 せ
鰍
コ
コ
 
p
,
 
こ
 の
 N
.
 

ロ
ト
 

こ
 の
 天
 ㎎
の
 
ダ
レ
 の
㏄
 
ひ
つ
 

石
 

島
 

は
じ
め
に
 

イ
ン
ド
の
宗
教
の
基
本
に
あ
る
理
想
は
輪
廻
か
ら
の
解
脱
で
あ
 る
 。
 そ
 

し
て
解
脱
に
達
す
る
た
め
に
は
、
基
本
的
に
は
世
俗
を
捨
て
て
 出
家
の
道
 

を
 歩
む
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
が
出
家
の
道
は
、
在
家
信
 者
の
支
 ，
え
 

が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
在
家
信
者
の
多
く
が
 求
 め
て
い
る
 

も
の
は
、
実
際
に
は
解
脱
で
は
な
い
。
現
実
の
世
俗
的
な
生
活
 の
中
で
の
 

苦
し
み
の
解
決
と
幸
福
だ
。
こ
の
両
者
の
関
係
の
中
で
、
仏
教
 を
も
含
む
 

イ
ソ
 ド
 の
宗
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
容
を
遂
げ
て
ぎ
た
。
そ
の
 結
 果
 で
き
る
 

が
っ
て
き
た
の
が
、
解
脱
と
い
う
宗
教
的
価
値
を
頂
点
と
す
る
 よ
う
な
形
 

で
、
両
者
を
二
重
構
造
の
ま
ま
統
合
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
 だ
。
た
と
 

ぇ
ば
 、
比
丘
に
布
施
す
る
こ
と
で
在
家
信
者
の
積
む
徳
が
 、
一
 方
で
は
 現
 

世
 
・
来
世
の
幸
福
に
通
じ
、
他
方
で
最
終
的
に
は
来
世
で
比
丘
 に
 生
ま
れ
 

か
わ
っ
て
淫
薬
を
め
ざ
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
、
 上
座
仏
教
 

に
 見
ら
れ
る
構
図
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
例
だ
ろ
う
。
そ
し
て
 @
 @
 の
よ
う
 

づ
 寸
心
力
。
 

斗
 寸
口
Ⅰ
 卜
め
 
n
n
 
れ
 
～
・
 

q
 め
 Q
 さ
軋
ト
 
。
Ⅰ
め
 
ぎ
簿
ミ
さ
め
 

ム
め
叩
 
ま
を
も
Ⅰ
れ
寸
心
 

め
 。
 ざ
下
 
。
Ⅰ
。
 

さ
づ
 Ⅰ
。
 
軋
 へ
れ
 

s
.
0
 

さ
も
 Ⅰ
 

め
ぺ
 
む
心
心
「
 

s
.
 

ぺ
 0
0
 
ゴ
 @
 
（
り
主
㎎
 

仁
 の
レ
ミ
ト
 （
 

な
 両
者
の
関
係
は
 、
イ
 ソ
 ド
 系
の
宗
教
で
は
程
度
の
差
は
あ
れ
 か
な
り
 
一
 

般
 的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

本
書
は
、
こ
の
出
家
（
 田
 セ
コ
Ⅱ
 
弟
ぎ
 。
出
家
遊
行
者
）
と
在
家
（
 ㎎
 円
ゴ
 
㏄
 

り
芋
 

p
.
 

在
家
家
住
者
）
の
両
者
の
信
仰
の
関
わ
り
を
、
 

南
 イ
ン
 ド
の
シ
ュ
 

リ
 ソ
ゲ
 l
 リ
に
あ
る
僧
院
を
舞
台
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
 
，
 
」
の
僧
院
 

は
 、
イ
ン
ド
最
大
の
哲
学
者
と
言
わ
れ
る
出
家
遊
行
者
シ
ャ
ン
 カ
ラ
 （
Ⅱ
。
 

っ
 

ム
の
 o
p
 む
 ・
）
の
後
継
者
た
ち
（
「
 世
師
 」
（
）
 

p
m
 

注
 雀
口
）
と
坪
 ば
れ
彼
ら
 

も
ま
た
出
家
遊
行
者
で
あ
る
）
が
代
々
受
け
継
い
で
き
た
も
の
 で
あ
る
。
 

現
在
の
世
師
は
三
五
代
目
に
あ
た
り
、
今
で
も
彼
が
シ
ャ
ン
 ヵ
 -
 
フ
の
 解
脱
 

へ
の
理
想
を
体
現
し
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
僧
院
を
中
心
に
 シ
 サ
 ン
カ
ラ
 

を
 奉
ず
る
人
た
ち
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
在
家
家
住
者
で
あ
る
）
 は
 、
ヒ
ン
 

ド
ゥ
 l
 教
の
一
派
で
あ
る
ス
マ
 

j
 ル
タ
派
を
形
成
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
、
 

彼
ら
在
家
信
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
僧
院
に
ま
つ
ら
れ
た
女
神
 シ
ャ
 @
 ラ
 

ダ
 ー
に
参
拝
し
て
現
世
利
益
を
授
か
る
こ
と
の
ほ
う
が
、
む
し
 ろ
 重
要
で
 

あ
る
よ
 う
 に
見
え
る
。
で
は
、
こ
の
両
者
の
一
見
し
て
異
な
る
 信
仰
は
 、
 

こ
の
同
じ
僧
院
の
宗
教
的
伝
統
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的
 に
 関
わ
り
 

ム
コ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
 

、
著
者
が
 

用
い
た
資
料
と
方
法
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。
Ⅲ
出
家
遊
行
者
 の
 解
脱
へ
 

の
 理
想
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
著
作
に
基
づ
い
て
文
献
 的
に
明
ら
 

か
に
す
る
。
②
出
家
と
在
家
の
現
在
の
信
仰
の
あ
り
方
と
そ
の
 関
わ
り
に
 

関
し
て
は
、
フ
ィ
 
l
 ル
ド
・
ワ
 
l
 ク
に
基
づ
く
。
㈹
両
者
の
時
 代
的
 
ギ
ャ
の
 

 
 

ッ
プ
 を
埋
め
る
資
料
と
し
て
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
伝
説
的
な
伝
記
 
G
   

も
 ～
ぬ
巳
 

曲
 a
y
a
.
 
一
八
世
紀
の
も
の
、
以
下
 S
D
V
 
と
略
す
。
 
こ
 
 
 

状
の
信
仰
の
あ
り
方
に
き
わ
め
て
近
い
形
の
も
の
が
見
い
だ
さ
 れ
る
）
を
 



内
容
紹
介
 

本
書
は
四
部
（
序
論
、
在
家
家
住
者
の
宗
教
的
関
与
、
出
家
 遊
 行
者
の
 

宗
教
的
関
与
、
結
論
）
八
章
か
ら
な
る
。
第
一
部
「
序
論
」
 
で
は
、
Ⅲ
 

S
D
V
 が
せ
 ぎ
せ
ひ
 
「
㏄
づ
馬
（
一
四
世
紀
）
の
作
で
は
な
く
一
八
 
世
紀
の
も
 

の
で
あ
る
こ
と
、
㈲
出
家
遊
行
者
の
学
問
・
修
行
の
地
で
あ
っ
 た
 僧
院
 

が
 、
 世
師
 シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
、
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
女
神
シ
ャ
 土
 フ
ダ
 ー
 へ
 

の
 巡
礼
 地
 と
い
う
側
面
も
備
え
て
、
そ
の
性
格
を
変
え
た
の
ほ
 、
一
二
代
 

目
 の
せ
 ぎ
せ
阿
 
「
㏄
 
申
悶
 
（
前
述
と
同
一
人
物
）
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
 る
こ
と
 

が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
第
一
章
）
。
そ
し
て
次
に
、
西
欧
 の
 
「
信
仰
 

（
 
め
 生
口
）
」
に
相
当
す
る
概
念
と
し
て
、
ス
マ
ー
ル
タ
派
の
「
 
信
 
（
 
い
 Ⅰ
㏄
 
し
 

し
ァ
ゅ
 
）
」
と
「
バ
ク
テ
ィ
（
帰
依
）
」
が
取
り
あ
げ
ら
れ
、
神
へ
の
 

ハ
 ク
テ
ィ
 

を
本
質
的
な
も
の
と
は
考
え
な
い
出
家
遊
行
者
の
場
合
に
は
、
 「
 世
師
と
 

聖
典
の
言
葉
へ
の
 信
 」
が
「
 世
 師
へ
の
バ
ク
テ
ィ
」
（
 g
u
 

「
三
チ
 

芙
 ユ
 ）
や
緒
 

脱
 の
た
め
の
瞑
想
（
三
し
 日
ア
せ
ゆ
 
の
 
ぃ
目
 ）
・
 ョ
一
ガ
 修
行
へ
と
通
じ
 る
こ
と
、
 

他
方
、
神
へ
の
バ
ク
テ
ィ
 仁
 専
念
す
る
在
家
家
住
者
の
場
合
に
 も
 、
そ
の
 

ク
テ
ィ
の
背
後
に
は
「
女
神
と
世
師
の
世
俗
的
祝
福
を
授
け
 る
 力
へ
の
 

信
 」
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
（
第
二
章
）
。
 

次
に
第
二
部
「
在
家
家
住
者
の
宗
教
的
関
与
」
で
は
、
ま
ず
 在
 宗
家
住
 

用
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
イ
ン
ド
 
学
 
（
 イ
 ソ
 ド
 哲
学
）
の
文
献
学
 約
手
法
と
 

文
化
人
類
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
 l
 ク
の
手
法
と
ち
と
も
に
 用
い
た
が
 

ら
 、
出
家
と
在
家
の
信
仰
の
関
わ
り
を
宗
教
学
的
に
明
ら
か
に
 し
て
い
こ
 

ぅ
 と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
研
究
は
き
わ
 め
て
意
欲
 

的
で
斬
新
な
も
の
だ
と
舌
口
え
る
だ
ろ
う
。
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)
 
 

 
 

 
 
 
 

田
堵
 E
.
9
%
 
絆
 ・
四
ま
・
パ
仁
 

ョ
ゅ
む
 
）
へ
の
供
養
（
㌧
 

里
 ど
 た
 ど
 数
多
く
 

の
 儀
礼
を
行
っ
て
い
る
点
、
㈹
彼
ら
 

ほ
 、
シ
ュ
リ
ン
ゲ
 
l
 リ
の
 シ
ャ
 @
 ラ
 

ダ
 一
女
神
へ
の
巡
礼
を
し
ば
し
ば
行
 

う
が
 、
そ
れ
は
主
に
世
 

俗
 的
利
益
 

（
無
病
息
災
と
富
な
ど
の
世
俗
的
繁
栄
の
祈
願
）
の
た
め
で
あ
 

る
 点
、
㈲
 

そ
の
よ
う
な
利
益
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
る
シ
ャ
ー
ラ
ダ
一
女
神
 

信
仰
の
中
 

に
は
、
シ
ャ
ク
テ
ィ
信
仰
と
い
う
 

タ
ソ
 ト
ラ
 的
 要
素
が
含
ま
れ
 
て
い
る
 

が
 、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
思
想
（
不
二
一
元
論
）
 

と
の
調
和
 

が
 図
ら
れ
て
い
る
点
（
 

す
な
ね
 
ち
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
は
シ
ヴ
ァ
 

神
 の
 化
身
で
 

あ
り
、
そ
の
シ
ヴ
ァ
神
と
シ
ャ
ー
ラ
ダ
ー
女
神
と
の
合
一
か
ら
、
 

シ
ャ
ン
 
カ
 

う
の
説
く
解
脱
へ
の
究
極
の
知
で
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
明
知
（
 

ヴ
 
Ⅰ
 
リ
 
ア
（
 

コ
い
 

ニ
し
 
せ
ひ
 

）
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
）
で
あ
る
。
 

次
に
 

S
D
V
 

で
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
像
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
（
 

第
 四
土
 
午
 
@
 
）
。
 

そ
こ
で
は
彼
は
 
、
 Ⅲ
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
、
㈲
奇
跡
を
お
こ
す
 

聖
 者
（
た
だ
 

し
そ
こ
に
は
、
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
ー
リ
ン
の
と
き
に
は
神
へ
の
 

バ
 ク
テ
ィ
の
 

力
 に
よ
り
、
出
家
遊
行
者
に
な
っ
た
の
ち
は
自
ら
の
 

ヨ
 ー
ガ
の
 
力
 に
よ
り
 



奇
跡
を
お
こ
す
と
い
う
違
い
が
認
め
ら
れ
る
）
 、
 ㈹
人
々
の
 む
 に
安
息
を
 

も
た
ら
し
、
そ
の
蓮
華
の
ご
と
ぎ
足
が
人
々
の
崇
拝
の
対
象
と
 な
り
、
 解
 

脱
 へ
と
人
々
を
導
く
聖
者
、
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
 
る
 。
そ
し
 

て
 、
そ
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
像
を
も
と
に
、
そ
の
像
が
現
存
の
「
 世
 師
 シ
 ャ
ソ
 

ヵ
ラ
 」
に
た
い
し
て
在
家
信
者
の
抱
い
て
い
る
 像
 と
ほ
 ば
 一
致
 す
る
こ
と
 

が
 指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
㈲
こ
の
僧
院
で
行
わ
れ
る
 シ
ャ
 ソ
カ
 

ラ
 生
誕
祭
の
様
子
に
触
れ
た
の
ち
、
さ
ら
に
、
㈲
初
代
の
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
 

化
身
で
あ
り
か
つ
シ
ヴ
ァ
神
の
化
身
で
あ
る
現
存
の
「
 世
師
 」
 に
た
い
し
 

て
 、
在
家
信
者
が
日
常
生
活
上
の
諸
問
題
へ
の
指
針
を
求
め
る
 
背
後
に
 

は
 、
全
知
者
の
初
代
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
化
身
と
し
て
の
 世
 師
へ
の
 信
仰
が
 、
 

一
方
、
無
病
息
災
・
世
俗
的
繁
栄
を
求
め
る
背
後
に
は
、
全
能
者
 シ
ヴ
ァ
 

神
の
化
身
と
し
て
の
 世
 師
へ
の
信
仰
が
、
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
 る
こ
と
が
 

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

次
年
第
三
部
「
出
家
遊
行
者
の
宗
教
的
関
与
」
は
、
出
家
遊
行
者
 
像
を
、
 

シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 の
著
作
（
第
五
章
）
、
 
S
D
V
 
 （
 
第
 上
ハ
章
）
、
現
在
 

の
 シ
ュ
リ
 

ソ
ゲ
ー
リ
（
第
七
章
）
の
順
に
論
じ
て
い
く
と
い
う
構
成
に
な
 
っ
て
 い
 

る
 。
ま
ず
第
五
章
で
は
、
Ⅲ
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 の
知
識
の
み
が
解
脱
 に
 達
す
る
 

手
段
で
あ
り
、
果
報
へ
の
執
着
を
離
れ
て
行
わ
れ
る
儀
礼
行
為
 （
 
オ
ヰ
 
（
 
ヨ
ヰ
 

Ⅱ
 o
m
?
a
 

）
や
バ
ク
テ
ィ
は
、
そ
の
準
備
段
階
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
 

て
い
る
こ
 

と
 
（
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
儀
礼
に
関
し
て
は
、
加
減
と
は
対
立
 
す
る
も
の
 

紛
 

と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
 
、
 ㈲
 出
 家
 遊
行
者
に
は
、
 

と
こ
の
よ
う
な
知
識
を
得
た
の
ち
世
俗
を
捨
て
て
出
家
し
 

た
者
（
 ユ
 Ⅰ
 
4
%
 

舘
田
 七
尾
 ゆ
め
 
@
 
口
 ・
た
と
え
 ぱ
 シ
ャ
 ソ
ヵ
ラ
 ）
と
、
そ
れ
を
得
 よ
 う
と
し
て
出
家
 

し
た
者
（
ま
 
%
 去
冬
日
ち
 月
援
ぎ
 ）
の
二
通
り
が
あ
る
が
、
い
ず
 れ
に
せ
 よ
 

離
欲
 と
世
俗
の
放
棄
と
ブ
ラ
フ
マ
 

ソ
 の
知
識
へ
の
専
念
が
そ
の
 要
件
と
さ
 

れ
て
い
る
こ
と
、
㈹
こ
の
よ
う
な
出
家
遊
行
者
と
な
っ
て
解
脱
 に
 達
す
る
 

条
件
と
し
て
、
 
常
 
・
無
常
の
識
別
、
世
俗
へ
の
執
着
の
放
棄
、
 

心
の
平
安
 

自
己
制
御
な
ど
の
具
備
、
解
脱
を
求
め
る
気
持
ち
な
ど
の
詩
余
 件
 が
挙
 

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
こ
と
が
含
ま
 れ
て
い
る
 

の
は
、
シ
ュ
リ
ン
ゲ
 
一
リ
の
 僧
院
の
出
家
遊
行
者
が
バ
ラ
モ
ン
 の
み
で
あ
 

8
 点
と
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
 ぃ
 る
 。
 

次
に
第
六
章
で
は
、
ま
ず
Ⅲ
伝
説
上
の
五
つ
の
 ヱ
ピ
ソ
一
ド
を
 順
 に
紹
 

介
し
て
い
く
こ
と
で
、
出
家
遊
行
者
シ
ャ
 ソ
 カ
ラ
像
の
具
体
的
 姿
を
記
述
 

し
、
 次
に
㈲
出
家
遊
行
者
の
日
常
生
活
や
そ
の
具
体
的
外
観
（
 た
と
え
ば
 

赤
い
着
物
あ
る
い
は
葉
を
着
物
が
わ
り
と
し
、
手
に
捧
を
持
ち
 、
 体
に
灰
 

を
 塗
り
付
け
て
い
る
等
）
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
 そ
の
中
で
 

著
者
が
特
に
注
目
し
て
い
る
の
が
、
母
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
 出
家
し
た
 

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
母
へ
の
思
い
を
断
ち
切
れ
な
い
姿
と
、
出
家
 遊
 行
者
が
 儀
 

軌
に
 従
っ
て
日
々
の
儀
礼
を
行
う
べ
 き
 だ
と
さ
れ
て
い
る
点
と
 で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
解
脱
と
い
う
出
家
遊
行
者
の
理
想
と
家
庭
 生
活
を
行
 

う
 在
家
家
住
者
の
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
表
現
と
、
そ
の
ギ
ャ
 
ッ
プ
 が
 

S
D
V
 
 （
一
八
世
紀
）
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
事
実
を
見
 
い
だ
し
て
 

い
る
の
で
あ
る
。
 

次
に
、
シ
ュ
リ
ン
ゲ
 一
リ
の
 僧
院
に
現
存
す
る
出
家
遊
行
者
に
 関
し
て
 

（
第
七
章
）
は
、
ま
ず
Ⅲ
そ
こ
に
は
出
家
遊
行
者
が
わ
ず
か
三
人
 
 
 

な
い
こ
と
、
そ
れ
ほ
ど
出
家
遊
行
者
の
生
活
は
厳
し
い
も
の
で
 あ
る
こ
 

ぱ
 

と
、
 従
っ
て
 世
師
は
 、
世
俗
と
く
に
家
族
と
の
つ
な
が
り
を
 捨
   

心
を
十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
確
認
し
た
の
ち
で
 は
 げ
れ
ば
出
家
を
許
 さ
な
い
こ
 



と
 、
 世
師
 が
出
家
式
を
執
り
行
う
の
は
自
分
の
後
継
者
の
場
合
 だ
け
で
あ
 

る
こ
と
な
ど
が
記
述
さ
れ
る
。
次
に
 、
 ㈲
四
人
の
世
師
の
例
を
 も
と
に
、
 

世
 師
の
後
継
者
 は
 、
ブ
ラ
フ
マ
チ
ャ
 l
 リ
ン
の
中
か
ら
す
ぐ
れ
 た
者
を
世
 

師
 自
ら
が
選
び
、
自
ら
出
家
式
を
執
り
行
っ
て
出
家
名
を
命
名
 し
 自
ら
教
 

有
 し
て
い
く
こ
と
で
、
代
々
の
シ
ャ
シ
カ
ラ
師
の
伝
統
が
途
切
 れ
る
こ
と
 

な
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
の
ち
、
 ㈹
僧
院
で
 

の
 出
家
遊
行
者
の
日
常
生
活
が
記
述
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
出
家
 遊
行
者
の
 

修
行
の
本
筋
 は
 聖
典
（
特
に
ヴ
ェ
ー
ダ
 
一
ン
タ
 ）
の
学
習
と
瞑
想
 
で
あ
り
、
 

供
養
（
 ゃ
里
 ど
な
ど
の
儀
礼
行
為
（
 
k
a
 
「
 
ヨ
ヰ
 ）
や
バ
ク
テ
ィ
は
 、
在
家
信
 

者
の
模
範
と
し
て
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
意
識
さ
れ
て
い
 る
こ
と
、
 

世
師
は
 、
出
家
遊
行
者
と
ス
マ
ー
ル
タ
在
家
信
者
の
模
範
と
し
 て
 、
そ
の
 

両
者
に
通
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 そ
し
て
 最
 

後
に
 、
 ㈲
僧
院
の
支
配
者
と
し
て
世
俗
的
事
柄
に
も
対
処
せ
ざ
 る
を
得
な
 

い
 せ
 師
の
姿
に
触
れ
、
世
俗
的
事
柄
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
 ヴ
 ヱ
 ク
ト
ル
 

と
そ
れ
に
関
与
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
 ヴ
ヱ
 ク
ト
ル
と
の
バ
一
 フ
ン
 ス
 の
 

中
で
、
出
家
遊
行
者
と
し
て
生
き
る
 世
 師
の
姿
を
浮
 き
 彫
り
に
 
し
て
い
 

る
 。
 

最
後
に
、
以
上
の
論
考
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
四
部
「
結
論
」
 
（
第
八
 

章
 ）
で
は
、
出
家
遊
行
者
と
在
家
家
住
者
の
信
仰
の
あ
り
方
と
 両
者
の
関
 

わ
り
が
、
理
想
と
現
実
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
の
 よ
う
に
論
 

じ
ら
れ
て
い
る
。
㈹
出
家
遊
行
者
に
と
っ
て
 ほ
 、
シ
ャ
ン
カ
ラ
 と
世
 師
の
 

教
え
に
従
っ
て
解
脱
へ
と
向
か
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
従
っ
 て
、
 彼
ら
 

に
と
っ
て
シ
ュ
リ
 
ソ
ゲ
一
リ
は
 
、
僧
院
的
生
活
と
不
二
一
元
論
 哲
学
の
学
 

習
の
中
心
地
で
あ
る
。
だ
が
一
方
、
在
家
家
住
者
に
と
っ
て
は
 、
朝
夕
の
 

太
陽
崇
拝
な
ど
の
儀
礼
と
神
へ
の
供
養
と
帰
依
（
す
 な
 れ
 ち
儀
 礼
と
 バ
ク
 

テ
ィ
）
に
よ
っ
て
、
世
俗
的
な
生
活
の
中
で
の
幸
福
を
得
る
こ
 と
が
目
的
℡
 

で
あ
る
。
従
っ
て
シ
ュ
リ
ン
ゲ
 l
 リ
は
 、
 彼
ら
に
と
っ
て
は
 シ
 ヤ
ー
ラ
，
 
タ
 

)
 

 
 
 
 

｜
 女
神
へ
の
巡
礼
と
崇
拝
・
供
養
の
中
心
地
な
の
で
あ
る
。
 そ
 し
て
 シ
ュ
 

㏄
 

リ
ン
ゲ
 l
 リ
は
、
こ
の
一
一
つ
の
道
が
出
会
う
場
な
の
で
あ
る
。
 

Ⅲ
こ
の
一
一
 

つ
の
道
の
う
ち
、
知
識
（
フ
ラ
フ
マ
 

ソ
 の
明
知
）
に
よ
り
解
脱
 に
 達
す
る
 

げ
だ
が
、
出
家
遊
行
者
に
と
っ
て
の
バ
ク
テ
ィ
に
は
三
つ
の
 側
 

者
 と
在
家
の
ス
マ
 
l
 ル
タ
の
究
極
の
目
的
の
は
ず
で
あ
る
。
 

だ
 

て
さ
え
至
難
の
技
で
あ
る
。
㈲
そ
の
た
め
バ
ク
テ
ィ
も
必
要
と
 

テ
ィ
 や
ヨ
 ー
ガ
な
し
に
知
識
を
直
接
得
る
こ
と
は
、
出
家
遊
行
 

こ
と
こ
そ
が
、
シ
ャ
 
ソ
カ
ラ
 も
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
 は
  

 者
に
と
っ
 

面
 が
認
め
 

さ
れ
る
わ
 

出
家
遊
行
 

ら
れ
る
。
す
 ね
ぬ
ち
 、
儀
礼
と
同
じ
よ
う
に
在
家
家
住
者
に
た
 い
 す
る
 模
 

範
 と
し
て
示
さ
れ
る
神
へ
の
象
徴
的
バ
ク
テ
ィ
と
、
師
へ
の
 帰
 依
 と
い
う
 

情
緒
的
バ
ク
テ
ィ
と
、
 

婆
 あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
瞑
想
（
三
日
日
 
屯
 曲
紅
コ
ヰ
 
）
 

と
い
う
知
的
バ
ク
テ
ィ
で
あ
る
。
出
家
遊
行
者
が
知
識
に
達
す
 る
た
め
に
 

は
 、
 世
師
と
 聖
典
の
言
葉
へ
の
 信
 
（
 
か
 「
 
曲
ヰ
 
&
 ゴ
ゆ
 
）
が
 、
 確
か
に
 基
 本
 的
な
も
 

の
で
あ
る
。
だ
が
、
師
へ
の
バ
ク
テ
ィ
は
師
へ
の
借
と
不
可
分
 で
あ
り
、
 

ま
た
瞑
想
 は
ヨ
 ー
ガ
 と
 不
可
分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
実
 の
 修
行
の
 

中
で
は
、
知
識
、
信
、
バ
ク
テ
ィ
、
 

ョ
 一
ガ
 を
 明
確
に
区
分
す
 る
こ
と
は
 

不
可
能
な
の
で
あ
る
。
㈲
一
方
、
在
家
家
住
者
に
と
っ
て
 ほ
、
 。
 
ハ
 ク
テ
ィ
 

が
 救
済
へ
の
基
本
的
な
道
で
あ
る
。
こ
の
バ
ク
テ
ィ
は
、
シ
ャ
 l
 
ラ
ダ
 l
 

女
神
に
た
い
す
る
も
の
に
し
ろ
、
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
化
身
・
 シ
ヴ
 ァ
の
 化
身
 

と
し
て
の
 
世
師
 に
た
い
す
る
も
の
に
し
ろ
、
情
緒
的
な
性
格
の
 も
の
で
あ
 

り
 、
無
病
息
災
・
世
俗
的
繁
栄
を
求
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
 し
ば
し
ば
 



書評と紹介 

コ
メ
ン
ト
 

最
初
に
ま
ず
、
一
方
で
は
習
得
困
難
な
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
 書
か
れ
 

た
 原
典
を
読
み
込
み
な
が
ら
、
他
方
で
は
自
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド
 
ワ
ー
ク
 

儀
礼
と
不
可
分
な
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
解
脱
の
た
め
の
も
の
 で
あ
る
 バ
 

ク
テ
ィ
が
、
こ
こ
で
は
世
俗
的
繁
栄
の
た
め
の
も
の
に
な
っ
て
 い
る
の
で
 

あ
る
。
㈲
そ
し
て
、
こ
の
 ょ
う
 な
出
家
遊
行
者
の
解
脱
へ
の
道
 と
 在
家
家
 

仕
者
の
救
済
へ
の
道
、
さ
ら
に
は
儀
礼
、
バ
ク
テ
ィ
、
信
、
知
識
 ヨ
 ー
ガ
 

と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
解
脱
，
救
済
へ
の
道
が
、
一
堂
に
会
し
 統
合
さ
れ
 

る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
シ
ュ
リ
ソ
ゲ
ー
リ
の
僧
院
で
あ
る
。
そ
の
 統
合
の
方
 

向
は
解
脱
と
い
う
一
点
へ
と
向
か
っ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
 統
合
の
形
 

の
 一
つ
が
タ
ン
ト
ラ
的
統
合
だ
。
儀
礼
、
バ
ク
テ
ィ
、
知
識
、
 ョ
 ｜
ガ
、
 

す
べ
て
が
シ
ャ
 一
 ラ
ダ
ー
な
神
へ
と
 取
 れ
ん
さ
れ
る
。
す
な
わ
 ち
 、
シ
ャ
 

ソ
カ
ラ
 の
姿
に
化
身
し
て
現
れ
た
シ
ヴ
ァ
神
と
シ
ャ
ー
 ラ
ダ
 l
 な
 神
と
の
 

合
一
か
ら
、
解
脱
へ
の
究
極
の
知
ブ
ラ
フ
マ
 ソ
 の
明
知
（
 
す
 「
 
ぃ
ゴ
ヨ
 
が
ぺ
田
ぺ
卸
 

）
 

が
 生
ず
る
と
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
信
、
 
師
へ
の
 帰
 

依
 、
瞑
想
、
 ョ
 一
ガ
 を
 通
し
て
知
識
へ
と
向
か
う
出
家
遊
行
者
 も
 、
朝
夕
 

の
 太
陽
崇
拝
、
 世
師
と
 シ
ャ
 l
 ラ
ダ
ー
な
神
へ
の
バ
ク
テ
ィ
を
 通
し
て
 救
 

済
を
求
め
る
在
家
家
住
者
も
、
最
終
的
に
は
と
も
に
解
脱
へ
の
 道
を
歩
ん
 

で
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
解
脱
へ
の
道
は
遠
く
険
し
い
。
 た
 い
て
い
の
 

在
家
家
住
者
が
実
際
に
求
め
る
も
の
は
、
無
病
息
災
・
世
俗
的
 繁
栄
で
あ
 

り
 、
出
家
遊
行
者
で
も
生
前
解
脱
に
達
し
て
い
る
の
は
 世
師
一
 人
 に
す
ぎ
 

な
い
。
宗
教
的
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
く
ま
で
大
き
な
 も
の
な
の
 

で
あ
る
。
 

と
 7
 ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
資
料
を
用
い
つ
つ
、
そ
れ
 ら
仁
 宗
教
 

学
的
考
察
を
加
え
る
と
い
う
困
難
な
仕
事
を
、
そ
れ
も
英
文
の
 著
書
と
し
 

が
 、
出
家
遊
行
者
と
学
識
あ
る
在
家
家
住
者
の
ス
マ
 一
ル
タ
 の
 

表
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
細
か
い
点
は
別
に
し
て
、
最
も
疑
問
 

用
い
て
い
る
二
元
的
な
枠
組
み
に
関
し
て
で
あ
る
。
 

点
 に
つ
い
て
、
若
干
 0
 コ
 メ
ソ
ト
 を
加
え
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
 

あ
り
方
も
明
確
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
る
の
 

り
 方
が
目
に
見
え
る
形
で
明
確
に
異
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
 そ
 

て
 出
版
さ
れ
た
著
者
の
力
量
に
、
素
直
に
頭
を
垂
れ
て
最
大
限
 

い
 。
そ
れ
は
、
出
家
と
在
家
や
理
想
と
現
実
と
い
っ
た
、
著
者
 

0
 枠
組
み
か
ら
は
、
著
者
自
身
も
「
知
識
に
 よ
 り
解
脱
に
達
す
 

ま
ず
出
家
と
在
家
と
い
う
枠
組
み
に
関
し
て
舌
口
え
 

ぱ
 、
そ
の
 社
 

究
極
の
目
 

が
 好
ん
で
 

に
 思
え
た
 

だ
が
、
 
こ
 

の
 敬
意
を
 

の
 信
仰
の
 

る
こ
と
 

但
し
た
 

全
的
 あ
 

的
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
、
学
識
あ
る
在
家
家
住
者
 、
た
と
え
 

ば
パ
 ソ
デ
ィ
ッ
 
ト
 
（
学
僧
）
 や
 フ
ロ
ー
 
ヒ
タ
 
（
司
祭
）
な
ど
の
 信
仰
の
あ
 

り
 方
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
 す
 な
わ
ち
 そ
 

れ
は
、
イ
ン
ド
の
 ヒ
ソ
 ド
ゥ
ー
的
な
宗
教
的
伝
統
の
中
で
は
、
 

ヴ
ェ
ー
ダ
 

以
来
の
宗
教
的
伝
統
に
属
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
「
正
統
 
」
と
「
 異
 

端
 」
（
仏
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
）
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
こ
 と
や
、
 
ま
 

た
、
 聖
な
る
舌
口
語
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
よ
っ
て
、
神
聖
な
 

ヴ
 ヱ
 ー
 ダ
 の
 

宗
教
的
伝
統
を
、
ほ
ぼ
独
占
的
な
形
で
継
承
し
て
 き
た
バ
ラ
モ
 
ソ
 
（
そ
の
 

多
く
は
在
家
家
住
者
で
あ
る
）
を
中
心
と
す
る
ブ
ラ
フ
マ
ニ
ズ
 ム
の
 伝
統
の
 

が
 、
儀
礼
や
法
典
の
世
界
ば
か
り
で
な
く
、
解
脱
の
世
界
で
も
 き
わ
め
て
㏄
 

重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
 伝
 統
 的
な
知
化
 

誠
人
た
ち
が
保
持
し
て
ぎ
た
知
識
の
伝
統
か
ら
の
距
離
の
い
か
 ん
は
、
 信
 



仲
 の
あ
り
方
を
考
え
る
際
に
、
出
家
と
在
家
と
い
う
メ
ル
ク
マ
 l
 ル
と
 亜
連
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
著
者
の
 解
釈
の
視
点
が
、
出
家
 遊
 

ん
で
、
一
つ
の
き
わ
め
て
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
 ぅ
る
 
の
で
は
な
行
者
、
バ
ラ
モ
ン
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
と
 
い
 う
 上
か
ら
の
視
点
に
 
ょ
 

Ⅲ
 

い
か
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点
に
つ
い
て
十
分
 に
 触
れ
 も
 

り
多
く
傾
い
て
お
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
 を
 通
し
た
下
か
ら
の
独
自
 
)
 

 
 
 
 

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
た
い
す
る
疑
問
で
あ
る
。
 

の
 視
点
が
十
分
に
は
生
か
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
と
通
 ず
 る
と
こ
ろ
㏄
 

次
に
、
理
想
と
現
実
と
い
う
枠
組
み
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
 イ
 ン
ド
 の
が
あ
る
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
は
惜
し
ま
れ
 る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

宗
教
に
お
け
る
究
極
的
な
理
想
が
、
出
家
遊
行
者
が
求
め
る
 ょ
 う
 な
輪
廻
 

か
ら
の
解
脱
に
あ
り
、
多
く
の
在
家
者
が
求
め
て
い
る
よ
う
な
 現
世
利
益
 

が
 、
そ
の
宗
教
的
理
想
と
は
ず
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
は
 そ
の
通
り
 

だ
と
思
 う
 。
だ
が
、
理
想
と
現
実
と
い
う
枠
組
み
に
依
拠
し
て
 い
る
と
、
 

現
実
に
た
い
し
て
ど
う
し
て
も
理
想
か
ら
は
ず
れ
た
も
の
と
い
 ぅ
 否
定
的
 

評
価
が
下
し
が
ち
に
な
る
と
い
う
問
題
点
を
 、
 逆
に
抱
え
込
ま
 ざ
る
を
 得
 

な
く
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 0
 中
世
 イ
ン
ド
の
 

ヒ
ソ
ド
ク
一
 
教
の
流
れ
を
大
き
く
見
れ
ば
、
シ
ャ
 ソ
カ
ラ
 に
 代
 表
さ
れ
る
 

よ
 5
 な
 ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
以
来
の
主
知
主
義
的
な
解
脱
へ
の
道
 が
 、
バ
ク
 

テ
ィ
と
タ
ン
ト
ラ
の
中
に
あ
る
意
味
で
は
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
 た
と
と
ら
 

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
著
者
が
指
摘
す
る
せ
 田
 ）
 リ
捧
中
 
）
 の
の
こ
ろ
 

の
 僧
院
の
性
格
の
変
容
も
、
ま
た
シ
ャ
ー
ラ
ダ
ー
な
神
を
中
心
 と
す
る
 現
 

在
の
 バ
ク
テ
ィ
的
 
、
タ
ソ
 
ト
ラ
的
な
僧
院
の
状
況
も
、
こ
う
い
 っ
た
 脈
絡
 

の
中
で
と
ら
え
な
お
す
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
 の
際
、
理
 

想
 と
現
実
と
い
う
枠
組
み
を
持
ち
込
む
と
、
現
世
利
益
的
な
要
 素
を
多
分
 

に
 含
ん
だ
バ
ク
テ
ィ
、
 

タ
ソ
ト
ラ
と
 解
脱
と
の
関
わ
り
を
、
 

正
 当
 に
評
価
 

し
に
く
く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
は
、
 出
家
遊
行
 

者
の
宗
教
的
生
活
の
具
体
像
に
比
べ
て
、
在
家
家
住
者
の
宗
教
 竹
生
活
の
 

具
体
像
が
、
本
書
を
読
ん
だ
限
り
で
は
浮
か
び
に
く
い
と
い
う
 点
と
も
 関
 



創
立
桂
一
九
九
三
年
六
月
二
 
0
 日
刊
 

A
 正
判
二
八
 0
 頁
 

四
一
二
 0
 円
 

棚
沢
正
和
 

本
書
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
問
題
意
識
の
一
つ
は
、
宗
教
研
 先
 に
お
 

