
 
 

マ
 

ツ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
一
九
二
八
年
五
月
十
九
日
 に
 
心
臓
麻
 陣
 の
た
め
に
急
死
し
た
。
前
年
四
月
の
講
演
 
「
宇
宙
に
お
け
る
 人
 

 
 

 
 

 
 
 
 

間
の
地
位
」
に
お
い
て
初
め
て
世
に
問
う
た
人
間
学
と
 形
而
上
学
の
綱
領
を
、
具
体
的
に
構
築
せ
ん
と
し
て
 
ぃ
 
た
矢
先
の
こ
と
で
あ
っ
 

 
 

た
 。
彼
の
訃
報
を
聞
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
五
月
二
 十
一
日
の
講
義
中
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
追
悼
演
説
を
し
、
 
彼
に
最
大
の
賛
辞
を
贈
 

一
八
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
交
わ
り
 

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
 育
 と
時
」
公
刊
か
ら
 
一
 午
後
の
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
に
お
い
て
、
基
礎
オ
ン
ト
ロ
 ギ
 １
 0
 種
 占
に
 メ
タ
 

オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
構
想
を
う
ち
だ
し
、
そ
こ
で
「
全
体
と
し
て
の
 
有
る
も
の
」
に
つ
い
て
思
索
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
「
全
体
と
 
し
て
の
有
る
も
の
」
 

は
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
「
 超
力
 的
な
も
の
」
と
し
て
 
捉
 え
ら
れ
、
「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
思
惟
さ
れ
て
い
る
。
「
 

有
と
 時
 」
に
お
い
て
 
非
神
 

論
 的
な
態
度
を
貫
い
て
き
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
索
の
射
程
に
 
聖
な
る
も
の
が
入
っ
て
き
た
こ
の
変
化
の
背
景
に
は
、
晩
年
の
 マ ツ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
 

ラ
ー
の
「
生
成
す
る
 
神
 」
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

本
稿
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
死
の
直
前
の
一
九
二
 セ 年
冬
に
な
さ
 
れ
た
「
長
き
に
わ
た
 

8
 対
話
」
を
通
じ
て
の
両
者
の
相
互
触
発
に
焦
点
を
あ
て
、
「
 

弱
 き
神
 」
と
呼
ば
れ
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
神
性
観
が
メ
タ
・
オ
ン
ト
ロ
 ギ
 ー
に
与
え
た
 
影
 

響
は
 
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
 
弱
き
 神
 」
は
、
現
有
の
「
超
越
」
に
お
け
る
神
的
な
も
の
の
 
経
 験
 に
表
現
を
与
え
う
 

る
も
の
で
あ
り
、
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
 へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
 
の
神
性
観
受
容
へ
の
橋
渡
し
を
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 
V
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
メ
タ
・
 

オ
 ン
ト
ロ
 ギ
 Ⅰ
聖
な
る
も
の
、
弱
き
 
神
 、
現
有
の
超
越
 

直
 「
 

小
野
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
形
而
上
学
構
想
（
 
メ
 タ
 ・
オ
ン
ト
ロ
 ギ
 Ⅰ
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
 



二
三
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
へ
の
赴
任
 が
 、
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な
い
ケ
ル
ン
に
い
る
シ
ェ
ー
 
ラ
 ｜
 と
の
密
接
で
個
 

な
 交
わ
り
を
可
能
に
し
た
。
両
者
の
間
に
真
摯
な
哲
学
 的
な
や
り
と
り
が
進
め
ら
れ
る
に
つ
れ
、
ハ
 
イ
 デ
ッ
ガ
   

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
っ
て
く
る
。
一
九
二
五
年
夏
学
期
 
講
義
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
人
格
」
 
を
 、
作
用
遂
行
と
 

捉
え
、
そ
れ
自
身
物
で
も
実
体
で
も
な
い
と
規
定
す
る
 
こ
と
に
、
「
作
用
の
規
定
や
そ
の
有
の
規
定
へ
さ
ら
に
 迫
ろ
う
と
試
み
て
 

こ
と
」
と
し
て
一
定
の
評
価
を
与
え
る
 
ざ
巴
 ・
の
 
も
デ
 ）
 
ま
 ㍉
ま
た
「
 育
 と
時
」
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
人
格
 概
念
 ゃ
 作
用
概
念
 

価
を
承
認
し
つ
つ
、
「
古
典
 ｜
 キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
学
 の
方
向
」
あ
 い
 4
8
 

）
か
ら
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
解
放
し
、
「
 

実
存
論
的
 ｜
 超
越
 

人
間
学
と
い
う
特
別
な
課
題
」
一
の
 
ド
 ニ
色
へ
と
誘
導
 し
よ
う
と
し
て
い
る
。
両
者
は
、
互
い
を
尊
敬
し
あ
う
 
よ
う
に
な
っ
て
 い
 

で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
に
決
定
的
な
連
帯
を
与
え
る
 日
 が
や
っ
て
く
る
。
一
九
二
七
年
の
年
末
に
、
二
人
は
「
 
最
後
の
長
き
に
 わ
 

会
話
」
を
し
、
四
つ
の
点
で
一
致
す
る
。
そ
の
最
も
重
 
要
 な
点
に
つ
い
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
 
っ
て
い
る
。
 

「
最
も
本
質
的
な
こ
と
と
は
、
周
知
の
哲
学
的
状
況
は
 絶
望
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
か
ら
 
こ
そ
、
本
来
的
 な た た 論 の い し 評 人 
  る の 的 真 る て は 的 

こ
の
「
現
代
哲
学
」
に
は
勿
論
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
含
ま
 
れ
る
。
 い
 や
 、
 

「
最
も
強
い
哲
学
的
な
力
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ハ
イ
 @
 

 
 

い
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

初
期
フ
ラ
イ
フ
ル
ク
時
代
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
何
度
と
 
な
く
マ
ッ
ク
ス
 

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ま
さ
し
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
に
と
 
っ
て
 

了
一
 

「
自
分
の
思
索
の
事
柄
に
つ
い
て
の
強
力
な
擁
護
者
」
を
 見
 

・
シ
ェ
ー
ラ
ー
を
は
 
げ
 し
く
こ
き
お
ろ
し
た
。
し
か
し
 
一
九
 

  

  

    
目 イ 
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お 
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    イデッガ 一   の形而上手構想   

  

て つ 殆 響 論理 レス アリ 明 い ど に 

ら て な っ   イデッ が「 第 ストテ 学の概 二 に問って 
  レ 念 ガ し 題 た ハ 

  

明 に ガ 
し お l     

    
  

而 
    おい す な とす 直さ ホ具 ，し 、     

大枠 「有る まず 第 の そこ   
も " 一 で が 

の に ハ 表 
な と イ 描 推移に 、彼 を 形而上 

有 り デ さ 0 字 焦     をあ構想と「神約 点 
と れ は こ な シ て 
し る 、 の も ェ て 
て の そ 講 0 l 詳 
Ⅰ は の 義 」 ラ 法 百冊   0 l さ 

居 、 と れ 

更 づ り の 頭 索 の る 
ぎ ス 定 で に 関 こ 

ト 義 は 且 『 ィ系 と 

そ テ を 、 し に は 

-
3
-
 

の
よ
う
な
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
メ
タ
・
オ
ン
 ト
 
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
の
影
響
は
重
視
さ
 れ
て
き
た
が
、
そ
の
 影
 

面
上
半
の
 内
 へ
と
敢
え
て
踏
み
越
え
る
好
機
、
す
な
わ
 ち
 形
而
上
学
を
根
底
か
ら
展
開
す
る
好
機
が
到
来
し
 
て
 

る
 」
 あ
レ
お
 -
 ふ
巳
 。
 

こ
の
言
葉
の
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
九
二
八
年
 
夏
 学
期
講
義
コ
 柵
 理
学
の
形
而
上
学
的
 元
初
 根
拠
」
 

オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
ミ
 痒
 0
 耳
 0
-
0
 

噌
の
」
と
名
付
け
ら
れ
た
 彼
自
身
の
「
本
来
的
な
形
而
上
学
」
の
構
想
を
示
す
。
 

後
か
ら
一
九
三
 0
 年
頃
ま
で
の
形
而
上
学
構
想
に
お
け
 る
 も
っ
と
も
佳
日
す
べ
き
変
化
は
、
「
 有
 と
時
」
に
お
 

か
っ
た
「
聖
な
る
も
の
 往
 ①
Ⅰ
の
目
垢
 
オ
の
 
@
 
（
」
が
ハ
イ
デ
 ッ
ガ
 ー
の
有
の
思
索
の
射
程
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
 

い
 る
と
い
う
こ
と
で
あ
 

に
お
い
て
、
「
メ
タ
・
 

こ
の
「
 有
 と
時
ヒ
刊
行
 

い
て
は
一
切
語
ら
れ
な
 

と
で
あ
る
。
従
来
、
 

こ
 



わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
「
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
」
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
 
レ
ス
の
も
と
に
お
い
て
そ
 

シ
ャ
的
解
釈
に
由
来
す
る
。
一
九
二
九
 
/
 三
 0
 年
冬
 学
 期
 講
義
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 

自
身
を
構
築
し
つ
つ
統
べ
る
こ
と
ユ
餌
四
 %
 
す
 ヱ
ロ
の
 
コ
監
 甘
 Ⅱ
が
宇
の
二
ロ
 

の
 ㊤
の
の
 
-
 
の
 二
ロ
の
 
目
 Ⅱ
～
）
 

の
 「
口
曳
 

局
占
 」
に
達
し
た
 守
ぎ
あ
 概
念
の
 ギ
リ
 

も
羨
 
q
 あ
 な
 「
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
が
自
分
 

の
が
 
罠
盤
 」
 あ
 速
 め
ト
 
の
 
0
:
3
8
f
.
 

一
 と
規
定
し
 、
 次
の
 

し
て
宿
る
も
の
そ
の
も
の
に
固
有
な
も
の
を
探
求
す
る
 
学
 」
 篇
ミ
ゴ
 ）
 
ト
 
一
で
あ
る
。
こ
の
学
が
探
求
す
る
の
 は
、
 個
々
の
有
る
も
の
 

で
な
く
、
有
る
も
の
を
有
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
な
 
す
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
 有
ぴ
叶
コ
 0
 字
」
で
あ
る
 。
本
来
的
な
哲
学
は
 、
 

オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
を
含
ん
で
い
る
。
 

し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
 

、
本
 来
 的
な
哲
学
を
、
「
目
に
み
え
る
有
る
も
の
に
即
し
 
て
あ
ら
わ
に
な
る
 
超
 

力
 的
な
も
の
ユ
餌
 
ニ
す
 
の
「
 
ヨ
 轄
の
ま
田
の
 

、
ト
 ，
テ
イ
オ
 ン
 し
も
の
 

q
0
 

て
 一
神
的
な
も
の
一
の
諸
根
拠
」
軍
戸
 ぎ
 
）
の
 
@
 
 
に
関
わ
る
「
神
学
 

も
向
 
。
㌧
。
Ⅱ
（
Ⅹ
 

革
 」
と
も
い
っ
て
い
る
。
了
一
 

解
釈
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
こ
こ
で
い
う
「
 
し
も
の
ぎ
て
と
は
、
端
的
 

に
 有
る
も
の
 ｜
 天
日
ョ
ョ
往
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
 
、
包
括
し
凌
駕
す
る
も
の
、
端
的
に
有
る
も
の
、
 
我
 々
が
そ
れ
に
よ
っ
て
 麻
 

痒
さ
せ
ら
れ
、
打
ち
負
か
さ
れ
る
も
の
、
 超
力
 的
な
も
 の
で
あ
る
」
 @
 ヴ
ロ
 
・
㍉
 

こ
こ
で
「
 超
力
 的
な
も
の
」
と
等
 遣
 さ
れ
て
い
る
 ト
 ・
 テ
ィ
オ
ン
へ
の
間
 ぃ
は
、
 後
の
一
九
二
九
 /
 三
 0
 年
冬
 学
期
講
義
で
敷
 桁
さ
 

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
「
ピ
ュ
シ
ス
 の
 有
り
方
を
す
る
も
の
」
を
超
え
出
て
い
る
「
全
体
と
 
し
て
の
有
る
も
の
ユ
り
の
 

ぎ
す
コ
 諸
 @
0
 
当
い
 の
三
へ
の
問
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
 最
終
的
に
は
「
ピ
ュ
セ
イ
，
オ
ン
タ
の
内
の
究
極
的
に
 規
定
し
て
い
る
」
第
一
 

の
 始
動
者
で
あ
る
「
 神
 的
な
も
の
」
へ
と
向
け
ら
れ
て
 
い
る
す
 牡
 ・
 
霞
モ
び
 ア
ト
。
）
。
 

超
力
 的
な
も
の
と
し
て
 の
ト
 ・
テ
イ
オ
ン
 
一
神
 

的
な
も
の
）
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
 枠
組
み
に
お
い
て
は
、
「
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
」
 と
い
う
事
柄
と
し
て
 問
   