げ
る
対
象
と
主
体
と
の
関
係
、
即
ち
宗
教
現
象
と
研
究
者
と
の
 関
係
の
根
 

底
 に
潜
む
認
識
論
的
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著
者
 の
 見
解
で
 

は
 、
宗
教
現
象
は
次
の
四
つ
の
様
態
に
大
別
で
き
る
。
第
一
は
 士
 
ホ
教
体
験
 

の
 様
態
、
第
二
は
宗
教
体
験
を
教
義
（
神
話
）
，
儀
礼
・
象
徴
と
 ，
つ
 

し
十
八
 
-
 
し
 

言
語
媒
体
や
行
動
表
現
を
通
し
て
表
現
す
る
様
態
、
第
三
は
そ
 れ
ら
が
 構
 

造
 的
に
人
間
の
行
為
に
影
響
を
与
え
る
様
態
、
そ
し
て
第
四
は
 人
間
が
社
 

会
の
 
エ
ト
ス
と
し
て
の
宗
教
現
象
に
自
覚
的
に
関
わ
っ
て
価
値
 を
 創
出
し
 

て
い
く
様
態
で
あ
る
。
一
方
、
研
究
者
の
学
問
的
態
度
に
つ
い
 て
は
、
 神
 

学
か
ら
独
立
し
た
経
験
科
学
と
し
て
事
実
記
述
を
目
指
す
客
観
 学
的
立
場
 

と
 宗
教
現
象
の
意
味
理
解
を
目
指
す
解
釈
学
的
立
場
の
二
 つ
が
 考
え
ら
れ
 

る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
象
と
主
体
の
関
わ
り
が
成
立
す
 る
 根
源
に
 

紛
 

ま
で
遡
っ
て
、
そ
の
認
識
枠
組
み
が
持
つ
歴
史
的
実
存
的
 基
層
を
洗
い
出
 

と
そ
う
と
す
る
意
図
が
、
本
書
の
至
る
所
で
読
み
取
れ
る
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

そ
の
方
法
論
」
、
 

第
二
部
「
 ヱ
 リ
ア
 j
 デ
の
宗
教
世
界
」
、
第
三
部
「
象
徴
世
界
 と
 言
語
」
 

門
 
象
徴
と
し
て
の
宗
教
 目
 

氷
見
 勇
著
 

と
い
う
三
部
構
成
の
形
を
と
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
長
文
の
論
文
が
一
 

一
篇
ず
っ
 

収
録
さ
れ
、
巻
頭
と
末
尾
に
は
序
論
と
結
語
が
付
さ
れ
て
い
る
 。
本
書
の
 

副
題
は
「
多
元
的
現
実
と
科
学
的
世
界
像
を
め
ぐ
っ
て
」
で
あ
 る
 。
著
者
 

の
 説
明
に
 
ょ
 れ
ば
、
本
書
の
基
本
的
目
的
は
、
宗
教
の
 ィ
デ
オ
 
ロ
ギ
ー
 紬
仕
 

や
社
会
構
造
と
し
て
の
宗
教
現
象
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
 な
く
、
 宗
 

数
 に
対
す
る
前
理
解
を
括
弧
に
入
れ
て
・
い
わ
ば
「
宗
教
現
象
 に
 関
わ
っ
 

て
い
る
人
々
の
側
に
」
立
っ
て
、
「
人
類
が
長
い
歴
史
の
中
で
 、
文
化
や
 

伝
統
の
違
い
 
な
 越
え
て
関
心
を
示
し
続
け
た
宗
教
の
究
極
的
対
 象
、
 

（
書
評
者
、
省
略
）
…
…
宗
教
学
的
用
語
で
聖
な
る
も
の
と
よ
ば
 

れ
る
そ
の
 

対
象
に
人
間
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き
た
か
を
議
論
す
る
こ
 と
 」
で
あ
 

る
 。
そ
れ
は
「
宗
教
と
い
わ
れ
る
営
み
を
価
値
意
識
と
の
 関
わ
 り
で
現
象
 

学
 、
解
釈
学
の
視
座
か
ら
議
論
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
も
言
わ
 れ
る
。
 そ
 

れ
で
は
、
も
う
少
し
内
容
に
立
ち
入
っ
て
、
議
論
の
展
開
を
辿
 る
こ
と
に
 

し
よ
う
。
 

第
一
部
の
第
一
論
文
「
宗
教
現
象
と
客
観
 学
 」
で
は
、
近
代
に
 め
げ
る
 

宗
教
研
究
の
歴
史
が
回
顧
さ
れ
、
進
化
論
の
ム
ロ
 

頓
 と
宗
教
研
究
 に
 対
す
る
 

そ
の
影
響
が
論
じ
ら
れ
る
。
主
観
的
感
情
や
信
条
を
離
れ
て
 世
 界
の
諸
士
 不
 

教
を
客
観
的
に
把
握
し
ょ
う
と
す
る
客
観
学
の
確
立
に
向
け
て
 
の
 運
動
 

が
、
ヂ
ュ
 
ル
ケ
ー
 ム
と
 ウ
ェ
 l
 バ
ー
の
思
想
に
焦
点
を
絞
っ
て
 検
討
さ
れ
 

る
が
、
宗
教
現
象
を
人
間
の
主
観
性
を
超
越
し
た
社
会
的
事
実
 と
し
て
 定
 

上
 す
る
 デ
ュ
 ル
ケ
一
ム
 と
 、
規
範
を
離
れ
た
価
値
自
由
の
立
場
 か
ら
所
由
 ハ
り
 

を
 進
め
た
ウ
ェ
ー
バ
 
l
 の
間
に
は
、
客
観
性
の
理
解
に
相
違
が
 あ
る
こ
と
（
 

が
 指
摘
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
客
観
学
へ
の
関
心
か
ら
、
議
論
は
々
 
ホ
教
研
究
Ⅲ
 

の
類
型
化
の
問
題
に
及
び
、
個
人
と
社
会
、
時
間
と
空
間
と
い
 う
 二
つ
の
 

  



軸
を
中
心
に
 
、
 四
つ
の
基
本
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
な
こ
 と
が
論
じ
 

ら
れ
る
。
次
に
、
著
者
は
「
い
か
な
る
宗
教
を
ど
の
よ
う
な
 方
 法
で
 」
と
 

い
 う
 認
識
論
的
方
法
論
的
問
い
 な
 今
一
度
根
本
的
に
問
い
直
す
 必
要
が
あ
 

る
こ
と
に
触
れ
、
宗
教
現
象
と
研
究
者
の
関
係
を
巡
っ
て
 、
記
 述
の
立
場
 

と
意
味
理
解
の
立
場
、
つ
ま
り
科
学
的
研
究
方
法
と
解
釈
学
的
 現
象
学
的
 

方
法
が
可
能
な
こ
と
、
ま
た
科
学
的
宗
教
理
解
が
「
観
察
者
 自
 身
の
歴
史
 

約
 文
化
的
存
在
の
あ
り
よ
 う
 を
無
視
し
て
い
る
」
の
に
対
し
、
 

解
釈
学
的
 

視
座
は
正
に
「
そ
う
し
た
認
識
論
や
現
象
の
意
味
を
徹
底
し
て
 追
求
す
る
 

も
の
で
あ
る
」
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
 

第
一
部
第
二
論
文
「
宗
教
の
原
初
形
態
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
 科
学
的
 

視
座
と
宗
教
的
視
座
の
根
本
的
相
違
が
改
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
 、
地
図
 作
 

製
 者
の
地
理
学
的
区
域
の
記
述
に
対
す
る
考
察
を
手
掛
か
り
に
 し
て
、
 科
 

学
的
営
み
が
普
遍
的
に
認
識
さ
れ
た
体
系
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
 人
間
と
世
 

界
 と
の
実
存
的
な
関
わ
り
を
通
し
て
現
れ
た
歴
史
的
産
物
で
あ
 る
こ
と
が
 

浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
宗
教
現
象
の
理
解
は
第
一
義
 的
に
は
そ
 

の
 現
象
の
関
与
者
の
内
的
意
味
の
把
握
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
 立
っ
て
 、
 

著
者
は
聖
の
顕
現
を
人
間
の
集
合
行
為
の
投
影
 と
 見
な
す
 ヂ
ュ
 ル
ケ
ー
 ム
 

の
 宗
教
理
解
と
、
或
る
種
の
神
秘
的
体
験
が
そ
こ
に
関
与
す
る
 と
 見
る
 オ
 

ッ
ト
 ー
 や
 エ
リ
ア
ー
デ
の
宗
教
理
解
を
子
細
に
検
討
し
、
デ
ュ
 ル
 ケ
ー
 ム
 

の
 理
解
に
対
し
て
は
、
彼
が
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
機
能
と
宗
 教
 そ
れ
 自
 

体
の
意
味
を
混
同
し
、
人
問
と
社
会
の
弁
証
法
的
関
係
を
無
視
 し
た
と
い
 

う
 批
判
を
投
げ
か
け
る
。
ま
た
、
オ
ッ
ト
ー
に
よ
る
聖
の
不
 淳
 万
 主
義
を
 

評
価
し
つ
つ
も
、
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 を
ア
プ
リ
オ
リ
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
 と
す
る
 新
 

ヵ
 ン
ト
派
的
立
場
に
は
、
宗
教
現
象
の
多
様
な
形
態
が
十
分
に
 は
 顧
慮
 さ
 

れ
な
い
嫌
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
 
の
 特
徴
を
 

「
一
方
で
宗
教
の
現
象
的
・
哲
学
的
原
初
形
態
を
求
め
な
が
ら
 、
他
方
で
Ⅲ
 

そ
の
現
象
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
顕
現
し
て
い
る
か
を
 象
徴
形
態
の
 

 
 

と
の
関
わ
り
で
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
点
に
あ
る
」
と
し
て
 高
い
評
価
㏄
 

を
 与
え
て
い
る
。
 

第
二
部
第
一
論
文
「
宗
教
現
象
の
諸
相
」
に
お
い
て
は
、
 

ェ
リ
 ァ
 l
 デ
 

の
 経
歴
や
彼
の
宗
教
史
学
の
基
本
認
識
が
彼
の
著
書
を
引
用
し
 つ
 っ
詳
細
 

に
 紹
介
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
エ
リ
ア
 一
デ
が
 普
遍
性
を
一
般
に
 周
辺
文
化
 

と
 呼
ば
れ
る
地
域
を
通
し
て
理
解
し
、
反
対
に
 ョ
 ー
 p
 ッ
 

代
 文
明
を
 

地
域
学
的
領
域
と
し
て
位
置
付
け
た
こ
と
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
 場
所
に
見
 

出
さ
れ
る
宗
教
貸
料
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
を
形
態
学
的
に
分
類
 し
つ
つ
古
本
 

教
 現
象
を
記
述
す
る
こ
と
が
宗
教
史
学
の
第
一
義
的
仕
事
で
あ
 る
と
し
た
 

こ
と
、
聖
と
何
と
か
 
ぅ
 構
造
的
枠
組
み
か
ら
宗
教
の
原
初
形
態
 を
 捉
え
、
 

そ
の
意
味
を
現
象
学
的
解
釈
学
的
視
座
か
ら
明
ら
か
に
し
た
こ
 と
 、
そ
の
 

試
み
は
経
験
科
学
と
哲
学
的
神
学
的
方
法
を
学
際
的
に
統
合
し
 た
 立
場
と
 

し
て
位
置
付
げ
ら
れ
る
こ
と
、
原
初
的
宗
教
経
験
は
常
に
或
る
 特
定
の
自
 

然
 現
象
（
 空
 、
太
陽
、
月
、
大
地
、
雨
、
木
な
ど
）
と
の
 関
わ
 り
を
通
し
 

て
 生
起
す
る
と
考
え
た
こ
と
、
ま
た
聖
の
顕
現
を
空
間
と
時
間
 と
い
う
 二
 

つ
の
要
因
を
通
し
て
説
明
し
た
こ
と
、
儀
礼
や
神
話
は
宇
宙
 と
 人
間
の
楓
 

本
 的
関
わ
り
を
人
々
に
伝
え
て
社
会
や
人
間
の
様
々
な
経
験
 領
 域
の
意
味
 

を
 変
化
さ
せ
る
こ
と
、
等
々
で
あ
る
。
そ
う
し
た
エ
リ
ア
 一
デ
士
 ホ
教
学
の
 

素
描
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
著
者
の
最
大
の
関
心
は
、
宗
教
規
 象
と
 研
究
 

者
の
関
わ
り
に
注
が
れ
て
い
る
よ
 う
 に
見
え
る
。
次
の
舌
口
薬
 は
 そ
の
こ
と
 

を
 端
的
に
示
し
て
い
る
。
「
明
ら
か
に
エ
リ
ア
ー
デ
は
儀
礼
や
 象
徴
形
態
 



書評と紹介 

と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
み
宗
教
現
象
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
 そ
 の
 現
象
に
 

対
 時
し
て
い
る
人
間
の
意
識
の
あ
り
よ
 う
 と
も
関
係
 付
 げ
な
が
 ら
 宗
教
規
 

象
を
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
形
態
学
的
理
解
に
認
識
論
的
問
 題
を
取
り
 

こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
…
…
（
書
評
者
、
省
略
）
…
…
こ
う
し
た
 

経
験
学
と
 

哲
学
の
統
合
的
営
み
は
あ
る
意
味
で
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
が
、
 ェ
 リ
ア
ー
デ
 

は
そ
の
タ
ブ
 
i
 に
挑
戦
し
、
宗
教
現
象
の
意
味
を
語
っ
て
い
る
 。
」
こ
う
 

し
た
意
識
と
対
象
の
弁
証
法
的
関
係
の
中
で
、
多
義
的
な
象
徴
 の
 意
味
 開
 

示
も
論
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
著
者
は
エ
リ
ア
ー
デ
 ゐ
不
 
教
学
の
全
 

面
的
礼
賛
に
止
ま
ら
ず
に
、
マ
了
 
め
 決
め
ら
れ
た
形
態
に
従
っ
て
 め
 
示
教
現
象
 

を
 還
元
す
る
危
険
性
や
、
形
態
学
の
構
造
的
立
場
と
歴
史
的
立
 場
 と
の
 整
 

合
性
と
い
う
よ
う
な
方
法
論
的
問
題
に
言
及
す
る
こ
と
も
忘
れ
 な
い
。
 そ
 

れ
は
構
造
と
歴
史
の
統
合
性
、
或
い
は
規
範
と
記
述
の
統
合
性
 0
 間
 題
で
 

あ
る
。
 

第
二
部
第
二
論
文
「
 ヱ
 リ
ア
ー
デ
宗
教
史
学
の
方
法
論
」
で
は
 、
 そ
 う
 

し
た
方
法
論
的
問
題
が
一
層
突
っ
込
ん
だ
形
で
論
じ
ら
れ
る
。
 そ
の
一
連
 

の
 議
論
は
 、
 或
る
意
味
で
本
書
の
論
述
の
ピ
ー
ク
を
な
す
も
の
 と
も
言
え
 

よ
う
。
閉
鎖
系
と
呼
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
現
象
を
一
義
 的
に
理
解
 

し
て
い
く
「
還
元
主
義
を
エ
リ
ア
ー
デ
は
本
当
に
越
え
て
い
る
 の
か
」
と
 

著
者
は
執
物
に
問
う
。
宗
教
現
象
の
意
味
の
理
解
と
い
う
こ
と
 が
、
 改
め
 

て
 追
求
さ
れ
る
わ
け
だ
。
こ
こ
で
の
論
及
は
、
「
人
間
が
聖
な
る
 も
の
を
 

知
る
の
は
、
そ
れ
が
み
ず
か
ら
顕
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
 エ
リ
ア
ー
 

デ
の
ヒ
エ
 
ロ
フ
ァ
ニ
 ー
 解
釈
 や
 、
「
第
一
の
志
向
性
の
上
に
第
 
一
一
の
亡
心
白
川
 

性
が
う
 
ち
建
て
ら
れ
る
こ
と
」
と
す
る
リ
ク
ー
ル
の
象
徴
理
解
 に
 支
え
 ろ
 

れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
著
者
は
象
徴
の
意
味
開
示
の
源
泉
を
 
ユ
ン
グ
 

の
よ
う
に
人
間
の
内
的
無
意
識
に
見
ず
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
 よ
 う
 に
 聖
な
 

る
 対
象
そ
れ
自
体
に
求
め
る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
更
に
デ
ィ
ル
 タ
イ
 と
エ
 

リ
 ア
ー
デ
の
間
に
あ
る
解
釈
学
的
態
度
の
相
違
を
浮
き
彫
り
に
 し
よ
う
と
 

努
め
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
観
察
者
か
ら
対
象
へ
の
感
情
移
入
を
 
力
説
し
 

て
 、
対
象
の
背
後
に
人
間
の
内
的
生
の
営
み
を
読
み
取
っ
た
の
 に
 対
し
、
 

エ
リ
ア
ー
デ
は
聖
の
自
己
顕
現
を
認
め
て
、
 

象
 臆
か
ら
人
間
の
 営
み
を
 包
 

み
 込
ん
だ
宇
宙
論
的
な
神
話
的
構
造
を
読
み
取
っ
た
と
す
る
。
 著
者
は
、
 

宗
教
現
象
を
神
話
的
構
造
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
は
、
因
果
的
 枠
組
み
の
 

中
で
一
義
的
理
解
を
目
指
す
通
常
の
還
元
主
義
と
は
異
な
る
と
 い
，
っ
 
-
 
。
 こ
 

ぅ
 し
て
、
著
者
は
人
間
は
ま
ず
も
っ
て
宇
宙
に
投
げ
出
さ
れ
た
 存
在
、
即
 

ち
 
「
世
界
内
存
在
」
で
あ
り
、
そ
の
中
で
自
己
の
認
識
的
有
り
 
様
 を
築
 き
 

上
げ
て
き
た
と
い
う
人
問
観
を
表
明
す
る
。
 

エ
リ
ア
ー
デ
が
歴
史
と
構
造
を
同
義
的
に
語
る
こ
と
に
関
し
て
、
 

著
者
 

は
そ
の
歴
史
が
時
空
世
界
の
条
件
付
け
と
解
さ
れ
た
広
義
の
歴
 史
 で
あ
る
 

こ
と
、
ま
た
構
造
理
解
が
 レ
 ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
の
決
定
論
的
 構
造
主
義
 

と
 違
っ
て
、
現
象
学
的
解
釈
学
的
視
座
を
構
造
主
義
よ
り
優
位
 に
 置
く
 構
 

造
 主
義
的
解
釈
学
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
も
 
神
 話
の
構
造
 

ロ
 対
象
 -
 は
 解
釈
 
ロ
 主
体
し
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
 る
の
か
、
 

或
い
は
象
徴
 
日
 対
象
口
は
思
考
 
ロ
 主
体
 口
 に
対
し
て
優
位
性
を
 持
つ
の
か
 

と
い
う
根
本
問
題
が
提
起
さ
れ
る
が
、
議
論
の
導
ぎ
と
な
る
の
 は
、
ェ
リ
 

ア
ー
デ
の
象
徴
理
解
の
要
点
、
即
ち
 ヒ
 エ
ロ
フ
ァ
ニ
 
l
 
（
聖
の
 顕
在
地
）
 
、
 

及
び
聖
と
俗
の
弁
証
法
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
は
エ
リ
ア
 一
デ
 の
 儀
礼
 理
 

㏄
 

解
 に
つ
い
て
、
タ
ー
ナ
ー
の
よ
う
に
人
間
の
社
会
的
共
同
体
の
 
 
 

ミ
ナ
ル
 な
 非
構
造
的
段
階
を
重
視
せ
ず
、
神
話
と
宇
宙
的
営
み
 と
の
 関
わ
 



り
の
中
で
儀
礼
を
捉
え
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
 

第
三
部
第
一
論
文
「
世
界
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
」
は
 、
ェ
 
リ
 ア
 ｜
 

デ
の
 宗
教
理
解
の
土
台
を
な
し
て
い
る
神
話
的
世
界
像
と
そ
の
 理
解
の
妥
 

当
 性
の
問
題
 
を
 、
科
学
的
世
界
像
の
場
 4
 ロ
 
と
 比
較
・
対
照
し
な
 が
ら
取
り
 

扱
っ
て
い
る
。
神
話
的
世
界
像
に
依
存
せ
ず
に
救
済
の
出
来
事
 の
 意
味
を
 

顕
 わ
に
し
よ
う
と
し
た
ブ
ル
ト
マ
 ソ
 の
非
神
話
化
論
に
つ
い
て
 

、
著
者
は
 

フ
ル
ト
マ
ン
は
抽
象
的
思
考
形
態
で
あ
る
近
代
科
学
の
枠
組
み
 か
ら
神
話
 

を
 批
判
し
た
が
、
近
代
の
科
学
的
世
界
観
も
歴
史
の
流
れ
で
派
 生
し
た
 
一
 

つ
の
象
徴
的
意
味
世
界
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
、
ま
た
宇
宙
 開
題
の
 出
 

来
車
を
語
る
神
話
も
「
世
界
内
存
在
の
様
態
の
一
つ
の
表
現
」
 で
あ
る
こ
 

と
を
力
説
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
神
話
か
科
学
か
と
い
う
 信
 想
性
 の
 問
 

い
は
、
「
人
間
が
舌
口
葉
を
媒
介
と
し
て
世
界
を
理
解
し
、
語
る
と
 

い
 う
 @
 
け
 

為
そ
の
も
の
の
問
題
へ
と
変
容
し
て
行
く
。
」
人
間
が
世
界
を
 理
解
す
る
 

と
い
う
、
こ
の
認
識
的
営
み
の
有
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 @
 
」
そ
が
 課
 

題
 な
の
だ
と
い
う
。
神
話
も
科
学
も
、
人
問
と
自
然
と
の
関
係
 性
の
中
か
 

ら
 認
識
的
に
表
出
さ
れ
た
世
界
観
で
あ
り
、
そ
の
認
識
能
力
は
 過
程
と
し
 

て
の
実
在
か
ら
の
歴
史
的
派
生
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
 

人
 問
が
 

運
命
的
に
 

遭
遇
し
た
価
値
構
造
を
そ
の
成
長
過
程
で
内
在
化
す
る
と
、
 そ
 の
 価
値
は
 

人
間
の
認
識
的
枠
組
み
の
 源
 と
し
て
作
用
し
、
価
値
判
断
の
基
 礎
 を
な
す
 

よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
意
識
に
は
様
々
な
多
元
的
な
シ
ス
テ
 ム
が
 内
在
 

化
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
が
必
然
的
に
歴
史
的
存
在
 で
あ
る
こ
 

と
を
意
味
す
る
も
の
だ
。
こ
の
 ょ
う
 な
多
元
的
現
実
と
認
識
 能
 力
の
形
成
 

過
程
を
論
じ
つ
り
、
著
者
の
視
線
は
近
代
科
学
と
そ
の
現
象
学
 的
立
日
 

ゅ
 
味
の
 

方
 に
も
注
が
れ
、
仮
説
 演
縄
法
 に
根
ざ
す
実
証
的
立
場
と
し
て
 0
 科
学
的
 

営
み
に
期
待
さ
れ
る
知
識
の
客
観
性
も
 、
 或
る
特
定
の
シ
ス
テ
 ム
を
前
提
 

に
 成
立
す
る
共
通
理
解
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
露
呈
さ
れ
る
。
 そ
 し
て
、
 科
 
℡
 

学
の
イ
ヂ
 
オ
ロ
ギ
ー
 性
や
 
フ
ラ
グ
 メ
 ソ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
 が
 考
察
さ
 

 
  
 

ね
 、
因
果
的
関
係
性
と
い
う
本
来
的
に
自
己
閉
鎖
的
シ
ス
テ
ム
 で
あ
る
 科
 

㈱
 

学
的
世
界
像
か
ら
は
、
人
間
の
包
括
的
有
機
的
存
在
が
説
明
し
 切
れ
な
い
 

こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
 

第
三
部
第
二
論
文
「
宗
教
の
意
味
世
界
」
は
、
日
常
的
意
識
の
 流
れ
と
 

そ
の
崩
壊
と
い
う
視
点
か
ら
、
い
わ
ば
陰
画
的
に
宗
教
の
意
味
 世
界
を
垣
 

聞
 見
よ
う
と
す
る
。
日
常
世
界
に
埋
没
す
る
人
間
は
、
日
常
世
 界
の
究
極
 

的
な
意
味
を
問
 う
 こ
と
は
あ
り
え
ず
、
科
学
技
術
の
利
便
性
は
 日
常
世
界
 

の
 崩
壊
の
可
能
性
の
気
づ
き
の
機
会
を
少
な
く
し
て
し
ま
っ
 
た
 。
従
っ
 

て
 、
宗
教
的
五
味
の
顕
現
に
は
、
日
常
世
界
の
挫
折
の
経
験
が
 不
可
欠
と
 

な
る
。
 著
 古
の
見
解
で
は
、
日
常
世
界
の
意
味
喪
失
（
貧
困
 
病
気
・
 家
 

庭
の
不
和
な
ど
が
契
機
）
を
通
し
て
人
間
の
有
限
性
・
歴
史
性
 の
 自
覚
が
 

生
じ
、
そ
れ
が
宗
教
的
覚
醒
に
繋
が
る
。
中
で
も
死
の
現
象
は
 、
日
常
世
 

界
の
崩
壊
と
人
間
の
有
限
性
を
最
も
 ラ
ヂ
 イ
カ
ル
に
且
つ
象
徴
 的
に
示
す
 

故
に
 、
 優
れ
て
宗
教
現
象
の
中
核
を
な
し
て
き
た
と
い
う
。
 こ
 ぅ
 し
た
 限
 

罪
状
況
に
遭
遇
す
る
こ
と
で
、
人
間
が
日
常
世
界
の
相
対
的
意
 味
を
認
識
 

し
 、
そ
の
世
界
を
越
え
た
も
の
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と
 い
 う
 自
党
 

め
に
到
達
し
 
ぅ
 る
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
グ
ル
の
「
 夜
 と
露
日
か
ら
 例
証
さ
れ
 

る
 。
次
い
で
、
著
者
は
、
 

り
 グ
ー
ル
解
釈
学
を
手
掛
か
り
に
 宗
 毅
 @
=
 

ロ
ま
 
曲
 ハ
リ
 

諸
相
を
論
究
す
る
。
こ
こ
で
発
生
す
る
の
は
、
日
常
的
感
賞
で
 は
 把
握
し
 

が
た
い
宗
教
体
験
を
言
語
的
に
対
象
化
す
る
と
い
う
逆
説
的
 事
 態
だ
が
、
 

何
よ
り
も
重
視
す
べ
き
は
、
思
弁
的
に
洗
練
さ
れ
た
言
語
で
は
 な
く
、
 原
 



切
的
宗
教
体
験
の
意
味
表
出
と
し
て
の
告
白
の
言
語
で
あ
る
。
 土
 月
白
の
 言
 

語
は
象
徴
と
メ
タ
フ
ァ
ー
の
舌
口
語
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
日
常
的
 
な
 意
味
と
 

そ
の
意
味
を
越
え
出
よ
う
と
す
る
も
う
一
つ
の
意
味
と
の
間
に
 緊
張
関
係
 

が
 生
じ
る
。
こ
の
告
白
の
言
語
は
更
に
神
話
や
物
語
へ
と
発
展
 す
る
こ
と
 

に
な
る
が
、
著
者
の
考
察
の
眼
差
し
は
、
宗
教
言
語
の
イ
デ
オ
 ロ
お
 
Ⅰ
 ｜
化
 

の
 問
題
に
も
及
び
、
宗
教
間
の
対
話
の
要
請
は
、
宗
教
が
究
極
 的
に
は
 象
 

徴
 形
態
と
し
て
理
解
さ
れ
て
初
め
て
実
現
で
き
る
も
の
と
判
断
 
し
て
い
 

る
 。
 

以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
が
、
議
論
の
起
伏
を
忠
実
に
辿
っ
 た
も
の
 

で
な
い
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。
本
書
の
議
論
は
決
し
て
 枝
 葉
の
方
向
 

に
 走
ら
ず
、
該
博
な
知
識
を
駆
使
し
っ
 っ
 、
基
本
的
な
認
識
 枠
 組
み
を
 し
 

っ
 か
り
と
保
持
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
著
者
の
意
図
 が
 明
確
で
 

あ
る
 故
 だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
は
宗
教
学
で
重
視
さ
れ
て
い
る
 研
究
者
の
 

学
説
の
輪
郭
を
紹
介
し
な
が
ら
、
し
か
も
上
滑
り
す
る
こ
と
な
 く
 、
そ
の
 

内
容
に
深
く
関
わ
っ
た
議
論
を
進
め
て
い
る
の
で
、
少
し
立
ち
 入
っ
て
 そ
 

れ
る
の
学
説
を
確
認
す
る
際
に
も
有
益
だ
 る
ら
 。
本
書
の
論
述
 を
 貫
い
て
 

い
る
基
本
姿
勢
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
対
象
と
主
体
の
関
 わ
り
の
 歴
 

史
的
実
存
的
基
層
を
認
識
論
的
視
座
か
ら
洗
い
出
そ
ら
と
す
る
 立
 
忠
国
が
 る
 

ぅ
 。
そ
の
際
に
同
時
に
執
 封
に
 問
わ
れ
続
け
た
主
題
が
、
「
構
造
 と
 歴
史
」
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
構
造
か
歴
史
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問
題
で
 は
な
い
。
 

 
 

す
べ
き
問
題
タ
ブ
ー
を
犯
し
、
、
、
、
、
、
 

究
 

配
は
 、
構
造
が
歴
史
で
あ
り
、
歴
史
が
構
造
で
あ
る
と
い
う
 「
 
構
せ
沖
即
 
歴
史
」
 

が
 如
何
に
し
て
解
釈
者
に
顕
わ
に
な
る
の
か
、
ま
た
そ
の
た
め
 に
は
如
何
 

な
る
解
釈
学
的
努
力
が
要
求
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
そ
の
場
 

合
 に
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
宗
教
の
意
味
世
界
は
解
釈
に
 先
立
っ
て
 

聖
の
自
己
開
示
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
歴
史
か
ら
 構
 造
を
読
み
 

取
る
解
釈
者
自
身
が
歴
史
的
条
件
を
担
っ
た
存
在
で
あ
る
と
い
 ら
 実
存
的
 

事
実
で
あ
る
。
聖
の
顕
現
を
そ
れ
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
は
 、

解
釈
者
 

は
 従
来
の
認
識
枠
組
み
を
括
弧
に
入
れ
る
 ヱ
ポ
 ケ
ー
を
実
践
す
 
る
こ
と
が
 

要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
は
解
釈
学
的
な
「
 死
 と
再
生
」
を
訓
練
す
 る
こ
と
に
 

他
な
ら
な
い
。
聖
の
顕
現
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
た
な
「
世
界
内
 存
在
」
の
 

様
態
の
開
示
は
、
解
釈
者
の
「
世
界
内
存
在
」
の
様
態
の
変
容
 と
 、
い
わ
 

。
は
志
向
的
関
係
を
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 

正
直
に
告
白
す
れ
ば
、
著
者
は
根
本
的
に
は
宗
教
社
会
学
的
立
 場
 に
依
 

挺
 し
な
が
ら
、
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
の
用
語
を
借
り
て
、
宗
教
 の
 意
味
 世
 

界
を
探
究
し
た
と
い
う
印
象
を
拭
い
 き
 れ
な
い
。
書
評
者
の
誤
 読
 で
な
 げ
 

れ
ば
、
本
書
の
真
価
は
、
宗
教
の
意
味
世
界
を
認
識
論
的
視
座
 か
ら
解
明
 

し
ょ
う
と
し
た
点
に
あ
る
。
今
後
、
著
者
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
 は
 、
構
造
 

と
 歴
史
を
統
合
す
る
形
態
学
の
更
な
る
方
法
論
的
究
明
と
具
体
 的
な
事
例
 

研
究
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
を
社
会
に
還
元
す
る
宗
教
社
会
学
で
 
は
な
く
、
 

聖
と
俗
の
弁
証
法
の
中
で
宗
教
の
固
有
性
を
捉
え
る
宗
教
学
（
 或
い
は
 社
 

余
宗
教
学
 0
,
.
 

）
の
視
点
か
ら
宗
教
現
象
の
意
味
を
追
求
す
る
こ
 と
に
な
る
 

は
ず
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
人
間
の
歴
史
的
実
存
的
有
限
性
 と
 共
に
 、
聖
 

と
の
根
源
的
な
関
わ
り
の
中
で
保
証
さ
れ
た
人
間
の
構
造
的
存
 在
 論
的
無
 

り
 

 
 
 
 
 
 

眠
性
も
照
射
さ
れ
よ
 う
 。
 

最
後
に
、
素
朴
な
疑
問
を
呈
し
て
お
き
た
い
。
第
一
は
、
宗
教
 の
 意
味
Ⅲ
 

世
界
の
内
実
が
必
ず
し
も
積
極
的
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 で
あ
る
。
 



  
に
 、
そ
れ
は
究
極
的
関
心
や
 

て
は
い
る
が
、
宗
教
現
象
の
 

て
そ
の
意
味
内
容
を
追
求
し
 

味
世
界
は
、
日
常
世
界
や
科
 

射
 さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
 

明
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
 

言
う
第
一
様
態
）
か
ら
そ
の
 

へ
の
移
行
の
理
解
が
静
態
的
 

体
験
は
、
或
る
意
味
で
宗
教
 

て
お
り
、
宗
教
現
象
は
言
語
 

、
或
い
は
社
会
的
内
在
的
 帝
 

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
 

リ
ク
ー
ル
の
考
察
自
体
が
 

索
の
展
開
に
も
関
わ
ら
ず
、
 

祈
り
言
な
ど
の
宗
教
 @
@
 

ロ
ま
巾
が
 

現
と
 言
語
の
限
界
と
の
狭
間
 

ま
い
。
ま
た
、
宗
教
言
語
は
 

他
の
諸
宗
教
に
も
見
出
さ
 月
 

据
え
っ
 
っ
 、
多
様
な
世
界
の
 

だ
ろ
う
。
 

宇
宙
と
の
関
わ
り
な
ど
の
表
現
で
示
唆
 

中
核
を
な
す
宗
教
体
験
そ
れ
自
体
に
参
 

-
 
よ
う
 と
す
る
姿
勢
は
窺
え
な
い
。
宗
教
 

学
的
世
界
と
の
対
照
に
よ
っ
て
陰
画
的
 

む
し
ろ
著
者
の
関
心
は
認
識
形
成
過
程
 

思
わ
れ
る
。
第
二
は
、
宗
教
体
験
（
 著
 

言
語
的
身
体
的
媒
介
の
表
現
（
第
二
様
 

一
で
あ
る
よ
 
う
 に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
 

一
の
第
二
・
第
三
・
第
四
の
様
態
と
も
 
直
 

石
 絶
す
る
体
験
と
そ
の
言
語
的
身
体
的
 

一
 
東
力
と
自
覚
的
な
価
値
創
造
と
の
運
動
 

、
宗
教
言
語
に
関
す
る
論
述
も
同
断
で
 

、
そ
の
透
徹
し
た
洞
察
か
ら
の
弁
証
法
 

静
態
的
性
格
を
含
む
こ
と
は
否
め
な
 

右
す
る
根
源
性
や
自
由
性
は
 、
 聖
の
自
 

に
お
け
る
動
態
と
し
て
究
明
さ
れ
ね
ば
 

キ
リ
ス
ト
教
や
宇
宙
的
宗
教
の
み
な
ら
 

一
る
 
以
上
、
人
間
精
神
の
普
遍
性
の
地
平
 

-
 
諸
宗
教
を
射
程
に
入
れ
た
考
察
が
望
ま
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大
明
堂
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九
三
年
二
月
五
日
刊
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刑
二
四
八
頁
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 0
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 0
 円
 

田
島
照
久
 

本
書
は
大
ぎ
く
三
部
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
序
論
に
続
い
て
 
第
一
部
 

「
宗
教
言
語
へ
の
接
近
」
、
第
二
部
「
宗
教
体
験
の
言
語
」
、
 

筆
 二
前
 
叩
 「
舌
口
 

語
 思
想
と
宗
教
思
想
」
と
部
立
て
さ
れ
、
最
後
に
編
者
の
あ
と
 が
 ぎ
が
 置
 

か
れ
て
い
る
。
ム
ロ
計
で
十
人
の
執
筆
者
に
よ
る
論
文
集
で
あ
る
。
 

鶴
岡
 賀
 

姓
氏
の
序
論
に
 よ
 れ
ば
、
本
書
の
姿
勢
は
、
各
執
筆
者
が
そ
れ
 ぞ
れ
の
 専
 

門
 と
す
る
対
象
を
、
共
通
す
る
問
題
意
識
に
根
ざ
し
て
扱
 う
中
 七
ビ
、
 
舌
ロ
 
妾
叫
 

が
 半
ば
必
然
的
に
自
ず
と
問
題
に
な
っ
て
く
る
、
あ
る
い
は
 @
 話
 に
注
目
 

す
る
こ
と
で
新
し
い
理
解
が
可
能
に
な
る
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
 具
体
的
場
 

面
 で
、
「
宗
教
の
こ
と
ば
」
と
い
う
問
題
系
の
諸
局
面
を
、
各
自
 
が
 各
々
 

の
や
り
方
で
解
明
し
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 

序
論
「
言
語
が
な
ぜ
宗
教
研
究
の
問
題
と
な
る
の
か
」
と
題
さ
 れ
た
 鶴
 

同
論
文
で
は
、
「
宗
教
に
と
っ
て
の
言
葉
」
と
「
宗
教
研
究
に
と
 っ
て
の
 

舌
口
業
」
と
い
う
 二
 視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
提
起
が
試
み
 ろ
 れ
て
い
る
 

が
、
 確
か
に
 
-
 
不
立
文
字
」
「
不
可
説
」
と
い
っ
た
逆
説
的
言
 

妾
 
叫
 メ
ッ
セ
 

l
 ジ
 も
ふ
く
め
、
あ
る
い
は
「
 揚
眉
 瞬
目
」
と
い
っ
た
よ
う
な
 身
体
動
作
 

島
薗
進
 ・
鶴
岡
 賀
 雄
編
 

円
宗
教
の
こ
と
ば
 ヒ
 

宗
教
思
想
研
究
の
新
し
い
地
平
 

(636)@ 180 
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にえ そ尹もさ 別 の的 日 日 ら ら 

に表体愛 と に 「 常断 白 山 出不一性明 る 

        
と
 語
る
。
こ
れ
に
対
し
て
静
的
宗
教
言
語
は
社
会
と
個
人
の
未
 分
化
の
自
 

己
 保
存
の
活
動
に
同
化
し
て
い
て
、
人
生
の
意
味
付
け
が
妥
当
 す
る
範
囲
 

は
 、
比
較
的
小
規
模
な
閉
じ
た
社
会
に
限
ら
れ
て
い
る
と
す
る
 。
さ
ら
に
 

こ
の
動
的
宗
教
言
語
の
消
息
を
「
言
霊
」
思
想
の
分
析
を
通
し
 て
跡
 づ
 け
 

な
 行
っ
で
い
る
。
 

第
一
部
第
一
二
車
「
キ
リ
ス
ト
教
言
語
ゲ
ー
ム
の
 

内
 と
外
」
と
 題
 さ
れ
た
 

星
川
 啓
 慈
氏
の
論
文
で
は
、
副
題
に
あ
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
 ト
ゲ
 ソ
 シ
ュ
タ
 

イ
 ニ
ア
ン
・
フ
ィ
デ
イ
ス
ト
の
代
表
格
と
さ
れ
る
 D
.
Z
.
 
フ
  
 

ス
 0
 
日
信
念
・
変
容
・
生
活
形
式
」
を
め
ぐ
っ
た
議
論
を
手
が
 
か
り
に
し
 

て
 、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
非
信
者
に
ま
つ
わ
る
問
題
、
す
な
わ
 ち
 宗
教
的
 

言
語
ゲ
ー
ム
の
自
律
性
・
完
結
性
と
他
律
性
・
開
放
性
を
め
ぐ
 る
 問
題
が
 

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
星
川
氏
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
の
呈
示
し
て
い
 る
 
「
イ
ン
 

タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
「
 ェ
 ク
ス
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
二
つ
 の
 宗
教
理
 

 
 

僻
め
 パ
タ
ー
ン
を
引
き
、
イ
ソ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
宗
教
が
 一
 つ
の
自
律
 

的
で
体
系
的
な
舌
口
語
ゲ
ー
ム
で
あ
る
と
す
る
立
場
と
理
解
し
、
 

，
 
@
 の
場
合
 

は
 、
舌
口
語
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
宗
教
は
そ
れ
独
自
の
閉
じ
た
体
系
 な 形
成
 

し
、
 他
の
 @
=
 

Ⅰ
 語
 ゲ
ー
ム
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
す
る
。
 

ェ
 ク
ス
タ
ー
 

ナ
リ
 ・
ス
ム
と
は
、
宗
教
が
複
数
の
バ
ラ
バ
ラ
の
舌
口
語
ゲ
ー
ム
 
か
 ら
 成
立
し
 

て
い
る
と
す
る
立
場
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
宗
教
を
形
成
し
 て
い
る
 諸
 

言
語
ゲ
ー
ム
は
宗
教
現
象
以
外
の
人
間
の
営
み
に
お
け
る
 @
@
 

Ⅰ
ま
中
 
ゲ
ー
ム
 と
 

共
通
な
も
の
な
の
で
、
宗
教
現
象
は
さ
ら
に
包
括
的
な
人
間
生
 活
の
中
に
の
 

位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
実
際
に
は
宗
教
現
象
は
こ
 の
 両
者
が
㏄
 

混
合
し
た
か
た
ち
で
起
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
イ
ン
タ
 
 
 

ふ
 と
 ェ
 ク
ス
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
立
場
を
ど
う
調
停
 す
る
か
と
 



い
 5
 問
題
が
極
め
て
解
決
困
難
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
主
の
 祈
り
」
の
 

例
 を
ひ
い
て
問
題
提
起
し
て
い
る
。
 

 
 

第
三
章
「
宗
教
的
雰
囲
気
・
感
覚
は
言
語
化
不
可
能
か
」
で
は
 藤
原
型
 

子
 氏
が
宗
教
学
の
方
法
論
的
観
点
か
ら
、
言
語
以
前
の
体
験
と
 、
青
玉
中
江
Ⅰ
 

よ
 る
そ
の
記
述
と
、
言
語
を
超
え
た
共
感
に
 よ
 る
そ
の
理
解
、
 
と
い
う
古
木
 

教
 研
究
が
前
提
と
し
て
き
た
思
考
枠
組
に
対
し
て
、
ウ
ィ
 ト
ゲ
 ン
シ
ュ
タ
 

イ
 ン
の
言
語
哲
学
を
手
が
か
り
に
し
て
徹
底
的
な
批
判
を
試
み
 て
い
る
。
 

特
に
宗
教
的
雰
囲
気
の
 @
=
 

ロ
ま
 
由
化
 不
可
能
性
に
つ
い
て
再
検
討
が
 試
み
ら
れ
 

て
い
る
。
藤
原
氏
は
近
代
的
体
験
概
念
の
諸
特
徴
を
 オ
 "
 ト
｜
 の
 理
論
を
 

も
と
に
ま
と
め
、
宗
教
体
験
を
得
た
者
が
、
言
語
化
で
は
伝
え
 ら
れ
な
い
 

「
何
か
」
の
説
明
と
し
て
、
特
殊
な
感
覚
に
お
い
て
受
容
さ
れ
 る
 微
妙
な
 

雰
囲
気
，
気
分
の
形
で
現
わ
れ
る
独
特
な
「
 質
 」
と
い
う
観
念
 を
 用
い
て
 

い
る
こ
と
を
語
り
、
こ
れ
が
宗
教
的
人
間
と
非
宗
教
的
人
問
を
 分
か
っ
 根
 

拠
 と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
あ
る
 雰
囲
 気
を
記
述
 

す
る
こ
と
は
、
特
殊
な
目
的
の
た
め
に
特
殊
に
言
語
を
応
用
す
 る
こ
と
で
 

あ
る
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
を
引
き
、
 雰
囲
 気
が
 @
@
 

白
ま
 
帥
 

化
さ
れ
な
い
理
由
を
 、
 言
い
え
な
い
と
す
る
こ
と
自
体
が
 @
 語
 ゲ
ー
ム
の
 

5
 ち
 で
の
役
割
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
藤
原
氏
は
雰
囲
気
的
な
 も
の
の
 果
 

す
 役
割
に
つ
い
て
の
説
明
を
、
個
人
の
体
験
の
中
に
求
め
ず
、
 @
 
@
 
口
襄
舶
 
と
士
 示
 

教
の
二
律
背
反
に
陥
ら
な
い
新
し
い
理
解
の
可
能
性
と
し
て
、
 一
 
目
語
 ゲ
｜
 

ム
 理
論
を
提
唱
す
る
。
 

第
二
部
宗
教
体
験
の
言
語
に
納
め
ら
れ
た
第
四
章
「
宗
教
 @
=
 

ロ
ま
叩
 
の
 
㍉
 生
 

誕
目
 」
で
、
深
澤
典
隆
 氏
は
 、
今
世
紀
初
頭
ド
イ
ッ
の
内
科
医
 ヵ
 ｜
レ
 

ア
ル
フ
レ
ヒ
ト
の
言
語
実
践
を
取
り
上
げ
、
ア
ル
フ
レ
ヒ
ト
 自
 ら
が
行
な
 

っ
た
 沈
潜
状
態
に
お
け
る
 @
@
 

ロ
ま
巾
 

表
現
に
つ
い
て
詳
細
な
報
告
と
、
 

特
に
体
 

験
 と
 @
=
 

ロ
ま
叩
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
根
本
的
な
問
題
指
摘
を
行
 
な
っ
て
 
い
 

Ⅳ
 

る
 。
こ
の
資
料
は
、
神
秘
体
験
と
 @
 語
と
の
関
係
を
、
体
験
者
 自
身
の
立
 

)
 

 
 

場
か
ら
記
述
・
考
察
し
た
も
の
と
し
て
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
 ポ
八
ァ
ル
 

㏄
 

プ
レ
ヒ
ト
が
そ
こ
で
試
み
た
の
は
、
神
秘
体
験
を
め
ぐ
る
思
想
 的
 
・
手
記
 

的
 資
料
を
用
い
て
、
ミ
ュ
ス
テ
ィ
シ
 ュ
 な
意
識
の
現
象
性
格
を
 、
緊
密
な
 

概
念
構
成
に
よ
り
記
述
・
分
類
，
系
統
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
 
と
さ
れ
 

る
 。
特
に
沈
潜
状
態
に
お
け
る
 言
 表
は
沈
潜
状
態
の
深
ま
り
に
 応
じ
て
そ
 

の
形
式
や
表
象
を
変
え
て
い
く
と
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
に
則
し
た
 具
体
的
な
 

説
明
が
な
さ
れ
、
最
後
の
 ミ
ュ
 ス
テ
ィ
シ
 
ュ
 な
実
践
の
完
成
を
 告
げ
る
 
@
-
 

ロ
 

表
 ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が
辿
ら
れ
て
い
る
。
沈
潜
言
語
は
、
ア
ル
 プ
レ
ヒ
ト
 

に
ょ
 れ
ば
日
常
意
識
に
お
け
る
言
語
能
力
と
は
何
ら
の
関
係
も
 な
い
と
さ
 

れ
る
が
、
深
澤
 氏
 は
こ
の
意
味
で
沈
潜
 @
@
 

ロ
ま
巾
は
一
見
し
た
と
こ
 ろ
そ
の
 現
 

出
 と
同
様
内
容
に
お
い
て
も
「
媒
介
性
の
呪
い
」
を
嫌
 う
 近
代
 占
 
示
教
思
想
 

の
 待
望
す
る
自
存
的
・
直
接
的
な
宗
教
言
語
の
如
き
も
の
と
 見
 れ
な
い
で
 

も
な
い
と
語
り
、
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
ま
た
そ
の
洗
練
さ
れ
 た
 語
や
形
 

象
の
選
択
の
仕
方
に
歴
史
性
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
 評
 価
も
下
し
 

て
い
る
。
 

第
五
章
「
宗
教
的
物
語
と
し
て
の
体
験
談
」
と
題
さ
れ
た
 島
薗
 遊
民
 論
 

文
は
 、
新
宗
教
の
宗
教
生
活
の
中
で
物
語
が
占
め
る
役
割
の
重
 要
 性
に
注
 

目
し
て
、
霊
友
会
系
教
団
を
対
象
に
、
回
心
物
語
と
し
て
の
「
 体
験
談
」
 

を
手
が
か
り
に
し
て
、
現
代
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
物
語
の
表
 出
様
態
を
 

捉
え
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
大
衆
的
回
心
物
語
と
し
て
 の
 体
験
談
 

に
は
次
の
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
物
語
は
共
同
の
 記
憶
に
と
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ど
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
 

範
型
 的
で
あ
る
 
よ
 り
情
報
的
で
 
あ
り
、
 信
 

徒
の
信
仰
に
直
に
役
立
つ
と
い
う
意
味
で
実
践
的
で
あ
る
。
 体
 験
 談
の
 回
 

心
 物
語
は
、
当
事
者
で
あ
る
一
般
信
者
自
身
が
自
ら
の
問
題
を
 
分
節
化
 

し
 、
問
題
克
服
の
主
体
と
し
て
の
自
己
を
人
々
の
前
に
提
示
す
 る
と
い
う
 

意
味
で
能
動
的
な
宗
教
舌
口
語
で
あ
る
。
ま
た
生
活
上
の
 

っ
な
 が
 り
が
乏
し
 

い
 人
々
の
間
に
強
い
連
帯
感
を
作
り
出
し
、
大
衆
の
集
団
価
値
 へ
の
同
一
 

化
を
促
進
す
る
と
い
う
意
味
で
同
調
志
向
的
・
同
調
喚
起
的
で
 あ
る
と
さ
 

れ
る
。
 

第
三
部
言
語
思
想
と
宗
教
思
想
、
第
六
章
「
規
範
と
存
在
」
で
 は
 中
田
 

考
氏
が
 イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
 
l
 ヤ
神
学
の
舌
口
語
的
基
礎
に
つ
い
て
 
論
じ
て
い
 

る
 。
二
三
、
四
世
紀
の
イ
ス
ラ
ム
神
学
者
タ
イ
ミ
ー
 ヤ
 は
「
 神
 学
 」
つ
ま
 

リ
 ア
ッ
ラ
ー
の
唯
一
性
を
根
本
教
義
と
す
る
の
で
「
タ
ウ
 ヒ
一
 ド
 
（
一
）
 

0
 字
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
 タ
ウ
ヒ
 ー
 ド
 を
多
く
の
神
学
者
 は
 、
三
種
 

に
 分
類
し
「
ア
ッ
ラ
ー
は
本
体
に
お
い
て
部
分
を
有
さ
ず
唯
一
 で
あ
る
」
 

「
 ア
 "
 ラ
ー
は
属
性
に
お
い
て
同
類
を
右
さ
ず
唯
一
で
あ
る
」
「
 
ア
ッ
ラ
 l
 

は
行
為
に
お
い
て
協
力
者
を
有
さ
ず
唯
一
で
あ
る
」
と
し
、
 神
 学
者
の
中
 

心
的
主
題
は
こ
の
第
三
の
行
為
に
お
け
る
 タ
ウ
ヒ
一
ド
 
で
あ
り
 、
創
造
者
 

が
ア
 
ソ
ラ
ー
唯
一
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
目
ざ
し
て
い
る
と
 さ
れ
る
。
 

タ
イ
ミ
 l
 ヤ
 は
、
こ
の
三
分
類
に
反
対
し
「
 神
 」
の
語
は
「
 創
 道
者
」
 を
 

意
味
せ
ず
「
崇
拝
さ
れ
る
べ
 
き
者
 」
を
意
味
し
、
「
創
造
者
」
 
を
 意
味
す
 

る
 語
は
「
 主
 」
で
あ
る
と
し
て
、
タ
ウ
 ヒ
一
ド
を
 
「
土
性
に
お
 け
る
タ
ゥ
 

ヒ
 ー
ド
」
と
「
神
性
に
お
け
る
 タ
ゥ
ヒ
 ー
ド
」
に
一
一
分
し
 、
ィ
 
ス
 -
 
ブ
 l
 ム
 

0
 便
信
の
本
質
を
「
神
性
に
お
け
る
 タ
ウ
ヒ
 ー
ド
」
つ
ま
り
 
ア
 ッ
 ラ
 ー
唯
 

一
者
に
の
み
崇
拝
を
帰
す
こ
と
と
説
く
。
そ
し
て
「
土
性
に
お
け
 る
タ
ウ
 

ヒ
 ー
ド
」
は
ア
ラ
フ
修
辞
学
で
の
「
叙
述
 文
 」
の
問
題
で
あ
り
 真
偽
判
断
 

が
 可
能
な
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
神
性
に
お
け
る
 
タ
ウ
ヒ
 ｜
ド
 」
 @
 
ま
 

「
要
求
 文
 」
の
問
題
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
実
践
の
問
題
と
さ
れ
る
 の
で
あ
 

る
 。
中
田
氏
は
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
 l
 ヤ
 の
世
界
観
は
「
主
体
的
 世
界
観
」
 

と
 呼
び
 ぅ
 る
と
語
る
。
 

第
七
章
「
ヴ
ィ
 
一
コ
 断
章
」
で
、
佐
々
木
兎
 氏
は
 、
さ
ま
ざ
ま
 な
 独
創
 

が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
引
用
の
不
正
確
、
概
念
使
用
の
 あ
い
ま
い
 

さ
 、
記
述
の
錯
綜
等
々
に
よ
り
、
も
う
ろ
う
と
し
た
 G
.
 

ヴ
ィ
 

一
コ
 の
思
 

想
を
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 l
 の
中
・
後
期
の
思
索
へ
の
通
路
を
さ
ぐ
 り
な
が
ら
 

追
っ
て
い
る
。
佐
々
木
尻
 は
 、
言
語
の
起
源
を
 、
 天
を
生
命
 あ
 る
 実
体
と
 

み
な
し
そ
れ
を
ゼ
 
ウ
 ス
と
い
う
詩
的
象
徴
人
格
（
詩
的
記
号
）
 

申
 、
 
語
っ
た
 

と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
す
る
ヴ
ィ
一
コ
の
手
法
を
、
神
話
物
語
 生
成
の
現
 

場
を
再
現
し
、
神
話
（
言
語
）
の
起
源
を
い
わ
ば
下
か
ら
説
明
 し
て
い
る
 

と
し
て
、
た
だ
し
こ
り
し
た
事
態
が
あ
ら
ゆ
る
民
族
に
共
通
で
 あ
る
と
い
 

ぅ
 主
張
を
貫
く
た
め
に
は
、
摂
理
の
光
と
い
っ
た
上
か
ら
の
 枠
 組
み
設
定
 

を
 必
要
と
し
た
と
語
る
。
し
か
し
舌
口
語
の
起
源
を
単
に
神
に
帰
 

し
た
り
、
 

動
物
（
人
間
の
野
蛮
状
態
）
に
帰
す
こ
と
が
ヴ
ィ
ー
コ
の
意
図
で
 
は
な
く
、
 

原
理
の
両
義
性
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
と
し
、
 

「
人
間
と
は
本
来
、
精
神
と
肉
体
と
言
葉
と
に
 

他
 な
ら
ず
、
 
そ
 し
て
甘
口
話
 
咀
 

は
 精
神
と
肉
体
と
の
間
に
あ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
ヴ
ィ
ー
 コ
ハ
リ
 
甘
口
女
車
 

下
 

を
 引
き
、
言
葉
の
変
遷
史
は
人
間
本
性
の
変
遷
史
で
あ
り
、
 人
 間
木
性
が
の
 

 
 
 
 
 
 

変
わ
る
故
に
舌
口
葉
は
変
遷
す
る
と
理
解
す
る
。
 

第
八
章
「
エ
ー
テ
ィ
 

ソ
ガ
｜
 神
智
学
に
お
け
る
生
の
イ
デ
ー
 と
 
 
 

言
葉
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
、
進
藤
英
樹
 氏
は
 、
「
南
方
の
魔
 者
 」
と
し
 



て
 有
名
な
一
八
世
紀
ド
イ
ツ
の
 シ
ユ
ダ
 ア
ー
ベ
 ソ
，
ピ
 ニ
テ
ィ
 ズ
ム
 の
 父
 

祖
 の
一
人
エ
ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
 書
 
「
王
女
ア
ソ
ト
ニ
ア
の
 力
、
 
Ⅰ
 フ
１
教
導
 

図
 」
を
中
心
に
キ
リ
ス
ト
教
カ
バ
ラ
ー
思
想
に
つ
い
て
論
じ
て
 い
る
。
 こ
 

の
 書
で
は
聖
書
解
釈
の
問
題
が
重
要
な
主
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
 進
藤
氏
 

は
 聖
書
と
自
然
と
が
極
め
て
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
捉
え
ら
れ
て
い
 る
 点
に
 ェ
 

｜
 テ
ィ
ン
ガ
ー
の
独
自
性
を
み
る
。
自
然
も
聖
書
も
神
の
生
 、
 神
の
霊
 身
 

体
性
の
象
徴
で
あ
り
、
こ
の
象
徴
の
解
読
こ
そ
が
、
人
間
の
再
 生
 に
と
っ
 

て
 決
定
的
な
役
割
を
に
な
 う
 と
す
る
。
自
然
の
根
底
に
は
そ
の
 原
 像
と
し
 

て
 0
 ム
 ソ
ド
ゥ
ス
 ・
ア
ル
 ケ
 ト
ゥ
ー
フ
ス
の
根
源
イ
デ
ー
が
 潜
 ん
で
い
る
 

と
さ
れ
る
が
、
同
じ
 原
像
｜
 模
像
関
係
が
聖
書
と
そ
の
根
底
に
 お
か
れ
て
 

い
る
根
源
イ
デ
ー
に
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
聖
書
の
言
葉
は
 
ェ
 ン
フ
レ
ム
 

（
内
的
な
る
も
の
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
外
な
る
も
の
）
 と
 し
て
解
読
 

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
解
読
を
可
能
に
す
る
能
力
を
共
 通
 感
覚
 と
 

名
 づ
け
る
。
人
間
の
魂
の
根
底
に
お
か
れ
た
根
源
 ィ
デ
 一
 な
魂
 が
 感
じ
る
 

と
き
、
共
通
感
寛
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
共
通
感
覚
に
お
 い
て
魂
の
 

根
底
に
あ
る
根
源
イ
デ
 l
 と
聖
書
の
言
葉
の
根
底
に
あ
る
根
源
 イ
デ
ー
 と
 

が
 照
応
す
る
と
説
か
れ
る
。
堕
罪
後
の
人
間
は
わ
ず
か
に
残
っ
 た
 共
通
感
 

覚
を
強
化
し
浄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
聖
書
の
象
徴
解
読
 も
 可
能
と
 

な
る
。
 エ
 ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
共
通
感
覚
を
救
 う
 た
め
に
舌
口
薬
 
の
 改
革
の
必
 

稟
性
を
強
調
す
る
が
、
進
藤
氏
は
 エ
 ー
テ
ィ
ン
ガ
ー
が
使
う
 @
=
 

ロ
 
葉
 も
こ
の
 

新
し
い
舌
口
葉
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
と
理
解
す
る
。
 

本
書
 所
 録
の
最
後
の
論
文
は
第
九
章
「
カ
ン
ト
の
宗
教
的
 エ
一
 ト
ス
に
 

つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
木
村
勝
彦
氏
の
論
文
で
あ
る
。
カ
ン
ト
 は
 感
性
を
 

超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
語
り
え
な
い
と
い
う
理
性
の
有
限
性
 を
 思
惟
の
 

前
面
に
立
て
る
が
、
こ
の
理
性
批
判
が
辿
り
つ
い
た
第
一
の
 成
 果
が
、
物
 

そ
れ
自
体
は
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
 た
 。
同
様
 
瑚
 

に
 、
超
感
性
的
な
も
の
に
関
す
る
知
識
を
廃
棄
し
、
た
だ
自
ら
 の
 有
限
な
 

)
 

 
 

立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
神
を
問
題
に
し
得
る
と
 カ
ン
 ト
は
 考
え
㏄
 

る
 。
木
村
氏
に
よ
れ
ば
、
 

カ
ソ
ト
 が
「
宗
教
論
 し
 全
体
で
意
図
 し
た
こ
と
 

は
 、
啓
示
信
仰
と
い
う
要
素
を
排
除
し
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
 を
 真
の
宗
 

致
 す
な
わ
ち
道
徳
的
な
教
え
の
体
系
と
し
て
捉
え
直
す
と
い
う
 こ
と
で
あ
 

っ
 た
と
さ
れ
る
。
理
性
批
判
と
は
人
間
の
限
界
を
画
定
す
る
も
 の
で
あ
る
 

が
 、
最
終
的
限
界
と
は
超
感
性
的
な
も
の
と
の
無
限
の
深
淵
に
 直
面
し
て
 

信
仰
に
向
か
う
と
ぎ
示
さ
れ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
木
村
 氏
は
批
判
 

哲
学
は
必
然
的
に
宗
教
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
批
判
 哲
 学
は
宗
教
 

論
 を
ま
っ
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
と
理
解
す
る
。
カ
ン
ト
の
 あ
 ら
ゆ
る
 哲
 

学
的
営
為
の
根
底
に
流
れ
る
か
の
調
べ
を
木
村
氏
は
宗
教
的
 ェ
 ｜
 ト
ス
 と
 

呼
び
た
い
と
語
る
。
 

以
上
十
人
の
論
文
を
読
み
と
れ
た
問
題
性
に
従
が
っ
て
紹
介
を
 試
み
た
 

が
 、
そ
れ
ぞ
れ
が
多
彩
な
問
題
領
域
で
か
な
り
思
い
切
っ
た
 知
 的
 冒
険
を
 

試
み
て
い
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
の
 テ
ソ
シ
ョ
ソ
 
に
合
わ
せ
な
が
ら
 読
ん
で
い
 

く
の
は
読
者
と
し
て
け
っ
し
て
楽
な
作
業
で
は
な
い
。
し
か
し
 な
が
ら
そ
 

れ
ぞ
れ
に
懸
け
ら
れ
た
言
語
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
多
様
な
論
文
科
 は
 、
 「
あ
と
 

が
き
」
に
あ
る
よ
う
に
「
日
本
の
宗
教
思
想
研
究
の
新
し
い
 ェ
 不
 ル
ギ
 l
 

の
渦
 」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
 極
 め
て
 刺
 

激
 的
な
問
題
意
識
が
こ
こ
に
は
 ぅ
 ご
め
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
  
 



書評 
 
 紹介 

創
立
桂
一
九
九
三
年
八
月
二
五
日
刊
 

A
 五
刑
三
六
 0
 頁
 
四
九
四
四
円
 

石
井
 
誠
士
 

「
日
本
人
が
、
世
界
の
文
化
に
何
ら
か
の
寄
与
を
な
し
 
ぅ
 る
と
す
 れ
ば
、
 

そ
れ
は
精
神
文
化
の
領
域
に
お
い
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 今
 日
の
輝
か
 

し
い
物
質
文
明
の
発
展
は
 、
 我
々
の
目
を
宗
教
や
思
想
の
領
域
 か
ら
そ
ら
 

せ
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
当
に
文
化
の
名
に
値
す
る
の
は
 、
や
は
り
 

精
神
的
な
所
産
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
 

著
者
は
、
本
書
を
、
こ
の
言
葉
を
以
て
始
め
て
い
る
。
 

か
っ
て
は
「
和
魂
洋
才
」
な
ど
と
言
わ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
 後
は
 、
 

武
器
を
捨
て
、
物
も
乏
し
い
わ
が
国
は
、
精
神
文
化
の
面
で
世
 界
 に
貢
献
 

し
て
い
く
べ
き
だ
、
と
主
張
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
、
 一
 世
紀
以
上
 

か
け
て
推
進
し
て
き
た
近
代
化
印
西
洋
化
に
と
も
か
く
成
功
し
 、
技
術
と
 

経
済
の
大
国
に
な
っ
た
今
で
は
、
そ
う
い
う
見
方
は
む
し
ろ
な
 さ
れ
な
く
 

な
っ
て
い
る
。
 ョ
 ー
 p
 ッ
 バ
人
の
日
本
へ
の
関
心
も
 、
 主
と
し
 て
 技
術
や
 

経
済
と
そ
れ
ら
の
バ
ッ
ク
の
社
会
組
織
に
向
か
う
。
特
質
文
明
 0
 目
覚
 さ
 

し
い
成
果
と
大
戦
中
の
残
虐
性
の
印
象
が
先
だ
ち
、
 抽
創
 的
な
 精
神
文
化
 

に
は
、
ほ
と
ん
ど
目
が
向
け
ら
れ
な
い
。
日
本
人
自
身
も
、
知
識
 
人
は
 、
自
 

ら
の
思
想
的
根
源
を
批
判
的
に
探
究
す
る
こ
と
を
純
正
 ず
 通
げ
 て
き
た
。
 

日
日
本
の
宗
教
哲
学
 口
 

石
田
慶
和
 著
 

そ
れ
は
、
現
在
、
わ
が
国
の
思
想
研
究
の
大
勢
が
現
象
や
文
献
 の
 実
証
的
 

研
究
に
向
か
う
こ
と
で
事
足
れ
り
と
す
る
態
度
に
も
現
わ
れ
て
 い
よ
う
。
 

著
者
は
、
日
本
人
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
る
、
世
界
 の
中
で
 

0
 本
来
の
課
題
を
今
一
度
確
認
し
、
警
告
を
発
し
て
い
る
よ
う
 に
 思
わ
れ
 

る
 。
そ
れ
は
、
技
術
や
経
済
よ
り
も
、
む
し
ろ
創
造
的
な
精
神
 文
化
で
こ
 

そ
 、
日
本
人
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
真
に
貢
献
す
べ
ぎ
で
あ
 る
 、
と
い
 

5
 強
い
確
信
を
著
者
が
抱
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
 あ
ろ
う
。
 

「
日
本
の
宗
教
哲
学
」
こ
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
著
者
の
そ
う
 
い
う
 気
 

持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
精
神
文
化
の
 中
核
を
な
 

す
も
の
は
宗
教
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
仏
教
は
 、
先
 人
た
ち
の
 

真
摯
な
求
道
と
深
い
思
索
に
よ
り
、
イ
ン
ド
や
中
国
と
は
違
っ
 た
 固
有
の
 

発
展
を
遂
げ
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教
も
、
明
治
以
降
、
単
な
る
 外
 来
 宗
教
と
 

し
て
で
は
な
く
、
自
ら
の
血
肉
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
 努
力
を
重
 

ね
て
き
た
、
と
著
者
は
見
る
。
宗
教
哲
学
は
 、
 「
そ
う
し
た
 
精
 神
 的
な
営
 

み
の
跡
付
け
を
す
る
」
学
問
分
野
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
 は
、
 単
に
 

過
去
を
振
り
返
る
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
過
去
を
振
り
返
 る
こ
と
に
 

よ
っ
て
未
来
を
開
く
、
と
い
う
思
想
史
の
本
来
の
課
題
と
取
り
 組
も
う
と
 

し
て
い
る
、
と
言
い
得
る
。
 

さ
て
、
本
書
は
、
西
田
幾
多
郎
、
波
多
野
精
一
、
田
辺
元
、
西
 谷
 官
治
 

の
 四
人
の
宗
教
哲
学
の
思
想
的
把
握
を
中
心
と
し
て
い
る
。
 し
 か
し
、
 そ
 

れ
に
先
だ
っ
て
は
、
植
村
正
久
、
内
村
鑑
三
お
よ
び
清
沢
満
之
 の
 三
人
の
け
 

 
 

明
治
中
期
の
思
想
家
の
先
駆
的
な
業
績
を
論
じ
て
い
る
し
、
 前
 半
か
ら
後
 

(
 

半
へ
の
移
行
の
一
章
は
、
東
京
大
学
の
姉
崎
正
治
・
宇
野
円
空
 
岸
本
英
 

琳
 

夫
の
、
宗
教
の
実
証
的
研
究
と
し
て
の
宗
教
学
の
成
果
の
概
観
 に
 当
て
て
 



い
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
第
七
章
で
、
全
体
の
回
顧
と
展
望
を
 
し
て
い
 

る
 。
 

「
日
本
の
宗
教
哲
学
」
を
テ
 
l
 マ
と
し
た
場
合
、
問
題
に
な
る
 の
は
、
 

方
法
と
研
究
対
象
で
あ
る
。
ま
ず
研
究
対
象
に
つ
い
て
は
、
 本
 書
 で
は
、
 

世
界
の
見
地
か
ら
し
て
も
独
創
的
な
四
人
の
思
想
家
が
取
り
上
 げ
ら
れ
て
 

い
る
。
い
ず
れ
も
、
京
都
大
学
の
哲
学
者
で
あ
る
が
、
波
多
野
 は
 、
い
わ
 

ゆ
る
「
京
都
学
派
」
に
入
ら
な
い
。
今
日
余
り
顧
み
ら
れ
る
こ
 と
が
な
い
 

と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
所
 カ
ソ
ト
 派
の
哲
学
と
か
ら
 独
自
の
宗
 

教
 哲
学
を
構
築
し
た
波
多
野
と
の
対
決
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
 ，
 
」
の
書
は
 

タ
イ
ト
ル
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
た
、
と
言
え
る
。
 た
だ
、
 
こ
 

こ
で
扱
わ
れ
て
い
な
い
思
想
家
の
中
で
、
少
な
く
と
も
、
鈴
木
 大
拙
 、
 久
 

松
真
 
て
そ
し
て
滝
沢
克
己
は
、
通
常
の
 
ア
カ
ヂ
 ミ
ズ
ム
や
半
 
派
の
枠
を
 

破
る
自
由
さ
を
有
す
る
と
は
い
え
、
し
た
が
っ
て
、
波
多
野
と
 も
 、
ま
た
 

西
谷
と
も
、
ち
ょ
う
ど
対
極
を
な
す
よ
う
な
学
風
で
あ
る
 け
 れ
 ど
も
、
 そ
 

ね
た
げ
 
ラ
デ
ィ
カ
ル
且
つ
独
創
的
に
宗
教
の
本
質
に
切
り
込
ん
 で
い
る
の
 

で
あ
る
か
ら
、
「
日
本
の
宗
教
哲
学
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
か
ぎ
 り
は
、
 
や
 

は
り
避
け
て
通
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

次
に
、
方
法
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
各
々
の
思
想
家
 の
ら
 
示
逝
笘
 

の
 理
解
の
仕
方
と
問
題
点
と
を
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
、
可
能
 な
 限
り
明
 

瞭
 に
す
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。
宗
教
を
 論
ず
る
 場
 

合
 、
「
宗
教
哲
学
」
と
な
っ
て
も
、
主
観
的
に
片
寄
っ
た
見
方
に
 陥
り
や
 

す
い
か
ら
、
こ
の
著
者
の
思
想
史
的
姿
勢
は
、
適
切
で
あ
る
、
 
と
 言
え
 

る
 。
 

著
者
は
、
西
田
の
宗
教
理
解
の
特
徴
を
、
宗
教
を
、
「
自
己
」
 0
 間
頭
 

と
し
て
、
人
間
の
宗
教
的
要
求
か
ら
明
ら
か
に
し
た
点
に
見
る
 。
宗
教
的
 

要
求
と
は
、
「
我
々
の
自
己
が
そ
の
相
対
的
に
し
て
有
限
な
る
 
-
 
」
と
を
 
覚
斑
 

知
 す
る
と
共
に
、
絶
対
無
限
の
 力
 に
合
一
し
て
之
に
由
り
て
 永
せ
 
哩
の
真
生
 

)
 

 
 

命
 を
得
ん
と
欲
す
る
の
要
求
」
で
あ
る
。
そ
の
要
求
を
満
た
す
 に
は
、
「
 
自
 

㏄
 

己
の
変
換
、
生
命
の
草
 新
 」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
 い
 わ
ゆ
る
 

「
回
心
」
で
あ
る
。
 

深
く
考
察
す
べ
 
き
 問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
 

絶
対
的
転
換
た
る
「
回
心
」
が
い
か
な
る
こ
と
か
が
十
分
に
明
 

れ
て
い
な
い
、
と
見
る
。
そ
の
こ
と
は
、
悪
や
罪
に
つ
い
て
も
 

だ
が
、
著
者
は
、
西
田
の
宗
教
の
哲
学
的
把
握
に
お
い
て
は
、
 

、
さ
ら
に
 

ら
か
に
さ
 

る
が
、
 そ
 

自
己
の
 

れ
が
田
辺
や
西
谷
の
宗
教
論
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
 、
 と
者
 

え
て
い
 

る
 。
 

西
田
は
、
宗
教
を
根
本
に
し
て
哲
学
を
考
え
て
い
る
と
い
っ
て
 も
、
宗
 

教
 哲
学
を
課
題
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
 波
 冬
野
 は
、
 

ヵ
ソ
ト
 哲
学
に
立
ち
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
を
越
え
て
、
「
 宗
 教
的
 体
験
 

の
 反
省
的
自
己
理
解
、
そ
れ
の
理
論
的
回
顧
」
と
し
て
の
宗
教
 哲
学
を
構
 

薬
 し
た
。
西
田
と
波
多
野
の
こ
の
違
い
は
、
ど
う
い
う
本
質
的
 意
味
を
も
 

っ
て
い
る
の
か
。
著
者
は
、
こ
の
書
で
は
、
そ
れ
に
は
触
れ
て
い
 な
 

こ
れ
に
対
し
て
、
田
辺
は
、
西
田
と
対
決
し
な
が
ら
、
相
対
 と
 絶
対
 と
 

の
 相
互
否
定
的
な
、
弁
証
法
的
な
絶
対
媒
介
に
宗
教
の
本
質
を
 見
た
。
 相
 

対
へ
の
絶
対
の
関
係
は
、
た
だ
相
対
の
相
対
に
対
す
る
関
係
を
 媒
介
と
し
 

て
 成
り
立
つ
、
と
考
え
た
。
著
者
は
、
宗
教
と
倫
理
と
の
弁
証
 法
的
統
一
 

と
 、
往
相
即
還
相
の
循
環
的
媒
介
関
係
の
把
握
に
、
田
辺
の
宗
 教
理
解
の
 

核
心
を
見
て
い
る
。
 



と
こ
ろ
で
、
著
者
は
、
西
谷
の
思
惟
の
成
果
に
つ
い
て
の
叙
述
 に
 特
に
 

力
 を
注
ぎ
、
分
量
的
に
も
、
本
書
の
三
分
の
一
を
費
や
し
て
い
 る
 。
西
谷
 

で
は
、
悪
や
 罪
 と
そ
れ
か
ら
の
救
済
が
い
っ
そ
う
精
敏
に
論
じ
 ら
れ
る
。
 

彼
の
場
合
も
、
宗
教
は
自
己
の
問
題
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
 、
実
存
の
 