  イデッガ の形而上学構想   オントロ ギ 一 ) と シュー - ラー 

歴
史
の
対
立
概
念
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
 。
む
し
ろ
自
然
や
歴
史
に
先
だ
っ
て
そ
れ
ら
を
包
括
し
 
、
あ
る
仕
方
で
神
的
な
 

有
る
も
の
を
も
内
に
含
む
、
自
然
や
歴
史
よ
り
も
よ
り
 
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
い
わ
れ
て
い
る
」
 
お
卜
お
 さ
。
 ㏄
の
 
-
 
。
 

し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
人
は
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
「
 全
 体
 と
し
て
の
有
る
も
の
」
を
「
有
る
も
の
を
有
る
も
の
 た
ら
し
め
る
も
の
」
 

な
い
し
は
「
有
る
も
の
の
本
質
、
な
い
し
は
 有
 」
と
し
 て
 、
す
な
わ
ち
 0
 軋
 
q
 ぎ
と
し
て
も
解
釈
し
た
。
「
そ
れ
 ゆ
え
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 

に
と
っ
て
は
、
 
o
 も
 
a
 ぎ
は
有
る
も
の
の
本
質
、
す
な
わ
 
ち
守
煕
黛
 り
を
意
味
す
る
」
 
あ
驚
モ
 u
0
3
%
 

。
つ
ま
り
、
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
 

に
 ト
よ
 
妨
札
は
 
、
マ
ノ
Ⅱ
 
フ
 ス Ⅰ
テ
レ
ス
に
お
い
て
け
は
、
 

@
 

守
煕
 
0
 パ
リ
 
は
 
「
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
」
と
、
「
 0 も
 
q
 ぎ
一
百
 る
も
の
そ
の
も
の
の
 本
 

質
 桂
二
つ
ま
り
「
有
る
も
の
の
 
有
 」
の
二
つ
の
意
味
 を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
「
決
定
的
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
問
い
 
の
方
向
が
、
令
色
 n
 （
り
と
い
う
統
一
的
な
意
味
に
包
含
 さ
れ
つ
つ
、
ア
リ
ス
 

Ⅰ
テ
レ
ス
に
 

@
 

ト
 
よ
っ
て
絹
ム
 ロ
ふ
ご
妨
札
ス
 

㌧
 
、
 こ
い
ス
 

L
 

フ
こ
 こ
で
あ
 

L
 

る
 」
一
斗
 巴
 。
「
 有
 」
も
「
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
 
一
随
 力
 的
な
も
の
）
」
も
 

ど
ち
ら
も
、
 
鳶
ご
ぁ
 と
し
て
、
す
な
わ
ち
個
々
の
有
る
 も
の
を
統
べ
る
も
の
と
し
て
、
「
有
る
も
の
を
超
え
出
 た
も
の
 毛
 り
の
 
由
 す
の
「
 
巨
 り
の
 

の
田
の
 
コ
 巨
の
田
コ
リ
 
仁
 ㏄
二
の
岨
 

田
 
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
リ
 ス
ト
テ
レ
ス
が
第
一
哲
学
を
語
っ
た
書
物
は
、
編
集
の
 都
合
上
「
自
然
 せ
 三
の
 

後
に
置
か
れ
た
が
故
に
「
 タ
 ・
メ
タ
・
 タ
 ・
ピ
ュ
シ
カ
 
起
た
向
も
乱
 
音
 q
 （
 
逮
 」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
題
名
 は
そ
の
ま
ま
で
自
然
的
 

事
物
を
超
え
た
 
一
 
メ
タ
）
も
の
を
扱
 う
 第
一
哲
学
の
内
 容
 を
も
指
す
こ
と
と
な
る
す
 
住
 ・
の
を
 
苧
 
u
u
-
 

。
ハ
イ
デ
 ッ
ガ
 ー
は
、
こ
の
よ
う
 

な
彼
 独
自
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
に
基
づ
い
て
、
「
 形
而
上
学
」
と
し
て
の
哲
学
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
 
規
 走
 す
る
。
「
形
而
上
学
の
 

概
念
は
 、
際
 だ
っ
た
意
味
に
お
け
る
「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
 」
と
「
神
学
」
と
の
統
一
を
包
摂
す
る
」
 
お
卜
ぎ
い
と
 。
「
問
題
と
な
る
 

a
.
 有
 そ
の
も
の
、
 
b
.
 全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
で
あ
 る
 」
 ず
 6
 ロ
・
）
。
 

  

よ
う
に
い
う
。
「
こ
の
よ
う
な
全
体
と
し
て
の
有
る
も
 の
と
し
て
の
 守
芯
 
q
 あ
は
、
 後
の
近
代
的
な
自
然
の
意
味
 
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
 



で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
基
づ
い
て
形
式
的
に
規
定
 
さ
れ
た
形
而
上
学
の
規
定
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
 
立
場
に
具
体
的
に
あ
 

て
は
め
る
と
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
 有
 と
時
」
で
 展
開
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
は
基
礎
オ
ン
 
ト
 ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
 ハ
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
で
、
基
礎
 
オ
 ン
ト
ロ
ギ
ー
の
深
化
の
段
階
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
 
い
る
。
「
 

1
.
 

形
而
上
学
 

の
 根
本
問
題
と
し
て
の
有
の
問
い
の
内
的
可
能
性
を
証
 
示
し
つ
つ
根
拠
づ
け
る
こ
と
 ｜
 現
有
を
時
性
と
し
て
 解
 釈
す
る
こ
と
。
 2
.
 
有
 

の
 問
い
に
包
摂
さ
れ
た
根
本
問
題
の
解
釈
 ｜
 有
の
間
 題
 の
時
的
な
提
示
。
 3
.
 

こ
の
問
題
の
自
己
理
解
の
展
開
 

、
そ
の
課
題
と
限
界
 ｜
 

変
換
 年
縛
 C
 ヨ
ぉ
巨
お
 」
 あ
レ
り
 
の
 -
 ）
 
違
 。
 

1
 と
 2
 の
段
階
は
す
で
に
「
 有
 と
時
」
と
そ
の
「
第
一
 部
 第
三
編
の
新
た
な
る
仕
上
げ
」
㊥
 下
め
 
4
%
 ト
 コ
 ミ
こ
 
で
あ
る
一
九
二
 セ
年
 

夏
 学
期
講
義
「
現
象
学
の
根
本
諸
問
題
」
に
お
い
て
 進
 め
ら
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
二
 セ
 年
夏
学
期
講
 義
 に
お
け
る
「
有
の
問
 

題
の
時
的
な
提
示
」
も
、
「
現
在
」
の
地
平
（
プ
レ
ゼ
 ン
ツ
 ）
か
ら
の
み
試
み
ら
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
。
 
と
 こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
 次
 

の
 三
番
目
の
段
階
と
し
て
、
有
の
間
頭
 に
 つ
い
て
の
 思
 索
者
 自
身
の
「
自
己
理
解
の
展
開
」
が
、
そ
の
「
課
題
 
と
 限
界
」
を
自
覚
せ
し
 

め
 、
「
変
換
」
へ
と
至
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
 。
こ
こ
で
舌
口
わ
れ
て
い
る
「
課
題
と
限
界
」
、
そ
れ
に
 「
変
換
」
と
は
何
を
意
 

抹
 し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

「
ま
さ
に
有
る
も
の
が
そ
も
そ
も
規
定
 
に
於
 い
て
あ
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
有
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
基
礎
 

オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
に
は
 

潜
在
的
に
、
根
源
的
で
形
而
上
学
的
な
変
転
七
 
%
 ミ
銭
 年
ぎ
 
月
へ
の
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
変
転
は
有
 
が
そ
の
完
全
な
問
題
 連
 

関
市
（
 
0
 荘
の
 
ヨ
笘
守
 に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
と
き
に
初
め
 て
 可
能
と
な
る
」
 あ
レ
ぎ
ト
 9
9
-
 

。
基
礎
オ
ン
ト
ロ
 ギ
 １
 0
 変
換
は
、
「
根
源
的
 

で
 形
而
上
学
的
な
変
転
」
で
あ
る
。
有
の
問
題
が
完
全
 
な
 問
題
連
関
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
と
き
に
、
つ
ま
り
 
有
の
問
題
の
「
課
題
と
 

限
界
」
が
理
解
さ
れ
た
と
き
に
こ
の
変
転
 
は
 生
じ
る
。
 

で
は
、
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
で
は
な
お
理
解
さ
れ
て
い
 

な
い
有
の
問
題
連
関
と
   



    七字構想 ( メタ・オントロ ギ Ⅰ とシェーラー 

オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
自
身
の
本
質
に
存
し
、
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
 の
 変
換
、
す
な
わ
ち
そ
の
メ
タ
ボ
レ
ー
 
た
 e
r
a
 
薮
 ま
か
 ら
 生
じ
る
。
私
は
こ
の
 

 
 

 
 

の
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
」
一
の
 b
d
.
 

）
。
 

基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
が
極
ま
っ
た
段
階
で
生
起
す
る
「
 
変
換
」
と
は
、
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
メ
タ
・
オ
ン
 
ト
 ロ
ギ
ー
へ
の
変
換
で
 

あ
り
、
そ
も
そ
も
多
く
の
有
る
も
の
と
も
に
「
世
界
」
 
に
 投
げ
出
さ
れ
て
有
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
を
問
題
 
に
す
る
こ
と
へ
の
、
 
問
 

 
 

い
の
方
向
の
必
然
的
な
変
転
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
 、
 企
 投
の
優
位
か
ら
 被
投
 性
の
重
視
へ
の
転
換
で
あ
る
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
構
想
が
「
有
の
学
」
と
 
「
 超
力
 的
な
も
の
の
 学
 」
の
二
重
の
性
格
を
持
っ
て
 い
 る
こ
と
を
指
摘
し
た
 箇
 

 
 

所
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
な
 二
 重
 性
格
は
実
存
 と
被
投
 性
の
二
重
性
に
対
応
し
て
い
る
 」
 一
 
0
 下
ぎ
 -
 ）
 
ま
 。
 

ゴ
リ
 
コ
ロ
の
 

コ
 の
の
ぎ
」
 
-
 
の
 
す
 
d
 し
 へ
と
一
旦
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
 な
い
と
い
う
「
課
題
と
限
界
」
が
自
覚
さ
れ
て
く
る
。
 
「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
が
 そ
 

れ
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
と
こ
ろ
へ
と
打
ち
返
す
 、
と
 い
う
内
的
な
必
然
性
」
 -
 
の
 
す
 
&
.
-
 

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
 

「
こ
こ
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
を
テ
ー
マ
 と
 す
る
、
固
有
の
問
題
連
関
の
必
然
性
が
生
じ
る
。
こ
の
 新
た
な
問
題
設
定
は
 、
 

は
 何
で
あ
ろ
う
か
。
 

「
 
有
 と
時
」
は
、
現
有
が
い
っ
で
も
す
で
に
有
の
理
解
を
 

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
い
う
な
 
れ
ば
或
る
有
の
経
験
 

か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
で
す
で
に
得
ら
れ
て
い
る
有
の
 

理
念
を
導
き
の
 糸
 と
し
て
、
現
有
の
時
的
解
釈
が
押
 
し
 進
め
ら
れ
た
の
で
あ
 

る
 。
そ
の
或
る
有
の
経
験
と
は
、
現
有
が
「
世
界
の
・
 

内
に
 l
 
有
る
こ
と
」
と
し
て
世
界
へ
と
投
げ
出
さ
れ
て
 
ぃ
 る
こ
と
の
経
験
、
現
有
 

を
 包
み
つ
つ
衝
迫
す
る
世
界
、
す
な
わ
ち
「
全
体
と
し
 

て
の
有
る
も
の
」
の
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
専
ら
 

全
段
 に
 基
づ
い
て
展
開
 

さ
れ
る
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
が
あ
る
程
度
ま
で
仕
上
げ
 

ら
れ
る
と
、
必
然
的
に
 
、
 有
の
企
 投
 そ
の
も
の
の
出
発
 
点
 、
す
な
わ
ち
有
の
理
 

解
を
支
え
る
現
有
の
事
実
的
実
存
が
、
さ
ら
に
は
事
実
 

性
 そ
の
も
の
の
根
拠
と
な
る
「
自
然
の
事
実
的
な
直
一
 

刊
 的
に
有
る
こ
と
く
。
Ⅰ
 



そ
れ
ゆ
え
、
メ
タ
・
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
は
原
理
と
し
て
の
 
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
を
補
完
す
べ
く
付
け
加
え
ら
れ
 
た
も
の
で
は
な
い
。
 

「
メ
タ
・
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
は
、
根
本
的
な
オ
ン
ト
ロ
 ギ
 １
 0
 問
題
連
関
の
地
盤
に
た
っ
て
、
な
い
し
は
そ
の
間
 題
 連
関
の
視
点
に
お
い
 