問
題
と
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
近
代
科
学
と
い
う
、
時
代
の
根
 本
問
題
と
 

対
決
す
る
仕
方
で
、
考
え
抜
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
西
谷
に
と
っ
て
 、
宗
教
と
 

は
 何
か
は
、
宗
教
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
問
題
で
も
あ
る
。
 ，
 
」
の
問
題
 

の
 解
決
が
禅
の
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
禅
は
、
禅
宗
で
 は
な
く
、
 

む
し
ろ
「
宗
教
一
般
の
立
場
を
越
え
る
も
の
」
で
あ
る
。
だ
か
 ら
 、
西
谷
 

は
 、
そ
の
立
場
か
ら
、
あ
る
べ
き
キ
リ
ス
ト
教
や
浄
土
教
を
も
 
追
究
す
 

る
 。
こ
の
西
谷
の
宗
教
哲
学
に
、
著
者
は
、
明
治
以
降
の
わ
が
 国
の
宗
教
 

哲
学
の
展
開
に
お
け
る
一
つ
の
到
達
点
を
見
て
い
る
。
 

さ
て
、
波
多
野
は
、
「
正
し
き
宗
教
哲
学
」
は
、
宗
教
の
固
有
の
 
内
容
と
 

意
味
と
を
保
有
し
っ
つ
し
か
も
事
実
性
に
お
い
て
研
究
す
る
の
 で
あ
り
、
 

そ
れ
は
、
宗
教
的
体
験
の
内
容
の
反
省
的
目
覚
的
展
開
で
な
け
 れ
ば
な
ら
 

な
い
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
ら
し
た
、
最
も
 根
源
的
な
 

意
味
で
の
体
験
の
尊
重
は
、
波
多
野
に
限
ら
ず
、
日
本
の
宗
教
 哲
学
の
特
 

徴
と
捉
え
る
。
「
宗
教
を
客
観
的
な
研
究
の
対
象
と
し
て
で
は
 な
く
、
 あ
 

く
ま
で
も
自
己
の
主
体
的
な
関
わ
り
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
 」
こ
の
 態
 

度
 こ
そ
、
「
わ
が
国
に
お
け
る
宗
教
哲
学
が
当
初
 よ
 り
め
ざ
し
 た
 宗
教
理
 

紛
 

解
の
基
本
的
方
向
で
あ
っ
た
」
と
言
う
。
 

 
 

 
 

ケ
ゴ
一
か
め
 「
主
体
性
 即
 真
理
」
の
立
場
に
当
た
る
か
ら
で
あ
 る
 。
 

自
己
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
し
て
、
回
心
は
い
か
な
る
こ
と
 か
り
 自
 

己
の
否
定
性
、
つ
ま
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
本
質
は
何
か
。
著
者
 は
 、
西
田
 

の
 説
明
は
、
不
十
分
で
あ
る
、
と
宮
 ぅ
 。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
、
 

厳
密
に
 

ど
 う
 説
明
す
べ
 
き
か
 。
 

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
宗
教
哲
学
、
い
わ
ば
、
宗
教
を
哲
学
 す
る
 立
 

場
も
問
題
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
宗
教
哲
学
を
、
哲
学
の
中
核
と
 
児
 な
し
、
 

宗
教
と
哲
学
は
相
即
す
る
、
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
 

ョ
一
 t
 ッ
 八
人
は
 、
 

必
ず
し
も
そ
う
考
え
な
い
。
だ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
 
者
は
「
 な
 

。
 
せ
 、
哲
学
に
宗
教
の
思
惟
が
入
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 か
 」
と
 問
 

う
 て
く
る
し
、
神
学
者
は
、
「
信
仰
に
と
っ
て
理
性
の
思
惟
は
 無
益
だ
」
 

と
 説
い
て
く
る
。
「
京
都
学
派
」
は
 
、
ョ
 ー
Ⅰ
 
ッ
 パ
人
に
と
り
 
「
 
蹟
 ぎ
の
 

石
 」
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
い
は
、
宗
教
哲
学
は
 
、
 歴
史
的
に
 

は
、
ョ
一
 
a
 ッ
バ
、
 特
に
、
一
九
世
紀
以
後
の
ド
イ
ツ
で
成
立
 し
 、
発
展
 

し
た
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
徹
底
的
な
 実
現
と
布
 

実
の
本
来
の
場
所
を
見
出
し
た
、
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
  
 

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
ど
う
し
て
宗
教
と
哲
学
は
一
つ
に
な
ら
 な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
ど
う
い
う
 立
 場
か
 。
 そ
 

れ
は
、
「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
 
浬
 盤
を
得
る
」
と
言
わ
れ
る
 ょ
 う
 な
 、
浬
 

理
 す
な
わ
ち
理
と
煩
悩
す
な
わ
ち
事
と
、
あ
る
い
は
道
と
平
常
 心
と
が
 真
 

に
一
枚
に
な
っ
た
立
場
、
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
を
欠
い
た
 哲
学
も
 、
 

哲
学
を
欠
い
た
宗
教
も
 、
 等
し
く
抽
象
的
で
あ
る
よ
う
な
立
場
  
 

ぅ
 。
そ
れ
は
、
宗
教
を
哲
学
す
る
と
同
時
に
、
哲
学
を
宗
教
 す
 る
 立
場
で
㏄
 

あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
宗
教
と
哲
学
が
ど
こ
で
一
つ
に
な
る
 か
と
い
う
℡
 

と
 、
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
自
己
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
 い
け
れ
ど
 



も
 、
そ
う
い
う
自
己
、
自
覚
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
 

筆
者
に
は
、
こ
の
二
点
が
、
本
書
で
は
、
問
わ
れ
な
い
ま
ま
、
 残
さ
れ
 

て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
舌
口
 

え
 ぱ
 、
も
し
 

著
者
が
、
こ
れ
ら
を
根
本
的
に
問
い
、
真
に
本
書
冒
頭
の
言
葉
 が
 示
す
 ょ
 

う
な
世
界
の
視
野
に
立
っ
て
事
柄
に
向
か
っ
た
場
合
、
「
日
本
 の
め
示
教
 
哲
 

学
 」
の
叙
述
は
大
ぎ
く
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
 い
 だ
ろ
う
 

こ
 れ
 著

者
が
本
書
の
終
章
で
触
れ
て
い
る
の
で
敢
え
て
私
見
を
述
。
 
へ
 る
が
、
 

今
日
の
遺
伝
子
操
作
や
臓
器
移
植
な
ど
、
最
先
端
の
生
命
技
術
 で
 起
こ
っ
 

て
い
る
問
題
も
 、
 実
は
、
こ
の
「
宗
教
哲
学
」
の
立
場
の
思
惟
 と
 関
係
し
 

て
い
る
。
私
た
ち
の
生
命
、
生
と
死
は
、
も
と
も
と
対
象
化
で
 
ぎ
ぬ
 も
 

の
 、
し
た
が
っ
て
、
操
作
の
彼
岸
で
あ
る
。
身
体
も
他
者
も
環
 境
 も
そ
 う
 

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
自
己
で
あ
る
か
ら
。
し
か
も
 、
自
己
は
 

自
己
を
対
象
化
す
る
。
現
代
の
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
 一
は
、
私
 
た
ち
の
 生
 

命
 な
 、
対
象
化
し
て
、
操
作
し
ょ
う
と
す
る
。
生
命
自
体
は
対
 象
 化
で
ぎ
 

な
い
し
、
不
生
・
不
死
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
個
体
の
 生
死
、
 そ
 

の
 誕
生
や
病
気
や
死
は
、
対
象
化
さ
れ
 ぅ
 る
し
、
操
作
も
可
能
 で
あ
る
。
 

病
気
の
治
療
で
も
そ
う
な
の
だ
が
、
今
日
の
人
ロ
や
食
料
、
 さ
 ら
に
環
境
 

の
 問
題
と
の
新
た
な
取
り
組
み
に
現
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
人
 間
は
、
生
 

命
を
技
術
に
よ
っ
て
操
作
せ
ざ
る
を
得
な
い
し
、
ま
た
、
す
べ
 ぎ
で
も
あ
 

る
 。
本
来
操
作
で
き
な
い
も
の
を
操
作
す
る
。
生
死
を
越
え
た
 も
の
の
 生
 

死
に
即
し
て
、
生
死
を
選
択
す
る
。
し
か
も
、
生
命
そ
の
も
の
 、
生
死
 そ
 

の
も
の
は
技
術
的
操
作
を
越
え
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
も
、
そ
の
、
 越
え
た
 

立
場
に
立
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
都
度
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
 自
然
的
 生
 

命
の
法
則
に
反
し
て
、
現
実
の
生
命
体
の
在
り
方
を
決
め
、
 ま
 た
 、
方
法
 

を
 選
択
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
「
 煩
悩
を
断
 
避
 

ぜ
 ず
し
て
 浬
 穏
を
得
る
」
が
あ
る
。
「
生
命
へ
の
畏
敬
」
と
い
う
 

 
 

も
 、
も
は
や
、
対
象
化
さ
れ
た
、
維
持
・
発
展
す
る
個
体
の
生
 命
の
尊
重
㏄
 

と
し
て
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
自
然
 観
や
 身
体
観
、
 

さ
ら
に
技
術
 観
 の
問
題
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
が
、
今
日
 、
生
命
倫
 

理
や
環
境
倫
理
と
し
て
、
極
め
て
具
体
的
な
、
し
か
も
深
刻
な
 か
た
ち
で
 

現
わ
れ
て
ぎ
て
い
る
現
代
世
界
の
問
題
は
、
原
理
的
に
ほ
 、
こ
 の
 書
で
 究
 

萌
 さ
れ
た
よ
う
な
「
日
本
の
宗
教
哲
学
」
を
貫
く
思
惟
を
さ
ら
 に
 徹
底
し
 

て
 遂
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
解
決
し
て
い
け
な
い
の
で
は
あ
 
る
ま
い
 

力
 。
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家
の
創
始
者
を
祖
先
と
仰
ぎ
、
こ
れ
を
尊
崇
す
る
儀
礼
を
展
開
 す
る
 民
 

族
や
地
域
は
、
 家
 制
度
が
確
立
す
る
限
り
、
地
球
上
い
た
る
と
 こ
ろ
で
 み
 

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
必
ず
し
も
中
国
・
韓
国
（
朝
鮮
）
な
ど
 の
 儒
教
 文
 

化
 圏
に
み
ら
れ
る
特
殊
現
象
と
は
言
え
ず
、
ま
し
て
日
本
の
専
 売
 特
許
な
 

ど
と
は
到
底
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
文
化
・
社
会
 人
類
学
、
 

こ
と
に
宗
教
人
類
学
の
分
析
の
結
果
、
十
分
に
証
明
さ
れ
る
と
，
 
」
ろ
で
あ
 

る
 。
け
れ
ど
も
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
 
る
そ
れ
 

が
 、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
顕
著
な
特
色
が
見
 ら
れ
る
か
 

ら
で
あ
ろ
う
。
欧
米
の
学
者
が
こ
ぞ
っ
て
こ
れ
ら
の
民
族
や
地
 域
の
祖
先
 

祭
祀
に
視
点
を
あ
て
、
そ
れ
と
他
地
域
と
の
比
較
研
究
に
傾
 到
 す
る
に
い
 

た
っ
た
所
以
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
内
外
の
研
究
業
績
は
汗
牛
充
棟
も
た
 だ
な
ら
 

 
 

 
 

翻
本
書
の
著
者
に
対
し
、
ま
ず
も
っ
て
衷
心
よ
り
敬
意
を
表
 

し
た
い
と
 
思
 

ち
ノ
っ
 

「
祖
先
祭
祀
の
儀
礼
構
造
と
民
俗
 b
 

藤
井
正
雄
 著
 

宗
教
の
ジ
ャ
 
ソ
か
 は
、
巨
視
的
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
 は
 成
立
 

宗
教
（
組
織
宗
教
、
制
度
宗
教
）
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
と
 対
 称
の
民
俗
 

宗
教
。
そ
し
て
三
つ
目
は
 、
 
一
と
二
と
が
各
の
間
で
互
い
に
 対
 流
す
る
 

か
、
 或
い
は
二
 
つ
が
 接
触
交
渉
す
る
分
野
、
つ
ま
り
シ
ン
グ
レ
 -
 
ア
 イ
ズ
ム
 

の
 領
域
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
一
の
成
立
宗
教
と
、
成
立
宗
教
 間
の
シ
ン
 

ク
レ
 テ
ィ
ズ
 ム
 か
ら
生
ず
る
祖
先
祭
祀
の
追
跡
は
 、
 最
も
は
や
 く
か
ら
 着
 

手
 さ
れ
、
そ
の
結
果
、
ほ
ぼ
そ
の
実
情
が
解
明
さ
れ
て
ぎ
た
。
 一
般
に
教
 

義
 と
か
宗
教
結
社
が
執
行
す
る
宗
教
儀
礼
は
悉
く
定
型
化
さ
れ
 て
い
る
の
 

で
、
そ
の
把
握
は
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
 成
 立
 ゥ
ホ
教
の
 

基
底
を
な
す
基
層
社
会
の
民
俗
宗
教
は
、
教
義
や
教
理
の
定
立
 が
な
く
 儀
 

礼
の
展
開
に
も
客
観
的
な
定
律
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
地
域
 や
 結
社
 ご
 

と
の
独
自
性
が
強
く
 、
 濃
い
 
ロ
 一
力
 め
 色
に
解
ら
れ
て
い
て
 地
 域
的
 バ
ラ
 

イ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
。
か
つ
、
そ
の
信
仰
機
能
を
共
同
体
内
 で
 完
結
し
 

よ
う
 と
す
る
意
図
が
深
い
の
で
内
在
的
で
あ
り
潜
在
的
で
す
ら
 あ
る
。
 
こ
 

れ
を
顕
在
化
し
て
、
そ
の
現
象
を
説
明
す
る
の
は
容
易
で
な
い
 。
し
た
が
 

っ
て
、
こ
の
領
域
の
解
明
が
も
っ
と
も
遅
れ
て
い
た
の
は
無
理
 か
ら
ぬ
と
 

こ
ろ
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
盲
点
に
切
っ
先
を
向
け
た
の
は
、
い
 う
 ま
で
も
な
く
柳
田
 国
男
で
 

あ
っ
た
が
、
宗
教
学
者
の
著
者
も
ま
た
、
い
ち
じ
は
柳
田
の
民
 俗
学
に
身
 

を
お
き
な
が
ら
、
日
本
人
の
祖
先
祭
祀
の
儀
礼
分
析
に
連
 進
さ
 れ
た
。
 そ
 

の
 成
果
が
導
入
さ
れ
て
、
博
士
の
学
位
論
文
と
も
な
っ
た
本
書
 が
 成
立
し
㈲
 

 
 
 
 

た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
藤
井
氏
の
問
題
追
究
の
志
向
や
分
析
の
手
法
が
 、
柳
田
 

斑
 

の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
か
と
問
え
ば
、
一
概
に
そ
う
と
は
言
え
 な
い
の
で
 



あ
る
。
多
く
の
点
で
際
立
っ
た
相
違
が
み
ら
れ
、
結
論
に
お
い
 て
も
 異
っ
 

た
と
こ
ろ
が
 
見
ぅ
 げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
本
書
を
柳
田
の
ラ
 
イ
 フ
ワ
 @
 ク
 

「
先
祖
の
話
」
二
九
四
六
年
）
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
と
な
ろ
 う
 。
た
と
 

て
 ば
、
柳
田
は
日
本
人
の
伝
統
的
信
仰
が
外
来
の
仏
教
や
儒
教
 な
ど
、
 と
 

き
に
は
 教
説
 神
道
に
よ
っ
て
さ
え
も
汚
染
さ
れ
て
し
ま
っ
た
 と
 考
え
る
。
 

そ
の
た
め
本
来
の
姿
態
そ
れ
を
柳
田
は
固
有
信
仰
 
と
 称
す
 る
 1
,
 
を
 

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
汚
濁
の
要
素
を
抜
き
去
り
、
身
に
 つ
け
た
 異
 

教
 の
 外
 被
を
剥
ぎ
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
方
法
的
論
拠
と
 し
て
重
出
 

立
証
法
と
周
囲
 論
 と
を
創
案
し
、
そ
の
立
場
か
ら
民
間
信
仰
の
 原
初
形
態
 

を
 抽
出
し
ょ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
。
 

こ
れ
に
対
し
著
者
は
、
む
し
ろ
宗
教
社
会
学
の
視
角
か
ら
地
域
 社
会
に
 

点
綴
す
る
宗
教
現
象
、
と
く
に
儀
礼
事
象
そ
の
も
の
を
対
象
と
 し
 、
丹
念
 

に
そ
の
構
造
を
分
析
し
ょ
う
と
っ
と
め
た
。
そ
の
結
果
、
「
 日
 本
人
の
無
 

 
 

意
識
 下
 に
沈
潜
す
る
見
え
な
い
宗
教
（
民
俗
宗
教
 ｜
 評
者
 註
｜
 ）
」
と
 成
 

正
宗
教
で
あ
る
仏
教
と
の
習
合
的
所
産
で
あ
る
仏
教
民
俗
の
重
 要
 性
を
発
 

見
し
、
そ
の
解
明
に
全
力
を
投
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
序
章
 、
参
照
）
。
 

柳
田
が
仏
教
排
除
の
立
場
を
貫
こ
 う
 と
し
た
の
に
対
し
、
「
 日
 本
仏
教
が
 

日
本
文
化
の
構
築
に
大
い
に
貢
献
し
、
現
代
日
本
人
の
血
と
な
 り
 肉
と
な
 

っ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、
日
本
仏
教
が
最
早
や
外
来
日
 

示
教
で
は
 

な
く
、
わ
が
国
の
土
着
宗
教
の
一
 

つ
 で
あ
る
」
（
六
頁
）
と
の
 前
 提
 に
立
つ
 

藤
井
氏
の
立
論
の
姿
勢
 は
、
 全
く
対
 聴
 的
で
あ
る
と
言
え
る
。
 

そ
の
最
も
 

代
表
的
な
論
旨
が
第
四
章
第
四
節
の
「
無
縁
仏
」
（
四
一
五
 
@
 
一
 一
五
頁
）
の
 

な
か
で
論
述
さ
れ
て
い
る
。
 

無
縁
仏
と
は
、
盆
や
正
月
の
先
祖
の
魂
祭
に
お
い
て
、
そ
の
 祭
 祀
 の
 対
 

象
 と
な
ら
な
い
亡
者
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
二
種
類
が
あ
 っ
て
 、
帰
 

る
べ
き
家
の
な
い
 
遊
魂
と
 
祀
る
子
孫
の
な
い
 孤
魂
 と
が
挙
げ
ら
 れ
る
。
 
こ
 

Ⅲ
 

の
 亡
霊
は
慰
撫
の
手
段
を
十
分
に
受
け
る
こ
と
が
な
い
た
め
 他
 界
 に
安
住
 

 
 
 
 

で
き
な
く
て
、
つ
ま
り
往
生
を
遂
げ
え
な
く
て
、
そ
の
怨
恨
を
 現
世
の
個
㈹
 

人
 、
家
、
地
域
に
お
い
て
晴
ら
そ
う
と
意
図
す
る
。
そ
し
て
 事
 ご
と
に
 怪
 

異
な
現
象
を
惹
 き
 起
こ
す
。
 
人
 び
と
は
そ
の
 
実
 り
を
恐
れ
て
、
 
本
仏
の
祖
 

霊
 以
上
に
手
の
こ
ん
だ
供
養
儀
礼
を
施
し
、
そ
の
難
を
避
け
よ
 う
と
つ
と
 

め
る
。
そ
こ
で
 
万
 霊
の
供
養
塔
碑
を
建
立
し
た
り
、
 

盆
 行
事
に
 
お
い
て
 祖
 

霊
 慰
撫
の
木
施
餓
鬼
棚
と
は
別
に
、
無
縁
霊
の
棚
を
設
け
る
 習
 俗
が
 生
れ
 

た
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
無
縁
の
仏
が
発
生
し
、
し
か
も
時
代
と
と
も
に
そ
の
 種
類
と
 

数
 と
が
増
大
し
て
き
た
の
は
、
決
し
て
在
来
固
有
の
姿
を
示
す
 も
の
で
は
 

な
い
。
そ
れ
は
仏
家
の
誘
導
、
こ
と
に
青
檀
関
係
の
確
立
と
家
 制
度
の
固
 

走
 化
が
も
た
ら
し
た
後
世
の
所
産
で
あ
る
。
仏
家
が
、
死
者
 霊
 を
 祖
霊
 
へ
 

と
 統
合
化
し
よ
う
と
す
る
 木
 釆
の
固
有
信
仰
を
歪
め
、
 

い
 た
ず
 ら
に
個
々
 

霊
の
供
養
に
力
点
を
お
い
た
た
め
に
生
じ
た
偏
向
で
あ
る
。
 っ
 ま
り
往
来
 

の
 民
間
信
仰
で
は
、
死
者
は
死
霊
・
精
霊
の
段
階
を
へ
て
 、
次
 第
 に
清
め
 

ら
れ
 没
 個
性
化
し
て
、
や
が
て
三
十
三
年
を
経
過
す
る
と
悉
く
 が
 祖
霊
 と
 

い
 う
 集
合
体
に
融
合
し
、
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
存
在
だ
と
見
て
 い
ろ
。
 そ
 

の
よ
う
に
説
い
た
の
が
、
柳
田
の
祖
霊
神
学
で
あ
っ
た
。
 

こ
れ
に
対
し
著
者
は
、
多
く
の
民
俗
事
例
を
挙
示
し
な
が
ら
 ソ
 フ
ト
 な
 

抵
抗
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。
た
と
え
ば
盆
の
施
餓
鬼
行
事
に
お
 い
て
、
 先
 

祖
 代
々
の
霊
位
を
追
善
し
、
現
前
の
一
切
の
餓
鬼
が
罪
障
を
消
 滅
し
、
 苦
 

を
 離
れ
、
浄
土
に
生
ま
れ
、
見
仏
聞
法
し
て
成
仏
を
願
 う
 。
 そ
 う
し
た
 仏
 



書評と紹介 

古 「 有位美礼   
い
る
と
、
み
る
。
 

第
一
は
、
外
来
宗
教
の
受
容
 仁
 よ
っ
て
日
本
人
の
宗
教
生
活
が
 ど
の
よ
 

う
 に
変
っ
た
か
、
そ
の
変
容
事
情
を
奄
美
・
沖
縄
や
本
土
の
諸
 地
域
で
検
 

証
し
た
第
二
章
。
こ
こ
で
著
者
は
、
外
来
の
諸
宗
教
が
地
域
の
 基
層
信
仰
 

を
 排
除
す
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
変
容
 し
 受
容
さ
れ
て
い
く
 実
 態
 な
 ト
 ン
 

｜
ス
 し
て
い
る
。
第
一
一
は
、
日
本
の
祖
先
祭
祀
と
密
着
し
た
 

仏
 教
の
儀
礼
 

構
造
を
各
宗
の
法
要
儀
式
に
即
し
て
詳
細
し
分
析
し
た
第
三
章
 。
そ
の
な
 

か
で
教
義
と
民
間
の
信
仰
習
俗
が
巧
妙
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
 事
情
を
明
 

示
す
る
。
そ
の
発
見
に
刺
激
さ
れ
て
、
 

っ
 づ
く
第
四
章
で
は
、
 
日
本
人
の
 

民
俗
宗
教
に
顕
著
な
信
仰
事
実
を
抽
出
し
、
タ
タ
リ
 神
 
・
 ヒ
ト
 神
と
か
 葬
 

墓
制
、
血
忌
・
 
死
忌
 を
め
ぐ
る
斎
忌
観
念
な
ど
、
も
ろ
も
ろ
の
 俗
信
を
調
 

査
し
 観
察
し
た
成
果
か
ら
、
祖
霊
信
仰
や
不
浄
観
な
ど
が
仏
教
 の
 教
義
と
 

深
い
関
り
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
 死
 霊
供
養
の
 

霊
場
と
し
て
有
名
な
四
国
弘
行
寺
の
現
況
を
詳
し
く
紹
介
し
な
 が
ら
、
 日
 

本
 各
地
の
葬
送
習
俗
や
慰
霊
形
態
と
を
照
合
し
、
仏
教
と
祖
先
 祭
祀
と
が
 

矛
盾
な
く
融
合
安
定
し
て
い
る
こ
と
を
力
説
す
る
。
こ
の
二
つ
 0
 章
は
 、
 

著
者
が
も
っ
と
も
力
説
す
る
第
三
部
門
を
構
成
す
る
と
と
も
に
 、
祖
先
発
 

祀
が
 仏
教
と
民
俗
宗
教
の
習
合
的
産
物
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
 
い
て
い
 

る
 。
 

柳
田
国
男
の
衣
鉢
を
受
け
た
評
者
な
ど
は
、
日
本
宗
教
学
会
の
 学
術
大
 

全
や
 九
 学
会
連
合
の
共
同
調
査
を
は
じ
め
、
幾
多
の
地
域
調
査
 に
ご
一
緒
の
 

 
 

し
て
学
恩
を
受
け
る
こ
と
多
大
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
宗
教
学
 
社
会
学
 

(
 

人
類
学
・
民
俗
学
等
の
広
く
て
深
い
素
養
の
も
と
常
に
普
遍
的
 視
野
 か
 

Ⅲ
 

ら
 問
題
の
処
理
に
あ
た
り
、
繊
密
な
分
析
の
 5
 え
 、
見
事
な
体
 系
化
 を
は
 



か
り
、
次
々
と
新
説
を
唱
道
し
て
学
界
に
新
風
を
送
り
届
け
た
 探
 れ
た
 力
 

量
 に
感
服
し
て
ぎ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
何
れ
も
、
現
実
の
社
 ム
五
で
生
起
 

す
る
具
体
的
な
宗
教
現
象
を
直
視
し
、
そ
の
世
界
に
跳
び
こ
ん
 で
 実
態
を
 

と
こ
と
ん
調
査
追
究
し
た
成
果
の
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
 ，
 
」
の
生
き
 

た
 生
々
し
い
宗
教
生
活
を
貸
料
と
し
て
の
立
論
で
あ
る
か
ら
、
 そ
の
実
証
 

約
 説
得
力
が
人
び
と
の
琴
線
に
触
れ
研
究
者
の
共
鳴
を
得
る
に
 い
た
っ
た
 

も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
書
に
は
、
著
者
の
こ
う
し
た
長
所
が
到
 る
と
こ
ろ
 

に
 発
揮
さ
れ
て
い
る
。
 

著
者
は
い
 
う
 ま
で
も
な
く
宗
門
の
出
自
を
も
ち
現
に
僧
籍
に
身
 を
お
く
 

宗
教
学
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
教
理
、
教
義
や
儀
礼
、
 青
檀
関
係
 

の
 実
相
、
 檀
 信
徒
の
信
仰
表
出
の
実
態
等
に
つ
い
て
は
該
博
な
 専
門
的
知
 

見
 を
も
っ
。
と
こ
ろ
が
、
と
か
く
そ
の
こ
と
が
表
に
立
っ
と
無
上
 
巴
調
 

0
5
 

ち
に
宗
門
 側
 へ
と
関
心
が
向
き
、
つ
い
 
護
 教
的
に
陥
っ
た
り
 仏
 教
 起
源
 説
 

に
 惹
か
れ
て
し
ま
 5
 。
近
来
、
宗
門
関
係
者
の
仏
教
民
俗
を
説
 く
 研
究
者
 

に
 ま
ま
見
ら
れ
る
一
般
的
風
潮
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
の
著
者
 に
は
全
く
 

そ
の
偏
向
は
み
ら
れ
な
い
。
深
淵
な
仏
教
教
 説
 に
立
っ
て
 、
そ
 0
 百
三
思
 
を
 

忠
実
に
披
露
し
た
の
ち
に
、
土
着
の
民
間
信
仰
と
融
合
し
た
 経
 緯
 に
委
曲
 

を
 尽
く
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
的
な
固
有
在
来
 説
 に
反
省
を
 加
え
て
い
 

る
 。
こ
れ
が
強
い
説
得
力
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
客
観
 的
で
厳
格
 

な
 批
判
的
態
度
か
ら
生
れ
た
祖
先
祭
祀
論
は
 、
 二
つ
の
立
場
を
 &
 
万
全
に
止
 

揚
 し
え
た
成
果
と
い
え
よ
 う
 。
 

い
っ
ぱ
ん
に
祖
先
祭
祀
の
発
生
と
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
を
展
望
す
 
る
と
 

き
 、
そ
の
基
盤
と
な
り
背
景
と
な
っ
た
死
後
他
界
観
の
成
熟
 と
 
（
 
家
 ）
 の
 

成
り
立
ち
や
 家
 制
度
の
変
遷
過
程
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
 い
 。
近
来
 

の
 高
度
経
済
成
長
に
よ
る
産
業
構
造
の
変
貌
と
急
激
な
近
代
化
 
の
 波
及
 

は
 、
わ
が
国
の
地
域
共
同
体
に
大
き
な
変
革
を
も
と
め
た
し
、
 現
行
民
法
悦
 

 
 

に
よ
 る
核
家
族
の
創
出
は
伝
統
的
 家
 制
度
を
根
底
か
ら
 換
青
 し
 奪
胎
し
よ
 

 
 

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
大
変
化
が
在
来
の
祖
先
祭
祀
の
様
相
を
 大
き
く
 変
 

㏄
 

え
 っ
 っ
 あ
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
当
面
す
 る
 大
問
題
 

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
、
新
見
解
を
導
く
こ
と
 が
 、
本
間
 

観
 に
関
る
研
究
者
の
緊
急
な
課
題
で
あ
り
、
本
書
の
著
者
の
今
 後
に
与
え
 

ら
れ
た
命
題
と
な
ろ
 う
 。
そ
の
た
め
に
は
、
本
書
で
取
扱
 う
こ
 と
の
 薄
か
 

っ
た
 歴
史
的
展
望
を
是
非
と
も
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
 考
 え
る
。
 

幸
 に
も
、
そ
の
構
想
は
、
す
で
に
著
者
最
近
の
論
考
の
な
か
で
 芽
生
え
て
 

い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
 

研
 鎮
を
集
大
成
し
て
、
十
分
に
彫
琢
 し
た
日
本
 

人
 に
お
け
る
祖
先
 
観
 の
全
体
像
を
明
示
し
て
 
頂
 ぎ
た
い
と
念
願
 す
る
。
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真
野
俊
和
 

「
真
宗
」
と
「
民
俗
信
仰
」
と
…
…
。
 

じ
 つ
の
と
こ
ろ
こ
の
 両
 者
、
学
 

問
 と
し
て
の
民
俗
学
に
と
っ
て
も
、
宗
門
と
し
て
の
真
宗
に
と
 っ
て
・
も
 
、
 

少
々
や
っ
か
い
な
相
手
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
俗
に
「
門
徒
 も
の
知
ら
 

ず
 」
な
ど
と
い
い
、
真
宗
地
帯
は
研
究
者
が
と
り
あ
げ
た
く
な
 る
 魅
力
的
 

な
 民
俗
事
象
に
と
ば
し
い
と
、
調
査
や
研
究
の
フ
ィ
 一
ル
ド
 に
 し
た
が
ら
 

な
い
傾
向
が
前
者
の
が
わ
に
根
強
く
あ
っ
た
し
、
他
方
、
雑
行
 の
 排
除
 や
 

神
祇
下
拝
の
理
念
に
た
り
後
者
に
と
っ
て
 ほ
 、
民
俗
的
な
信
仰
 へ
の
傾
斜
 

と
は
 あ
る
べ
き
信
仰
の
弱
さ
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
 認
識
さ
れ
 

た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
近
年
、
た
が
い
に
他
を
 忌
避
し
よ
 

ぅ
 と
す
る
意
識
に
か
す
か
な
変
化
が
み
え
は
じ
の
た
ら
し
い
こ
 と
も
事
実
 

で
あ
る
。
本
書
の
序
章
で
要
領
よ
く
整
理
さ
れ
た
よ
う
に
、
 民
 俗
学
に
た
 

ず
さ
わ
る
研
究
者
た
ち
の
な
か
で
真
宗
に
と
り
 く
 む
も
の
が
、
 
徐
々
に
で
 

綺
は
あ
る
が
、
あ
ら
わ
れ
て
ぎ
て
い
る
。
い
っ
ぱ
 

う
 、
民
俗
 

的
な
心
情
の
日
 

と
本
 宗教
に
は
た
し
て
ぎ
た
意
義
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
 視
 点
か
ら
今
日
の
 

舘
 

真
宗
の
あ
り
か
た
を
論
じ
た
提
言
（
大
村
英
昭
・
令
兄
 暁
 嗣
 ，
佐
々
木
工
 

典
 
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
親
鸞
 
日
 同
朋
 舎
 、
一
九
九
 0
 年
 ）
 が
 宗
門
の
内
 

円
 
真
宗
と
民
俗
信
仰
 目
 

蒲
地
勢
至
 著
 

部
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
、
お
お
き
な
反
響
を
 ょ
 ん
だ
こ
と
も
記
憶
 に
あ
た
ら
 

し
い
。
も
っ
と
も
総
体
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
ん
な
理
解
は
ま
だ
 ほ
ん
の
芽
 

生
え
と
い
っ
た
段
階
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手
に
市
民
権
を
 あ
た
え
た
 

と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
と
お
い
状
況
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
 ろ
 う
 。
 

し
た
が
っ
て
本
書
の
第
一
の
特
色
は
 、
 水
と
油
と
で
も
い
っ
た
 も
よ
い
 

ふ
た
り
の
信
仰
を
研
究
の
姐
上
に
な
ら
べ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
 と
い
う
こ
 

と
は
本
書
を
読
む
 う
 え
で
の
第
一
の
関
心
が
、
ふ
た
り
の
信
仰
 が
ど
の
 
ょ
 

う
 な
事
実
と
ど
の
よ
う
な
論
理
で
結
び
っ
げ
ら
れ
た
か
、
と
い
 う
と
こ
ろ
 

に
 置
か
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
主
と
し
て
こ
う
し
た
関
心
に
そ
 っ
て
よ
 
杢
 重
目
 

を
 読
ん
で
い
ぎ
た
い
が
、
ま
ず
は
内
容
を
順
を
お
っ
て
ま
と
め
 る
と
こ
ろ
 

か
ら
議
論
を
は
じ
め
よ
 う
 。
 

序
章
「
真
宗
と
民
俗
 ｜
 問
題
点
と
課
題
 ｜
 」
で
は
、
さ
き
に
 述
 べ
た
よ
 

う
 に
研
究
史
的
な
整
理
と
、
著
者
の
視
角
の
提
示
が
お
こ
た
 ね
 れ
る
。
 こ
 

こ
で
著
者
は
端
的
に
っ
ぎ
の
よ
う
に
い
 う
 。
 

問
題
の
所
在
は
ど
こ
ま
で
も
「
真
宗
と
民
俗
」
で
あ
っ
て
「
 首
窪
 不
の
 

民
俗
」
で
は
な
い
。
（
七
ぺ
 
ー
 ジ
）
 

こ
の
表
現
は
木
場
明
恵
氏
へ
の
反
論
か
ら
で
て
き
た
も
の
で
あ
 る
 。
 す
 

な
わ
ち
木
場
 氏
が
 
「
ご
く
普
遍
的
な
真
宗
の
あ
り
方
が
 

、
 実
は
 民
俗
的
で
 

あ
る
」
と
、
真
宗
地
帯
に
お
け
る
宗
教
習
俗
を
そ
の
ま
ま
「
 
真
土
 不
 の
 民
 

俗
 」
と
位
置
づ
げ
た
の
に
た
い
し
、
著
者
は
「
た
だ
真
宗
を
 ョ
 民
俗
宗
教
 

の
 一
つ
 ヒ
と
 規
定
し
た
り
、
真
宗
の
民
俗
否
定
的
性
格
に
つ
い
 て
 考
慮
し
㊥
 

な
く
な
る
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
真
宗
は
日
本
で
成
立
し
 た
も
の
で
 

(
 

は
あ
る
が
、
そ
の
教
義
は
仏
道
の
体
系
の
中
に
位
置
づ
げ
ら
れ
 る
も
の
で
Ⅸ
 

あ
り
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
が
究
明
し
て
ぎ
た
日
本
人
の
民
俗
信
 仰
 と
は
 墓
 

  



本
 的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
六
ぺ
 
ー
 ジ
）
と
、
あ
く
ま
で
 民
俗
信
仰
 

と
は
真
宗
と
別
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
民
俗
 と
 真
宗
と
 

が
ど
の
よ
う
に
か
ら
み
あ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
研
究
の
目
標
 な
さ
だ
 め
 

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
張
に
た
い
し
て
評
者
は
 若
干
の
保
 

密
 な
し
て
お
ぎ
た
い
。
そ
の
意
図
は
ま
た
あ
と
で
述
べ
る
。
 

つ
ぎ
に
本
論
は
お
お
ぎ
く
三
章
に
め
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
章
 「
真
宗
 

と
 祖
先
崇
拝
」
は
、
仏
壇
、
葬
送
儀
礼
、
墓
制
な
ど
の
実
態
と
 歴
史
的
展
 

開
 を
と
お
し
て
、
真
宗
の
中
核
的
な
観
念
の
ひ
と
つ
が
、
民
俗
 社
会
に
お
 

げ
る
死
者
や
先
祖
と
い
う
観
念
と
ど
の
よ
う
に
接
合
し
て
 き
た
 か
 、
と
い
 

ぅ
 問
題
を
論
じ
て
い
る
。
理
論
的
に
は
、
著
者
が
序
章
で
主
張
 し
た
こ
と
 

と
も
っ
と
も
か
か
わ
り
の
深
い
性
格
を
も
っ
た
 章
 と
い
え
る
か
 
も
し
れ
た
 

い
 。
こ
こ
で
あ
っ
か
わ
れ
る
材
料
は
お
お
ぎ
く
二
 つ
 あ
る
。
 
一
 っ
は
 寺
院
 

や
 在
家
に
ま
つ
ら
れ
る
位
牌
、
本
尊
な
ど
、
二
つ
の
は
死
者
を
 埋
葬
す
る
 

た
め
の
墓
で
あ
る
。
 

最
初
の
テ
ー
マ
は
、
第
一
節
「
真
宗
の
民
俗
性
と
反
民
俗
性
 ｜
 位
牌
 と
 

御
影
に
み
る
祖
先
崇
拝
観
 ｜
 」
、
第
三
節
「
真
宗
門
徒
の
葬
送
 

儀
礼
１
オ
 

ソ
一
 ブ
ッ
 考
｜
 」
、
第
四
節
「
 オ
ソ
一
 ブ
ツ
 と
 真
宗
仏
壇
の
成
 立
 」
で
論
 

じ
ら
れ
る
。
 

在
家
仏
教
信
徒
の
家
の
仏
壇
に
ご
く
一
般
的
に
ま
つ
ら
れ
る
 位
 牌
は
、
 

阿
弥
陀
如
来
に
 
よ
 る
往
生
Ⅱ
救
済
を
第
一
義
的
に
説
く
真
宗
に
 
あ
っ
て
 

は
 、
元
来
み
と
め
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
 か
か
わ
ら
 

ず
 、
じ
っ
さ
い
に
は
今
日
お
お
く
の
真
宗
の
家
庭
の
仏
壇
に
位
 牌
 が
ま
っ
 

ら
れ
、
礼
拝
供
養
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
事
実
 の
 背
後
に
 

日
本
人
の
根
強
い
祖
霊
信
仰
が
あ
る
と
し
、
大
谷
派
の
本
蔵
 に
 位
牌
に
か
 

わ
っ
て
安
置
さ
れ
る
法
名
 基
に
 、
「
位
牌
の
形
式
を
模
し
な
が
 ら
も
内
容
 

的
に
は
換
骨
奪
胎
し
ょ
う
と
す
る
真
宗
の
立
場
と
、
名
称
は
ど
 ぅ
 で
あ
れ
 

M
 

依
然
と
し
て
従
来
の
位
牌
と
同
じ
祖
先
の
表
象
と
し
て
い
こ
 う
 と
す
る
門
の
 

 
 

徒
の
立
場
が
未
昇
華
の
ま
ま
混
在
し
て
い
る
」
（
一
九
ぺ
 

ー
 ジ
）
 と
 、
ま
さ
㏄
 

に
 真
宗
と
民
俗
と
の
折
衷
的
な
心
意
を
み
て
と
ろ
 う
 と
す
る
の
 が
 、
第
一
 

節
 の
ひ
と
つ
の
論
点
で
あ
る
。
 

第
三
節
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
 オ
ソ
一
 ブ
ッ
と
は
、
真
宗
門
徒
の
 ム
ラ
な
 

ど
で
葬
式
の
と
き
に
手
次
寺
か
ら
臨
時
に
借
り
た
さ
れ
る
阿
弥
 陀
 如
来
の
 

絵
像
の
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
は
仏
壇
脇
の
床
の
間
に
か
げ
ら
 ね
 、
 オ
ソ
 

一
 ブ
ッ
が
葬
儀
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
め
す
事
例
も
 す
く
な
く
 

な
い
と
い
う
。
い
わ
ば
引
導
 仏
 で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
真
宗
独
自
 の
 習
俗
と
 

い
 う
わ
 げ
で
は
な
い
が
、
真
宗
地
帯
に
卓
越
的
に
み
ら
れ
る
も
 の
に
は
ち
 

が
い
な
い
。
そ
こ
で
著
者
は
絵
像
の
裏
書
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
 下
付
の
事
 

清
 に
着
目
し
、
こ
れ
ら
は
か
つ
て
寺
院
が
寺
院
と
し
て
み
 と
め
 ら
れ
る
 前
 

に
 本
山
か
ら
下
付
さ
れ
た
道
場
の
本
尊
で
あ
る
と
推
測
し
た
。
 す
な
わ
ち
 

道
場
が
寺
院
に
昇
格
す
る
と
木
仏
が
下
付
さ
れ
、
絵
像
は
本
尊
 と
し
て
の
 

役
割
を
終
え
る
。
そ
し
て
葬
式
の
際
の
引
導
の
た
め
の
本
尊
と
 な
っ
た
。
 

そ
れ
が
 
オ
 ソ
 @
 プ
 ッ
 の
起
源
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

そ
う
し
て
み
る
と
こ
こ
で
注
目
す
べ
 き
 は
、
こ
れ
ら
引
導
 仏
を
 中
心
と
 

す
る
死
者
儀
礼
が
仏
壇
と
は
別
の
場
所
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
 で
あ
る
。
 

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
仏
壇
と
は
何
な
の
か
、
ま
た
門
徒
に
と
っ
 て
 葬
送
と
 

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
儀
礼
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
当
 然
に
ぅ
か
 

び
あ
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
第
一
節
で
論
じ
 ろ
 れ
た
位
牌
 

の
 問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
 



第
四
節
で
は
そ
の
仏
壇
の
成
立
を
論
ず
る
。
そ
こ
で
ま
ず
愛
知
 宗
一
宮
 

市
某
 寺
院
に
伝
え
ら
れ
た
中
世
 末
 @
 近
世
初
頭
の
門
徒
字
の
 本
 尊
書
上
 帳
 

0
 分
析
か
ら
、
第
一
に
一
般
門
徒
し
絵
像
が
下
付
さ
れ
る
の
は
 十
七
世
紀
 

に
は
い
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
そ
れ
は
真
宗
の
聖
典
 で
あ
る
 蓮
 

如
の
御
文
や
名
号
と
セ
ッ
ト
と
考
え
ら
れ
る
例
が
し
ば
し
ぱ
あ
 る
こ
と
、
 

等
 を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
こ
の
時
期
は
尾
張
地
方
の
真
宗
道
場
 が
 木
仏
 本
 

尊
 
・
寺
号
許
可
を
得
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
寺
院
化
し
て
い
く
状
況
 
に
 符
合
す
 

る
 。
ま
た
こ
れ
ら
門
徒
下
付
の
本
尊
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
家
 固
有
の
も
 

の
で
な
く
、
村
落
内
に
お
け
る
同
行
共
有
の
本
尊
、
い
い
か
え
 れ
ば
持
仏
 

堂
 の
そ
れ
で
あ
っ
た
ろ
 う
と
 推
測
す
る
。
つ
ま
り
近
世
初
頭
に
 一
部
の
道
 

場
が
 寺
院
へ
と
昇
格
す
る
い
っ
ぱ
 ぅ
 で
、
門
徒
の
家
に
持
仏
堂
 が
 成
立
し
 

て
い
く
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
著
者
は
、
そ
の
後
者
が
家
ご
と
 の
 仏
壇
に
 

つ
な
が
っ
て
く
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
右
の
書
上
 帳
 に
あ
ら
 

わ
れ
る
仏
壇
（
持
仏
堂
）
は
、
ま
だ
先
祖
祭
祀
的
性
格
を
も
っ
 
て
い
な
 

い
 。
と
こ
ろ
が
十
七
世
紀
も
未
ご
ろ
か
ら
工
芸
的
な
仏
壇
が
っ
 く
ら
れ
る
 

よ
う
 に
な
っ
て
く
る
と
、
意
識
や
祭
祀
形
態
に
変
化
が
あ
ら
わ
 
れ
て
き
 

て
 、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
家
の
仏
壇
が
成
立
し
て
く
る
の
だ
と
い
 @
0
 

第
二
節
「
 円
無
 墓
制
 ヒ
と
 真
宗
の
墓
制
」
は
刺
激
的
な
論
考
で
 あ
る
。
 

従
来
か
ら
民
俗
学
に
は
両
墓
制
を
中
心
と
し
た
墓
制
研
究
の
 っ
 み
か
さ
ね
 

が
あ
り
、
近
年
で
は
中
世
墓
地
の
発
掘
を
ふ
ま
え
た
歴
史
学
や
 考
古
学
か
 

紛
ら
の
発
言
が
あ
い
つ
い
で
い
る
な
か
で
、
本
節
は
一
石
を
 

投
じ
る
も
の
に
 

と
な
っ
た
。
 

舘
蒜
に
無
 墓
制
と
 よ
 ば
れ
る
、
墓
を
も
た
な
い
風
習
の
 報
告
は
か
な
ら
 

ず
し
も
あ
た
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
両
墓
制
の
議
論
の
 場
合
と
お
 

な
じ
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
「
 墓
 」
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
 の
で
あ
る
 

の
か
、
が
こ
こ
で
も
ま
ず
は
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 著
 者
は
そ
れ
 

を
 石
塔
と
遺
骨
の
処
理
と
い
う
二
つ
の
指
標
で
お
さ
え
よ
 う
と
 す
る
。
 
っ
 

ま
り
た
ん
に
参
る
べ
き
 墓
 Ⅱ
石
塔
を
も
た
な
い
、
と
い
う
だ
 け
 で
な
く
、
 

遺
骨
・
遺
体
の
大
部
分
が
放
置
さ
れ
た
と
き
は
じ
め
て
 無
 墓
制
 と
よ
 び
ぅ
 

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
土
葬
の
場
合
、
「
遺
体
を
土
中
 に
 埋
め
る
 

こ
と
は
そ
れ
に
先
立
つ
葬
送
の
儀
式
が
あ
っ
た
し
、
埋
葬
す
る
 @
 
」
と
で
 墓
 

比
 が
成
立
し
て
き
た
」
（
四
一
。
 へ
 l
 ジ
 ）
の
だ
か
ら
、
厳
密
に
 無
 墓
制
を
 

定
義
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、
土
葬
と
い
う
要
素
も
排
除
さ
れ
な
 げ
 れ
ば
な
ら
 

な
い
。
こ
の
よ
う
な
 無
 墓
制
の
成
立
過
程
を
究
明
す
る
に
あ
た
 っ
て
著
者
 

が
 着
目
し
た
の
は
、
こ
の
風
習
に
真
宗
が
多
数
を
し
め
る
と
い
 ぅ
 事
実
で
 

あ
る
。
著
者
の
見
解
を
か
い
っ
ま
ん
で
整
理
す
れ
ば
お
お
む
ね
 つ
ぎ
の
よ
 

う
で
あ
る
。
 

ま
ず
な
に
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
墓
に
た
い
す
る
真
宗
固
有
の
 位
置
づ
 

げ
で
あ
る
。
中
央
・
地
方
を
と
わ
ず
墓
に
石
塔
を
た
て
る
風
習
 は
 、
十
七
 

世
紀
後
半
こ
ろ
か
ら
真
宗
に
お
い
て
も
一
般
的
に
な
っ
て
き
た
 が
 、
そ
の
 

意
義
に
つ
い
て
は
、
位
牌
と
同
様
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
 す
く
 な
く
と
も
 

墓
所
へ
の
供
花
・
読
経
を
し
た
り
、
真
下
に
父
母
が
い
る
か
の
 よ
 5
 に
 礼
 

拝
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
真
宗
の
教
理
の
根
本
に
抵
触
す
る
 と
い
 5
 党
 

方
が
根
強
か
っ
た
。
こ
の
よ
 5
 な
 石
塔
軽
視
の
教
理
に
の
っ
と
 り
 、
火
葬
 

し
た
あ
と
遺
骨
を
放
置
し
た
ま
ま
で
石
塔
を
建
立
し
な
い
と
こ
 ろ
 も
で
て
 

U
 

く
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
「
 無
 墓
制
」
で
は
な
い
の
か
と
、
 

著
者
は
主
㏄
 

張
 す
る
。
つ
ま
り
か
っ
て
遺
骨
を
放
置
し
、
石
塔
を
建
立
す
る
 習
慣
も
な
 

的
 

 
 

い
 時
代
・
地
域
の
風
習
が
真
宗
の
石
塔
軽
視
の
教
理
と
あ
い
ま
 っ
て
伝
承
 

  



さ
れ
た
の
が
、
今
日
各
地
に
み
ら
れ
る
「
 無
 墓
制
」
の
民
俗
で
 あ
ろ
う
と
 

す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
つ
て
「
 無
 墓
制
」
は
 
け
っ
し
 て
 真
由
ホ
 け
卜
 

固
有
の
も
の
で
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
真
宗
の
墓
制
 親
 は
 、
 石
塔
造
立
 

の
 習
慣
の
な
か
っ
た
時
代
を
今
日
に
ま
で
伝
え
て
い
る
役
割
 さ
，
 て
 は
た
す
 

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
、
著
者
の
議
論
は
敷
桁
さ
れ
る
。
こ
の
 最
後
の
論
 

点
は
序
章
で
「
真
宗
の
民
俗
否
定
・
排
除
と
い
う
こ
と
の
中
に
 は
、
 新
し
 

い
 習
俗
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
一
面
も
考
え
ら
れ
る
」
（
 
七
 。
 
へ
 l
 ジ
 ）
 

と
い
う
注
目
す
べ
き
主
張
の
具
体
何
と
し
て
、
検
討
に
あ
た
い
 す
る
見
解
 

で
あ
ろ
う
。
 

さ
 き
を
急
ぐ
。
第
二
章
「
門
徒
の
村
と
民
俗
」
は
二
節
に
わ
か
 ね
 、
 岐
 

阜
 県
の
山
村
（
第
一
節
「
 能
 郷
の
民
俗
と
真
宗
門
徒
」
）
と
愛
知
 
県
の
平
野
 

部
 0
 々

 ラ
 
（
第
二
節
「
輪
中
の
村
と
真
宗
門
徒
」
）
の
真
宗
を
め
 

ぐ
る
 諸
 

民
俗
の
実
態
と
そ
の
考
察
で
あ
る
。
前
者
の
 ム
ラ
 、
岐
阜
県
 楓
 居
村
 能
郷
 

は
 、
鎮
守
 能
郷
 白
山
神
社
に
能
・
狂
言
を
伝
承
す
る
こ
と
で
よ
 く
 知
ら
れ
 

て
い
る
（
後
藤
淑
 ョ
 中
世
的
芸
能
の
研
究
 b
 
一
九
五
九
年
）
。
 ，
 
」
の
芸
能
 

も
か
つ
て
こ
の
地
で
白
山
信
仰
を
奉
じ
た
修
験
者
に
よ
っ
て
 演
 じ
ら
れ
た
 

も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
 々
ラ
 の
由
来
と
今
日
四
分
の
三
ほ
ど
を
 占
め
て
い
 

る
 真
宗
門
徒
の
信
仰
と
が
ど
の
よ
う
に
折
れ
合
い
な
が
ら
共
存
 し
て
い
る
 

か
が
、
最
大
の
関
心
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
後
者
の
愛
知
県
八
開
村
は
木
曽
川
や
旧
住
屋
川
の
流
域
に
 つ
く
ら
 

れ
た
輪
中
の
村
で
あ
る
。
村
内
の
寺
院
は
真
宗
大
谷
派
が
圧
倒
 的
 多
数
を
 

し
め
て
い
る
。
八
開
村
を
構
成
す
る
 ム
ラ
 、
す
な
わ
ち
各
近
世
 村
 が
い
っ
 

ご
ろ
つ
く
ら
れ
た
か
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
近
世
を
そ
 う
 さ
か
の
 

ぼ
る
時
期
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
寺
院
の
成
立
は
 々
ラ
 の
 開
 発
と
ふ
か
 

く
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
地
域
の
宗
教
状
況
を
特
徴
 
づ
け
る
の
 

は
 、
非
常
に
複
雑
な
 青
 檀
関
係
が
錯
綜
す
る
こ
と
で
、
一
般
に
 一
軒
の
家
醸
 

が
二
 @
 匹
 ケ
寺
 と
関
係
を
も
っ
と
い
う
。
こ
れ
は
寺
の
檀
家
が
 広
範
囲
に
の
 

ち
ち
 ぼ
っ
て
い
る
た
め
で
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
も
あ
っ
て
 、
一
定
 範
 

㏄
 

囲
 め
ム
ラ
 を
担
当
範
囲
と
す
る
 コ
 ー
 シ
タ
 と
い
う
シ
ス
テ
ム
 や
 、
そ
れ
と
 

は
 別
に
男
 手
 と
女
寺
と
い
う
慣
習
が
あ
っ
た
り
す
る
た
め
だ
と
 い
う
。
 

近
世
以
降
の
真
宗
の
在
地
に
お
け
る
構
造
や
機
能
に
か
ん
す
る
 
研
究
 

は
 、
 親
憶
 自
身
の
思
想
的
研
究
や
中
世
後
期
の
一
向
一
 %
 に
か
 ん
す
る
 研
 

究
 の
は
な
や
か
さ
の
か
げ
で
、
い
ち
じ
る
し
く
遅
れ
て
き
た
。
 そ
れ
は
 要
 

す
る
に
近
世
真
宗
そ
の
も
の
の
評
価
の
問
題
で
も
あ
る
の
だ
が
 、
い
ま
そ
 

の
点
に
た
ち
い
る
こ
と
は
し
な
い
。
た
だ
た
と
え
ば
尾
張
八
間
 村
 に
み
ら
 

れ
た
よ
う
な
近
世
村
落
の
開
発
の
問
題
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
 や
 は
り
真
宗
 

の
 卓
越
す
る
越
後
信
濃
川
下
流
域
に
お
い
て
、
近
世
初
頭
の
新
 田
の
開
発
 

に
と
も
な
っ
て
真
宗
が
教
 練
 を
の
ば
し
て
ぎ
た
こ
と
、
そ
の
 経
 過
が
 低
湿
 

地
帯
の
自
然
堤
防
上
へ
の
分
布
に
明
瞭
に
み
て
と
れ
る
と
い
う
 事
実
（
 田
 

子
了
祐
 
「
浄
土
真
宗
の
伝
播
と
近
世
村
落
の
成
立
に
つ
い
て
」
 
新
潟
仏
教
 

文
化
研
究
会
編
目
な
む
の
大
地
 ト
 考
古
堂
、
一
九
八
八
年
）
 な
 ど
も
想
起
 

さ
れ
る
。
同
様
の
傾
向
は
関
東
方
面
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
 
れ
る
こ
と
 

で
、
八
開
村
の
事
例
な
ど
も
そ
う
し
た
歴
史
を
背
景
に
し
て
の
 現
象
な
の
 

で
あ
ろ
う
か
。
 

最
後
に
第
三
章
「
近
世
尾
張
の
真
宗
門
徒
と
講
」
は
一
転
し
て
 、
名
古
 

尾
 御
坊
（
東
本
願
寺
別
院
）
を
め
ぐ
る
尾
張
門
徒
の
活
動
を
題
 
材
 と
す
 

る
 。
文
化
二
年
（
一
八
 0
 五
）
に
は
じ
ま
る
名
古
屋
御
坊
の
拡
 張
 再
建
二
 

事
は
、
以
来
延
々
と
年
月
を
か
さ
ね
、
完
成
は
じ
っ
二
十
八
年
 後
の
文
政
 



六
年
（
一
八
二
三
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
工
事
そ
 の
も
の
は
 

断
続
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
業
全
体
が
尾
張
門
徒
に
と
っ
て
 ど
れ
ほ
ど
 

の
 規
模
を
も
っ
た
行
事
で
あ
っ
た
か
が
描
か
れ
る
（
第
一
節
「
 名
古
屋
 御
 

坊
の
再
建
と
門
徒
」
）
。
つ
ぎ
に
第
二
節
「
尾
張
門
徒
と
講
」
で
 

は
 、
か
れ
 

ら
 尾
張
門
徒
が
ど
の
 ょ
 5
 な
 組
織
の
も
と
で
再
建
工
事
に
結
集
 し
た
か
が
 

追
求
さ
れ
る
。
真
宗
門
徒
の
活
動
が
青
檀
関
係
そ
の
も
の
 よ
 り
 も
 講
を
基
 

盤
 に
お
こ
た
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
前
章
で
も
み
た
と
お
り
 だ
が
、
 御
 

坊
 再
建
に
あ
た
っ
て
も
同
様
 に
 い
く
つ
も
の
毒
が
登
場
す
る
。
 

そ
の
講
の
 

構
造
も
、
手
次
手
付
属
の
講
と
い
く
つ
か
の
 村
 々

に
ま
た
が
る
 
広
域
 講
を
 

両
極
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
っ
た
。
 

こ
れ
ら
の
実
態
が
あ
き
ら
か
に
し
て
く
れ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
は
、
 本
願
 

寺
 と
い
 5
 教
団
が
門
徒
を
把
握
し
、
組
織
し
、
動
員
し
て
い
く
 た
め
の
 戦
 

略
 の
あ
り
 ょ
 5
 で
あ
る
。
そ
れ
は
名
古
屋
御
坊
の
再
建
と
 ぃ
 5
 
一
時
的
な
 

事
業
を
こ
え
て
、
近
世
本
願
寺
教
団
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
の
 解
明
で
あ
 

る
と
い
え
よ
 
う
 。
そ
し
て
ふ
た
つ
め
に
は
、
都
市
 更
 に
お
け
る
 

寺
院
と
い
 

ぅ
 も
の
の
位
置
で
あ
る
。
寺
院
は
た
ん
に
宗
教
的
な
施
設
と
し
 て
だ
け
で
 

な
く
、
各
種
イ
ベ
 
ソ
ト
 の
場
と
し
て
も
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
る
 が
 、
名
古
 

屋
 御
坊
の
再
建
事
業
と
は
、
十
八
年
も
の
歳
月
を
か
け
た
壮
大
 な
 部
市
の
 

祭
 に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
内
容
を
簡
略
に
ま
と
め
て
み
た
。
本
書
を
 ょ
 む
こ
と
は
 
私
自
身
 

綺
の
関
心
に
と
っ
て
有
益
こ
の
う
え
な
い
体
験
で
あ
っ
た
が
 

、
そ
れ
で
も
な
 

と
お
若
干
の
視
点
の
相
違
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
な
い
で
は
 
お
ら
れ
な
か
っ
 

輔
 

た
の
も
事
実
で
あ
る
。
簡
単
に
そ
の
あ
た
り
に
ふ
れ
て
お
 き
た
い
。
 

著
者
の
真
宗
研
究
へ
の
情
熱
を
さ
さ
え
て
い
る
も
の
を
推
量
す
 る
に
、
 

例
の
「
門
徒
も
の
知
ら
ず
」
と
い
う
も
の
い
い
へ
の
反
発
な
の
 か
も
し
れ
 

な
い
。
真
宗
社
会
に
も
み
ご
と
な
「
民
俗
」
が
存
在
す
る
こ
と
 を
 証
明
し
 

て
み
た
い
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
庶
民
文
化
の
古
い
姿
を
追
求
 し
て
き
た
 

民
俗
学
に
貢
献
し
 ぅ
る
 民
俗
を
、
真
宗
は
ど
れ
ほ
ど
豊
か
に
 伝
 
え
 て
き
た
 

こ
と
か
。
著
者
の
怒
り
を
お
そ
れ
ず
に
あ
え
て
い
い
き
っ
て
 し
 ま
え
ば
、
 

マ
マ
ッ
コ
あ
つ
か
い
さ
れ
て
ぎ
た
真
宗
の
名
誉
樹
立
、
と
で
も
 い
っ
た
 欲
 

求
 な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
 う
 の
で
あ
る
。
一
般
 仁
 民
俗
学
 

者
が
真
宗
 

と
い
う
素
材
に
た
ち
む
か
う
と
き
、
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
 よ
う
っ
 

一
 

つ
は
よ
く
よ
く
探
し
て
み
れ
ば
真
宗
の
な
か
に
も
民
俗
が
あ
る
 の
だ
と
い
 

ぅ
 立
場
、
二
つ
目
は
真
宗
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
民
俗
と
し
 て
と
ら
え
 

て
み
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
冒
頭
に
述
べ
た
著
者
 と
木
場
 氏
 

に
 代
表
さ
れ
る
方
向
で
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
そ
れ
な
り
の
 
理
 屈
 は
あ
っ
 

て
 、
そ
れ
自
体
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
、
と
い
う
設
問
は
無
意
 
味
 で
あ
ろ
 

ぅ
 。
だ
か
ら
著
者
の
思
い
は
さ
て
お
い
て
も
、
そ
の
目
の
む
 け
 ど
こ
ろ
が
 

と
も
す
れ
ば
「
形
態
」
に
か
た
む
き
す
ぎ
は
し
な
い
か
と
い
う
 
と
こ
ろ
 

が
、
 
私
に
は
気
に
な
っ
て
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 真
 宗
 の
な
か
 

に
 か
ろ
う
じ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
 無
 墓
制
は
、
じ
っ
は
中
世
 庶
 良
文
化
に
 

ま
で
さ
か
の
 
ぱ
る
 古
い
民
俗
な
の
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
と
 ぎ
 、
そ
の
 古
 

い
 新
し
い
の
 
ヵ
 テ
ゴ
リ
 l
 は
あ
ぎ
ら
か
に
形
態
に
属
す
る
も
の
 
で
あ
っ
 

た
 。
し
か
し
著
者
の
議
論
が
新
旧
の
判
別
で
お
わ
っ
て
し
ま
う
 な
ら
ば
、
 

 
 
 
 

た
と
え
ば
こ
ん
な
疑
問
に
は
ど
 う
 答
え
た
ら
 よ
 い
の
た
ろ
 う
か
  
 

 
 
 
 

さ
き
に
も
要
約
し
た
 よ
う
 に
中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
 て 
石
塔
（
 

墓
の
造
立
が
庶
民
の
あ
い
だ
に
も
普
及
し
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
 は
 遺
骨
Ⅰ
 
麟
 

遺
体
は
む
し
ろ
軽
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
と
き
に
は
そ
の
ま
 ま
 放
置
さ
 



れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
古
来
の
観
念
が
真
宗
の
石
 塔
 軽
視
 観
 

 
 

に
 助
長
さ
れ
て
、
今
日
の
無
墓
制
習
俗
と
し
て
残
っ
た
 、
 の
 た
 と
す
る
。
 

し
か
し
い
 う
 ま
で
も
な
く
 無
 墓
制
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
場
所
 で
の
み
 ほ
 

そ
ば
そ
と
行
わ
れ
て
い
る
慣
行
に
す
ぎ
な
い
。
 

い
 わ
ゆ
る
両
基
 制
 も
ふ
く
 

め
て
今
日
の
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
石
塔
を
き
わ
め
て
 重
視
し
 、
 

ま
た
そ
こ
に
お
さ
ま
る
遺
骨
・
遺
体
の
尊
重
観
念
に
も
た
だ
な
 ら
ぬ
も
の
 

が
あ
る
。
そ
う
し
た
観
念
・
感
情
が
い
か
に
強
い
か
は
、
民
族
 大
移
動
と
 

も
 試
さ
れ
る
盆
の
里
帰
り
風
景
、
半
世
紀
も
昔
の
戦
死
者
の
遺
 骨
 収
集
、
 

臓
器
移
植
や
死
後
解
剖
（
献
体
）
な
ど
へ
の
抵
抗
、
な
ど
な
ど
 の
事
例
に
 

み
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
う
し
た
観
念
・
感
情
 は
い
っ
 ど
 

の
よ
う
に
し
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
の
理
論
 に
し
た
が
 

5
 な
ら
真
宗
以
外
の
宗
派
の
関
与
に
よ
っ
て
そ
の
変
化
が
生
じ
 た
と
と
れ
 

る
が
、
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
に
関
与
し
た
宗
派
と
は
い
っ
た
い
ど
 こ
だ
っ
た
 

と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
 

わ
た
し
の
こ
ん
な
疑
問
は
さ
て
お
い
て
、
肝
心
な
問
題
は
 、
無
 墓
制
を
 

考
え
る
こ
と
が
墓
制
の
理
解
に
な
に
を
 つ
 け
く
わ
え
て
く
れ
る
 の
か
、
 官
 （
 

宗
 の
ど
の
よ
う
な
す
が
た
が
あ
ら
た
に
見
え
て
く
る
の
か
、
 

と
 い
っ
た
こ
 

と
 で
は
な
い
の
か
。
形
態
の
古
い
新
し
い
だ
け
に
収
束
し
て
し
 よ
う
と
し
 

た
な
ら
、
議
論
は
ず
い
ぶ
ん
む
な
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
  
 

著
者
の
形
態
論
へ
の
こ
だ
わ
り
は
 べ
 つ
の
と
こ
ろ
、
た
と
え
ば
 
仏
壇
の
 

成
立
過
程
を
論
じ
る
な
か
に
も
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
ま
た
著
者
 の
 言
を
か
 

り
 て
み
よ
う
。
 

類
型
的
に
は
道
場
が
発
展
し
て
寺
院
が
成
立
し
、
道
場
か
ら
 寺
 院
へ
 

発
展
で
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
（
収
縮
し
た
も
の
が
）
門
徒
の
仏
 壇
で
 

あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
二
四
ぺ
 ー
 ジ
）
 

こ
の
く
だ
り
は
第
一
章
第
四
節
に
お
い
て
、
近
世
初
頭
に
道
場
 が 
つ
ぎ
醸
 

つ
ぎ
と
寺
院
化
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
在
家
に
た
い
し
て
も
本
尊
 ほ
か
の
 法
 

 
  
 

宝
物
の
下
付
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
た
い
す
 る
 著
者
の
㈹
 

解
釈
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
類
型
」
に
着
目
し
て
ま
と
め
る
な
 ら
ば
、
 
み
 

・
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
こ
と
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
 

の
よ
う
に
 

表
現
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
時
期
に
仏
教
界
が
直
面
し
て
い
た
 、
本
末
 制
 

と
 檀
家
制
を
軸
に
し
た
お
お
が
か
り
な
再
編
成
と
い
う
歴
史
 状
 況
 は
ほ
と
 

ん
ど
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。
仏
壇
の
成
立
は
こ
の
状
況
の
な
か
 で
ど
の
 ょ
 

う
 な
意
味
を
も
っ
の
 た
 ろ
 う
か
 。
そ
し
て
著
者
の
こ
う
し
た
 歴
 史
 感
賞
の
 

希
薄
さ
が
、
じ
っ
を
い
 う
と
 冒
頭
の
「
真
宗
と
民
俗
」
な
の
だ
 と
い
 5
 主
 

張
 に
い
た
く
評
者
の
一
抹
の
抵
抗
感
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
 あ
る
。
 

序
章
で
述
べ
ら
れ
た
木
場
 氏
と
 著
者
の
対
立
は
た
ぶ
ん
紙
の
裏
 表
 で
あ
 

る
 。
い
か
な
る
宗
教
で
あ
れ
、
あ
る
社
会
に
位
置
を
占
め
る
た
 め
に
は
、
 

そ
の
社
会
の
構
造
や
文
化
総
体
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
折
れ
合
 い
な
り
け
 

る
こ
と
は
不
可
欠
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
宗
教
の
社
会
化
 
実
体
化
 

と
し
て
肯
定
的
に
み
る
か
、
宗
教
の
意
図
に
反
し
た
変
容
・
 妥
 協
 と
み
る
 

か
 、
と
い
う
点
で
両
義
的
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
こ
と
が
、
 社
ム
 去
 の
ノ
 
ル
ふ
リ
 

に
あ
っ
た
も
の
を
「
民
俗
」
と
 よ
ぶ
か
ょ
 
ば
な
い
か
と
い
う
と
 @
 
し
ろ
ま
で
 

倭
小
 化
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
ほ
と
ん
ど
非
生
産
的
な
神
学
 論
争
の
泥
 

沼
 に
お
ち
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
も
承
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば
 
な
る
ま
 

い
 。
そ
の
う
え
で
な
お
真
宗
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
の
な
か
に
 民
俗
を
み
 

い
だ
そ
う
と
す
る
視
点
は
、
宗
教
理
論
と
し
て
も
民
俗
理
論
と
 し
て
も
、
 

よ
 り
積
極
的
な
意
味
を
発
見
す
る
出
発
点
に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
 ぅ
 。
 す
く
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な
く
と
も
宗
教
を
形
態
に
還
元
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
 、
そ
の
 町
 

龍
佳
は
み
え
て
こ
な
い
。
私
が
本
書
に
た
い
し
て
い
た
く
ほ
と
 ん
ど
唯
一
 

の
 不
満
で
あ
る
が
、
ま
た
著
者
の
次
作
を
待
ち
望
む
の
え
ん
で
 も
あ
る
。
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成 
過 
程 
の 
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る
 。
事
実
、
国
家
神
道
と
い
う
用
語
は
戦
後
の
神
道
の
運
命
を
 左
右
し
た
 

「
神
道
指
令
」
の
中
心
概
念
で
も
あ
っ
た
。
村
上
重
 
良
 ら
に
よ
 る
 戦
後
の
 

国
家
神
道
研
究
は
、
「
神
道
指
令
」
的
な
国
家
神
道
概
念
を
裏
 付
 け
 、
 軍
 

国
主
義
に
帰
結
す
る
近
代
日
本
の
国
家
体
制
は
、
国
家
と
制
度
 的
に
結
び
 

つ
い
た
神
道
（
Ⅱ
国
家
神
道
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
 見
 な
し
て
 

き
た
。
神
道
指
令
は
次
の
よ
う
に
言
 う
 。
 

水
指
令
 ノ
中
 
ニ
テ
意
味
ス
ル
国
家
神
道
ナ
ル
用
語
八
日
本
政
府
  
 

法
令
二
把
 ツ
テ
 宗
派
神
道
 或
 ハ
教
派
神
道
 ト
 区
別
セ
ラ
 
ン
タ
ル
 神
道
 

ノ
 一
派
則
チ
国
家
神
道
乃
至
神
社
神
道
ト
シ
テ
一
般
二
九
ラ
レ
 タ
ル
 

非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
祭
祀
ト
シ
テ
類
別
セ
ラ
 ン
 タ
ル
神
道
 
ノ
一
 派
ヲ
 

指
 ス
モ
ノ
 デ
ア
ル
 。
（
本
書
七
ぺ
 一
ジ
 よ
り
）
 

著
者
の
国
家
神
道
研
究
は
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
国
家
神
道
概
念
 の
 再
検
 

討
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
「
非
宗
教
的
ナ
ル
国
家
祭
祀
」
と
し
 て
の
国
 

家
 神
道
は
、
村
上
重
 良
に
ょ
 
れ
ば
宮
中
祭
祀
と
神
社
神
道
の
結
 合
 に
よ
っ
 

て
 構
成
さ
れ
た
儀
礼
と
制
度
の
体
系
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
 を
 非
宗
教
 

的
な
祭
祀
と
し
て
、
諸
宗
教
の
上
に
立
っ
も
の
と
位
置
づ
 け
た
 の
が
、
 明
 

浩
一
五
年
の
神
官
教
導
職
の
分
離
に
よ
る
「
祭
祀
と
宗
教
の
分
 離
 」
で
あ
 

る
 。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
国
家
神
道
体
制
」
が
成
立
し
た
と
さ
れ
 る
 。
近
代
 

日
本
国
家
は
一
貫
し
て
国
家
神
道
に
テ
コ
入
れ
し
、
国
民
の
国
 家
へ
の
 忠
 

誠
と
 献
身
を
引
き
出
す
道
具
と
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
枠
組
み
 は
 正
し
い
 

だ
ろ
う
か
、
と
著
者
は
問
 う
 。
 

国
家
が
全
国
の
神
社
を
国
民
秩
序
の
基
盤
（
の
一
 つ
 ）
と
し
よ
 
ぅ
と
し
 

た
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
早
く
か
ら
全
国
の
神
社
を
 、
 
一
つ
の
 

制
度
的
枠
組
み
の
も
と
に
繰
り
込
も
 う
 と
し
た
。
社
格
制
度
を
 骨
子
と
す
 

る
 明
治
四
年
の
「
神
社
改
正
」
が
そ
の
一
応
の
成
果
で
あ
る
。
 
「
神
社
は
 

国
家
の
宗
祀
」
と
い
う
国
家
神
道
の
根
幹
と
な
る
 テ
一
ゼ
が
記
 さ
れ
た
の
 

獅
 

も
こ
の
太
政
官
布
告
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
治
四
年
の
 「
神
社
 改
の
 

 
 

正
 」
の
成
立
過
程
の
解
明
か
ら
、
本
書
の
叙
述
は
始
ま
る
。
 こ
 の
こ
と
か
㏄
 

ら
も
わ
か
る
 よ
う
 に
、
本
書
は
国
家
（
政
府
、
議
会
）
が
神
社
 を
ど
の
よ
 

う
 に
制
度
的
に
位
置
づ
け
よ
 う
 と
し
た
の
か
を
問
 う
 、
と
い
う
 問
題
意
識
 

を
 根
底
に
お
い
て
い
る
。
主
に
神
社
制
度
・
神
社
行
政
か
ら
 見
 た
 国
家
 神
 

通
史
（
と
り
わ
け
そ
の
形
成
 史
 ）
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 

叙
述
は
明
治
初
年
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
ま
で
及
ぶ
が
 、
力
点
 

は
 著
者
が
国
家
神
道
の
成
立
を
画
す
と
見
な
す
明
治
三
九
年
ま
 で
の
時
期
 

に
あ
り
、
量
的
に
も
本
論
の
九
割
方
は
こ
こ
ま
で
の
時
期
に
当
 て
ら
れ
て
 

い
る
。
こ
の
年
、
官
社
へ
の
国
庫
供
進
令
制
度
、
府
県
社
以
下
 神
社
へ
の
 

神
韻
 幣
阜
料
 供
進
 金
 制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 、
 神
社
神
道
 