て
の
み
、
そ
し
て
そ
の
問
題
連
関
と
共
に
の
み
可
能
で
 あ
る
。
ま
さ
に
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
根
本
化
 
穿
 巨
守
 
目
色
色
 宙
コ
 
的
が
 、
 上
に
 

挙
げ
た
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
変
換
を
、
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
 
白
 身
か
ら
も
た
ら
す
」
 
あ
驚
絆
 2
0
0
 

㍉
メ
タ
・
オ
ン
 ト
 ロ
ギ
ー
は
、
基
礎
オ
ン
 

ト
ロ
ギ
ー
の
軌
道
か
ら
飛
躍
し
て
飛
び
出
る
の
で
は
な
 く
 、
む
し
ろ
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
問
い
の
「
根
本
化
 
」
の
必
然
的
な
帰
結
 と
 

考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

も
っ
と
も
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
 有
の
時
的
な
解
釈
が
 な
ぜ
「
限
界
」
に
至
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
メ
タ
・
 
オ
 ン
ト
ロ
ギ
ー
へ
と
 変
 

撰
 す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
語
ら
な
い
。
 
一
九
二
八
年
夏
学
期
講
義
で
も
ま
だ
、
「
む
し
ろ
時
は
 、
 示
さ
れ
た
よ
 う
 に
 、
 

有
一
般
の
理
解
へ
の
な
お
も
暗
い
関
係
に
立
っ
て
い
る
 
」
 お
患
絆
 2
5
4
 

ス
こ
の
点
に
お
い
て
、
メ
タ
・
オ
ン
 

ト
ロ
ギ
ー
は
決
し
て
、
 

周
到
に
準
備
さ
れ
た
精
微
な
も
の
で
は
な
い
、
 
と
い
 わ
 ざ
る
を
え
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
 
限
界
」
と
「
変
換
」
と
 

は
 、
「
 育
 と
時
」
に
お
け
る
問
題
 訊
堅
 
疋
の
中
核
を
な
す
 「
全
段
Ⅱ
 
コ
叶
ミ
ニ
二
 

」
が
な
お
も
超
越
論
的
主
観
性
に
基
 
づ
い
て
い
た
こ
と
が
 自
 

覚
 さ
れ
る
に
 つ
 れ
 て
 
（
限
界
Ⅰ
こ
れ
ま
で
端
的
に
「
 事
実
性
Ⅰ
如
才
（
 

@
z
@
 

（
 
蝉
 
（
」
と
し
て
据
え
置
か
れ
て
い
た
、
「
 
世
界
」
へ
の
 被
投
性
の
 

根
本
経
験
そ
の
も
の
を
直
裁
に
語
る
こ
と
が
突
破
口
と
 
し
て
見
出
さ
れ
た
こ
と
（
変
換
）
を
指
し
て
い
る
の
で
 
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
メ
タ
・
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
導
入
は
 
、
 「
 
有
 と
時
」
の
問
題
設
定
を
堅
持
し
っ
 
っ
 で
は
あ
る
が
 、
現
有
が
「
全
体
と
 

し
て
の
有
る
も
の
」
の
中
へ
と
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
 
い
う
根
本
経
験
を
直
哉
に
語
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
 有
 る
も
の
を
オ
ン
ト
ロ
 ギ
 

１
 の
光
の
内
で
そ
の
全
体
性
に
お
い
て
主
題
化
」
㊥
下
り
 汁
 2
0
0
 

一
 す
る
こ
と
と
い
う
新
た
な
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
 
領
域
を
も
た
ら
し
た
。
 

確
か
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
間
 
い
の
方
向
の
根
本
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
基
礎
 オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
問
題
   



 
 

㎡
索
の
大
き
な
変
化
を
示
す
も
の
と
し
て
 任
 目
し
な
 け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
 
い
る
「
 弁
 神
論
的
」
態
度
と
 

デッガ一の形而上学構想 

ぃ プ る る の 」とを と 臼 」 二 口 時 」       
㎎ 二年 ね ば -   ア 

九 %.   
と 

  

  
有 

  
るのか 望む 「 p 芽生 スト - 

ァ が   
    
と 軍 帥 = 

トコョ を告げ ・ Z 援 @N 解鉗鉛   
る ふ や 一 。 

  
，し 述Ⅴ 記 上 ゆる 

は場 、 をナ 「 
彼 貫 l   
居 、 て ル 

(655) 

        オントロ ギ 一 ) とシエ   

さ
て
、
こ
の
形
而
上
学
構
想
に
お
け
 

い
て
は
「
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
」
 

ヰ
伍
 
巴
 
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
ハ
イ
デ
 

「
 
超
力
 的
な
も
の
」
の
も
と
で
、
な
ん
 

解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
 

0
 間
頭
 は
 、
特
性
へ
の
問
い
と
自
由
へ
 

に
お
い
て
、
本
質
的
に
オ
ン
ト
ロ
ー
 ギ
 る

 重
要
な
変
化
を
挙
げ
て
 お
 か
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
 に
み
た
よ
う
に
、
形
而
上
学
構
想
に
お
 

が
 問
わ
れ
る
が
、
こ
の
概
念
の
中
核
に
位
置
す
る
の
 
が
 
「
 
超
力
 的
な
も
の
 隼
舖
ロ
ヴ
 
の
「
 
ヨ
め
臼
 

ッ
ガ
 ー
に
よ
る
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
し
㏄
の
り
 0
 て
の
 訳
語
で
あ
り
、
形
而
上
学
構
想
で
は
 

ら
か
の
神
的
な
も
の
が
思
惟
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
 
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
語
を
ど
の
よ
う
に
 理
 

二
八
年
夏
学
期
講
義
で
は
 超
力
 的
な
も
の
に
つ
い
て
 次
 の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
超
越
 

0
 間
い
の
 内
 へ
と
、
再
び
取
り
戻
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
 。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
初
め
て
、
ど
の
点
 

ッ
シ
ュ
 に
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
超
越
そ
の
も
の
に
 、
 超
力
 的
な
も
の
と
し
て
の
 有
 、
 望
む
 

三
 
「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
の
 有
 

肌
堅
正
 
そ
れ
自
体
が
根
源
的
に
基
礎
付
け
直
さ
れ
る
に
は
 
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
〒
 育
 と
時
」
の
立
場
で
は
 語
り
得
な
か
っ
た
有
の
 

経
験
の
表
現
を
求
め
て
、
新
た
に
「
基
礎
オ
ン
ト
ロ
 
ギ
 ｜
と
 メ
タ
・
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
は
、
統
一
さ
れ
て
、
形
而
 工
学
の
概
念
を
形
成
す
 

る
 」
あ
毛
 ぎ
 -
2
0
2
-
 

。
 



し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
決
し
て
、
有
へ
の
問
い
が
 神
 的
な
も
の
を
一
切
排
除
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
ほ
 
な
い
。
事
実
的
生
 め
 

有
を
問
う
た
す
 住
 ・
 
之
 し
め
～
の
 
一
 「
ナ
ー
ト
ル
プ
報
告
」
に
 お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
た
。
「
「
 
非
 神
 論
的
」
と
い
つ
て
も
、
 

唯
物
論
や
そ
の
類
の
理
論
の
意
味
に
お
い
て
の
そ
れ
で
 
は
な
い
。
自
分
自
身
が
 い
 か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
 っ
 い
て
、
自
ら
理
解
し
て
 

い
る
哲
学
は
す
べ
て
、
生
の
解
釈
の
事
実
的
な
様
態
で
 あ
る
以
上
は
 、
 神
に
つ
い
て
何
ら
か
の
「
想
念
 
ト
ア
 
コ
白
 
桶
 」
を
な
お
も
持
っ
て
 

い
る
と
い
う
な
ら
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
哲
学
に
よ
っ
て
 遂
行
さ
れ
る
生
の
自
己
遣
帰
 が
 、
宗
教
的
に
見
れ
ば
 神
 に
 対
し
て
刃
向
か
う
こ
 

と
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
 し
 、
ま
た
そ
う
し
て
こ
そ
、
哲
学
 は
 誠
実
に
、
す
な
わ
 ち
 哲
学
た
る
か
ぎ
り
に
 

お
い
て
能
く
駆
使
し
う
る
可
能
性
に
即
し
て
、
神
の
前
 に
 立
つ
こ
と
と
な
る
」
 
富
ビ
 0
 キ
ロ
 
ョ
 ・
 
ス
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
 神
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
「
 想
 念
 」
を
抱
き
、
な
お
も
「
 神
 」
の
前
に
立
ち
う
る
こ
と
 を
 排
除
し
な
い
。
 し
 

 
 

 
 

一
 

憶
 
「
宗
教
性
一
般
の
よ
う
な
も
の
を
た
だ
論
評
す
る
だ
 け
と
い
っ
た
、
や
や
も
す
れ
ば
陥
り
が
ち
な
傾
向
か
 
ら
 免
れ
て
い
る
」
曳
し
 

2
4
 
の
 キ
コ
ョ
 
・
 
一
 と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
ず
現
有
の
有
 そ
 の
も
の
の
実
存
論
的
分
析
を
経
ず
し
て
は
神
や
永
遠
性
 
ほ
 つ
い
て
語
ら
な
い
と
 

い
う
態
度
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
 い
て
は
、
現
有
の
本
来
性
に
お
け
る
有
の
経
験
が
 、
あ
 ら
ゆ
る
通
俗
的
な
神
に
 

つ
い
て
の
舌
口
説
に
先
立
っ
。
「
 

育
 と
時
」
で
は
、
良
心
の
 叫
び
が
現
有
の
内
か
ら
現
有
を
超
え
て
叫
ぶ
と
い
う
 
現
象
学
的
所
見
が
 、
良
 

心
の
叫
び
を
神
の
威
力
の
現
れ
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
 と
に
警
上
口
が
発
せ
ら
れ
ざ
性
の
 
N
N
 「
 
o
-
 
、
「
止
ま
れ
る
 ム
 「
コ
ロ
コ
の
の
片
ロ
 

コ
リ
 
」
と
い
 

ぅ
 永
遠
性
（
 伸
 -
 の
伝
統
的
概
念
が
、
通
俗
的
時
間
理
解
 
か
ら
汲
み
取
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
批
判
 

さ
れ
る
す
性
の
 z
:
4
0
 

「
 

キ
 コ
戸
 こ
 。
そ
し
て
、
こ
の
態
度
は
、
「
 有
 と
時
」
と
 同
 年
の
講
演
「
現
象
学
と
神
学
」
で
、
彼
の
立
場
で
あ
る
 
現
象
学
（
哲
学
）
 と
神
 

学
の
関
係
を
論
じ
る
際
に
端
的
に
定
式
化
さ
れ
る
。
「
 

 
 

 
 

  



/ Ⅰ イ デ ㌧ @ ガ 一の形 而 ヒ宇冊 Ⅲ ( メタ・オントロギー ) と シェー ラ 

る 

が す 
  で 

ま に 

さ み 
に た 
そ よ つ つ , , 
で に 

あ - 
る 九 

二七 から 

こ 年 
そ の 年 
に一 「本来 末 
的な形 一人は 

  へ 

  
  る 

  
わ は 
ち 絶 
彫 塑 

面 的 
上 な 
学 も 

を の 
根 で   
  

か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
「
 神
 」
は
特
定
の
人
格
神
で
は
 な
い
。
む
し
ろ
現
有
の
無
な
る
こ
と
を
突
き
つ
け
る
 
本
 来
 的
な
有
の
経
験
そ
の
 

も
の
、
す
な
わ
ち
現
有
の
「
無
力
 
0
 巨
ョ
 P
n
 
ぎ
 」
な
い
 
し
は
「
無
性
 Z
 卍
ま
 元
方
音
 二
 
に
呼
応
す
る
も
の
と
 
し
て
経
験
さ
れ
る
「
 
超
 

力
 」
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
全
体
と
し
て
の
有
る
 

の
 経
験
を
直
哉
に
語
ろ
う
と
す
る
メ
タ
・
オ
ン
 ト
 ロ
ギ
ー
に
お
い
て
は
、
 

基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
立
場
を
残
存
さ
せ
て
い
る
と
は
 
い
え
、
有
の
理
解
に
潜
む
「
 超
力
 的
な
も
の
」
に
 積
 極
 的
に
聖
性
を
認
め
う
 

る
 。
そ
し
て
同
時
に
、
全
体
と
し
て
の
有
る
も
の
の
 
直
 中
に
お
け
る
現
有
の
「
無
力
」
が
強
調
さ
れ
る
。
「
 こ
 の
よ
う
な
 超
躍
 二
丁
 の
 「
 

の
目
ロ
ロ
 幅
 「
現
有
の
超
越
 口
 に
基
づ
い
て
、
現
有
は
そ
 の
つ
ど
有
る
も
の
を
超
え
出
て
い
る
の
で
あ
り
、
 @
 路
 -
 現
有
が
、
超
越
す
る
 

現
有
が
そ
れ
に
対
し
て
は
無
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
 
と
し
て
、
有
る
も
の
を
対
抗
の
相
に
お
い
て
経
験
す
る
 
。
無
力
は
形
而
上
学
的
 

で
あ
る
」
 
あ
患
薄
 ㏄
「
の
 

-
 
。
 

し
か
し
、
な
ぜ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
突
如
と
し
て
、
 超
 カ
 と
し
て
の
有
を
強
調
し
、
そ
れ
に
あ
る
種
の
聖
性
を
 
認
め
る
よ
う
に
な
っ
 

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
大
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
 
め
 が
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
影
響
で
あ
る
。
ハ
イ
 
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
 
望
む
 

る
も
の
」
が
有
の
理
解
に
属
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
 
ぃ
 る
 上
に
引
用
し
た
注
記
中
に
お
い
て
「
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
 
生
成
の
理
念
を
参
照
せ
 

よ
 」
 あ
驚
簿
 
㏄
二
 ト
コ
ョ
 
・
ぎ
と
の
指
示
を
出
し
て
い
る
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
間
に
、
形
而
上
 学
 構
想
を
め
ぐ
っ
て
 、
 

ど
の
よ
う
な
 避
逓
 が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 

四
 

シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
「
長
き
に
わ
た
る
対
話
 
」
 



て
 精
微
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
 す
 
。
 、
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
対
話
の
直
後
に
あ
え
て
そ
れ
が
 
公
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
 

彼
ら
の
「
哲
学
的
状
況
の
認
識
の
一
致
」
の
深
さ
と
、
 
当
時
「
最
も
強
い
哲
学
的
な
力
」
で
あ
っ
た
シ
ェ
ー
 
ラ
 １
 の
形
而
上
学
に
よ
る
 

衝
撃
の
大
き
さ
を
証
し
て
い
る
。
確
か
に
、
メ
タ
・
 
オ
 ン
ト
ロ
ギ
ー
は
、
基
礎
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
自
体
の
「
 
根
 本
化
」
で
あ
る
。
し
か
 

し
 、
当
時
「
 有
 と
時
」
の
超
越
論
的
自
己
把
握
の
「
 限
 界
 」
を
吟
味
し
て
い
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
、
 
そ
 の
よ
う
な
自
己
把
握
を
 

そ
も
そ
も
可
能
に
せ
し
め
た
有
の
根
本
経
験
の
直
裁
な
 問
い
へ
の
「
変
換
」
を
促
進
さ
せ
る
不
可
欠
の
触
媒
 
と
 な
っ
た
の
が
シ
ェ
ー
 ラ
 

｜
 と
の
対
話
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
形
 
面
上
学
へ
の
問
い
が
、
メ
タ
・
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
と
同
じ
 
く
 
「
再
び
哲
学
の
全
体
 

に
お
い
て
立
て
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 
の
神
学
の
意
味
に
お
い
て
立
て
ら
れ
た
問
い
」
 
一
 
（
ぃ
戸
 

は
 
絆
 の
び
 
-
 と
評
さ
れ
て
い
 

る
こ
と
も
こ
の
事
柄
の
傍
証
た
り
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
形
而
上
学
の
核
心
と
 な
る
彼
の
神
性
観
に
つ
 

い
て
次
の
よ
う
に
い
う
 0
 

「
弱
き
神
山
の
 

r
s
c
 

プ
旧
 
a
c
 

守
れ
。
目
の
観
念
、
す
な
わ
ち
 

人
間
な
し
に
は
神
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
 
神
 の
 観
念
が
 、
 恐
ろ
し
 

い
ま
で
に
大
胆
に
見
抜
か
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
 
結
果
人
間
自
身
が
「
神
の
共
働
者
 
昌
 （
の
 
r
 ま
芸
域
 の
 。
 
（
（
の
の
」
と
し
て
考
え
 

ろ
 

れ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
凡
庸
な
有
神
論
や
暖
 
昧
模
 糊
 と
し
た
汎
神
論
か
ら
は
、
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
 

り
 続
け
た
の
で
あ
る
」
 

一
の
 

す
ユ
し
 

。
 

こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
神
の
共
働
者
」
は
、
そ
の
ま
 ま
の
表
現
で
は
な
い
が
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
宇
宙
に
お
 
け
る
人
間
の
地
位
」
 

ロ ー一 

ギ 致     
導 ハ   
@ こ @ ア 

踏 ッ 

み ガ     
ら に 
せ 一 
た 九 
と 一 "-   
え 年 
る 夏 
の 学 
で 朝 
は 講 
な 義 

い で   
だ の 

ろ 新 
" つ 六 こ 

か な 
  

す本 「 
で 来 

に 的 
み な 
た 形 
よ 面 
う 上 
に 学   
の構 メタ 

相、 ， こ 

オ を 
ン 提 
@  一 刀Ⅰ 7 

ロ さ 

ギ せ     
構 タ 

Ⅱ仏心 
は オ 
決 ン   

(6 うち @ 

か
ら
展
開
す
る
好
機
」
 

あ
 下
ま
 
ト
 の
 5
-
 が
到
来
し
て
 ぃ
 
る
と
い
う
こ
と
で
一
致
す
る
。
こ
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
 
哲
学
的
状
況
の
認
識
の
 

 
 

 
 



ハイデッガ 一       フー 

享 持 「 
稿 』 ， 清 

で と 緒 
展 の 的 
問 対 案 
し 映 花 
た の ， 性 
ハ 草 の 

イ 福 間 
デ を 題 
ツ 圭 日 」 

ガ き と 

@ 七 題 
批 げ さ   
令 た 後   
はら ハ で親 。 『 
ィ あ 念 
デ る 論   
ガ お 実 

l そ 在 
自 ら 論 

    
  

前 、 ン 第 

に ェ 五 

三五 。 。 @  土 上き "   
つ フ と   
に は て 

収録さ 違 いな 「長き 

  
  

に おい ヒ て 

いた て Ⅰ 

    
  

年
春
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
「
 育
 と
時
」
を
贈
呈
さ
れ
 て
か
ら
、
こ
の
 書
 と
の
対
決
に
取
り
組
み
、
す
で
に
 
一
 九
二
七
年
九
月
に
は
、
 

 
 

わ
な
い
ま
で
も
、
ご
く
わ
ず
か
の
う
ち
の
一
人
」
で
あ
 
る
こ
と
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
シ
ェ
 ｜
 ラ
ー
は
、
一
九
二
七
 

の
 言
説
、
「
同
様
に
、
人
間
の
共
働
ま
岸
 き
 Ⅰ
 
オ
仁
コ
 
の
な
し
 に
は
、
自
体
的
に
有
る
も
の
 由
コ
の
ゅ
お
 は
そ
の
規
定
 に
 達
す
る
こ
と
が
で
 

 
 

り
 、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
」
 
に
お
け
る
神
性
観
が
 

す
な
わ
ち
「
弱
き
 神
 」
の
観
念
が
メ
タ
・
オ
ン
ト
ロ
 ギ
 ｜
 へ
の
「
変
換
」
を
触
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、
「
弱
き
 
神
 」
の
観
念
へ
の
共
鳴
は
、
両
者
の
 対
決
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
見
落
と
し
 
て
は
な
ら
な
 

こ
で
ま
ず
、
両
者
の
対
決
が
な
さ
れ
た
一
九
二
七
年
の
 
「
長
き
に
わ
た
る
会
話
」
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
 

こ
の
会
話
は
、
一
九
二
七
年
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
ハ
イ
デ
 
ッ
ガ
 ー
を
ケ
ル
ン
に
お
け
る
カ
ン
ト
学
会
に
招
き
、
 そ
 の
後
三
日
間
に
 亘
 

て
 、
シ
ェ
ー
ラ
ー
宅
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
滞
在
し
た
と
 
き
に
な
さ
れ
た
。
カ
ン
ト
学
会
で
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 
｜
 の
 講
演
は
、
「
図
式
論
 

つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
 教
説
 と
有
の
意
味
へ
の
問
い
」
と
 い
う
題
名
で
の
、
現
有
を
時
性
へ
と
解
釈
す
る
こ
と
に
 よ
 る
ハ
 イ
 デ
ッ
ガ
 ｜
 

形
而
上
学
の
基
礎
付
け
の
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
 
な
 さ
れ
た
「
会
話
」
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
講
演
を
め
ぐ
 
っ
て
で
あ
り
、
つ
ま
 

は
 、
「
 育
 と
時
」
の
問
題
 訊
堅
疋
と
 、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
形
 布
上
半
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
「
展
望
に
満
ち
た
 
壮
叫
仏
 

、
 Ⅱ
 
い
 」
 -
 
い
下
 ㏄
の
ふ
 巳
 

な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

そ
の
際
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
「
 育
 と
 時
 」
に
お
け
る
問
題
設
定
を
当
時
た
だ
ち
に
認
識
し
た
 
、
唯
一
と
ま
で
は
   が り の に っ そ き 



さ
て
、
こ
の
「
観
念
論
 ｜
 実
在
 弘
鯉
 第
五
部
の
ハ
イ
デ
 ッ
ガ
｜
 批
判
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
有
な
い
し
 
関
 心
 構
造
が
「
独
我
論
 

の
 0
 二
ロ
（
 

乙
ョ
拐
 」
で
あ
る
と
し
、
「
世
界
の
 l
 内
に
・
有
る
 こ
と
」
を
一
つ
の
世
界
に
内
在
す
る
 独
 我
の
営
み
と
し
 て
と
ら
え
て
い
る
。
 

シ
 

エ
 ー
ラ
ー
の
「
精
神
」
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ハ
ィ
 
デ
 ッ
ガ
 ー
の
「
関
心
の
 0
 「
的
の
」
は
根
源
的
な
も
の
で
は
な
 

「
関
心
は
、
日
常
 

酌
人
間
の
あ
る
中
間
状
態
 
四
コ
巨
 t
t
-
 

の
「
 

浅
 
Ⅱ
白
の
（
 

ゅ
コ
巨
 
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
状
態
か
ら
人
間
は
「
上
へ
」
と
、
 
す
 な
 む
 ち
、
実
在
性
 か
 

ら
 解
放
さ
れ
て
い
る
、
精
神
に
の
み
 近
 づ
き
 ぅ
る
 木
質
 領
域
の
方
向
へ
と
向
け
て
昇
華
す
る
こ
と
も
、
ま
た
 
同
 様
に
「
下
へ
」
と
、
 

す
 

な
わ
ち
（
し
か
し
な
が
ら
人
間
に
と
っ
て
の
み
可
能
な
 一
 衝
動
性
、
す
な
わ
ち
実
在
的
な
有
や
偶
然
的
な
か
く
 
か
く
有
る
こ
と
を
初
め
 

-
8
-
 

て
 措
定
す
る
原
理
の
方
向
へ
と
、
い
わ
ば
デ
ュ
オ
 
ニ
ソ
 ス
 的
に
堕
落
す
る
こ
と
も
あ
り
つ
る
の
で
あ
る
」
。
 シ
 エ
 ー
ラ
ー
の
枠
組
み
か
 

ら
い
え
ば
、
「
関
心
」
と
し
て
の
現
有
は
、
い
ま
だ
「
 精
神
」
に
達
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
つ
い
っ
た
 シ
 エ
 ー
ラ
ー
の
現
有
解
釈
は
、
残
念
な
が
ら
「
ハ
イ
デ
ッ
 ガ
 ー
の
試
み
に
お
け
 

る
 中
心
的
な
問
題
 訊
堅
 疋
を
見
誤
っ
て
い
る
」
㊧
下
ぎ
Ⅰ
 の
の
）
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
非
有
機
的
な
も
の
か
ら
、
衝
動
 
、
生
、
精
神
、
世
界
、
 

神
性
さ
ら
に
は
宇
宙
全
体
に
い
た
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
 
も
の
を
統
合
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
連
続
性
の
う
ち
に
み
よ
 
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
 

の
際
 シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
現
象
学
的
に
み
る
こ
と
に
加
え
 て
、
 多
く
の
自
然
科
学
的
知
見
に
も
立
脚
し
よ
う
と
す
 
る
 。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
 

ッ
ガ
 ー
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
っ
た
哲
学
の
基
礎
概
念
 や
科
学
的
知
見
が
内
に
ひ
そ
か
に
含
み
持
っ
西
洋
的
な
 
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
の
歴
史
 

を
 ト
ー
タ
ル
に
問
い
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
 
ろ
ん
 シ
ェ
ー
ラ
ー
も
唯
々
諾
々
と
伝
統
に
立
脚
し
て
い
 た
わ
け
で
は
な
い
が
、
 

伝
統
的
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
が
、
今
日
の
我
々
に
対
し
て
 