へ
の
国
家
的
な
財
政
支
持
体
制
が
初
め
て
定
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
 

こ
れ
に
 

は
 他
宗
教
と
神
道
と
を
別
の
カ
テ
ゴ
リ
一
の
も
の
と
す
る
と
い
 ぅ
 前
提
が
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
国
家
神
道
の
成
立
の
前
提
」
が
 で
き
る
が
 

っ
 た
の
が
、
明
治
一
五
年
の
神
官
教
導
職
の
分
離
で
あ
る
。
 著
 者
は
村
上
 

の
よ
う
に
こ
れ
を
「
国
家
神
道
の
成
立
」
と
見
る
の
で
は
な
く
 、
安
元
良
 

夫
 に
従
っ
て
「
日
本
型
政
教
分
離
」
の
成
立
と
見
る
。
 

明
治
四
年
の
「
神
社
改
正
」
と
明
治
五
年
の
教
部
省
成
立
、
明
 浩
一
五
 

年
の
神
官
教
導
職
の
分
離
、
明
治
三
九
年
の
神
社
供
進
 金
 制
度
 の
 成
立
と
 

い
っ
た
転
機
を
に
ら
み
つ
つ
、
著
者
の
精
細
な
分
析
は
進
ん
で
 い
く
。
 古
 

い
 時
期
ほ
ど
叙
述
が
分
厚
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
国
家
神
道
 形
成
典
」
 

を
 明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
の
原
点
と
な
っ
た
維
新
後
明
治
初
 期
の
動
き
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を
 理
解
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
 う
 。
し
か
 

し
 、
ど
の
時
期
に
つ
い
て
も
先
行
研
究
の
検
討
を
踏
ま
え
、
 豊
 富
な
 貸
料
 

の
 読
み
込
み
に
基
づ
く
創
見
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
 

著
者
の
着
眼
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
の
い
く
つ
か
を
あ
げ
よ
う
。
 著
 者
は
そ
 

の
時
々
の
神
社
政
策
の
決
定
に
関
与
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
 １
 0
 思
相
心
 

や
 発
想
の
違
い
に
鋭
く
注
意
を
払
 う
 。
た
と
え
ば
新
し
い
国
家
 体
制
に
見
 

ム
ロ
 
っ
た
 全
国
的
な
神
社
体
制
を
築
こ
う
と
し
て
、
官
幣
社
と
国
 幣
社
 の
 統
 

一
 を
目
指
す
 
旧
 洋
和
釘
藩
の
大
国
隆
正
派
国
学
者
、
福
 羽
 姜
詩
 ら
 神
祇
官
 

神
祇
省
の
立
場
と
、
律
令
制
的
な
宮
廷
秩
序
の
伝
統
を
重
ん
じ
 る
 式
部
 

寮
の
立
場
の
違
い
が
「
神
社
祭
式
」
の
あ
り
方
に
ど
の
よ
う
な
 影
響
を
及
 

ほ
 し
た
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
明
治
四
年
の
氏
子
調
べ
 規
 則
の
制
定
 

は
 、
神
道
家
に
と
っ
て
は
神
道
国
教
化
を
目
指
し
た
も
の
と
 見
，
 
え
た
と
し
 

て
も
、
立
案
の
実
務
に
あ
た
っ
た
民
部
省
の
立
場
か
ら
は
、
 民
 法
成
立
 ま
 

で
の
出
産
証
書
確
保
の
意
義
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
 よ
、
 

比
 Ⅰ
 @
 
カ
 ）
 

と
 指
摘
さ
れ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
立
場
を
見
る
こ
と
で
 明
 ら
か
に
 

な
っ
て
く
る
の
は
、
国
家
神
道
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
制
度
体
系
は
 、
神
道
 イ
 

デ
オ
ロ
ギ
ー
で
武
装
し
た
権
力
者
 群
が
 、
明
確
な
展
望
の
も
と
 に
 意
図
的
 

に
 作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
時
々
の
さ
 ま
ざ
ま
な
 

ア
ク
タ
ー
の
思
惑
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
行
金
曲
折
の
末
に
 い
ち
お
う
 

の
形
を
得
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
 も
 見
通
し
 

の
き
く
覚
め
た
目
で
事
態
を
捉
え
て
い
た
の
は
、
井
上
毅
の
 ょ
 う
 な
日
本
 

的
 近
代
国
家
設
計
者
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
の
考
え
だ
し
た
「
 日
 木
型
政
教
 

分
離
」
の
構
図
も
落
ち
つ
き
の
よ
い
も
の
で
は
な
く
、
神
道
の
 待
遇
改
善
 

を
 求
め
る
議
会
の
声
に
押
さ
れ
て
、
や
が
て
変
更
を
余
儀
な
く
 さ
れ
る
。
 

近
代
国
家
に
優
遇
さ
れ
、
ほ
し
い
ま
ま
に
影
響
力
を
行
使
し
え
 た
か
の
 

よ
う
 に
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
実
、
宗
教
活
動
を
制
限
さ
 ね
 、
財
政
 

的
に
も
け
っ
し
て
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
ア
ク
タ
ー
こ
そ
地
域
 の
神
社
と
 

そ
の
神
職
で
あ
る
。
こ
れ
ら
地
域
神
社
や
神
職
の
場
所
か
ら
 見
 た
と
き
、
 

近
代
の
神
道
が
華
や
か
な
道
を
た
ど
っ
た
と
は
と
う
て
い
舌
口
 

え
 な
い
、
 
と
 

い
う
 認
識
が
叙
述
の
底
を
流
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
教
部
省
 時
代
（
 明
 

治
五
｜
一
 
0
 年
 ）
に
流
れ
が
固
ま
っ
て
い
く
「
神
社
の
非
宗
教
 化
」
に
 、
 

著
者
は
近
代
神
道
の
悲
劇
を
見
よ
う
と
す
る
。
近
代
化
の
趨
勢
 と
 神
道
に
 

よ
る
国
家
秩
序
の
形
成
と
い
う
、
支
え
合
 う
 と
と
も
に
矛
盾
し
 4
 ロ
 う
 一
一
つ
 

の
力
の
間
で
、
神
社
神
道
（
少
な
く
と
も
多
く
の
地
方
諸
社
）
 は
 も
て
あ
 

そ
ば
れ
、
引
き
裂
か
れ
て
い
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
 

日
本
の
近
代
国
家
に
よ
っ
て
神
社
が
ひ
た
す
ら
優
遇
さ
れ
た
わ
 げ
で
は
 

な
い
、
と
い
う
論
点
に
は
確
か
に
目
を
見
開
か
せ
る
も
の
が
 
あ
る
。
 
外
 

圧
 に
耐
え
つ
つ
国
民
統
合
を
実
現
す
る
と
い
う
差
し
迫
っ
た
 目
 標
 に
と
っ
 

て
 、
近
代
的
な
組
織
や
制
度
の
整
備
確
立
と
と
も
に
仏
教
界
の
 意
思
は
無
 

視
 で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
神
社
界
の
不
遇
と
悲
劇
を
 、
冷
 静
 な
国
家
 

指
導
者
の
舵
取
り
の
結
果
と
す
る
捉
え
方
も
わ
か
り
や
す
い
。
 一
方
、
 
祭
 

神
 論
争
に
代
表
さ
れ
る
神
道
界
の
分
裂
が
「
日
本
型
政
教
分
離
 」
に
貢
献
 

し
た
こ
と
も
強
調
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
見
落
と
さ
れ
て
 
は
い
な
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

今
少
し
突
っ
込
ん
で
論
じ
る
と
す
れ
ば
、
国
家
祭
祀
と
し
て
の
 神
道
と
 

(
 

「
宗
教
」
（
個
人
の
敬
神
の
念
 
や
 、
安
心
立
命
に
関
す
る
教
え
と
 実
践
の
体
 
狐
 

系
 ）
と
し
て
の
神
道
と
い
う
、
神
道
が
本
来
的
に
抱
え
持
っ
て
 い
た
二
面
 



性
が
 、
近
代
国
家
の
形
成
と
い
 5
 巨
大
な
変
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 の
 試
練
に
 

よ
っ
て
 統
ム
ロ
 
し
き
れ
な
く
な
っ
た
と
い
 5
 こ
と
に
な
ろ
 
う
 。
 こ
 の
こ
と
は
 

明
示
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
本
書
の
全
編
に
よ
っ
て
 示
 唆
さ
れ
て
 

い
る
。
た
だ
、
こ
の
 
ょ
う
 な
大
き
な
史
観
の
説
得
力
の
な
か
で
 、
「
神
道
 

の
 悲
劇
」
と
い
 
5
 ト
ー
ン
が
占
め
る
位
置
は
そ
 5
 大
き
な
も
の
 
で
は
な
 

明
治
末
か
ら
昭
和
初
期
、
と
り
わ
け
明
治
神
宮
創
建
以
降
 の
時
代
を
 

重
視
す
れ
ば
、
「
神
社
界
の
不
遇
」
と
 

ぃ
 5
 論
点
は
や
や
軽
減
さ
 ね
 ね
 ば
 

な
る
ま
い
。
真
の
「
不
遇
」
は
戦
後
直
ち
に
や
っ
て
く
る
わ
け
 だ
が
、
 そ
 

の
 意
義
を
考
え
直
す
視
点
が
、
本
書
に
ふ
ん
だ
ん
に
含
ま
れ
て
 い
る
こ
と
 

は
 言
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

熟
練
し
た
歴
史
家
で
あ
る
著
者
の
入
念
な
作
業
の
お
か
げ
で
、
 士
 
が
教
判
 

度
 を
め
ぐ
る
法
令
や
意
見
陳
述
と
い
っ
た
一
見
 堅
 苦
し
そ
う
な
 
資
料
か
 

ら
 、
躍
動
す
る
宗
教
史
の
ド
ラ
マ
が
現
れ
出
す
場
面
に
、
読
者
 は
 立
ち
合
 

ぅ
 こ
と
に
な
る
。
同
じ
著
者
の
日
明
治
維
新
と
国
学
者
し
（
 大
 明
堂
、
一
 

九
九
三
年
）
と
と
も
に
、
近
代
宗
教
制
度
史
研
究
、
神
道
 史
研
 究
の
画
期
 

的
な
成
果
と
し
て
長
く
読
み
つ
が
れ
る
業
績
と
な
る
で
あ
ろ
う
  
 

書
評
者
と
し
て
は
、
著
者
へ
の
 質
 間
や
要
望
を
述
べ
る
と
い
う
 役
割
を
 

果
 た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
宗
教
制
度
史
の
知
識
が
不
 
足
し
て
お
 

り
、
 個
々
の
論
点
を
論
じ
よ
う
と
し
て
も
か
え
っ
て
馬
脚
を
現
 す
こ
と
に
 

な
り
そ
 5
 で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
国
家
神
道
と
は
何
か
」
と
い
 5
 本
題
を
 

め
ぐ
っ
て
、
単
刀
直
入
に
問
い
か
け
て
い
く
こ
と
で
、
責
め
を
 ふ
さ
ぐ
 こ
 

と
に
し
た
い
。
 

「
序
説
」
に
お
い
て
、
著
者
は
、
「
国
家
神
道
」
を
ど
 
5
 研
究
す
 べ
き
 

か
ほ
 つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
詳
細
は
 省
く
が
、
 

ほ
ぼ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
家
神
道
研
究
に
は
制
度
史
 や
 行
政
 更
 に
 

よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
面
か
ら
 の
 ア
イ
 
ノ
ロ
 

何
 
%
 

｜
チ
 が
あ
り
、
両
者
を
総
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
 、
さ
し
 め
 

 
  
 

た
り
著
者
の
立
場
は
、
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
 前
 者
に
力
点
 

鰯
 

を
 置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
論
じ
 る
 研
究
で
 

ほ
 、
国
家
神
道
の
概
念
が
 唆
昧
 に
な
る
こ
と
も
、
前
者
の
 ア
プ
 コ
ー
チ
に
 

力
点
を
置
く
一
つ
の
理
由
で
あ
る
と
い
 5
 
 （
 六
｜
 
一
一
ぺ
 ー
 ジ
）
  
 

思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
 一
チ
と
 言
わ
 れ
て
ぃ
 

る
も
の
が
ど
の
 
ょ
 5
 な
も
の
か
、
本
論
の
な
か
で
も
い
く
ら
か
 の
 示
唆
は
 

あ
る
の
だ
が
（
と
く
に
第
八
章
）
、
今
一
つ
そ
の
中
味
が
わ
か
り
 
に
く
い
。
 

し
た
が
っ
て
、
「
思
想
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
一
酌
」
 

な
 面
を
も
 含
 ん
だ
「
 国
 

家
 神
道
」
の
全
体
像
が
ど
ん
な
も
の
か
も
わ
か
り
に
く
く
な
っ
 て
い
る
。
 

全
体
像
を
描
く
代
わ
り
に
、
著
者
は
「
神
道
指
令
」
を
手
が
か
 
り
に
し
 

て
 、
制
度
史
・
行
政
史
的
な
レ
ベ
ル
で
の
概
念
規
定
を
出
発
点
 と
す
る
。
 

こ
の
戦
略
は
あ
る
程
度
、
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
が
そ
れ
が
 「
国
家
 神
 

道
 」
の
全
体
像
把
握
に
ど
 う
 影
響
し
て
い
る
か
、
は
さ
ら
に
 問
 ぅ
 て
み
た
 

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

先
に
見
た
よ
 
5
 
に
「
神
道
指
令
」
は
「
国
家
神
道
」
に
つ
い
て
 、
や
や
 

形
式
的
と
も
言
え
る
制
度
史
的
な
概
念
規
定
を
行
っ
て
い
る
。
 ，
 
」
の
規
定
 

で
は
、
「
国
家
神
道
」
（
非
宗
教
的
国
家
祭
祀
）
と
「
宗
派
神
道
 

」
が
並
べ
 

あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
明
治
 一
 0
 年
代
の
歴
史
の
紳
全
曲
 折
の
中
で
 

輪
郭
が
定
ま
っ
て
き
た
概
念
で
あ
り
、
用
語
と
し
て
ほ
内
務
省
 神
社
局
 時
 

代
 （
明
治
二
三
年
以
降
）
に
用
い
ら
れ
る
 
よ
う
 に
な
る
（
 三
 0
 五
ぺ
 ｜
ジ
 ）
。
 

だ
が
、
近
代
の
神
道
と
は
こ
れ
ら
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
で
 
あ
ろ
 



ぅ
 。
皇
室
崇
敬
や
「
敬
神
栄
 祖
 」
は
記
紀
神
話
等
の
神
道
的
 象
 徴
 世
界
と
 

結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
教
育
勅
語
や
学
校
教
育
を
通
じ
 て
 、
軍
隊
 

と
 戦
争
を
通
じ
て
、
祝
祭
日
を
通
し
て
、
ま
た
行
幸
や
大
嘗
祭
 や
大
葬
 や
 

皇
族
結
婚
式
な
ど
の
国
家
的
ペ
イ
ジ
ュ
ン
 ト
 を
通
じ
て
、
さ
ら
 に
は
さ
ま
 

ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
や
大
衆
文
化
を
通
じ
て
も
広
め
ら
れ
た
。
 こ
 れ
ら
の
 う
 

ち
の
か
な
り
の
部
分
は
、
「
宮
廷
神
道
」
の
拡
張
さ
れ
た
も
の
で
 あ
り
、
 

広
い
意
味
で
の
神
道
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
ま
 と
め
て
 名
 

指
す
用
語
は
確
定
し
て
お
ら
ず
、
し
ば
し
ば
「
国
家
神
道
」
の
 妾
屯
卜
ト
ト
よ
 

-
 

て
 呼
ば
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

著
者
の
い
う
国
家
神
道
の
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
こ
う
 し
た
 象
 

徴
や
儀
礼
や
行
動
の
体
系
も
含
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
安
元
良
夫
 に
 従
っ
て
 

教
育
勅
語
が
国
家
神
道
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
と
捉
え
る
 （
二
八
五
 

ぺ
一
ジ
 ）
の
で
あ
れ
ば
、
「
天
皇
の
聖
別
化
」
（
山
室
信
一
の
 

用
瓦
 m
 、
 同
ぺ
 

｜
ジ
 ）
の
全
体
像
を
国
家
神
道
、
な
い
し
国
家
神
道
を
包
む
 大
 き
な
装
置
 

と
し
て
、
捉
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
確
か
に
こ
の
よ
 う
 な
不
定
 

形
な
 現
象
群
を
捉
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
議
論
が
混
乱
 す
る
恐
れ
 

も
 な
ぎ
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
代
日
本
に
お
け
 る
 神
道
の
 

全
体
像
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
と
 き
 、
こ
れ
ら
の
対
象
を
除
外
 し
て
し
ま
 

え
ば
、
神
道
の
範
囲
を
あ
ま
り
に
狭
く
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
 の
で
は
な
 

か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
「
国
家
神
道
」
の
概
念
自
体
も
、
神
道
 の
こ
う
 

騎
 
し
た
側
面
を
少
な
く
と
も
い
く
分
か
は
含
み
込
ん
だ
、
 

広
 
く
 多
面
的
な
も
 

と
 

の
と
す
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

ば
 制
度
史
行
政
 

史
を
通
し
て
国
家
神
道
の
あ
る
側
面
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
は
 地
味
で
は
 

あ
る
が
、
賢
明
な
選
択
で
も
あ
ろ
う
。
著
者
は
国
家
神
道
の
「
 思
想
・
 イ
 

デ
オ
ロ
ギ
 一
 」
面
の
研
究
に
手
が
及
び
え
な
か
っ
た
こ
と
の
 欠
 点
に
、
自
 

ら
 繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
が
（
「
序
説
」
「
あ
と
が
き
」
）
、
問
題
 を
 限
定
し
 

た
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
だ
け
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
た
の
も
確
か
 で
あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
限
定
に
際
し
て
、
国
家
神
道
の
概
念
ま
で
も
 狭
 く
 限
っ
て
 

し
ま
っ
て
い
る
箇
所
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
日
本
の
国
民
国
 象
 の
山
下
散
 

的
 荘
厳
装
置
（
ア
メ
リ
カ
の
宗
教
社
会
学
者
が
「
日
本
の
市
民
 士
 
木
肌
 
麒
 」
と
 

よ
 ぶ
も
の
、
 
ロ
 二
 %
 す
 ル
コ
リ
 
出
ぃ
 
日
日
 o
 コ
 P
 
寸
心
 
ミ
 e
-
 
～
 
ま
 母
の
～
 き
 -
 わ
 %
 よ
 吋
 @
0
 
さ
，
 

エ
曲
 
「
で
の
「
 
紬
オ
 0
 毛
 ・
 ぢ
 ㏄
 つ
 。
 し
曲
ユ
 
監
寺
㌧
さ
さ
き
 
宙
 わ
ミ
 問
 ぎ
さ
 只
 ま
も
 い
 き
 む
ぢ
 。
 

の
口
ニ
メ
 
）
の
の
め
）
の
神
道
的
部
分
と
し
て
広
く
国
家
神
道
を
捉
 
て
 る
と
す
 

ね
ば
 、
本
書
が
解
明
し
て
い
る
領
域
は
ど
 う
 名
指
せ
る
だ
ろ
う
 か
 。
そ
れ
 

は
 、
国
家
神
道
の
一
翼
を
な
す
も
の
と
し
て
日
本
の
国
民
国
家
 が
 動
因
 し
 

よ
 う
 と
し
た
、
神
社
神
道
（
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
周
辺
 現
 象
 ）
を
 め
 

ぐ
る
宗
教
制
度
史
・
行
政
史
の
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

神
社
神
道
（
と
り
わ
げ
そ
れ
を
め
ぐ
る
制
度
史
・
行
政
 史
 ）
 か
 ら
見
た
 

国
家
神
道
史
の
分
析
と
よ
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
日
本
宗
教
 史
 研
究
と
 

い
 う
 文
脈
で
の
本
書
の
位
置
づ
げ
が
、
い
く
分
か
は
わ
か
り
や
 す
く
な
る
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
仮
に
広
い
意
味
で
の
国
家
神
道
 と
よ
ん
だ
 

も
の
の
研
究
は
容
易
で
な
く
、
宗
教
学
的
宗
教
史
的
な
観
点
か
 ら
の
こ
れ
 

ま
で
の
成
果
は
あ
ま
り
に
乏
し
い
。
膨
大
な
資
料
の
森
に
分
 け
 入
っ
て
 、
 

歴
史
的
な
人
物
や
出
来
事
の
個
性
を
豊
か
に
描
き
出
す
力
、
一
号
 
日
 で
言
え
の
 

 
 

ば
す
ぐ
れ
た
宗
教
史
家
と
し
て
の
眼
力
筆
力
を
十
二
分
に
証
 
し
た
著
者
 

(
 

に
 、
今
後
そ
う
し
た
方
面
へ
の
研
究
の
拡
張
を
期
待
す
る
こ
と
 も
 、
あ
な
 

狐
 

が
ち
見
当
は
ず
れ
と
は
言
え
な
い
と
思
 う
 。
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本
書
は
、
京
都
の
洛
北
に
位
置
す
る
「
八
瀬
童
子
」
の
 里
 と
し
 て
知
ら
 

れ
る
京
都
市
左
京
区
八
瀬
に
つ
い
て
、
著
者
が
永
い
年
月
を
か
 げ
て
行
っ
 

て
き
た
宗
教
社
会
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
で
あ
る
。
 筆
者
も
 

若
い
頃
、
本
書
の
べ
 ー
 ス
の
一
つ
と
な
っ
た
「
村
落
に
お
 
け
 る
 権
威
信
 

仰
 」
 宙
 日
本
宗
教
史
講
座
 目
 第
三
巻
、
三
一
書
房
）
を
読
ん
で
 強
い
刺
激
 

を
 受
け
た
一
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
も
な
お
印
象
深
い
。
一
 つ
 0
 ム
 ラ
 の
 

中
の
秩
序
だ
っ
た
宗
教
組
織
の
上
に
、
入
神
の
存
在
と
死
霊
 崇
 拝
が
、
時
 

代
 ご
と
に
変
化
し
な
が
ら
表
出
し
、
明
治
以
後
の
天
日
至
制
と
そ
 
れ
が
深
く
 

結
び
つ
く
局
面
を
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
示
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
の
 存
在
を
他
 

に
 知
ら
な
い
。
 

日
本
の
民
衆
宗
教
の
究
明
に
永
年
と
り
組
ん
で
き
た
著
者
が
 、
，
 
」
 う
し
 

た
 対
象
を
見
逃
が
す
は
ず
は
な
い
が
、
 当
照
 な
が
ら
日
本
の
社
ム
 
云
 の
も
つ
 

歴
史
的
伝
統
に
ど
っ
ぷ
り
と
ひ
た
る
必
要
が
あ
っ
て
 執
捌
に
主
 題
 に
迫
る
 

著
者
自
身
の
苦
闘
が
本
書
に
は
十
分
に
 5
 か
が
え
る
。
全
体
は
 一
 一
篇
 
上
 
ハ
 %
 
早
 

か
ら
成
る
が
、
第
一
篇
の
方
は
前
近
代
の
八
瀬
の
分
析
に
、
第
一
 
一
篇
は
 
、
 

近
代
以
後
の
天
皇
制
と
の
対
応
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
 自
 身
 、
本
書
 

司
天
皇
制
と
八
瀬
童
子
 ヒ
 

池 
  
  
著 

か
ら
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
く
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
以
下
三
点
 は
 ど
 絞
っ
て
 

感
想
を
記
し
て
お
き
た
 い
 。
第
一
は
、
八
瀬
童
子
を
「
鬼
の
子
 孫
 」
と
 呼
狐
 

び
 慣
わ
し
た
伝
承
に
対
す
る
著
者
の
考
え
で
あ
る
。
「
鬼
の
子
 孫
 」
と
い
の
 

 
 

ぅ
 表
現
に
つ
い
て
は
、
民
俗
学
者
も
早
く
か
ら
注
目
し
て
き
た
 も
の
で
、
 

い
わ
ゆ
る
「
 鬼
 」
が
山
人
や
先
住
民
族
、
異
民
族
の
メ
タ
フ
ァ
 ｜
 と
し
て
 

用
い
ら
れ
る
と
い
う
一
般
論
に
発
し
、
宗
教
的
カ
リ
ス
マ
の
 存
 在
 が
そ
こ
 

に
 認
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
説
を
整
理
し
 た
 上
で
、
 

村
の
伝
承
記
録
と
し
て
知
ら
れ
る
「
八
瀬
 記
目
 に
示
さ
れ
た
「
 鬼
 」
と
い
 

う
 文
字
に
注
目
し
た
。
つ
ま
り
「
 鬼
 」
で
は
な
く
「
 鬼
 」
な
の
 で
あ
り
、
 

こ
れ
は
「
宗
教
的
首
長
に
対
し
恭
順
を
表
わ
し
、
浄
め
の
意
味
 な
い
し
は
 

機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
八
瀬
の
鬼
は
 、
神
な
 い
し
は
 仏
 

に
 奉
仕
す
る
二
次
的
な
神
な
い
し
は
仏
で
あ
っ
た
」
（
三
一
 ぺ
 一
ジ
 ）
 と
 

い
う
理
解
か
ら
八
瀬
の
人
々
が
 オ
ニ
 の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
 誇
 り
と
し
て
 

い
た
と
す
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
 オ
ニ
 と
は
何
か
と
い
，
 
r
,
 
と
、
そ
 れ
は
た
と
 

え
ぱ
鬼
 や
ら
 い
 や
魔
除
け
と
い
う
宗
教
的
性
格
を
も
っ
存
在
で
 あ
り
 呪
的
 

カ
リ
ス
マ
の
所
有
者
で
あ
る
。
「
 鬼
 」
の
文
字
で
表
現
さ
れ
る
 と
す
れ
ば
 

恵
の
権
化
で
も
あ
る
が
、
「
 
鬼
 」
の
字
は
そ
う
で
は
な
く
、
「
 
浄
 め
の
 制
旺
 

迦
 童
子
」
を
意
味
す
る
の
だ
と
い
う
。
八
瀬
童
子
の
社
会
的
性
 格
 に
つ
い
 

て
 、
著
者
は
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
の
成
果
を
検
討
し
な
が
ら
、
 か
れ
ら
の
 

駕
輿
丁
・
牛
飼
童
な
ど
の
雑
役
の
機
能
を
検
討
し
て
い
る
。
 そ
 し
て
近
代
 

以
前
に
は
、
八
瀬
童
子
は
延
暦
寺
の
寺
院
権
力
の
被
支
配
者
と
 し
て
位
置
 

つ
け
ら
れ
な
が
ら
、
浄
め
Ⅱ
護
衛
、
恭
順
の
役
割
を
保
持
し
、
 オ
 二
の
子
 

孫
の
 イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
 著
 者
の
主
張
 

で
あ
る
。
従
来
の
所
説
を
検
討
し
た
上
で
 呪
 的
な
機
能
と
社
会
 性
を
史
料
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に
も
と
づ
い
て
立
証
し
て
お
り
、
こ
れ
は
十
分
に
納
得
で
き
る
 学
説
と
い
 

え
る
。
 

 
 

第
二
に
、
近
世
の
八
瀬
の
宗
教
的
状
況
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
 神
殿
の
 

存
在
で
あ
る
。
八
瀬
に
は
宮
座
が
あ
り
、
中
世
の
特
権
的
株
を
 も
っ
「
 だ
 

ぃ
 蒙
昧
」
の
家
々
が
ま
ず
あ
り
、
そ
れ
は
「
し
ゅ
く
の
 座
 」
と
「
 お
い
 座
 」
 

に
 分
か
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
こ
う
し
た
宮
座
の
分
析
は
興
 味
 深
い
も
 

の
が
あ
る
。
と
り
わ
け
「
 た
い
 蒙
昧
」
の
家
々
か
ら
八
瀬
童
子
 彼
 が
選
 は
 

れ
て
お
り
、
最
長
老
か
ら
年
齢
但
し
た
が
っ
て
三
六
名
い
る
。
 か
れ
ら
は
 

 
 

「
 上
 お
と
な
」
と
「
 下
 お
と
な
」
に
分
類
さ
れ
る
。
さ
ら
に
 
一
 和
尚
、
 二
 

和
尚
、
三
和
尚
と
三
つ
の
段
階
に
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
こ
と
が
 で
き
る
。
 

こ
れ
は
長
老
制
の
年
齢
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
神
殿
や
大
 人
 に
な
る
 

た
め
に
は
、
宮
仕
 株
 に
入
っ
て
官
仕
を
つ
と
め
、
そ
の
上
の
承
 仕
 な
り
と
 

め
て
、
や
っ
と
大
人
の
仲
間
入
り
を
す
る
。
こ
れ
を
「
大
人
な
 り
 」
と
 称
 

し
 、
そ
の
段
階
を
経
た
者
か
ら
神
殿
が
選
ば
れ
る
。
つ
ま
り
 神
 殿
の
地
位
 

は
 村
人
の
「
大
人
な
り
」
の
通
過
儀
礼
を
経
て
は
じ
め
て
可
能
 と
な
る
の
 

で
あ
る
。
宮
仕
・
執
行
を
終
え
、
二
つ
の
座
の
う
ち
 下
 大
人
の
 九
名
の
仲
 

問
 に
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
か
ら
神
殿
が
選
ば
れ
る
。
さ
ら
に
 正
大
人
九
 

名
の
仲
間
入
り
を
行
い
、
年
齢
順
の
最
長
老
の
一
和
尚
、
二
前
 尚
 、
三
和
 

尚
 
（
老
分
三
人
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
特
徴
を
知
 
る
に
は
 他
 

地
域
の
宮
座
と
の
比
較
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
長
老
 制
を
 と
っ
て
 お
 

り
 、
一
年
神
主
Ⅱ
神
殿
を
含
め
た
老
分
三
人
の
関
係
の
中
に
 、
 八
瀬
の
特
 

徴
 が
認
め
ら
れ
得
る
。
 

神
殿
の
機
能
の
一
つ
に
八
瀬
の
「
輪
ヒ
日
の
宮
」
の
ご
神
体
を
管
 

理
す
る
 

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
論
旨
の
宮
は
、
延
暦
寺
と
の
間
で
 起
 こ
っ
た
 

境
界
改
定
の
争
論
に
際
し
、
時
の
老
中
秋
元
但
馬
守
高
知
 が
有
 利
 に
裁
定
 

し
て
く
れ
た
と
い
う
認
識
か
ら
秋
元
但
馬
守
が
村
人
に
よ
っ
て
 死
後
祭
神
 

に
 祀
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
八
瀬
の
守
護
 霊
 と
し
て
働
い
た
 
こ
と
か
 

ら
、
 人
を
神
に
祀
る
民
俗
事
例
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
 全
 目
的
に
も
 

御
霊
 1
 和
霊
 と
い
う
近
世
的
宗
教
現
象
の
一
環
に
位
置
づ
げ
ら
 れ
る
。
 秋
 

元
の
御
霊
を
鎮
め
た
の
は
、
老
分
衆
の
念
仏
講
で
あ
る
が
、
 神
 殿
 は
そ
の
 

際
 、
死
霊
の
鎮
 送
 儀
礼
を
司
祭
す
る
と
と
も
に
、
精
神
的
に
は
 天
皇
家
に
 

保
障
さ
れ
た
課
役
免
除
の
特
権
を
保
持
す
る
権
威
が
与
え
ら
れ
 て
い
る
。
 

つ
ま
り
天
皇
の
宗
教
的
権
威
が
、
神
殿
に
よ
っ
て
間
接
的
仁
体
 現
さ
れ
て
 

い
る
と
認
識
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
近
世
村
落
に
確
 立
し
た
 権
 

威
信
仰
が
明
治
以
後
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
興
味
が
湧
く
だ
 ろ
 う
 。
 者
 
@
 

者
は
そ
の
テ
ー
マ
を
神
道
国
教
化
の
流
れ
の
中
で
吟
味
し
て
い
 る
 。
と
り
 

わ
 け
 皇
室
の
御
料
か
ら
は
解
放
さ
れ
た
が
、
皇
族
の
駕
輿
丁
を
 含
め
た
 雑
 

彼
 に
奉
仕
す
る
伝
統
が
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
。
と
く
に
 

明
 治
 以
後
の
 

大
喪
の
儀
に
お
け
る
輿
丁
奉
仕
と
い
う
事
実
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
 
ソ
プ
 さ
れ
 

た
 。
著
者
の
考
証
に
 よ
 る
と
、
明
治
以
前
に
皇
室
の
葬
儀
を
し
 た
 事
例
は
 

な
く
、
も
っ
 
ぽ
 5
 行
幸
、
行
啓
の
供
奉
と
い
う
「
輿
丁
」
の
役
で
 

あ
っ
た
。
 

近
世
の
段
階
、
天
皇
家
の
葬
儀
は
、
泉
涌
寺
で
行
わ
れ
る
仏
教
 式
 で
あ
っ
 

た
の
で
あ
り
、
神
道
 式
 に
し
た
際
、
そ
れ
ま
で
携
わ
っ
て
い
た
 「
天
台
宗
 

糸
の
隷
属
 民
 」
に
代
わ
っ
て
八
瀬
童
子
が
起
用
さ
れ
た
と
い
う
 の
が
真
相
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
皇
室
の
葬
祭
へ
の
関
与
と
い
う
 職
 能
 が
付
与
㈲
 

 
 
 
 

さ
れ
た
わ
げ
で
あ
り
、
国
家
神
道
化
の
文
脈
と
軌
を
一
に
し
て
 い
る
こ
と
 

力
分
力
る
そ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
八
瀬
に
 
輪
 旨
を
最
初
に
下
 付
し
た
と
 

獅
 

 
 い

 分
後
醍
醐
天
皇
を
祀
る
と
い
う
情
況
を
も
つ
く
り
出
し
た
。
 著
者
の
指
 



摘
 で
は
、
秋
元
但
馬
守
と
同
様
、
後
醍
醐
天
皇
の
位
牌
が
つ
く
 ら
れ
、
 老
 

公
衆
に
 よ
 り
念
仏
供
養
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
教
員
 や
小
学
生
 

を
 内
包
さ
せ
て
い
た
。
い
わ
ば
国
家
的
余
 祀
が
 地
方
行
政
に
 巧
 み
に
結
び
 

つ
い
て
お
り
、
村
落
共
同
体
の
統
合
に
役
立
っ
て
い
る
。
「
 権
 威
信
仰
は
 

近
代
天
皇
制
の
支
配
機
構
の
も
と
で
村
落
共
同
体
を
統
ム
目
し
た
 と
 云
え
 

る
 」
（
一
縮
 0
 
ぺ
 ー
 ジ
）
と
い
う
稀
有
な
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
  
 

第
三
に
、
著
者
は
八
瀬
の
共
同
体
的
規
範
が
変
容
し
て
い
く
 様
 相
 を
大
 

正
 
・
昭
和
と
追
跡
し
、
と
く
に
 
七
 0
 
年
前
後
を
契
機
と
し
て
 祭
 祀
 集
団
の
 

構
造
に
「
大
改
革
」
が
生
じ
た
こ
と
を
客
観
的
に
報
告
し
て
お
 り
、
 改
め
 

て
 日
本
の
天
白
玉
 制
 の
も
つ
意
味
の
検
討
を
迫
っ
て
い
る
こ
と
で
 あ
る
。
 八
 

瀬
の
宮
座
の
特
権
的
な
株
を
も
つ
「
だ
い
 家
株
 」
に
対
し
、
「
 ，
 
ほ
て
 株
 」
 

0
 対
抗
関
係
は
、
明
治
以
後
強
ま
っ
た
。
と
く
に
昭
和
初
年
に
 入
っ
て
 、
 

他
 町
村
よ
り
の
移
住
者
も
増
加
し
、
バ
ス
、
電
車
の
交
通
手
段
 も
 導
入
さ
 

れ
た
。
 駅
と
 遊
園
地
が
っ
く
ら
れ
る
に
際
し
、
「
だ
い
蒙
昧
」
 が
 土
地
を
 

手
 離
す
事
態
を
た
ど
り
、
共
同
的
規
範
が
崩
壊
し
は
じ
め
る
。
「
 
・
ほ
て
 
株
 」
 

が
 政
治
的
・
経
済
的
に
「
だ
い
蒙
昧
」
に
と
っ
て
代
わ
る
動
ぎ
 も
み
ら
れ
 

た
 。
宗
教
的
な
権
威
の
根
源
で
あ
っ
た
神
殿
は
、
従
来
「
だ
い
 家
秩
」
に
 

独
占
さ
れ
る
し
き
た
り
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
十
年
に
改
正
喜
 項
が
 確
認
 

さ
れ
て
お
り
、
神
殿
は
村
民
全
体
に
担
わ
れ
る
方
向
と
な
る
。
 そ
の
結
果
 

「
だ
い
家
秩
」
の
政
治
的
・
宗
教
的
な
権
威
を
示
す
長
老
樹
 
は
消
 滅
し
た
。
 

注
目
さ
れ
る
事
実
は
、
神
殿
が
従
前
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
 い
た
論
旨
 