潜
 在
 的
に
持
つ
圧
倒
的
な
支
配
 力
は
 
つ
い
て
の
ス
タ
ン
ス
 0
 差
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 

｜
と
 シ
ェ
ー
ラ
ー
の
間
に
は
実
在
す
る
。
慧
眼
に
も
、
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
こ
と
を
見
抜
い
て
い
て
、
「
 長
 き
に
わ
た
る
会
話
」
に
 

つ
い
て
の
感
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
け
上
日
っ
て
い
る
。
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ま
ぎ
れ
も
な
く
か
の
対
話
に
お
い
て
、
「
シ
ェ
ー
ラ
ー
 か
ら
学
ん
だ
」
㊤
 ヒ
ご
 ）
の
の
 
-
 

の
で
あ
る
。
 

「
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
自
分
が
す
で
に
解
決
法
を
心
得
て
 い
る
と
思
っ
て
い
て
、
楽
観
的
で
あ
っ
た
。
か
た
や
 私
 は
、
 我
々
は
問
題
を
 、
 

ラ
デ
ィ
カ
ル
か
つ
全
体
的
に
は
、
ま
だ
立
て
て
も
仕
上
 げ
て
も
い
な
い
、
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
い
た
。
私
の
 
本
質
的
な
狙
い
は
、
 ま
 

ず
 第
一
に
問
題
を
立
て
、
西
洋
的
伝
統
全
体
が
そ
の
 
木
 質
的
な
こ
と
に
お
い
て
、
根
本
問
題
の
も
つ
単
純
性
 
へ
と
集
約
さ
れ
る
 よ
う
 

に
 、
そ
の
問
題
を
仕
上
げ
る
こ
と
で
あ
る
」
あ
毛
 い
 
や
）
 ひ
い
 
-
 
。
 

西
洋
的
伝
統
全
体
を
そ
れ
が
根
本
的
に
も
っ
て
い
る
 
有
 の
 理
解
へ
と
集
約
し
つ
つ
疑
問
に
付
す
た
め
の
問
い
を
 
、
 新
た
に
立
て
、
 仕
 

上
げ
る
こ
と
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
根
本
目
的
で
あ
る
。
 
「
現
有
」
と
は
ギ
リ
シ
ャ
的
な
有
の
経
験
と
の
対
決
 か
 ら
 導
出
さ
れ
た
タ
ー
ム
 

で
あ
り
、
現
有
の
有
の
理
解
こ
そ
が
西
洋
的
伝
統
全
体
 が
 問
い
直
さ
れ
る
端
緒
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
ハ
イ
 
デ
ッ
ガ
ー
の
立
場
か
ら
 

は
 、
衝
動
、
生
、
精
神
、
宇
宙
と
い
つ
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
 
の
 思
索
の
中
核
を
な
す
個
別
の
タ
ー
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
 
オ
 ン
ト
ロ
ギ
ー
 的
 見
地
か
 

ら
 吟
味
し
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
「
 精
 神
 」
に
お
い
て
衝
動
か
ら
宇
宙
に
い
た
る
ま
で
段
階
的
 
に
 連
続
し
て
い
る
こ
と
 

は
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
生
物
学
的
な
世
界
観
 
」
あ
下
ぃ
の
て
の
 

コ
 お
の
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
世
界
観
が
隠
し
 持
つ
有
の
理
解
そ
の
も
 

の
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

し
か
し
、
「
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
」
に
代
表
さ
 れ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
晩
年
の
哲
学
的
人
間
学
構
想
、
と
り
 
わ
け
そ
こ
に
お
け
る
 

神
性
観
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
も
、
形
而
上
学
 
的
伝
統
に
対
す
る
つ
め
の
弱
さ
を
 お
ぎ
 な
っ
て
あ
ま
り
 あ
る
洞
察
を
多
く
含
ん
 

で
い
 た
の
で
あ
る
。
一
九
二
九
 ノ
三
 0
 年
冬
学
期
講
義
 で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
生
物
学
的
な
世
界
観
」
へ
の
 批
判
に
す
ぐ
続
け
て
 次
 

の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
他
方
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
 ず
 、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
問
題
 訊
堅
疋
は
 
、
綱
領
的
な
も
の
 ほ
 と
ど
ま
っ
て
は
い
る
 

が
、
 多
く
の
観
点
に
お
い
て
本
質
的
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
 
る
 以
前
の
も
の
を
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
」
お
中
り
の
て
の
 

日
 ㏄
田
の
 

㍉
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 、
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の
 属
性
の
「
神
性
」
と
「
衝
動
」
、
こ
れ
ら
の
高
次
の
田
 
買
入
に
よ
り
、
人
間
は
神
の
生
成
に
関
与
す
る
こ
と
と
 
な
る
。
こ
れ
ら
神
の
 

つ
の
属
性
は
人
間
に
お
い
て
は
、
「
精
神
」
と
「
衝
動
 」
で
あ
る
。
「
人
間
は
日
 聖
局
 有
の
二
つ
の
属
性
の
遊
 
逓
 七
 %
 
 

円
 「
の
由
で
コ
コ
 

オ
 （
 で
 

る
 」
。
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
言
う
。
「
人
間
は
根
源
的
有
る
も
 

の
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
ま
た
そ
こ
を
通
じ
て
 己
 自
身
 を
 把
握
し
認
識
す
る
 

 
 

一
の
場
所
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
神
が
そ
の
全
き
 本
 質
を
実
現
し
、
神
聖
な
も
の
と
す
る
の
も
ま
た
、
人
間
 
と
い
う
有
る
も
の
の
 

一
 
Ⅱ
 一
 

白
 な
決
断
に
お
い
て
で
七
の
る
」
。
 

-
 
ぜ
Ⅱ
端
的
に
い
え
ば
、
 
シ
 エ
 ー
ラ
ー
の
形
而
上
学
の
神
は
「
未
完
成
の
神
、
あ
る
 
い
は
生
成
す
る
 神
 」
 

あ
り
、
し
か
も
そ
の
神
生
成
は
人
間
生
成
と
相
互
に
依
 
存
す
る
。
人
間
が
日
空
局
有
の
二
つ
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
 避
 近
点
と
し
て
自
己
 

認
識
し
、
そ
の
日
堅
間
宿
 が
 自
己
に
も
内
在
す
る
こ
と
を
 知
ら
ね
ば
自
己
の
召
命
に
達
し
な
い
よ
う
に
、
「
自
己
 
自
身
に
よ
る
有
る
も
 0 を で 自 唯 あ 二 

 
 

し
て
の
三
聖
 局
 有
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
の
部
分
的
な
有
で
 
あ
る
「
人
間
に
お
い
て
自
己
を
直
接
に
捉
え
て
実
現
 
す
る
」
。
目
盛
 局
 有
の
二
つ
 

ゆ
ヨ
註
 
」
と
し
て
人
間
に
本
来
備
わ
っ
て
い
る
「
絶
対
 

的
な
有
の
領
域
一
般
」
へ
と
常
に
関
係
を
も
っ
て
い
る
 

。
他
方
、
世
界
根
拠
と
 

五
 

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
神
性
観
に
よ
る
触
発
 

で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
学
ん
だ
「
 弱
き
 神
 」
の
観
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
 ろ
う
か
。
そ
し
て
、
 

な
ぜ
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
そ
の
観
念
を
受
け
容
れ
た
の
だ
 
ろ
う
か
。
 

「
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
」
に
よ
れ
ば
、
精
神
と
 し
て
の
人
間
は
、
環
境
世
界
に
「
否
」
を
言
え
る
有
で
 
あ
り
、
世
界
開
放
的
 

 
 

で
あ
り
、
自
己
の
有
を
含
め
て
自
然
全
体
を
対
象
と
し
 
て
 捉
え
る
や
い
な
や
、
空
間
と
時
間
を
超
越
す
る
。
 
，
 
」
の
意
味
で
「
世
界
 意
 

識
 、
、
、
、
、
、
、
 

、
自
己
意
識
、
神
意
識
は
不
可
分
の
一
な
る
構
造
 
統
 
一
 を
な
し
て
い
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
精
神
は
「
無
限
的
、
 絶
対
的
な
超
世
界
的
な
 

-
9
 
一
 

 
 

有
の
最
も
形
式
的
な
理
念
」
を
把
握
し
つ
つ
、
「
 

聖
と
、
、
 

、
、
 

い
う
述
語
を
備
え
た
自
己
自
身
に
よ
る
 
有
 」
あ
る
い
 は
 
「
世
界
根
拠
 
毛
の
 -
 
（
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域
が
 
「
畏
怖
せ
し
め
る
神
秘
に
お
け
る
「
或
る
も
の
」
 し
麓
あ
 
<
@
 

Ⅱ
（
 と
ミ
 
：
 
D
 あ
 ）
 
>
@
 コ
 
Ⅱ
 

コ
 
Ⅱ
 @
S
t
e
r
@
U
 

コ
 
Ⅱ
 
（
「
 
e
 ヨ
 e
 （
）
 

口
口
Ⅱ
 

@
 
コ
 」
 
一
 
0
%
 
鱗
 

Ⅰ
。
ご
と
呼
ば
 利
札
 

@
 

宝
で
 er
s
e
 

」
（
 

神
 ）
も
ま
た
、
人
間
の
共
働
な
く
し
て
 は
 自
己
を
実
現
し
え
な
い
。
 M
.
S
.
 

プ
リ
ン
グ
ス
 が
 近
著
で
い
う
よ
う
に
、
 

-
 
は
 -
 

神
の
生
成
す
な
わ
ち
神
性
の
現
前
は
、
「
神
と
人
間
が
土
 ハ
々
に
相
互
発
見
を
す
る
と
い
う
一
つ
の
作
用
、
一
つ
 の
 過
程
」
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
晩
年
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
神
は
 
も
は
や
万
物
を
創
造
す
る
 父
 な
る
強
い
神
で
は
な
い
。
 「
人
間
の
形
而
上
学
 

 
 

的
 特
殊
地
位
」
と
題
さ
れ
た
一
九
二
 セ
 年
の
シ
ェ
ー
 ラ
 １
 0
 遺
稿
断
片
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
私
は
 、
 私
の
父
た
ら
ん
と
す
 

 
 

る
 神
を
拒
絶
す
る
。
 

百
降
 
私
に
お
い
て
現
に
あ
り
あ
 り
と
迫
っ
て
く
る
神
は
、
ま
っ
た
く
他
の
も
の
を
私
に
 
ほ
の
め
か
し
て
い
る
」
。
 

「
人
間
は
神
の
子
で
は
な
い
。
人
間
は
神
の
共
働
者
で
 あ
る
」
。
 ァ
 」
の
よ
う
な
シ
ェ
ー
ラ
ー
晩
年
の
「
人
間
な
 し
に
は
神
で
あ
る
こ
と
 

が
で
き
な
い
と
い
う
 神
 」
 あ
遠
デ
 ー
 
9
 
の
 -
 を
捉
え
て
、
 
ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
弱
き
 神
 」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
 

で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
な
ぜ
こ
の
「
弱
き
 神
 」
に
 共
 鳴
し
 、
 受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
ハ
 イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 自
身
は
 

そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
語
っ
て
い
な
い
。
 
そ
 れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
事
柄
を
語
る
に
あ
た
っ
て
 慎
 重
 に
な
ら
ざ
る
を
え
な
 

い
が
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
 だ
ろ
う
。
 

す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
有
へ
の
 
問
い
は
、
「
 め
 ホ
教
佳
一
般
の
よ
う
な
も
の
を
た
だ
論
評
 す
る
だ
け
と
い
っ
た
 、
 

や
や
も
す
れ
ば
陥
り
が
ち
な
傾
向
か
ら
免
れ
て
い
る
」
 
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
 弁
 神
論
的
」
で
あ
っ
た
が
、
 

決
し
て
神
的
な
も
の
を
 

排
除
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
 
ハ
 イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
一
九
一
九
年
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
 
助
 手
 と
し
て
の
地
位
を
得
 

て
 、
独
自
の
歩
み
を
始
め
た
と
き
か
ら
、
生
の
根
源
に
 
あ
る
神
的
な
も
の
を
眼
差
し
、
そ
れ
に
相
応
し
い
ロ
ゴ
 
ス
を
探
し
て
い
た
と
も
 

い
え
る
。
一
九
一
九
年
三
月
一
日
の
フ
ロ
ッ
ホ
マ
ン
 宛
 の
 書
簡
で
は
、
自
分
の
仕
事
を
「
真
正
な
る
諸
根
源
 
へ
 と
 絶
え
ず
新
た
に
突
き
 

進
む
こ
と
、
宗
教
的
意
識
の
現
象
学
へ
の
準
備
」
①
 
苫
 
邑
と
 言
い
、
ま
た
一
九
一
九
Ⅰ
 二
 0
 年
冬
学
期
講
 義
 で
は
、
生
の
根
源
 領
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る
 。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
実
的
生
の
根
本
経
験
 
へ
の
洞
察
が
進
む
に
つ
れ
て
、
伝
統
的
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
 と
そ
れ
に
基
づ
い
た
 神
 