が
 
「
八
瀬
童
子
会
」
に
移
管
さ
れ
た
こ
と
。
つ
ま
り
価
値
観
の
 
大
き
な
 転
 

換
 が
あ
っ
た
こ
と
が
第
三
者
に
も
よ
く
分
か
る
。
逆
に
「
㍉
 だ
 い
 家
秩
 三
 

に
な
り
た
く
な
い
」
、
「
神
殿
を
勤
め
た
人
は
早
死
を
す
る
」
（
 

一
山
八
一
一
一
 

ノ
へ
 

一
ジ
 ）
と
い
っ
た
 噂
 さ
え
流
れ
た
。
こ
の
傾
向
は
、
戦
後
の
八
 瀬
の
分
析
 

結
果
に
も
示
さ
れ
て
く
る
。
戦
後
宮
内
庁
は
八
瀬
童
子
会
に
対
 し
て
「
 
古
獅
 

技
 保
存
」
 費
 と
し
て
宮
廷
費
か
ら
捻
出
し
て
下
付
し
て
い
る
。
 

ま
た
秋
元
 

)
 

 
 
 
 

祭
は
京
都
府
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
皇
室
の
雑
役
に
 よ
る
免
租
㏄
 

と
い
分
権
利
は
消
滅
し
た
が
、
無
形
文
化
財
的
な
意
義
が
付
加
 価
値
と
し
 

て
 成
立
し
て
い
る
。
念
仏
講
や
赦
免
地
塊
、
葵
祭
と
の
関
わ
り
 方
 に
ち
、
 

特
色
め
い
た
も
の
が
表
出
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
伝
統
 約
文
化
を
 

保
持
し
て
い
る
ふ
つ
り
の
村
に
な
っ
た
。
著
者
に
よ
る
ア
ン
ケ
 ｜
 ト
調
査
 

に
ょ
 
れ
ば
、
「
宗
教
的
共
同
体
の
伝
統
を
維
持
し
、
固
守
す
る
 人
々
は
 約
 

四
割
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
国
民
意
識
調
 査
な
ど
の
 

結
果
に
く
ら
べ
る
と
、
ほ
ぼ
同
様
な
数
字
と
い
え
る
。
 七
 0
 年
 @
 
別
後
に
神
 

殿
は
再
度
改
革
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
氏
子
総
代
 ｜
 村
長
が
 年
齢
煩
に
 

三
名
一
組
と
し
て
選
ん
で
い
た
の
が
、
六
つ
の
字
か
ら
地
域
 順
 に
 ロ
ー
テ
 

イ
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
選
ば
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
り
、
タ
ブ
ー
も
 大
幅
に
改
 

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

著
者
に
よ
る
丹
念
な
宗
教
社
会
学
的
分
析
は
、
ひ
と
く
ち
に
「
 
天
 皇
 M
W
 
」
 

と
 表
現
す
る
あ
い
ま
い
さ
の
も
つ
複
雑
な
側
面
を
あ
ら
わ
に
し
 て
く
れ
て
 

い
る
。
と
り
わ
け
村
内
に
伝
え
ら
れ
た
「
八
瀬
 記
ヒ
 「
 谷
北
文
 喜
三
に
即
 

し
て
、
村
人
の
深
層
心
意
を
能
 う
る
 限
り
忠
実
に
再
現
さ
せ
よ
 ぅ
 と
し
て
 

お
り
、
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
遠
く
か
ら
八
瀬
の
特
 異
 現
象
と
 

み
な
し
が
ち
で
あ
っ
た
一
般
的
解
釈
論
を
拒
否
し
て
い
る
。
「
 天
皇
制
」
 

は
 私
た
ち
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
い
主
題
で
あ
り
、
八
瀬
の
村
 民
 は
そ
の
 

主
題
を
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
体
現
し
て
い
る
存
在
だ
 っ
た
 。
 本
 

書
 を
ひ
も
と
 き
 、
「
天
皇
制
」
が
ム
ラ
内
で
自
律
的
に
展
開
す
 る
 神
殿
や
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老
分
衆
に
よ
っ
 

家
 と
い
う
外
在
 

と
え
ば
論
旨
な
 

ス
 を
知
る
こ
と
 

っ
て
の
皇
室
と
 

い
う
媒
介
 頃
 を
 

仏
習
合
の
宗
教
 

案
で
き
る
。
 
強
 

祭
祀
の
相
矛
盾
 

ん
だ
仏
教
が
ど
 

ず
る
権
威
信
仰
 

点
は
恐
ら
く
と
 

で
い
く
と
思
わ
 

て
 構
造
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
部
分
が
分
か
り
、
加
え
て
 

国
 

的
な
権
力
が
そ
こ
に
か
ら
み
っ
い
た
と
き
に
、
神
殿
は
た
 

ど
を
通
し
て
王
権
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
と
い
う
 

プ
 p
 セ
 

が
で
き
た
。
ム
ラ
人
に
と
っ
て
の
神
殿
と
、
ム
ラ
人
に
と
 

い
 3
 重
層
構
造
が
秋
元
但
馬
守
や
後
醍
醐
天
皇
の
死
霊
 

と
 

通
し
て
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
化
と
死
霊
が
 

神
 

感
情
に
よ
り
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も
 

推
 

い
て
い
 う
 な
ら
ば
神
殿
を
中
心
と
す
る
宮
座
祭
祀
と
皇
室
 

す
る
要
素
に
対
し
て
、
念
仏
信
仰
・
死
霊
供
養
を
も
ち
こ
 

の
よ
う
に
結
び
つ
い
た
の
か
神
と
仏
の
関
係
を
通
し
て
 

生
 

の
 質
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
が
、
著
者
の
用
意
周
到
な
 

視
 

づ
 く
に
了
解
済
み
で
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
確
実
に
進
ん
 

れ
る
。
今
後
の
益
々
の
ご
健
筆
を
祈
り
 

摘
 筆
し
た
い
。
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の
 、
わ
が
 国
 サ
イ
ド
の
宗
教
政
策
の
変
動
」
が
「
占
領
軍
の
 施
 政
 方
針
と
 

照
合
さ
せ
な
が
ら
記
述
」
さ
れ
る
。
「
第
三
部
占
領
と
日
本
め
 示
教
」
で
 

は
 
「
わ
が
国
の
宗
教
集
団
の
当
時
の
姿
勢
」
、
す
な
わ
ち
「
 
実
 質
的
に
は
 

歴
史
上
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
に
と
さ
ど
い
 つ
つ
、
 自
 

ら
を
再
構
成
し
ょ
う
と
努
力
し
始
め
る
経
過
」
に
焦
点
を
あ
て
 た
 論
文
が
 

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
「
第
四
部
回
想
占
領
と
日
本
宗
教
」
に
 
は
 、
「
 主
 

と
し
て
第
一
部
・
第
二
部
に
討
議
さ
れ
た
研
究
内
容
を
裏
づ
け
 る
 生
の
資
 

料
 」
と
し
て
、
当
時
の
関
係
者
の
記
録
や
証
言
が
集
め
ら
れ
て
 い
る
。
 

本
書
は
、
複
数
の
研
究
者
の
論
文
集
で
あ
り
、
六
五
 0
 頁
 と
い
 3
 大
著
 

で
も
あ
る
の
で
、
幾
つ
か
論
点
を
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
 

 
 

第
一
部
の
最
初
の
論
文
、
中
野
 毅
 
「
ア
メ
リ
カ
の
対
日
宗
教
政
 
策
の
形
 

成
 」
で
は
、
占
領
軍
の
対
日
宗
教
政
策
の
三
大
原
則
で
あ
る
「
 信
教
の
自
 

由
の
確
立
」
、
「
国
家
と
宗
教
の
分
離
、
即
ち
厳
格
な
政
教
分
離
 

制
度
の
確
 

立
 」
、
「
軍
国
主
義
的
な
い
し
極
端
な
国
家
主
義
的
思
想
の
除
去
 

」
の
う
ち
 

「
国
家
と
宗
教
と
の
分
離
」
と
い
う
政
策
は
、
連
合
国
又
は
合
 東
国
の
 占
 

領
 政
策
文
書
に
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
「
神
道
指
令
」
以
後
に
 な
っ
て
 か
 

ら
 初
め
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
が
な
さ
れ
る
。
 

中
野
氏
は
、
当
時
の
国
務
省
の
対
日
占
領
政
策
の
成
立
過
程
を
 丹
念
に
 

追
い
な
が
ら
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
や
マ
ッ
カ
 l
 サ
ー
の
対
日
政
策
 
の
裏
に
 、
 

「
専
制
政
治
、
全
体
主
義
を
伴
 
う
 異
教
徒
の
文
明
」
に
対
す
る
 
「
民
主
主
 

義
 と
自
由
主
義
を
抱
く
キ
リ
ス
ト
教
文
明
」
と
の
世
界
認
識
が
あ
 つこ
 

ナ
カ
 

逗
 .
 

民
間
情
報
教
育
局
（
 C
I
E
 ）
宗
教
課
は
少
な
く
と
も
形
式
的
 に
は
、
 全
 

て
の
宗
教
に
対
し
て
同
一
の
態
度
を
と
ろ
 う
 と
し
た
た
め
、
「
 神
 道
 指
令
」
 

は
 占
領
軍
の
権
力
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
布
を
抑
止
す
る
 役
 割
 も
は
た
 

し
た
と
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
キ
リ
ス
ト
教
化
政
策
と
表
裏
を
な
 し
て
い
た
 

狐
 

 
 

「
文
明
論
的
理
想
主
義
」
と
、
国
家
神
道
の
中
に
も
宗
教
的
要
 素
を
認
め
 

 
 
 
 

る
 国
務
省
内
の
知
日
派
の
現
実
的
方
針
を
止
揚
す
る
方
策
と
し
 て
 、
「
国
家
㏄
 

と
 宗
教
一
般
と
の
分
離
」
政
策
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
る
。
 そ
 の
上
で
、
 

G
H
Q
 
に
よ
る
宗
教
制
度
の
改
革
は
、
日
本
の
国
家
構
造
と
国
 象
 の
 凸
 
示
教
 

的
 意
味
に
つ
い
て
大
転
換
を
も
た
ら
し
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
 規
模
と
質
 

で
 
「
信
教
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
、
戦
後
の
移
し
い
新
宗
教
教
 
団
の
展
開
 

に
 見
ら
れ
る
よ
う
な
「
解
放
さ
れ
た
自
由
な
宗
教
的
文
化
的
空
 間
 」
を
 生
 

み
 出
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
 

氏
の
論
は
、
視
点
を
合
衆
国
の
対
日
戦
争
・
占
領
政
策
の
形
成
 に
置
き
 

な
が
ら
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
の
宗
教
的
又
は
文
明
論
的
性
 格
 に
つ
い
 

て
 考
察
を
く
わ
え
、
そ
の
う
え
で
占
領
政
策
か
ら
も
た
ら
さ
れ
 た
 日
本
の
 

宗
教
状
況
の
変
化
を
一
つ
の
文
化
変
容
と
捉
え
て
、
そ
れ
に
 積
 極
 的
な
評
 

価
を
与
え
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

そ
れ
に
対
し
て
、
阿
部
美
哉
氏
の
「
占
領
軍
に
 よ
 る
国
家
神
道
 
の
 解
体
 

と
天
皇
の
人
間
化
」
で
は
、
占
領
の
目
的
は
日
本
に
お
け
る
 

「
軍
国
主
 

義
 」
お
よ
び
「
過
激
な
国
家
主
義
の
払
拭
」
と
自
ら
の
価
値
で
 あ
る
民
主
 

主
義
の
定
着
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ
が
「
神
道
指
令
」
や
天
皇
 

の
 「
人
間
 

古
里
 壺
 」
が
出
さ
れ
る
元
の
理
念
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
 。
そ
の
上
 

で
、
本
来
政
教
分
離
は
「
軍
国
主
義
」
を
払
拭
す
る
と
い
う
 目
 的
を
達
成
 

す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
た
の
に
、
「
軍
国
主
義
」
 

の
 復
活
を
 

防
御
す
る
目
的
で
、
 
よ
 り
厳
格
な
形
で
日
本
国
憲
法
に
組
み
込
 ま
れ
た
。
 

政
教
分
離
の
観
念
は
、
憲
法
の
文
面
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ
 り
 、
日
本
 



人
の
伝
統
的
な
体
質
で
あ
る
「
書
か
れ
た
 法
 」
を
重
視
す
る
姿
 勢
 に
支
え
 

ら
れ
、
し
か
も
世
界
的
な
世
俗
化
の
潮
流
と
相
 
供
 っ
て
 、
日
 本
の
「
 国
 

体
 」
の
世
俗
化
を
決
定
的
に
し
た
と
結
論
づ
げ
て
い
る
。
 

阿
部
氏
は
、
占
領
政
策
、
お
よ
び
「
厳
格
な
政
教
分
離
の
観
念
 」
 主
 
@
 、
 

基
本
的
に
は
本
来
勝
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
日
本
に
対
す
 る
 構
造
改
 

車
 で
あ
り
、
日
本
の
「
国
体
」
の
強
制
的
な
変
更
で
あ
っ
た
 と
 見
て
 、
ア
 

メ
リ
力
 流
の
考
え
方
と
日
本
伝
統
の
考
え
方
の
衝
突
の
中
で
、
 両
 者
 相
互
 

の
 文
化
理
解
と
誤
解
の
ポ
イ
ン
ト
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
論
 
文
の
中
 

で
、
「
完
全
な
政
教
分
離
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
占
領
政
策
の
継
 

続
 存
置
が
 

策
さ
れ
る
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
除
く
我
が
国
の
宗
教
は
 日
本
の
伝
 

統
 特
性
と
密
着
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
か
け
離
れ
た
 ア
メ
リ
カ
 

流
の
考
え
で
束
縛
し
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
す
る
 、
当
時
の
 

宗
務
課
長
福
田
 繁
 氏
の
占
領
政
策
に
つ
い
て
の
総
括
が
紹
介
さ
 
れ
て
ぃ
 

る
 。
阿
部
論
文
の
中
に
も
、
福
田
氏
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
 
よ
、
 現
状
の
 

「
政
教
分
離
」
制
度
へ
の
批
判
的
な
視
点
が
見
 

ぅ
 け
ら
れ
る
。
 

「
宗
教
法
と
日
本
文
化
」
の
中
で
、
 
洗
建
氏
は
 
「
そ
れ
ぞ
れ
の
 社
ム
 云
 、
 文
 

化
の
中
で
、
長
い
歴
史
を
通
し
て
主
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
み
 
示
教
 は
、
 

世
俗
的
な
社
会
思
想
や
法
思
想
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
 に
は
い
な
 

ぃ
 」
こ
と
を
指
摘
し
、
法
規
範
の
背
景
に
あ
る
、
そ
れ
を
生
み
 出
し
た
 文
 

化
の
宗
教
的
世
界
観
の
影
響
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
の
う
え
 で
 
「
外
来
 

紛
の
価
値
の
受
容
に
文
化
変
容
を
伴
 
う
 こ
と
は
必
然
で
あ
る
 」
と
し
て
、
 
占
 

と
領
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
「
信
教
の
自
由
」
や
「
 
政
教
分
離
の
原
 

舘
則
 」を
安
易
に
「
日
本
化
」
す
る
こ
と
を
戒
め
る
。
意
図
 せ
ず
し
て
生
じ
 

る
 日
本
的
変
容
を
伴
 う
 の
は
 避
 げ
が
た
い
と
し
て
も
、
外
来
の
 価
値
を
変
 

零
 さ
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
の
伝
統
文
化
の
変
容
を
と
 も
な
う
 形
 

で
、
新
し
い
「
日
本
的
信
教
の
自
由
」
の
創
案
し
て
ゆ
く
べ
き
 ノ
 
」
と
を
 提
 

喝
 し
て
い
る
。
 

三
者
と
も
、
占
領
政
策
と
そ
の
固
定
化
と
考
え
ら
れ
る
戦
後
の
め
 
不
教
法
 

人
 制
度
を
外
来
の
宗
教
文
化
の
移
入
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
が
 日
 本
の
宗
教
 

状
況
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
 る
が
、
 そ
 

の
 認
識
と
評
価
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

阪
本
是
丸
「
国
家
神
道
体
制
の
成
立
と
展
開
」
で
は
、
占
領
前
 の
 明
治
 

末
期
か
ら
昭
和
一
五
年
の
神
祇
院
創
設
に
至
る
ま
で
国
家
神
道
 体
制
の
 展
 

開
を
概
観
し
、
現
代
に
お
け
る
国
家
神
道
の
歴
史
的
位
置
づ
 け
 と
 神
祇
院
 

創
設
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
 

阪
本
氏
は
、
明
治
三
三
年
に
国
家
神
道
と
宗
教
神
道
が
分
離
さ
 れ
た
 神
 

社
局
 が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
神
社
の
存
在
意
 荻
が
 積
極
的
 に
 認
め
ら
 

れ
た
わ
げ
で
は
な
く
、
「
敬
神
宗
祖
」
観
念
は
政
治
的
な
 ス
ロ
 l
 ガ
 ソ
と
 

し
て
主
張
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
と
述
べ
る
。
政
府
に
よ
っ
て
 非
め
 示
教
 で
ま
 
の
 

る
と
さ
れ
た
神
社
は
、
そ
の
宗
教
的
側
面
を
極
力
抑
え
ら
れ
、
 限
ら
れ
た
 

予
算
で
神
社
の
尊
厳
維
持
と
氏
子
崇
拝
者
へ
の
「
敬
神
宗
祖
」
 観
念
の
普
 

及
を
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
神
社
維
持
の
困
難
 お
よ
び
 神
 

職
の
経
済
的
困
難
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
昭
和
一
五
年
に
は
神
祇
 院
 が
設
立
 

さ
れ
た
が
、
実
際
行
わ
れ
た
の
は
神
官
・
神
職
の
養
成
、
教
養
 、
指
導
の
 

み
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
 

そ
の
上
で
阪
本
氏
は
、
神
社
局
お
よ
び
神
祇
院
を
中
心
と
す
る
 制
度
と
 

し
て
の
国
家
神
道
は
組
織
と
し
て
敬
神
宗
祖
の
普
及
，
啓
蒙
を
 国
民
に
行
 

209 (665) 



う
こ
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
で
き
・
な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
 
で
、
一
般
 

国
民
に
神
社
参
拝
が
強
制
さ
れ
、
奨
励
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
 不
 敬
罪
 と
治
 

安
 維
持
法
、
宗
教
団
体
法
の
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
 
の
で
あ
 

り
 、
国
家
神
道
は
こ
れ
を
傍
観
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
 述
 べ
る
。
 

阪
本
氏
は
、
政
府
か
ら
強
要
さ
れ
た
神
社
の
非
宗
教
化
は
一
般
 の
神
社
 

か
ら
宗
教
的
活
力
を
奪
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
制
度
と
し
て
の
国
 家
 神
道
は
 

形
だ
け
の
も
の
で
無
力
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
げ
て
い
る
。
し
か
 し
 、
伊
勢
 

神
宮
や
靖
国
・
護
国
神
社
な
ど
国
体
思
想
と
密
接
な
関
係
を
持
 っ
て
い
た
 

神
社
へ
の
視
点
を
く
わ
え
る
な
ら
、
結
論
は
も
 5
 少
し
変
わ
っ
 た
も
の
と
 

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
占
領
政
策
に
お
い
て
問
題
と
 さ
れ
た
の
 

も
 、
こ
う
し
た
特
殊
な
神
社
で
あ
っ
た
。
制
度
と
し
て
の
神
社
 神
道
が
無
 

力
 だ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
な
に
が
国
民
を
駆
り
立
て
て
い
た
  
 

こ
の
論
文
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
 

続
く
古
賀
私
刑
 氏
の
 
「
宗
教
制
度
の
改
編
過
程
」
で
は
、
文
部
 
小
石
目
の
古
本
 

数
 行
政
を
中
心
に
、
占
領
下
に
お
け
る
日
本
宗
教
制
度
の
改
編
 過
程
が
た
 

ど
ら
れ
る
。
 

戦
前
，
戦
中
の
教
化
動
員
、
保
護
助
長
、
指
導
監
督
を
柱
と
す
 る
 日
本
 

の
 宗
教
行
政
の
関
係
 枠
は
 、
国
家
目
的
の
た
め
に
宗
教
を
動
員
 す
る
と
い
 

ぅ
 集
団
優
先
主
義
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
枠
は
終
戦
後
 し
ば
ら
く
 

の
間
、
戦
時
色
を
払
拭
 し
 、
燕
居
克
服
、
世
界
平
和
と
目
標
を
 差
し
替
え
 

つ
つ
も
保
持
さ
れ
て
い
っ
た
。
 G
H
Q
 側
は
こ
の
関
係
 枠
 を
否
 定
し
、
一
 

九
四
五
年
一
 0
 月
 四
日
付
け
覚
書
「
政
治
的
、
社
会
的
お
よ
び
 ゐ
 
本
数
的
自
 

由
の
制
限
撤
去
に
関
す
る
 件
 」
（
人
権
指
令
）
が
出
さ
れ
る
。
々
 
不
務
課
は
 

教
学
局
か
ら
社
会
教
育
局
に
移
さ
れ
、
ま
ず
指
導
監
督
、
 つ
 い
 で
 教
化
 動
 

員
の
側
面
が
遮
断
さ
れ
る
。
戦
後
の
宗
教
界
の
混
乱
を
前
に
し
 て
 文
部
省
 

宗
務
課
が
推
進
し
た
戦
災
寺
院
、
教
会
の
復
興
の
為
の
保
護
 助
 長
策
や
宗
㎝
 

教
団
体
の
分
派
独
立
の
混
乱
収
拾
の
為
の
諸
政
策
は
、
占
領
軍
 に
よ
っ
て
 

)
 

 
 
 
 

規
定
さ
れ
た
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則
の
元
で
、
同
課
 が
 継
承
し
㏄
 

て
き
た
伝
統
的
な
理
念
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
 が
 、
こ
れ
 

ら
 施
策
に
よ
り
同
課
は
 C
I
E
 

に
よ
っ
て
廃
止
命
令
を
下
さ
れ
 る
こ
と
と
 

な
る
。
こ
の
廃
止
命
令
に
対
す
る
巻
き
返
し
の
過
程
で
宗
教
 行
 政
の
所
掌
 

事
務
は
、
宗
教
法
人
関
係
法
令
の
所
管
と
調
査
統
計
、
連
絡
車
 務
 に
収
 放
 

し
て
い
っ
た
こ
と
が
詳
述
さ
れ
る
。
 

ま
た
宗
教
団
体
 法
 に
か
わ
る
宗
教
法
人
令
は
公
権
力
の
権
限
を
 極
小
化
 

し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
九
年
秋
、
宗
教
界
側
か
ら
の
 要
求
に
よ
 

っ
て
宗
教
法
人
法
が
立
法
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
文
部
省
の
原
 案
が
ウ
ソ
 

ダ
ー
ド
を
窓
口
と
し
て
 C
l
E
 

に
諮
ら
れ
、
ウ
ソ
ダ
ー
ド
が
 宗
 教
 者
に
聞
 

き
 取
り
を
行
い
、
そ
れ
を
参
考
に
原
案
の
修
正
を
行
 5
 形
で
立
 

法
は
進
め
 

ら
れ
た
。
文
部
省
原
案
は
、
「
公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
」
も
の
 と
し
て
 

の
 宗
教
法
人
を
位
置
づ
け
、
そ
れ
に
関
す
る
「
宗
教
実
務
の
 
実
質
的
 規
 

定
 」
を
設
け
る
こ
と
で
、
宗
教
団
体
内
の
混
乱
も
公
共
の
福
祉
 0
 間
頭
 に
 

含
み
込
む
形
で
宗
教
法
人
へ
の
指
導
監
督
の
要
素
を
導
入
し
よ
 5
 と
す
る
 

も
の
で
あ
っ
た
が
、
最
終
案
に
は
公
共
の
福
祉
の
規
定
は
設
け
 ら
れ
ず
、
 

宗
教
団
体
が
法
的
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
の
み
が
法
律
の
目
的
 と
な
り
、
 

逆
に
公
的
機
関
が
宗
教
に
介
入
す
る
理
由
と
し
て
宗
教
法
人
法
 を
 用
い
る
 

こ
と
を
妨
げ
る
解
釈
規
定
が
付
さ
れ
た
。
 

こ
の
 ょ
 5
 
に
 C
l
E
 

は
文
部
省
原
案
か
ら
集
団
優
先
主
義
的
な
 主
張
と
 

公
権
力
の
関
与
を
排
除
し
た
が
、
宗
教
界
の
要
望
は
大
幅
に
と
り
 
入
れ
た
。
 



ノ
ノ
 

紹
 

と
 

書
評
 

  
ウ
ソ
ダ
ー
ド
は
 C
I
E
 

の
試
み
の
う
ち
失
敗
し
た
も
の
と
し
て
 、
文
部
省
 

宗
務
課
の
廃
止
と
宗
教
法
人
の
民
法
法
人
化
を
あ
げ
て
い
る
が
 、
こ
の
 二
 

っ
 は
い
ず
れ
も
文
部
省
宗
務
課
で
ほ
な
く
日
本
宗
教
界
の
要
望
 が
 決
定
的
 

な
 要
因
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ウ
ッ
ダ
ー
ド
 は
 宗
教
法
人
が
 
中
央
集
権
 

的
な
官
僚
組
織
に
従
属
す
る
の
ほ
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
、
 一
 律
 に
都
道
 

府
県
知
事
を
所
轄
 庁
 と
す
る
 よ
う
 提
案
し
た
が
、
従
来
、
文
部
 大
臣
を
所
 

轄
庁
 と
し
て
い
た
宗
教
法
人
は
、
特
権
的
と
考
え
た
そ
の
所
轄
 関
係
に
固
 

執
し
、
ウ
ソ
ダ
ー
ド
を
驚
か
し
た
と
い
う
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
 る
 。
 

古
賀
氏
は
最
後
に
「
宗
教
な
い
し
宗
教
団
体
の
社
会
的
地
位
は
 公
的
に
 

認
め
ら
れ
、
ま
た
な
ん
ら
か
の
形
で
政
府
と
か
か
わ
り
合
 う
こ
 と
に
よ
っ
 

て
 高
ま
る
」
と
い
う
ウ
ッ
ダ
 @
 ド
の
言
葉
を
引
い
て
は
い
る
が
 、
そ
れ
に
 

つ
い
て
自
ら
分
析
を
行
 う
 こ
と
ほ
し
な
い
。
古
賀
氏
は
宗
教
 判
 度
の
改
編
 

過
程
を
、
占
領
軍
、
日
本
政
府
お
よ
び
日
本
の
宗
教
界
の
三
者
 の
 相
互
 作
 

用
 と
し
て
捉
え
て
い
る
の
だ
が
、
日
本
宗
教
界
が
果
た
し
た
 役
 割
の
実
態
 

に
つ
い
て
は
語
っ
て
も
・
そ
の
行
動
の
理
由
に
つ
い
て
語
ら
な
 い
た
め
、
 

や
や
フ
ラ
ス
ト
レ
 
一
 
シ
ョ
ン
を
感
じ
さ
せ
る
結
論
と
な
っ
て
 い
 る
 。
 

阪
本
論
文
に
せ
ょ
古
賀
論
文
仁
せ
 よ
、
 
何
か
足
り
な
い
印
象
を
 与
え
る
 

の
は
、
本
来
の
関
心
は
宗
教
（
団
体
）
の
方
に
あ
り
、
問
題
 設
 定
の
視
角
 

の
中
に
も
そ
れ
が
入
っ
て
い
る
に
も
 杓
 わ
ら
ず
、
直
接
の
議
論
 0
 対
象
が
 

「
制
度
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
 

よ
 る
も
の
か
も
し
れ
た
 
 
 

糠
 t 

 
 

第
三
部
で
は
当
時
の
宗
教
団
体
と
し
て
仏
教
、
 

プ
 
p
 テ
ス
タ
 ソ
  
 

，
リ
ッ
ク
、
修
験
道
教
団
、
新
宗
教
教
団
へ
の
占
領
政
策
の
影
響
 
が
 論
じ
 

つ
 れ
て
い
る
。
 

竹
村
故
宅
「
占
領
政
策
と
仏
教
団
体
」
で
は
、
宗
教
法
人
法
 か
 ら
 仏
教
 

寺
院
に
配
布
し
て
い
る
。
竹
村
氏
は
、
こ
の
ひ
な
型
か
ら
 各
宗
 

１
代
表
役
員
の
制
度
に
対
す
る
各
宗
派
の
対
応
が
検
討
さ
れ
る
 

寺
院
の
組
織
と
し
て
住
職
 ｜
 総
代
制
に
代
わ
っ
て
採
用
さ
れ
た
 

法
人
法
へ
の
具
体
的
な
対
応
を
検
証
す
る
。
各
宗
派
と
も
伝
統
 

要
 が
あ
る
こ
と
か
ら
、
包
括
す
る
団
体
は
規
則
の
ひ
な
型
を
作
 

よ
う
な
組
織
の
あ
り
方
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
 

リ
ス
ト
 教
プ
 
p
 テ
ス
タ
 ソ
ト
 の
教
会
運
営
（
長
老
主
義
的
）
を
 

ほ
 、
宗
教
法
人
の
運
営
の
民
主
化
を
図
る
 G
H
Q
 
の
意
向
に
よ
 

当
時
、
宗
教
法
人
法
下
で
の
法
人
と
な
る
為
に
新
た
な
規
則
を
 

責
任
役
員
 

範
 と
す
る
 

派
 の
古
本
 
数
 

。
竹
村
氏
 

成
 傘
下
の
 

や
 完
固
 め
 

い
る
。
 

っ
て
 、
キ
 

作
る
必
 

現
状
を
踏
ま
え
て
責
任
役
員
制
度
へ
の
一
定
の
対
応
が
図
ら
れ
 
て
い
る
 

が
 、
従
来
の
総
代
制
を
そ
の
ま
ま
移
行
さ
せ
る
も
の
は
少
な
く
 、
む
し
ろ
 

寺
院
間
の
諸
関
係
を
責
任
役
員
制
度
の
な
か
に
組
み
込
も
 9
 と
 し
た
も
の
 

が
 多
い
。
責
任
役
員
と
ほ
別
に
総
代
を
置
く
も
の
が
ほ
と
ん
ど
 
で
あ
る
 

が
 、
か
え
っ
て
総
代
の
職
務
権
限
 は
 従
来
よ
り
後
退
し
た
も
の
 が
 多
い
と
 

指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
責
任
役
員
も
総
代
も
住
職
に
よ
っ
て
 任
 令
 さ
れ
る
 

も
の
が
多
く
、
宗
教
法
人
法
が
期
待
し
た
と
思
わ
れ
る
法
人
の
 管
理
運
営
 

の
 民
主
化
に
ほ
必
ず
し
も
対
応
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
責
任
使
 員
 制
度
を
 

利
用
し
て
、
教
師
間
の
相
互
扶
助
と
相
互
監
視
を
同
時
に
図
ら
 れ
て
い
る
 

と
 見
る
。
宗
務
課
が
行
っ
た
「
宗
教
法
人
の
法
人
活
動
実
態
調
 ま
 」
、
「
古
本
 

教
法
人
の
組
織
運
営
等
に
関
す
る
調
査
」
の
 両
 実
態
調
査
を
見
 て

も
・
責
の
 

任
 役
員
が
同
族
関
係
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
実
態
が
明
ら
 か
で
あ
る
㏄
 

 
 

と
い
う
。
 

 
  

 

竹
村
氏
は
、
宗
教
団
体
 法
 は
も
ち
ろ
ん
、
宗
教
法
人
命
に
し
て
 も
、
も
 



っ
 ば
ら
伝
統
の
も
と
で
形
成
さ
れ
た
宗
教
団
体
の
あ
り
 よ
う
 を
 良
か
れ
 悪
 

し
か
れ
十
分
考
慮
し
、
そ
れ
に
法
律
的
表
現
を
与
え
る
と
い
う
 土
 
思
味
 あ
 い
 

が
あ
っ
た
が
、
宗
教
法
人
法
は
必
ず
し
も
伝
統
を
尊
重
す
る
こ
 と
な
く
、
 

種
々
の
新
た
な
観
点
を
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
 。
そ
の
上
 

で
、
や
は
り
、
 
国
 
（
全
機
関
）
と
し
て
は
、
宗
教
団
体
の
考
え
 

方
や
歴
史
 

的
伝
統
、
及
び
国
の
側
の
法
制
史
等
を
十
分
考
慮
し
て
、
宗
教
 団
体
の
内
 

容
や
活
動
を
易
々
と
変
更
さ
せ
な
い
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
 述
 べ
る
。
 

ま
た
 

J
.
D
.
 

リ
ー
ド
氏
は
、
戦
時
中
か
ら
一
九
五
二
年
の
 G
 H
Q
 
廃
 

止
ま
で
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
を
取
り
上
げ
、
教
団
出
版
物
上
 の
 見
解
か
 

ら
 、
教
団
の
姿
勢
が
ど
 う
 変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
く
 わ
え
る
。
 

氏
に
ょ
 
れ
ば
、
戦
中
・
終
戦
直
後
の
教
団
は
政
府
に
対
し
て
 主
 体
性
が
な
 

か
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
が
、
北
米
諸
教
会
と
の
協
力
の
た
 め
の
新
し
 

い
 組
織
を
つ
く
り
、
対
等
の
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
か
ら
内
部
的
 な
 主
体
性
 

が
 生
ま
れ
、
占
領
末
期
に
は
日
本
の
再
武
装
問
題
に
対
し
て
 反
 対
 意
見
を
 

堂
々
と
述
べ
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。
戦
時
中
の
日
本
キ
リ
 ス
ト
教
団
 

は
 止
む
を
得
ず
日
本
政
府
の
手
先
に
な
っ
て
い
た
が
、
文
化
 接
 触
 に
よ
る
 

法
的
状
況
の
変
化
と
神
へ
の
忠
実
と
い
う
教
え
に
よ
っ
て
 、
最
 終
 的
に
は
 

日
本
社
会
に
根
づ
 
き
、
 誰
の
手
先
で
も
な
い
存
在
に
な
っ
た
 と
 述
べ
る
。
 

ま
た
修
験
道
に
つ
い
て
は
、
修
験
系
教
派
、
宗
派
は
宗
教
団
体
 法
 の
 施
 

何
時
に
文
部
省
側
か
ら
宗
派
の
合
同
を
要
請
さ
れ
た
が
、
戦
後
 信
教
の
自
 

虫
 が
保
障
さ
れ
て
束
縛
が
な
く
な
る
と
分
派
・
独
立
し
、
数
多
 く
の
修
験
 

宗
教
団
が
傍
出
し
た
。
宮
家
 準
氏
は
 
「
占
領
下
に
お
け
る
修
験
 
の
 展
開
」
 

の
中
で
、
そ
の
事
実
を
丹
念
に
 跡
 づ
け
て
い
る
。
当
時
の
分
派
 
独
立
は
 

必
ず
し
も
信
仰
上
の
理
由
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
 一
 種
 の
古
木
 
教
 

界
の
混
乱
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
 
述
べ
た
 

が
 、
宮
家
 氏
 は
こ
れ
を
教
団
の
活
性
化
と
し
て
積
極
的
に
評
価
 

島
薗
進
 「
新
宗
教
と
敗
戦
・
占
領
」
で
は
、
修
養
団
 

捧
 調
金
 と
 

 
 

い
う
か
 
和
 

)
 

 
 

宗
教
団
体
が
、
敗
戦
と
占
領
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
し
い
状
況
に
 ど
 う
 対
応
㈱
 

し
た
か
に
つ
い
て
、
特
に
会
長
で
あ
っ
た
予
備
役
軍
人
の
上
野
 艮
萌
と
昭
 

礼
二
 0
 年
か
ら
 
二
セ
 年
に
か
け
て
の
当
局
者
と
教
団
と
の
や
り
 取
り
に
 視
 

点
が
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

捧
誠
 会
は
国
家
の
宗
教
的
統
合
と
 い
う
こ
と
 

に
 対
し
て
必
ず
し
も
否
定
的
で
は
な
く
、
信
仰
活
動
の
中
で
の
 天
皇
に
 対
 

す
る
崇
拝
は
戦
後
か
え
っ
て
重
ん
じ
ら
れ
る
傾
向
す
ら
あ
っ
た
 た
め
、
 戦
 

径
数
年
間
を
含
め
て
、
し
ば
し
ば
政
府
当
局
者
に
危
険
視
さ
れ
 、
当
局
か
 

ら
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
 

捧
誠
 会
は
敗
戦
後
も
従
 来
の
信
仰
 

形
態
を
で
き
る
だ
け
維
持
し
ょ
う
と
し
た
が
、
当
局
の
意
向
 
を
 配
慮
し
 

て
 、
そ
の
信
仰
形
態
や
人
事
に
自
己
規
制
を
行
 う
 こ
と
が
あ
っ
 
た
 。
そ
の
 

際
 、
 捧
誠
 会
は
、
無
条
件
に
受
け
入
れ
る
の
で
も
な
く
、
あ
る
 程
度
の
変
 

更
 な
く
も
え
る
と
い
う
万
策
を
と
っ
た
。
 

こ
れ
は
表
面
的
な
妥
協
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
戦
後
の
状
況
 の
 展
開
 

に
よ
 る
新
し
い
世
界
像
の
変
容
を
受
け
入
れ
う
っ
信
仰
内
容
を
 組
み
立
て
 

直
し
た
と
い
う
面
が
あ
る
と
、
 

島
薗
 氏
は
積
極
的
に
評
価
す
る
 。
特
に
 島
 

薗
氏
は
 、
上
野
会
長
の
「
低
い
心
」
と
い
う
宗
教
的
徳
目
、
 

す
 な
わ
ち
 適
 

応
を
求
め
な
が
ら
純
粋
な
誠
意
を
失
わ
な
い
と
い
う
姿
勢
に
着
 目
し
、
 そ
 

れ
は
昭
和
前
後
三
十
年
間
、
当
局
の
干
渉
や
抑
圧
、
世
間
の
無
 理
解
に
 ょ
 

っ
て
育
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
 

樺
 調
金
の
こ
の
間
の
 経
験
は
 

日
本
の
新
宗
教
の
信
教
の
自
由
へ
の
要
求
の
基
盤
を
示
す
も
の
 で
あ
る
と
 

の
 評
価
を
与
え
る
。
 



書評と紹介 

こ
の
本
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
論
文
が
、
詳
細
に
数
多
く
の
資
料
 に
あ
た
 

っ
た
 実
証
的
な
研
究
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
 れ
の
論
者
 

の
 立
っ
て
い
る
立
場
、
研
究
視
角
に
は
統
一
が
と
ら
れ
て
お
ら
 ず
 、
そ
の
 

結
果
、
占
領
政
策
や
そ
の
影
響
に
つ
い
て
の
解
釈
は
微
妙
に
異
 な
っ
て
き
 

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
占
領
政
策
が
日
本
の
宗
教
に
 も
た
ら
し
 

た
 影
響
の
要
点
が
、
「
信
教
の
自
由
」
と
「
政
教
分
離
」
に
あ
る
 こ
と
は
 

わ
か
っ
て
も
、
具
体
的
に
は
っ
き
り
と
し
た
一
つ
の
像
を
結
び
 に
く
い
。
 

も
っ
と
も
そ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
、
読
み
手
 に
 複
眼
的
な
視
点
 を
 与
え
 

る
こ
と
と
な
り
、
全
体
と
し
て
よ
り
総
合
的
な
理
解
を
促
す
と
 い
う
 メ
リ
 

ソ
ト
 を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
 

い
ず
れ
の
論
文
も
、
占
領
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
 
状
 況
の
中
 

で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
団
体
が
い
か
に
自
律
的
な
対
応
を
し
た
 の
か
を
 詳
 

述
 す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
 木
 全
体
 に
言
え
る
 

こ
と
で
あ
る
が
、
政
策
や
制
度
に
比
べ
て
宗
教
団
体
の
組
織
 や
 低
想
 、
行
 

動
 に
傾
斜
し
た
研
究
と
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
な
関
心
が
宗
教
 も
し
く
は
 

そ
の
背
後
の
文
化
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
う
か
が
わ
れ
る
。
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0
 第
五
Ⅰ
一
回
学
術
大
会
 

日
本
宗
教
学
会
第
五
三
回
学
術
大
会
は
、
九
月
九
日
（
金
）
 

l
 
一
一
 

日
 
（
日
）
に
か
け
て
、
立
正
大
学
に
お
い
て
以
下
の
日
程
で
開
 
催
さ
れ
 

五
七
五
人
の
参
加
者
、
二
八
五
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 

九
月
九
日
（
金
）
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
三
時
 
@
 
一
五
時
 

円
宗
教
研
究
 ヒ
 編
集
委
員
会
一
五
時
三
 0
 分
 @
 
一
七
時
 

公
開
講
演
会
一
四
時
 @
 
一
七
時
 

「
仏
教
に
お
け
る
法
に
つ
い
て
」
 

東
京
大
学
名
誉
教
授
・
日
本
学
士
院
会
員
 

平
川
 

彰
 

「
法
華
経
の
一
乗
思
想
 
｜
 声
聞
成
仏
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
 

勝
呂
 

信
静
 

立
正
大
学
教
授
 

理
事
会
一
七
時
三
 0
 分
 @
 
一
九
時
三
 0
 分
 

九
月
一
 0
 日
 
（
土
）
 

開
会
式
九
時
 @
 九
時
二
 0
 分
 

研
究
発
表
九
時
二
 0
 分
 @
 
一
二
時
 

評
議
員
会
一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
三
 0
 分
 @
 
一
六
時
一
 0
 分
 

総
会
 

一
六
時
二
 0
 分
 @
 
一
七
時
五
 0
 分
 

懇
親
会
一
八
時
 @
 二
 0
 時
 

0
 理
事
会
 

目
時
平
成
六
年
九
月
九
日
（
金
）
一
七
時
三
 0 分
 @
 

場
所
立
正
大
学
一
号
館
第
七
ム
 棄
訟
室
 

出
席
者
青
山
立
、
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
 、
岡
田
重
晴
、
金
井
新
三
、
鎌
田
純
一
、
河
 波
昌
 

木
村
清
孝
、
小
山
雷
丸
、
佐
々
木
 宏
幹
 、
鈴
木
 範
久
 、
鈴
木
 

康
治
、
芹
川
博
通
、
薗
田
 坦
 、
日
貨
龍
彦
、
高
崎
直
道
、
田
 

中
英
三
、
田
九
徳
 善
 、
塚
本
啓
 祥
 、
土
屋
 博
 、
中
島
秀
夫
、
 

中
村
 廣
 治
郎
、
西
村
高
 信
 、
華
 園
聴
麿
 、
藤
井
正
雄
、
藤
田
 

富
雄
、
藤
本
陣
 彦
 、
平
典
令
 治
 、
堀
越
知
日
、
社
長
吉
慶
、
 

松
山
康
 國
 、
宮
家
 準
 、
宮
田
元
、
宮
田
 登
 、
山
折
哲
雄
、
山
 

彰
孝
夫
、
脇
本
千
世
、
渡
辺
 宝
陽
 、
守
ニ
 し
 オ
日
 ロ
 

議
題
 

一
 、
庶
務
報
告
 

金
井
新
 三
 常
務
理
事
 ょ
 り
、
平
成
五
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
 
さ
 

ね
 、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
 

報
 

ム
云
 

九
月
一
一
旦
（
日
）
 

研
究
発
表
九
時
 @
 
一
二
時
 

円
宗
教
研
究
 ヒ
 編
集
委
員
会
一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
三
 0
 分
 @
 
一
六
時
三
 0
 分
 

閉
会
式
一
六
時
四
 0
 分
 @
 
一
七
時
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会 報 

          
1 たつ 0  1 " とて 。 、 従 " 推本 " 別 " 認阿 " 成金 

学ま 内 
術 で と   

り 賞につより、 、手 提出さ   
望 Ⅰ   
の - 

  
の さ の 

克 二 氏院     執 れ 収   よ 人 氏 
リ ム 五 説の を   

    名 
本 明 日 誉 
  が程 な代 ム 云 
不腔牡 あ 等 る わ 員 
学     @   

0
 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

日
時
平
成
六
年
九
月
九
日
（
金
）
 一
 三
時
 t
 

場
所
立
正
大
学
二
号
館
第
五
会
議
室
 

出
席
者
青
山
女
、
阿
部
美
哉
、
 
家
塚
 高
志
、
阿
波
 昌
 、
木
村
 清
孝
、
 

星
野
英
紀
（
書
面
参
加
・
谷
口
茂
）
 

議
題
 

一
 、
今
年
度
学
会
賞
授
賞
者
と
し
て
推
薦
す
べ
 き
 業
績
の
審
査
。
 

そ
の
結
果
、
今
年
度
は
石
井
研
士
民
、
及
び
中
里
 巧
 氏
の
以
下
  
 

業
績
を
推
薦
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
各
推
薦
理
由
は
以
下
の
 通
 

り
で
あ
る
。
 

平
成
六
年
度
学
会
賞
選
考
委
員
会
報
告
 

一
 、
石
井
研
士
民
（
 國
寧
院
 大
学
文
学
部
助
教
授
）
の
研
究
業
績
 Ⅴ
 
こ
 

つ
い
て
 

審
査
対
象
 円
 銀
座
の
神
々
 
1
 都
市
に
溶
け
込
む
宗
教
１
 %
 
 （
 新
 曜
 

社
 、
一
九
九
四
年
三
月
刊
）
 

本
書
は
、
明
治
期
か
ら
現
代
に
至
る
東
京
銀
座
地
域
の
宗
教
の
 

変
遷
と
現
状
の
調
査
報
告
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
の
フ
ィ
 @
 ノ
ン
 

ド
ワ
ー
ク
は
、
宗
教
社
会
学
に
お
い
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
 7
1
)
 

 
 

 
 

る
 、
近
代
化
な
い
し
は
都
市
化
が
非
宗
教
化
な
い
し
世
俗
化
に
 -
0
 

た
が
る
と
い
う
理
論
の
再
検
討
と
い
う
、
大
き
な
問
題
関
心
に
 よ
蝸
 

 
 

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
 

  

沖
縄
県
宜
野
湾
市
の
沖
縄
国
際
大
学
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
 提
 案
 

さ
れ
た
。
 



本
書
は
、
ま
ず
、
稲
荷
信
仰
や
地
蔵
信
仰
な
ど
日
本
人
の
伝
統
 

的
な
民
衆
信
仰
の
変
遷
を
、
詳
細
に
跡
付
け
る
。
伝
統
的
な
民
 衆
 

信
仰
が
、
ひ
た
す
ら
衰
退
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
 銀
 座
 

祭
 」
な
ど
新
し
い
銀
座
の
活
動
の
中
で
再
生
し
て
い
る
、
 と
報
 生
口
 

す
る
。
つ
い
で
、
都
市
化
、
世
俗
化
が
も
っ
と
も
厳
し
い
試
練
 を
 

与
え
た
と
思
わ
れ
て
い
る
神
社
を
取
り
上
げ
、
居
住
人
口
の
極
 端
 

な
 減
少
と
建
造
物
の
高
層
化
の
圧
力
が
、
神
社
の
施
設
、
神
社
  
 

あ
り
方
、
働
き
、
あ
る
い
は
役
割
の
質
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
  
 

社
殿
の
あ
り
刀
や
神
社
を
支
え
る
組
織
、
祭
祀
活
動
な
ど
に
 っ
  
 

て
 根
本
的
な
問
題
を
提
起
し
た
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
本
書
は
  
 

外
来
宗
教
の
キ
リ
ス
ト
教
を
取
り
上
げ
、
銀
座
は
、
近
隣
の
築
 地
 

に
 外
人
居
留
地
が
設
げ
ら
れ
た
た
め
、
明
治
初
期
に
は
キ
リ
ス
  
 

散
布
教
の
拠
点
に
な
り
、
教
会
ば
か
り
で
な
く
、
学
校
、
書
店
 な
 

ど
の
各
種
の
関
係
施
設
が
展
開
し
た
こ
と
、
少
な
い
な
が
ら
 今
  
 

ま
で
生
き
残
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
施
設
は
、
通
勤
者
へ
の
 対
 

応
 、
土
地
の
有
効
利
用
な
ど
、
地
域
の
特
性
を
生
か
し
て
い
る
  
 

と
に
、
注
目
す
る
。
ま
た
、
い
く
つ
も
の
企
業
が
神
々
を
祀
っ
  
 

お
り
、
多
く
の
場
合
、
企
業
全
体
の
一
体
感
を
強
化
す
る
た
め
 と
 

響
の
下
に
、
近
代
化
、
都
市
化
は
、
す
な
わ
ち
非
宗
教
化
、
世
 

い
 う
 よ
り
、
企
業
存
続
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
祭
祀
を
行
っ
て
 

俗
 

 
 

る
 、
と
報
告
す
る
。
 

結
論
部
分
は
、
わ
が
国
の
学
者
が
、
欧
米
の
学
者
の
理
論
の
影
 

化
 だ
と
考
え
て
き
た
が
、
銀
座
の
宗
教
は
、
社
会
の
変
化
に
対
  
 

て
 柔
軟
に
対
応
し
、
「
都
市
に
溶
け
込
む
」
 よ
う
 に
生
 き
 続
 け
  
 

い
る
、
と
観
察
す
る
。
銀
座
の
諸
事
例
は
、
都
市
化
が
、
 

非
宗
 教
 

  

化
 、
世
俗
化
に
直
結
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
主
張
 
す
 

Ⅲ
 

る
 。
 

 
 

本
書
の
魅
力
の
第
一
は
、
近
代
都
市
を
代
表
す
る
銀
座
と
伝
統
 

 
 

的
な
宗
教
と
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
著
者
の
精
力
的
で
指
紋
 な
 

実
態
調
査
と
文
献
渉
猟
は
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
生
き
生
き
と
  
 

た
 ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
に
仕
上
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
単
な
る
 銀
 

座
と
 宗
教
の
 
モ
，
 ，
グ
ラ
フ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
都
市
化
の
中
で
生
 ぎ
 

る
 宗
教
と
い
 
5
 理
論
構
築
に
挑
戦
し
て
い
る
。
 

あ
え
て
難
点
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
も
っ
ぱ
ら
銀
座
を
以
て
都
 

市
 仏
地
域
を
代
表
さ
せ
て
よ
い
か
ど
う
か
、
を
問
わ
な
け
れ
ば
 な
 

ら
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
に
宗
教
が
根
付
い
て
い
る
と
い
う
 現
 

象
は
 、
銀
座
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
都
市
化
と
非
 
宗
 教
 

化
 、
近
代
化
と
世
俗
化
と
い
う
一
般
理
論
を
論
じ
る
時
に
 、
地
 域
 

特
性
の
検
討
を
省
略
し
て
銀
座
の
事
例
に
限
る
こ
と
に
は
、
 少
 な
 

か
ら
ず
無
理
が
あ
る
。
 

し
か
し
、
本
書
は
、
着
眼
点
の
新
鮮
さ
、
著
者
が
傾
注
し
た
 調
 

査
 研
究
の
努
力
、
そ
し
て
フ
ィ
 @
 ル
ド
プ
 l
 
ク
の
成
果
を
現
代
 "
"
"
 

"
 
刀
 

数
社
会
学
の
問
題
関
心
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
意
欲
に
は
、
 十
時
Ⅱ
 

目
 す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
 

二
 、
中
里
 巧
 
（
東
洋
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
の
研
究
業
績
 

に
っ
 

い
て
 

審
査
対
象
「
キ
ル
ケ
ゴ
 
l
 
ル
と
そ
の
思
想
風
土
 ｜
 北
欧
ロ
マ
ン
 
-
 
 
 

ィ
一
ク
と
 敬
虔
主
義
１
ヒ
（
 創
 支
社
、
一
九
九
四
年
二
月
刊
）
 



会 報 

本
書
は
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
原
理
を
究
明
し
、
そ
の
原
理
 

を
 
「
呼
称
作
用
」
（
呼
び
か
け
）
と
し
て
解
明
し
、
そ
の
独
特
 
 
 

真
理
認
識
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
著
者
の
 田
 
尻
 

題
 関
心
は
、
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
 l
 ル
の
 
居
 、
 

想
 を
そ
の
根
源
で
あ
る
精
神
的
風
土
か
ら
解
明
す
る
こ
と
に
 
あ
 

る
 。
そ
の
た
め
デ
ン
マ
ー
ク
語
に
堪
能
な
著
者
は
、
北
欧
精
神
 史
 

0
 基
盤
で
あ
る
北
欧
神
話
の
考
察
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
が
 ヂ
ン
 
 
 

@
 
ク
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
と
デ
ン
マ
ー
ク
敬
虔
主
義
に
継
承
さ
れ
  
 

独
特
の
か
た
ち
で
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
結
晶
し
て
い
る
こ
 と
 

を
跡
づ
 げ
て
い
る
。
 

本
書
の
構
成
を
見
る
と
、
第
一
部
は
「
自
然
有
機
体
論
」
を
 特
 

徴
 と
す
る
デ
ン
マ
 
l
 
ク
ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
と
、
「
内
的
実
践
性
  
 

を
 特
質
と
す
る
デ
ン
マ
 

一
ク
 敬
虔
主
義
の
論
究
で
あ
る
。
こ
れ
 を
 

さ
げ
て
第
二
部
の
テ
ー
マ
は
、
こ
れ
ら
両
者
が
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
  
 

思
想
の
内
部
で
ど
の
よ
う
に
照
応
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
  
 

こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
作
業
に
よ
っ
て
 、
 p
 マ
ン
テ
ィ
ー
ク
的
 
特
 

徴
 と
し
て
の
自
然
有
機
体
論
は
「
予
感
」
に
還
元
さ
れ
、
敬
虔
 主
 

義
 的
特
質
と
し
て
の
内
的
実
践
性
は
「
祈
り
」
に
還
元
さ
れ
る
  
 

そ
し
て
「
予
感
」
と
「
祈
り
」
が
「
呼
称
作
用
」
と
し
て
統
合
 さ
 

れ
て
原
理
化
さ
れ
る
。
本
書
の
第
三
の
課
題
は
、
こ
の
「
呼
称
 作
 

用
 」
の
も
っ
対
話
性
に
よ
る
真
理
認
識
の
解
明
で
あ
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
本
書
は
、
ま
こ
と
に
明
確
な
目
的
意
識
に
基
づ
 

く
 壮
大
な
試
み
で
あ
る
。
特
徴
的
な
 鍵
 概
念
の
設
定
と
明
快
な
 論
 

旨
の
展
開
に
説
得
力
を
欠
く
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
  
 

217 (673) 

0
 評
議
員
会
 

日
時
平
成
六
年
九
月
一
 
0
 日
 
（
土
）
一
二
時
 
@
 

場
所
立
正
大
学
一
号
館
第
七
会
議
室
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
貢
献
で
あ
る
Ⅰ
ド
イ
ツ
 哲
 

学
 に
照
射
さ
れ
た
限
り
で
の
従
来
の
キ
ル
ケ
ゴ
 l
 ル
理
解
の
偏
 
向
 

が
 修
正
さ
れ
始
め
た
 六
 0
 年
代
以
降
、
日
本
で
も
よ
う
や
く
 キ
 
ノ
ン
 

ケ
 ゴ
ー
ル
を
 、
 彼
が
生
ま
れ
て
死
ん
だ
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
考
え
  
 

態
度
が
自
覚
さ
れ
る
よ
さ
に
な
っ
た
が
、
本
書
は
そ
の
研
究
 史
  
 

批
判
的
継
承
の
流
れ
に
そ
っ
た
極
め
て
す
ぐ
れ
た
業
績
で
あ
る
  
 

最
後
に
本
書
の
特
長
と
し
て
、
方
法
論
的
周
到
さ
を
挙
げ
た
 

い
 。
著
者
は
、
従
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
の
長
短
に
つ
い
て
 綿
 密
 

に
 批
判
し
、
自
分
が
「
概
念
史
的
研
究
方
法
」
に
依
拠
す
る
 理
 由
 

を
 論
証
し
て
い
る
が
、
い
か
な
る
方
法
に
依
拠
し
ょ
う
と
も
 不
 可
 

避
 的
に
つ
ぎ
 さ
 と
 う
 種
々
の
問
題
性
に
つ
い
て
も
深
く
認
識
し
  
 

い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
思
想
研
究
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
の
 必
 

要
 条
件
で
は
あ
る
が
、
独
特
で
難
解
な
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
思
想
の
 解
 

明
 の
た
め
に
は
、
と
り
わ
け
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
  
 

こ
と
の
自
覚
が
、
今
後
の
著
者
の
研
究
の
さ
ら
な
る
成
果
を
期
 待
 

さ
せ
て
い
る
。
 

審
査
委
員
会
は
、
 
両
書
が
 、
地
学
の
発
展
に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
 

う
 広
が
り
と
奥
行
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
石
井
、
中
 里
 

両
氏
の
業
績
を
と
も
に
、
本
年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
に
推
薦
 
す
 

る
 。
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会
 

日
時
平
成
六
年
九
月
一
 
0
 日
 
（
土
）
一
六
時
二
 0
 分
 @
 

場
所
立
正
大
学
三
号
館
三
四
一
教
室
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
数
五
二
七
名
、
定
足
数
一
七
六
名
、
 
出
席
者
 

（
委
任
状
提
出
者
を
含
む
）
二
八
一
名
、
よ
っ
て
総
会
江
成
 

立
し
た
。
 

議
題
 

一
 、
議
長
に
三
友
偉
容
氏
を
選
出
 

一
、
庶
務
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
 

0
 編
集
委
民
会
 

（
一
回
日
 

日
時
平
成
六
年
九
月
九
日
（
金
）
一
五
時
三
 0 分
 !
 

場
所
立
正
大
学
一
号
館
第
四
会
議
室
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
岩
本
一
夫
、
宇
都
宮
輝
夫
、
島
 薗
進
 、
 鈴
木
正
 

業
、
高
橋
 渉
 、
棚
 次
 正
和
、
永
井
政
 之
 、
林
 淳
 、
藤
田
正
勝
 

渡
辺
和
子
 

（
二
回
目
）
 

日
時
平
成
六
年
九
月
一
一
日
（
日
）
一
二
時
 ! 

場
所
立
正
大
学
一
号
館
第
四
会
議
室
 

出
席
者
九
一
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
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
（
阿
部
美
哉
学
会
賞
選
考
委
員
 
長
 ）
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

一
 、学
ム
ス
運
営
の
変
更
に
つ
い
て
 

学
会
運
営
の
変
更
に
つ
い
て
の
平
成
六
年
七
月
九
日
の
理
事
会
 案
 

（
詳
細
は
「
宗
教
研
究
 
b
 第
六
八
巻
第
二
 輯
 、
 二
 0
 七
頁
を
参
照
  
 

が
 討
議
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
 I
A
H
R
 
の
次
期
国
際
大
会
に
つ
い
て
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
 

次
年
度
学
術
大
会
開
催
地
を
沖
縄
国
際
大
学
と
す
る
こ
と
が
 承
 認
 ル
 

さ
れ
た
。
 

一
 、
会
計
報
告
（
金
井
常
務
理
事
）
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一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
 

 
 

 
 

阿
部
美
哉
学
会
賞
選
考
委
員
長
の
説
明
の
後
、
石
井
研
士
民
 と
 中
 

里
坊
氏
の
業
績
に
対
す
る
第
二
九
回
日
本
宗
教
学
会
賞
の
授
与
 ・ 
@
7
 

力
 

(
 
6
 

行
わ
れ
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

一
 、
学
会
運
営
の
変
更
に
つ
い
て
 

学
会
運
営
の
変
更
に
つ
い
て
の
評
議
員
会
案
が
討
議
さ
れ
、
 承
 認
 

さ
れ
た
。
 

一
 、
 I
A
H
R
 

の
次
期
国
際
大
会
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
沖
縄
国
際
大
学
と
す
る
こ
と
が
 承
  
 

さ
れ
た
。
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井
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愛
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大
学
助
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授
〒
七
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0
 
 松
山
市
道
後
 町
一
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五
 １
元
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上
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0
 一
一
 

会
 

小
沢
 

浩
 

富
山
大
学
教
授
〒
九
三
 0
 
 富
山
市
五
福
 末
 広
町
 二
 

出
席
者
石
井
研
 士
 、
市
川
裕
、
岩
本
一
夫
、
宇
都
宮
輝
夫
、
 

鈴
木
 君
 

弓
 、
鈴
木
正
宗
、
棚
沢
正
和
、
林
 淳
 、
藤
田
正
勝
、
渡
辺
和
 

子
 

議
題
 

一
 、
編
集
委
員
の
交
代
 

一
 、
刊
行
報
告
 

第
六
八
巻
第
一
揖
（
 三
 0
0
 
号
 ）
 

一
 、
刊
行
予
定
報
告
 

第
六
八
巻
第
二
鞘
（
 三
 0
 
一
号
）
 

一
 、
編
集
方
針
 

第
六
八
巻
第
三
韓
（
 三
 0
 二
号
）
 

第
六
九
巻
第
一
 
輯
 
（
 三
 0
 
四
号
）
特
集
号
の
テ
 I
 マ
を
「
宗
教
 
と
 

自
然
」
に
決
定
 

一
 、
今
後
の
委
員
会
運
営
に
つ
い
て
 

空
諦
結
果
お
よ
び
報
告
方
法
等
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
た
。
 

五
五
六
１
匹
 
｜
ニ
 ー
 二
 0
 三
 

高
井
範
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0
 
日
本
宗
教
学
会
名
誉
会
員
、
関
西
学
院
大
学
名
誉
教
授
、
片
 山
 正
直
 光
 

生
は
、
平
成
六
年
七
月
二
六
日
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
九
 0
 
歳
 。
 

歳
 。
 

こ
こ
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
、
 

ご
 冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
 
げ
ま
 

す
 。
 

堀
越
知
日
 

諸
岡
道
北
首
 

保
呂
蔦
屋
 

星
川
 

啓
慈
 

仝
 口
 、
水
進
一
 

上
村
 

静
 

笹
尾
異
化
 

岡
野
治
子
 

島
山
 
仁
 
r
 

棚
沢
正
和
 

田
島
照
久
 

石
井
 
誠
士
 

櫻
井
徳
太
郎
 

真
野
俊
和
 

島
薗
進
 

宮
田
 

登
 

村
上
 
興
匡
 

早
稲
田
大
学
教
授
 

弘
前
大
学
助
教
授
 

南
山
大
学
非
常
勤
講
師
 

図
書
館
情
報
大
学
助
教
授
 

佛
 散
大
学
非
常
勤
講
師
 

東
京
大
学
大
学
院
 

筑
波
大
学
研
究
員
 

実
践
な
子
大
学
教
授
 

金
沢
大
学
助
教
授
 

筑
波
大
学
助
教
授
 

早
稲
田
大
学
教
授
 

兵
庫
県
立
看
護
大
学
教
授
 

駒
澤
 大
学
名
誉
教
授
 

上
越
教
育
大
学
教
授
 

東
京
大
学
教
授
 

神
奈
川
大
学
教
授
 

文
化
庁
宗
務
課
専
門
職
員
 

会
員
訃
報
 

執
筆
者
紹
介
（
執
筆
順
）
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会 報 

1993 年度 日本宗教学会 決算報告 

く 収入 ノ く 支出 ノ 

会費 11,950,989 会誌 直接刊行賞 6 ， 526,118 

賛助会費 880,000 会誌 発送 費 750,641 

会試売上金 36,000 編集諸費 228,945 

第 R2 回大会参加費 1,327,980 第 52 回大会費用 2,200,000 
岸本，諸声・ 石津・ 堀 学会賞諸費 197,178 

埴谷・柳川 基金利子 170,165 選挙関係費 349,703 

預金利子 134,902 会合 費 382,268 

出版助成金 350.  000 通信連絡 費 533,022 

前年度繰越金 3,912,950 事務用品質 320,778 

印刷費 334,247 

木部 費 4,252,573 

関係学会費 101,941 

国有財産借料 28,946 

次年度繰越金 2,555,626 

計 18,762,986 計 18,762,986 

1994 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く 支出 ノ 

会費 12,300,000 会誌 直接刊行賞 7,000,000 

賛助会費 940,000 会話発送 費 800,000 

会試売上金 30,000 編集諸費 250,000 

第 h3 回大会参加費 1,581,000 第 53 回大会費用 2.・ 

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 85,000 学会賞諸費 150,000 

預金利子 60,000 会合 賀 400,000 

出版助成金 420,000 通信連絡 費 550,000 

前年度繰越金 2,556,626 事務用品質 400,000 

印刷費 350,000 

本部 費 4,200,000 

関係学会費 120,000 

国有財産借料 30,000 

名簿作成準備 費 300,000 

予備費 1,022.626 

計 17.972,626 計 17,972,626 
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T h e  Primordial and Religious Meaning of the  
Mesoamerican Calendrical System 

Michiyo SASAO 

To most people today, a calendar is little more than a division of 

time. In earlier times, however, calendars expressed the religious 

worldview of a people, articulating such ideas as order, fate, and the 
governing principles of the universe. This paper attempts to elucidate 

the primordial and religious meanings and functions of calendars by 

analyzing the pre-Hispanic Mesoamerican calendrical system. 

A unique 260-day (the approximate time of human gestation) calen- 
dar, called "Quetzalcoatle's calendar," played an especially important 
role in the cosmological mythology of Mesoamerican peoples, and thus 
is the focus of this paper. It embodied a complex interplay of dates and 
their significance, and symbolically intermingled disparate realms of 
experience with the symbolic value of numbers. This calendar's cycle 

was linked to those of natural bodies, such as the sun and Venus, 
and infused life and time with significance by linking symbols, 

rituals, and numbers with events and themes, including the myth 

of Quetzalcoatle in Mesoamerican cosmogony. From this calendrical 

system one can deduce the primordial principle and the fate of 
all that exists in the world and the entire cosmic universe. This 

primordial priciple is "cyclical regeneration" through the paradoxical 
union of opposites, which is embodied in the mythic archetype 

Quetzalcoatle. 

(em vii 



Jesus and the Son of Man: 

The Origin of the 'Son of Man' as a Messianic Title 

Shizuka UEMURA 

In the four Gospels, Jesus often speaks of the 'Son of Man,' which 
is always used as a messianic title. However, we have no evidence of 

the term's usage in Aramaic, where the generic use of the nouns 

'man,' 'a man,' and 'the man' are found. All 'son of man' phrases 
in the Gospels have double definite articles ('The Son of the Man'), 
which indicates that the translator into the Greek understood the 
Aramaic 'son of man' to mean 'the man' or 'that man.' Nearly half 
of the 'son of man' sayings in the Gospels refer either directly or in- 

directly to the 'one like a son of man,' as in Daniel 7:13. Undoubt- 
edly, the primitive church identified Jesus the Exalted in this way. 

From this linguistic and religious-historical background we can for- 
mulate a hypothesis: The 'son of man' traditions began with the indi- 

cation of 'that (son of) man' references (in Aramaic) to the Exalted 

being identified by the church as the Danielic figure. Because the 

literally translated phrase was unfamiliar to Greek-speaking Christians, 
it was understood as a messianic title. Based upon this shift of 'son 
of man' from its original meaning to the form of a title, the other 

'son of man' sayings s p ~ k e n  by the historical Jesus were also reinter- 
preted, and new sayings were created 



Spiritual and Existential Judgment in 
The Varieties of Religious Experience: 

On William James's Study of Religion 

Shin'ichi YOSHlNAGA 

As Ralph Barton Perry points out in his work The Thought and 

Character of William James, there are two different kinds of faith ex- 

pressed by William James; that is, fighting faith and comforting faith. 

The former stresses choice and action, and is of a sanguine temper. 

The latter seeks refuge and security, and is of a morbid soul. They 

existed side by side in James, but the comforting faith characterized 

his The Varieties of Religious Experience, in contrast to The Will to 

Believe, which defended the importance and possibility of active belief 

against scepticism. These two faiths are  also reflected in the differ- 

ence between two types of judgment, which constitute the framework 

of James's religious study in The Varieties of Religious Experience. One 

is that of spiritual judgment, which deals with the value of religion 

for society. The other is existential judgment, which examines 

where religious experience comes from. This paper discusses the 

relationship between the two faiths and the two types of judgment, 

and tries to explain how James carried out the task given by his 

father-that is, to intrepret religious experience correctly-in a per- 

sonal and scientific way. 



On the Impossibility of Understanding Other 
People's Religious Experiences: 

From L. Wittgenstein's "Private Language" Argument 

Kei ji HOSHIKA WA 

Scientists of religion quite often study the religious experience of 

others without giving critical ccnsideration to the possibility of under- 

standing the "other mind." This is a matter of great debate in con- 
temporary philosophy (in both the analytical and phenomenological 

traditions). 

Their studies tacitly rely on the two-dimensional model: others' re- 

ligious experience and the language that explains it. Furthermore, 

they are made up of three parts; namely, others' inner life of religious 

experience, the language that expresses it, and the researcher's inner 

life that understands such experiences through the medium of language. 
This paper, referring to L. Wittgenstein's "private language" argu- 

ment, examines the possibility of precise understanding of other 
people's religious experience as expressed by language. Religious ex- 

perience is "private" and the language to describe it is "private." We 

conclude that it is, in principle, impossible to understand precisely 

other people's religious experience by means of language, because that 
language is private and a link between experience and language can- 

not be guaranteed 



From@ Metanoetics@ to@ a@ Philosophy@ of@ Death     

The Development of Tanabe Hajime ， s Philosophy of Religon 

Atsuhiko@ HORO 

Immediately@ after@ his@experience@of@"metanoia ， "@T3nabe ， s@phil   sophy 

of@ religi   n@ made@ a@ shift@ away@ from@ a@ standpoint@ dominated@ by@ the 

influence@ of@ Shinran@ and@ Pure@ Land@ thought@ and@ drew@ closer@to@Chris ， 

tiani   y@ for@ a@ time ， In@ later@ years@ he@ shifted@ again,@ this@ time@ c Ⅰ   ser 

to@ a@ "philosophy@ of@ death ， "@whi   h@ held@ Zen@ in@ high@esteem ， The@ i   gic 

behi   d@ the@ first@ transiti   n@ is@apparent:@ Since@ both@share@ the@same@pat- 

tern@ of@ relative@ others@ being@ saved@ through@ an@ Absolute@ Other ， both 

can@ be@ subsumed@ under@ the@ standpoint@ of@ "metanoetics ， "@ In@ contrast, 

the@ third@ stage@ develops@ ideas@ clearly@ distinct@ from@ those@ before ， In 

his@ "philosophy@ of@ death ， "@ Tanabe@ gave@ serious@ weight@ to@ the@ "death 

of@ a@ loved@ one"@ and@ made@ it@ a@ focal@ point@ for@ new@ reflections ・ This 

meant@ that ， contrary@ to@ the@ position@ he@ had@ held@ previously ， Tanabe 

came@ to@ see@ that@ it@ was@ not@ through@ "my@ love@ for@ another,"@ but@ pre ， 

cisely@ through@ "the@ love@ of@ another@ for@ me"@that@ the@ death@and@resur ・ 

rection@ of@ the@self@ is@ realized ・ In@the@case@ of@an@ other@who@ has@ passed 

away ， the@ "resurrection@ of@ the@ dead@ in@ me"@ mediates@ "the@ death@ and 

resurrection@ of@ the@ self." 

This@ essay@ begins@ with@ an@ explanation@ of@ these@ideas@ and@ compares 

them@ to@ his@ earlier@ work@ in@ order@ to@ consider@ the@ nature@ and@ extent 

of@ the@ transition@ from@ metanoetics@ to@ the@ philosophy@ of@ death ， It@con ， 

eludes@ by@ pointing@ out@ some@ new@ problems@ that@ arise@ in@ i   terpreting 

Tanabe ， s@ thought ，   
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~ b e r  das Bose in der Spatphilosophie Schellings 

Michihiko MOROOKA 

In diesem kleinen Aufsatz wird unternommen, den Grund und den 
Ursprung des Bosen in der Spatphilosophie Schellings zu erklaren. 

Der Grund des Bosen besteht darin, das gottliche Verhaltnis umzu- 

kehren oder den Eigenwillen uber den Universalwillen zu erheben. 

Der Ursprung des Bosen ist die eigene Tat, durch die der Mensch 
jenen Umstruz macht. Diese eigene Tat  ist ein aller in die Sinne 
fallenden Tat  vorangehender Grund der menschlichen Handlungen, 
der doch selbst wiederum ein Akt der Freiheit ist. Nach Kant ist der 
Akt ein ursprunglicher Gebrauch der Willkiir. Kant aber sagt, daB 
der Vernunftursprung dieser Verstimmung unserer Willkiir uns uner- 

forschlich bleibt. Dagegen analysiert Schelling den Ursprung des Bosen 

als die Wirklichkeit des Bosen. Und zwar ist zu erklaren, wie das 

Bose aus der Schopfung habe hervorbrechen konnen. So kann Schelling 

den Vernunftursprung mehr als Kant nicht erforschen. Denn die Unter- 

suchung Schellings ist nicht die des Vernunftursprungs. Um den Ver- 
nunftursprung des Bosen zu erforschen, miissen wir das Verhaltnis 
des Bosen mit dem Teufel (Satan) studieren. Diese Untersuchug ist 
auch die Aufgabe des kleinen Aufsatzes. 



Die Religionsethnologie in Gegenwart 

Tomomi HORIKOSHI 

Die Ethnologie ist die wissenschaftliche Disziplin zur Erforschung 

fremder Volker. Sie befindet sich heute in einer tieigreifenden Um- 
bruchsituation, die das Fach insofern auflost, als bisherige Forschungs- 

traditionen entweder uberwunden oder sogar abgebrochen werden 
mussen, um einer veranderten Weltsituation gerecht zu werden. Mit 

der Entdeckung der fremden Volker wurde ihre Fremdheit mehr und 
mehr zur Bekanntheit. Nicht nur, weil ihre Fremdheit, je mehr sie 
entdeckt werden, umso geringer wurde, sondern auch, weil diese 
Fremdheit gegeniiber den Entdeckern nicht aufrecht zu erhalten war. 

Die Entdeckten muRten sich anpassen und wurden so ihren Entdeckern 
immer ahnlicher. Mit dem Beginn der Wissenschaft von fremden Vol- 

kern setzte notwendigerweise bereits ihr AuflosungsprozeR ein. 

Und auch ist die Religionsethnologie keine Ausnahme von diesen 

wissenschaftlichen Umstanden. Gelingt es, die Forschungsinhalte durch 
eine kritische Aufnahme der globalen Veranderungen neu zu bestim- 

men, so wird die Alternative zu einer hinsichtlich der Gegenstande 

und Ziele neu definierten Religionsethnologie zur Voraussetzung fur 
ihren Fortbestand. Ethnologen waren in die Zerstorung fremder 
Volker verstrickt. Heute ist der Religionsethnologe aus ,,der Erfahrung 

der Vielheit" damit beschaftigt, der Vereinheitlichmg der Welt 
entgegenzuarbeiten. In seinerverunsicherung liegt seine Starke. Gerade 

in der Methoden-und Themenvielfalt dieser Wissenschaft, verbunden 
mit einer die Wurde des Menschen unbedingt achtenden und daher 
herrschaftsfreien Zielbestimmung, liegt die hervorragende Chance des 
Fachs. 