学
的
表
現
が
、
予
期
し
た
以
上
に
根
深
く
、
事
実
的
 
生
 を
 遮
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
従
来
の
神
に
 
つ
い
て
の
言
説
は
 、
人
 

間
 の
 有
 、
さ
ら
に
は
有
一
般
へ
の
真
摯
な
問
い
を
忘
却
 す
る
一
方
で
、
神
を
日
 聖
 局
の
有
る
も
の
と
し
て
措
定
し
 、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
 

被
造
物
と
い
う
有
り
方
を
人
間
に
塗
布
し
、
そ
こ
に
 
安
 住
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
 
と
っ
て
 、
 生
の
根
源
に
 

お
い
て
迫
っ
て
く
る
 超
力
 的
な
も
の
は
、
「
我
々
が
 そ
 れ
に
よ
っ
て
府
庫
さ
せ
ら
れ
、
打
ち
負
か
さ
れ
る
も
の
 
」
で
あ
っ
て
 、
 生
の
動
 

揺
 そ
の
も
の
と
し
て
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
 経
 験
が
 遮
蔽
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
そ
こ
 
で
超
力
 的
な
も
の
が
 顕
 

現
す
る
「
生
の
 1
 百
 目
ヰ
呂
 。
の
の
一
コ
、
人
間
の
 

1
 百
絹
目
 s
c
 
ゴ
 。
の
の
 

@
 
コ
 の
有
の
意
味
の
の
ぎ
の
 
ゑ
コ
コ
 
が
根
源
的
に
獲
得
 さ
れ
か
 つ
範
時
 的
に
 規
 

定
 さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
安
目
 
き
 。
「
 
育
 と
時
」
に
お
 け
る
有
の
間
い
や
「
 非
神
 論
的
」
態
度
の
根
底
に
は
 、
こ
う
い
っ
た
真
正
な
 

聖
な
る
も
の
へ
の
希
求
が
潜
ん
で
い
ろ
。
彼
が
、
自
分
 
が
 共
鳴
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
神
性
観
を
あ
え
て
「
 
弱
 き
神
 」
と
名
付
け
、
「
 超
 

力
 的
な
も
の
」
の
現
成
が
、
自
己
の
有
に
つ
い
て
の
 
人
 間
の
覚
醒
に
依
拠
す
る
「
弱
 い
 」
も
の
で
あ
れ
ば
、
 そ
 れ
だ
け
「
あ
り
あ
り
と
 

迫
っ
て
く
る
」
も
の
と
な
る
と
い
う
逆
説
を
支
持
し
た
 
の
は
、
神
学
的
諸
表
象
の
背
後
に
あ
る
伝
統
的
オ
ン
 
ト
 ロ
ギ
ー
へ
の
痛
烈
な
 イ
 

ロ
ニ
ー
で
あ
る
と
解
釈
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
弱
き
 神
 」
は
ど
の
よ
う
に
、
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
と
呼
応
し
つ
る
の
だ
 ろ
う
か
。
シ
ェ
ー
 ラ
 

１
 の
生
成
す
る
神
の
理
念
へ
の
参
照
が
指
示
さ
れ
た
 箇
 所
を
見
て
み
よ
う
。
 

「
 
神
 的
な
も
の
の
「
現
実
的
な
 有
 」
を
オ
ン
テ
ィ
ッ
 シ
 ュ
に
 証
明
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
有
の
理
解
の
根
 
源
を
現
有
の
超
越
 か
 

ら
 、
す
な
わ
ち
こ
の
 ょ
う
 な
有
の
理
念
の
有
の
理
解
 
一
 般
へ
の
帰
属
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
 
る
 
（
そ
の
よ
う
な
生
成
 

ほ
 つ
い
て
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理
念
も
ま
た
参
照
せ
よ
 
-
 
。
「
 有
 」
と
超
越
の
本
質
か
ら
の
み
、
超
越
の
本
質
 

に
 帰
属
す
る
全
き
撒
布
 

  



ハイデッガ一の 形 而ヒ 千冊 忠 ( メタ・オントロギー ) と シユ 

他
方
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
 超
 力
 め
 有
が
超
越
の
本
質
 に
 帰
属
す
る
「
撒
布
」
か
ら
の
み
理
解
さ
れ
う
る
と
 
い
う
 。
こ
こ
で
 い
 う
 

「
撒
布
」
と
は
、
現
有
全
体
が
「
身
体
性
 ロ
の
 
一
す
洋
オ
芹
の
 

ヰ
 」
と
い
う
土
壌
の
内
へ
と
撒
き
植
え
ら
れ
て
い
る
と
 

い
う
こ
と
で
あ
り
、
 

「
 
有
 と
時
」
で
説
か
れ
た
「
 被
投
性
 」
の
一
つ
の
新
た
 な
 表
現
で
あ
る
 
ざ
軋
 ・
の
 
レ
お
ト
 「
 
4
 
一
 
。
現
有
に
と
っ
て
 有
 の
 理
解
が
あ
ら
わ
に
 

  

わ
に
な
る
。
 
神
 的
な
も
の
の
現
成
は
現
有
の
本
来
性
の
 獲
得
に
依
拠
す
る
。
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
 う
神
 的
な
も
の
の
有
は
、
伝
統
的
 神
学
の
言
辞
を
廃
し
て
、
ま
ず
「
現
有
の
超
越
」
か
ら
 
明
ら
か
に
 

な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
現
有
の
超
越
」
 
と
は
、
「
世
界
の
 
l
 内
に
 l
 有
る
こ
と
」
で
あ
り
、
 

畢
寛
 は
 
「
有
の
理
 

と
 同
じ
事
柄
で
あ
る
 
客
 -
.
 
（
 ぎ
 安
ト
「
 コ
 -
 。
現
有
は
有
の
 理
解
と
し
て
の
超
越
を
そ
の
根
本
体
制
と
す
る
故
に
 
、
 ま
え
も
っ
 

の
を
 超
 出
し
て
お
り
、
ま
た
「
こ
の
 理
 出
さ
れ
た
も
の
 が
、
 有
る
も
の
と
し
て
、
オ
ン
テ
ィ
ッ
 シ
ュ
 に
 対
 時
し
 、
 対
侍
 す
る
 

て
そ
の
有
る
も
の
自
身
に
即
し
て
把
握
可
能
と
な
る
」
 
一
 
。
 ぬ
 -
 
・
ロ
ド
の
二
 
%
 
。
上
記
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
 

超
力
的
 な
も
の
と
い
 

念
は
こ
の
超
越
な
い
し
は
「
有
の
理
解
一
般
」
に
帰
属
 
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
の
理
解
の
根
本
体
制
が
あ
 
ら
わ
に
な
る
 

っ
て
、
神
的
な
も
の
の
有
も
ま
た
あ
ら
わ
に
な
る
。
 
と
 こ
ろ
で
、
有
の
問
い
と
は
、
オ
ン
ト
ロ
ー
ギ
ッ
シ
 
ュ
 に
 先
立
つ
 有
 

「
根
本
化
に
他
な
ら
ぬ
」
 

碗
ド
こ
 
も
の
で
あ
り
、
「
 
時
 を
 有
の
理
解
一
般
の
可
能
的
地
平
と
し
て
解
釈
す
る
 

こ
と
」
⑦
 い
 

っ
た
 。
そ
し
て
、
有
の
理
解
が
根
源
的
 特
 性
に
よ
っ
て
 成
立
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
有
自
身
の
有
の
意
 
味
 が
時
 性
で
 

 
 

が
 現
有
自
身
に
あ
ら
わ
に
な
る
と
き
に
、
現
有
は
「
 
最
 も
 固
有
の
優
れ
た
可
能
的
に
有
る
こ
と
へ
の
 
有
 」
㊥
 ぃ
 
の
 
N
m
@
 
 

た
り
 

ま
り
現
有
が
本
来
的
た
ら
ん
と
す
る
と
き
、
有
の
理
解
 
の
 根
本
体
制
も
あ
ら
わ
に
な
り
、
そ
の
と
き
同
時
に
神
 
的
な
も
の
の
 さ

れ
ね
ば
 

解
 一
般
」
 

て
 有
る
も
 

も
の
と
し
 

う
有
の
理
 

こ
と
に
よ
 

の
理
解
の
 

-
 こ
で
あ
 

あ
る
こ
と
 

う
る
。
 
つ
 

有
 も
あ
ら
 

の
下
の
 

u
u
 

コ
 ㏄
に
お
い
て
 

へ
と
向
け
た
解
釈
 や
、
 の

み
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
み
、
こ
の
 超
カ
 と
し
て
の
 有
の
理
念
は
理
解
さ
れ
つ
る
の
で
あ
り
、
絶
対
的
な
 
汝
 

善
や
 、
価
値
や
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
 
に
お
Ⅰ
Ⅵ
 
て
 で
は
な
Ⅰ
 
い
 」
⑤
く
日
㏄
 

ご
 ㏄
）
）
 

ぎ
ョ
 ・
㏄
 
-
 
。
 



歴 連 動 而 
史 解 物 上 さ 

」のと と 歴睨め 学 て 、 
し 史 百 聞 シ 
て そ の 顕 エ 

の の 比 』   
形 も 較 は う   
上 に お ェ の   
    

  、一九 一 ｜チェ   ー ン 提示す 服が意 、 

  
ル 石 " 

        下面 巨洋てン く っ力 『 形 リンが㏄ トと 幅の コ 七月 の の の石 、 

六
 
シ
ェ
ー
ラ
ー
か
ら
 
へ
 ル
ダ
ー
リ
ン
 ヘ
 ー
 
｜
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
神
性
観
の
変
移
 
｜
｜
 

な
る
こ
と
は
、
現
有
が
徹
底
し
て
超
越
と
し
て
の
世
界
 
の
 ・
内
に
 l
 有
る
こ
と
と
い
う
根
本
体
制
に
貫
か
れ
て
い
 
る
こ
と
が
あ
ら
わ
に
な
 

る
こ
と
で
も
あ
る
。
 

有
 と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
 現
 有
は
現
有
た
り
う
る
と
い
う
「
 
被
投
性
 」
、
さ
ら
に
は
 
「
無
力
」
が
、
現
有
の
 

本
来
性
の
獲
得
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
。
現
有
の
方
 
か
ら
み
れ
ば
、
 
超
力
 的
な
も
の
の
有
に
よ
っ
て
現
有
は
 浸
透
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
現
有
の
超
越
に
基
づ
け
ば
、
現
有
の
本
来
 性
の
獲
得
と
神
的
な
も
の
の
現
成
は
、
同
時
か
っ
相
互
 
に
 依
拠
し
て
い
る
。
 

こ
の
点
に
お
い
て
、
神
の
生
成
と
人
間
の
生
成
を
一
つ
 の
 過
程
に
お
け
る
相
互
依
存
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
「
 
弱
き
 神
 」
の
理
念
は
 ハ
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
有
の
間
い
の
枠
組
み
に
呼
応
し
、
彼
の
 神
 的
な
る
も
の
の
一
つ
の
可
能
的
な
表
現
た
り
つ
る
の
 
で
あ
る
。
有
へ
の
問
い
 

の
 途
上
に
お
い
て
、
現
有
の
無
力
の
自
覚
を
通
じ
て
 
顕
 現
す
る
こ
の
「
弱
き
 神
 」
こ
そ
が
、
む
し
ろ
逆
説
的
 
に
 、
 豊
鏡
 な
「
宗
教
性
 

寮
ヨ
 皓
 c
n
@
 

（
 
鉗
 （
」
を
湛
え
て
い
る
。
「
信
仰
で
あ
る
と
 

思
 い
こ
ん
で
い
る
だ
け
の
オ
ン
テ
ィ
ッ
 シ
ュ
 な
神
の
信
仰
 と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
 

神
の
喪
失
な
の
で
は
な
い
だ
 る
 向
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
 

真
の
形
而
上
学
者
は
、
普
通
の
敬
虔
な
る
信
徒
や
 
、
 「
 散
ム
至
に
所
属
す
る
 信
 

徒
 よ
り
も
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ど
の
口
ホ
 派
 」
の
神
 学
者
よ
り
も
宗
教
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
已
ま
 
絆
り
 Ⅰ
 
ト
ト
コ
 
目
り
 

～
 ・
 ま
 。
 

  



  イテッ ガ 一の形 而ヒ学 構想   

 
  

 

ッ
ガ
 
ー
を
捉
え
て
や
ま
な
か
っ
た
。
一
九
三
六
Ⅰ
三
八
 年
に
書
か
れ
た
「
哲
学
へ
の
寄
与
」
で
は
、
そ
れ
以
降
 
の
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 思
 

「
別
の
元
初
山
の
 r
 
a
 

コ
片
お
叶
 音
曲
 コ
ぬ
 
」
を
指
示
す
る
も
 の
と
し
て
登
場
し
て
く
る
。
 

0
.
 ペ
 ゲ
ラ
ー
の
報
告
に
 ょ
 れ
ば
、
一
九
二
九
年
か
ら
 三
 0
 年
に
か
け
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
ニ
 
ー
チ
 ェ
が
 
「
決
定
的
の
 コ
廿
 

 
 

 
 

の
の
す
の
乙
の
コ
ロ
」
と
な
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
「
運
命
の
の
 お
衰
 」
と
な
る
。
そ
れ
以
降
、
模
範
と
さ
れ
た
 ア
リ
 ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
 

学
 構
想
自
体
が
「
オ
ン
ト
ー
 テ
 オ
ー
ロ
ギ
ー
（
 有
 @
 神
 @
 巴
 
0
 呂
 0
 。
芽
の
 
0
 。
す
住
 
と
 
と
呼
ば
れ
、
問
い
に
付
さ
れ
 
て
い
く
。
一
九
三
 0
/
 

三
一
年
冬
学
期
講
義
「
 へ
｜
 ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
」
で
 は
、
 「
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
に
お
け
る
 有
 る
も
の
に
つ
い
て
の
間
 

い
が
「
オ
ン
ト
ー
 テ
ナ
 Ⅰ
 ロ
 。
ギ
ー
」
 あ
ト
毬
 
お
う
。
 

4
%
.
 

の
 巨
 び
だ
 ）
 
下
 ）
 
曲
 ・
 
一
 と
し
て
対
自
化
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
オ
ン
 ト
ロ
ギ
ー
の
「
可
能
的
 

な
 基
礎
付
け
の
最
終
段
階
」
（
（
）
巨
の
 
ド
 ㌧
 
っ
 仁
一
と
し
て
の
 
「
精
神
現
象
学
 ヒ
 と
の
対
決
 
一
 
，
 m
-
 
・
 
G
A
 お
 こ
 こ
が
 試
 み
ら
れ
る
。
一
九
三
六
 

年
夏
学
期
講
義
「
シ
ェ
リ
ン
グ
・
人
間
的
自
由
の
本
質
 
に
つ
い
 
ナ
し
 
」
卜
に
い
お
い
 
ナ
し
 
は
 へ
｜
 ゲ
ル
 レ
 Ⅰ
 レ
 Ⅰ
も
Ⅰ
 
卜
 、
シ
エ
 
リ
ン
グ
、
ニ
ー
チ
ェ
の
 

立
場
が
「
オ
ン
ト
ー
 
テ
 オ
ー
ロ
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
一
方
 で
す
 匹
 ・
の
音
だ
 蓮
 。
 目
 穏
し
、
こ
う
い
っ
た
「
オ
ン
 
ト
 ・
 テ
 オ
ー
ロ
ギ
ー
」
が
 
挫
 

抗
 す
る
運
命
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
次
の
よ
う
に
語
ら
 
れ
る
。
「
そ
れ
 
一
 シ
ェ
リ
ン
グ
と
ニ
ー
チ
ェ
の
挫
折
」
 
は
 全
く
別
な
る
も
の
の
 

到
来
の
兆
し
で
あ
り
、
新
た
な
る
 元
 初
を
生
口
げ
る
穂
先
 で
あ
る
」
 
宋
い
と
ギ
巳
 。
こ
こ
で
は
、
「
オ
ン
ト
ー
 
テ
オ
｜
 ロ
ギ
ー
」
が
、
ヘ
ル
 ダ
 

｜
 リ
ン
が
詩
作
す
る
「
別
の
元
 初
 」
か
ら
照
ら
し
出
さ
 れ
て
お
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
と
も
に
 構
想
し
た
形
而
上
学
 構
 

想
か
ら
す
で
に
別
の
歩
み
へ
と
移
行
し
た
こ
と
が
 
ぅ
か
 が
え
る
。
以
後
、
別
の
元
初
か
ら
昭
ら
し
出
さ
れ
た
「
 
形
而
上
学
」
の
歴
史
 全
 

体
が
 、
そ
れ
を
基
づ
け
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
オ
ン
 
ト
 テ
 オ
ロ
ー
ギ
ッ
シ
 ュ
 な
形
而
上
学
構
想
も
ろ
と
も
、
 

そ
 の
 非
根
源
性
に
お
い
て
 

明
確
に
批
判
さ
れ
る
す
 住
 ・
（
こ
む
。
の
び
 

叶
 
・
 
-
 
。
 

し
か
し
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
神
と
 
人
間
の
共
働
と
い
う
聖
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
モ
チ
ー
 
フ
は
 、
終
始
ハ
ィ
 デ
 

  (667) 



索
を
規
定
す
る
「
性
起
 由
 Ⅰ
の
洋
ユ
二
の
思
索
の
「
本
質
 
構
造
」
が
語
ら
れ
る
。
「
性
起
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
 で
は
立
ち
入
っ
て
論
じ
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
端
的
に
い
え
ば
、
「
性
起
」
 と
は
、
「
有
は
、
自
分
が
現
成
す
る
た
め
に
人
間
を
必
 要
 と
し
 
ヴ
 Ⅰ
が
 
E
 の
ア
 
の
 コ
、
人
 

間
は
 、
 現
 l
 有
し
 a
 。
の
の
ぎ
と
し
て
の
彼
の
究
極
の
天
命
 
を
 遂
行
せ
ん
が
た
め
に
真
有
の
の
 モ
コ
 に
帰
属
す
る
の
①
 ア
む
 
Ⅰ
の
 
コ
 」
あ
下
の
 

5
:
2
5
 

）
 
-
 と
 

 
 

い
う
、
人
間
と
有
の
相
 佐
 相
肩
あ
る
い
は
「
必
要
と
帰
 
属
 と
い
う
対
向
的
躍
動
 
Q
n
 
ぬ
 0
 コ
 m
n
 

ア
ミ
 

E
 コ
 ぬ
 」
 一
 
。
口
口
・
）
 

で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
 

「
性
起
」
と
し
て
の
有
は
、
人
間
が
「
最
後
の
神
口
の
 

q
-
 
①
（
 
N
 （
①
 わ
 。
 ヌ
 」
と
出
会
い
う
る
「
転
回
的
媒
介
 点
 」
 あ
 下
ひ
り
 
一
仁
）
の
 

，
 4
%
.
Q
 
下
ひ
り
 

2
5
 

の
，
ト
コ
の
 

@
 
 
で
あ
っ
て
、
 
聖
 性
を
帯
び
て
い
る
。
こ
こ
で
 も
ま
た
人
間
の
生
成
一
人
間
が
有
 
へ
 帰
属
し
て
 現
 1
 百
 と
な
る
こ
と
）
 
と
望
む
 

る
も
の
の
生
成
口
取
後
の
神
の
立
ち
寄
り
）
の
共
働
関
 係
 が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
性
起
の
本
質
 
構
 造
は
 、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
 

の
 詩
作
か
ら
の
ム
ロ
図
を
 ぅ
 け
と
っ
て
思
索
さ
れ
て
い
る
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
聖
な
る
も
の
に
つ
い
て
 の
 思
索
を
、
「
 有
 と
時
」
 

の
非
神
 論
的
な
枠
組
み
か
ら
超
え
出
さ
せ
て
、
ヘ
ル
 ダ
 ｜
 リ
ン
に
お
け
る
聖
な
る
も
の
に
共
鳴
す
る
橋
渡
し
を
 
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
 シ
 

エ
 ー
ラ
ー
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
 ｜
 の
神
々
に
つ
い
て
の
華
々
し
い
思
索
の
端
緒
を
シ
ェ
ー
 
ラ
ー
と
の
 
遡
逓
に
 見
い
 

だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
 

一
九
三
六
年
夏
学
期
講
義
で
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
「
 弱
 き
神
 」
の
構
造
を
 、
同
 

じ
く
 シ
ェ
リ
ン
グ
の
神
性
観
に
も
み
て
と
り
、
さ
ら
に
 そ
の
神
性
観
に
よ
っ
て
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
根
本
気
分
 」
を
想
起
す
る
。
 

「
人
間
 ｜
 そ
れ
は
か
の
「
神
の
」
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
 す
が
 ね
ち
、
神
が
啓
示
す
る
と
い
う
な
ら
、
そ
の
 
カ
 に
よ
っ
て
の
み
 お
よ
 

そ
 神
が
啓
示
し
う
る
と
い
う
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
。
 
シ
 ェ
 リ
ン
グ
の
論
 放
を
 、
以
前
の
機
会
室
の
）
の
の
 ト
て
 
の
り
 
亡
 の
の
）
の
の
 

5
 ）
に
扱
わ
れ
た
 

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
か
の
根
本
気
分
の
幾
分
か
が
貫
通
し
 て
い
る
」
あ
ま
 ド
お
 &
 一
 
0
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
の
言
葉
に
続
け
て
、
「
或
る
他
者
 を
、
 神
々
は
必
要
と
す
る
」
と
い
う
句
を
含
む
 
へ
ル
 

 
 

ン
 」
の
三
郎
を
ひ
い
て
こ
の
講
義
を
結
ん
で
い
ろ
。
 
こ
 の
 
一
文
が
示
唆
し
て
い
る
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
神
性
観
 か
 ら
へ
 
ル
ダ
ー
リ
ン
の
神
   



ハィデッガ 一 の形而上学構想 ( メク・オントロ ギ一 ) と シェーラー 

略
号
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
煩
雑
な
註
を
 
避
け
る
た
め
に
（
略
記
号
一
ぺ
ー
ジ
数
）
で
表
記
し
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イ 一の形而上 学 構想 ( メタ・オントロ ギ Ⅱ とシェーラー 

こ
の
論
文
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
 -
 
特
別
研
究
 員
 奨
励
費
 一
 に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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Ⅳ
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 Ⅰ
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「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
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根
本
 

問
題
」
 晃
 洋
書
房
、
一
九
八
 0
 年
、
二
六
六
頁
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ほ 日 
り 蓮 
友 二 一 
の 十 

問題の所 
る 弘 在 長 
同 。 元 

  
  
流罪。 の国 へ 

文 配流、 、杏 はい ろ 

九年中 頭 文 @ 

千千 座 の 
@ Ⅰ -- 

望 。 のぞむ 十 月 

且 一 

外 目 

に 頭 
第 @ こ 

子 き 

を ず 

殺 れ 。 （ 疵一 を 
切，か 

  

八
 論
文
要
旨
 V
 
 日
蓮
と
い
え
ば
、
度
重
な
る
迫
害
に
耐
え
抜
い
 

て
 み
ず
か
ら
の
信
仰
を
貫
き
通
し
た
「
意
志
の
人
」
と
し
て
の
 

 
 

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
日
本
第
一
の
智
者
 

と
 な
し
 紬
へ
 」
と
い
う
詳
明
 が
 示
す
よ
う
に
、
日
蓮
は
真
摯
な
る
 「
学
問
」
を
み
ず
か
 

ら
に
課
し
た
宗
教
者
で
も
あ
っ
た
。
日
蓮
は
、
仏
教
と
知
的
に
向
 
き
 合
う
こ
と
を
通
し
て
、
「
仏
の
御
山
」
の
把
握
と
表
現
に
つ
と
 
め
る
と
と
も
に
、
 

そ
の
正
統
性
を
実
践
の
場
で
検
証
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
 
う
し
 た
 検
証
の
中
で
、
日
蓮
は
み
ず
か
ら
を
「
 一
 
閻
浮
提
第
一
の
 
音
 人
 」
と
位
置
づ
け
る
 

に
 至
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
自
党
と
は
一
見
 し
た
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
矛
盾
す
る
自
己
認
識
が
、
日
蓮
に
あ
っ
た
 こ
と
も
確
か
で
あ
 

る
 。
「
愚
者
」
と
し
て
の
自
覚
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
の
意
味
を
、
日
蓮
自
身
に
即
し
て
 
尋
 ね
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
「
智
人
」
と
し
て
の
自
信
と
、
「
 

愚
 者
 」
と
し
て
の
 
自
 

省
 と
の
間
の
強
い
緊
張
感
を
苧
ん
だ
、
日
蓮
の
「
 
師
 」
の
自
党
の
 
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
日
蓮
に
お
け
る
「
 
地
涌
 
・
上
行
菩
薩
 」
の
自
覚
、
お
よ
び
「
如
来
 使
 」
の
自
党
の
内
実
に
も
言
及
す
 る
 。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
日
蓮
、
愚
者
と
智
人
、
師
、
地
 
涌
 ・
上
荷
主
 ロ
蔭
、
如
来
 使
 

間
宮
 
啓
壬
 

「
愚
者
」
と
「
智
人
」
 

日
蓮
に
お
け
る
「
 師
 」
自
覚
の
構
造
 



っ
て
耐
え
、
み
ず
か
ら
の
信
仰
を
貫
き
通
し
た
。
そ
の
 上
 
思
味
 で
は
、
日
蓮
は
確
か
に
「
 昔
 生
心
の
人
」
で
あ
っ
た
 
と
い
え
る
。
し
か
し
、
 

た
だ
単
に
「
意
志
の
人
」
と
の
み
評
す
る
な
ら
ば
、
 
日
 蓮
 と
い
う
宗
教
者
を
構
成
す
る
重
要
な
側
面
を
見
落
と
 
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
 

と
 

い
 う
 の
も
、
日
蓮
の
意
志
は
、
日
蓮
自
身
の
真
摯
な
「
 学
問
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
か
ら
で
 
あ
る
。
も
っ
と
も
、
 

日
 

蓮
の
学
問
は
常
に
実
践
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
実
践
の
 
場
 で
試
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
 そ
 ぅ
 し
た
検
証
を
経
て
は
 

じ
め
て
、
日
蓮
は
み
ず
か
ら
の
学
問
と
、
学
問
の
表
現
 
と
し
て
の
実
践
の
正
し
さ
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
 
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
 

正
し
さ
の
確
信
が
、
日
蓮
の
音
里
心
の
源
泉
と
な
っ
て
 い
 た
の
で
あ
る
。
 
家
 永
三
郎
氏
の
舌
口
葉
を
借
り
て
、
「
 
意
 志
 の
 人
 」
と
し
て
の
 側
 

面
を
「
主
意
的
側
面
」
と
名
づ
け
、
「
学
問
」
を
重
ん
 じ
る
側
面
を
「
主
知
的
側
面
」
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
 
寒
水
底
が
指
摘
す
る
 ょ
 

  

  

う
に
、
日
蓮
に
あ
っ
て
両
側
面
は
分
か
ち
難
い
関
係
に
   

実
際
、
「
主
知
的
側
面
」
は
、
日
蓮
と
い
う
宗
教
者
を
 特
徴
づ
け
る
重
要
な
側
面
で
あ
っ
た
。
 

生
身
の
虚
空
蔵
菩
薩
よ
り
大
智
慧
を
給
り
し
 事
 あ
り
き
 。
日
本
第
一
の
智
者
と
な
し
給
へ
と
申
せ
し
事
を
不
便
 と
や
 思
 食
け
ん
。
 

 
 

明
星
の
如
な
る
大
宝
珠
を
給
 て
 右
の
袖
に
 ぅ
 け
と
り
 候
 し
 故
に
、
一
切
経
を
見
 候
 し
か
ば
八
宗
 坤
に
 
一
切
経
の
 勝
劣
 柑
 是
を
知
り
 

窯
 清
澄
寺
大
衆
中
」
、
 
定
逝
 一
一
三
三
頁
）
 

ね
 。
 

こ
こ
に
語
ら
れ
る
一
種
の
神
秘
体
験
の
意
味
を
詮
索
す
 
る
こ
と
は
お
い
て
お
く
と
し
て
、
「
日
本
第
一
の
智
者
 と
な
し
給
へ
」
と
い
 

ぅ
 言
葉
に
、
日
蓮
の
「
主
知
的
側
面
」
を
明
瞭
に
み
る
 
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
右
の
文
舌
口
に
お
い
て
日
蓮
は
、
修
学
の
結
 
果
 、
「
八
宗
 拉
に
 
一
切
経
の
勝
劣
」
を
ほ
 ほ
 知
る
こ
と
 が
で
き
た
と
述
べ
て
 

  

周     
よ 追 」 

う 出 。   
  

日 わ 
薄 れ   
  
@ ま 半井 

  
  

重 等 
む か 
る ず 
受 を 

難 し 

に ち 

  
  
た 
  
  
で 
あ 
  
た 

  
  
  

日 

蓮 

  
% 強靱 （ 疋ゅ 

な 一 
土 口 プ て 

ギ ，し、 七 = 
を 寅 
も 、 - 

  



制
 

に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
必
然
的
に
 連

な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
 
。
こ
う
し
た
諸
問
題
に
解
答
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

を
 下
し
得
る
総
合
的
な
「
智
慧
」
を
獲
得
し
た
と
自
負
 
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
「
 一
 閻
浮
提
第
一
の
智
人
」
と
い
 ぅ
 自
覚
が
表
明
さ
れ
る
 

 
 

考
 
」
 

 
 

旧
 

こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

  

両
氏
は
と
も
に
、
日
蓮
の
修
学
の
動
機
を
次
の
四
白
 
に
 ま
と
め
て
い
る
。
第
一
点
、
今
も
挙
げ
た
「
 
八
ゐ
盃
 
Ⅶ
 に
 一
切
経
の
勝
劣
」
を
 

知
る
と
い
う
目
的
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
 
経
 典
に
 釈
尊
の
直
 釜
思
が
 
表
明
さ
れ
て
い
る
の
か
を
探
求
 
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
 

る
 。
第
二
点
、
無
常
を
克
服
す
る
と
い
う
目
的
。
第
三
 
点
 、
寿
永
・
承
久
の
乱
な
ど
の
政
治
的
・
社
会
的
混
乱
 
の
 原
因
を
、
仏
教
的
 視
 

一
 
@
-
 

点
か
ら
解
明
す
る
と
い
う
目
的
。
そ
し
て
第
四
点
は
 
、
 諸
宗
に
通
暁
す
る
と
い
う
目
的
で
あ
る
。
 

田
村
・
佐
々
木
両
氏
は
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
後
年
の
 
回
想
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
目
的
が
表
明
さ
 
れ
る
文
脈
や
対
古
泉
 

の
 問
題
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
注
意
を
喚
 起
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
が
、
日
蓮
が
 
学
 問
を
始
め
る
大
本
の
目
 

的
で
あ
っ
た
か
を
問
 う
 。
紙
数
の
関
係
上
、
こ
こ
で
そ
 の
 議
論
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
 
結
 論
 的
に
は
、
第
四
点
、
 

つ
ま
り
八
宗
兼
学
的
に
学
問
を
修
め
、
諸
宗
に
通
暁
 
し
 た
い
と
い
う
の
が
、
日
蓮
に
お
け
る
修
学
の
本
来
の
 
目
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
 

る
 。
本
稿
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
見
解
に
従
 
ぅ
が
 、
本
稿
で
は
む
し
ろ
、
八
宗
兼
学
的
に
学
問
を
始
 
め
た
日
蓮
が
、
修
学
の
 

過
程
で
、
い
ず
れ
の
経
典
に
釈
尊
の
直
金
尽
 
が
 説
か
れ
て
 い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
み
ず
か
ら
に
課
し
た
と
い
う
 
こ
と
、
そ
し
て
そ
う
し
 

た
 問
題
が
、
無
常
を
克
服
す
る
救
済
の
要
路
が
ど
こ
に
 
あ
り
、
ま
た
釈
尊
の
盲
 歪
 思
を
見
失
っ
た
信
仰
が
政
治
的
   

い
て
は
、
田
村
芳
朗
・
佐
々
木
 

馨
 両
氏
が
明
快
な
整
理
 

 
 

い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
の
修
学
の
目
的
が
 、
当
 

諸
宗
・
諸
経
の
優
劣
を
判
定
す
る
と
こ
ろ
に
 
お
か
れ
て
い
た
と
み
る
 

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
の
遺
文
を
み
て
 
み
る
と
、
日
蓮
が
掲
げ
る
修
学
の
目
的
は
決
し
て
一
様
 
で
は
な
い
 0
 こ
れ
に
 っ
 



考
察
は
以
下
の
手
，
順
を
踏
む
。
ま
ず
、
経
典
と
向
き
合
 う
こ
と
を
通
し
て
、
日
蓮
が
い
か
な
る
教
相
論
，
実
践
 
論
を
紡
ぎ
出
し
た
か
 

一
片
 
一
 

の
 自
覚
に
み
ら
れ
る
、
緊
張
感
を
苧
ん
だ
構
造
を
明
ら
 
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
 

た
だ
し
、
こ
う
し
た
自
覚
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
ま
 

っ
 た
く
矛
盾
す
る
自
己
認
識
が
日
蓮
に
あ
っ
た
こ
と
 
も
 確
か
で
あ
る
。
「
 
日
 

蓮
は
愚
者
 也
 、
非
学
生
地
」
「
凡
夫
の
身
日
蓮
等
」
と
 

い
っ
た
言
葉
に
み
ら
れ
る
、
愚
か
な
る
凡
夫
と
し
て
の
 
自
覚
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

-
6
-
 

こ
れ
が
単
な
る
謙
遜
で
な
い
こ
と
は
、
 

 
 

世
 も
や
う
や
く
末
に
な
れ
ば
、
聖
賢
は
や
う
や
く
か
く
 

ね
 、
 迷
 者
は
や
 ぅ
 や
く
 多
 。
世
間
の
浅
き
掌
酒
あ
や
 ま
り
や
す
し
。
何
 

 
 

 
 

況
 出
世
の
深
 法
誤
 な
か
 ろ
 べ
し
や
。
 積
子
 ・
 方
 

聡
敏
な
り
し
、
猶
を
大
小
乗
経
に
あ
や
ま
て
 
り
 。
無
垢
 ・
 摩
沓
が
 利
根
な
 

 
 

近
 、
月
氏
の
内
な
り
し
、
す
で
に
か
く
の
ご
と
し
。
 

況
 「
 那
 ・
日
本
等
 
国
 

も
へ
だ
て
、
 

昔
も
か
は
れ
 

お
ん
 

り
 。
人
の
根
 鈍
 な
り
。
寿
命
 も
目
あ
さ
し
。
 倉
瞑
 腐
も
倍
増
せ
り
。
 
伝
 世
を
去
て
と
 
し
 久
し
。
仏
経
 み
 

宅
 開
目
抄
」
、
定
道
五
五
五
頁
 

一
 

と
い
う
文
言
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
こ
こ
で
日
蓮
は
 

、
 「
 
末
法
」
と
い
う
時
代
、
辺
土
た
る
「
日
本
」
に
生
き
る
 

自
分
達
が
抱
え
ざ
る
を
 

得
な
い
「
智
慧
」
の
限
界
性
に
言
及
し
て
い
る
と
い
え
 

よ
 う
 。
こ
う
し
た
限
界
性
は
、
「
仏
経
み
な
あ
や
ま
れ
 

り
 。
誰
の
智
解
か
 直
か
 

る
べ
き
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
こ
に
、
自
分
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
人
は
い
ず
れ
も
 
「
智
慧
」
の
限
界
性
を
 

抱
え
た
「
愚
者
」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
深
刻
な
 

認
識
が
 、
 確
か
に
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
、
日
蓮
は
自
己
を
「
 

一
 閻
浮
提
第
一
の
智
人
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
矛
盾
 

を
ど
の
よ
う
に
受
け
 

止
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
向
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
間
 

題
を
日
蓮
自
身
に
即
し
て
尋
ね
て
い
く
中
で
、
「
 

愚
 者
 」
に
し
て
「
智
人
」
、
 

「
智
人
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
愚
者
」
と
い
う
日
蓮
の
 

自
覚
を
見
出
だ
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
同
時
に
 
、
 日
蓮
の
「
 師
 」
と
し
て
   



  
仏
法
を
 ぅ
か
 が
ひ
し
程
に
、
一
代
聖
教
を
さ
と
る
べ
き
 明
鏡
 十
 あ
り
。
所
謂
 る
 倶
舎
・
成
美
・
律
宗
・
法
相
・
 三
論
・
真
言
・
 
華
 

厳
 
・
浄
土
・
禅
宗
・
ナ
ム
ロ
法
華
宗
な
り
。
此
の
十
宗
を
 

明
師
 と
し
て
一
切
経
の
心
を
し
る
べ
し
。
世
間
の
学
者
 等
 お
も
え
り
、
 

此
 

の
十
の
鏡
は
み
な
正
直
に
仏
道
の
道
を
照
せ
り
と
。
 

日
蓮
が
愚
案
は
れ
（
 
晴
 ）
が
た
し
。
世
間
を
み
る
に
、
 

各
々
我
も
我
も
と
 

  い
へ
 
ど
も
国
主
は
但
一
人
な
り
。
二
人
と
な
れ
ば
国
土
 

 
 

お
だ
や
か
な
ら
ず
。
家
に
二
の
主
あ
れ
ば
兵
家
 必
 や
ぶ
 る
 。
一
切
経
も
又
 

  

か
く
の
ご
と
く
 や
 有
ら
ん
。
何
の
経
に
て
も
を
は
せ
 、
 

一
緒
こ
そ
一
切
経
の
大
王
に
て
を
は
す
ら
め
。
而
に
 十
 宗
 七
宗
ま
で
各
々
 

    

  

  

    

  

 
 

詳
論
し
て
随
は
ず
。
国
に
七
人
十
人
の
大
王
あ
り
て
、
 
万
民
を
だ
や
か
な
ら
 じ
 。
い
か
ん
が
せ
ん
と
 疑
 と
こ
 ろ
に
、
一
の
願
を
 

立
 。
 
我
れ
 八
宗
十
宗
に
随
は
じ
。
 

天
 ム
ロ
大
師
の
専
ら
 経
 文
を
 師
 と
し
て
一
代
の
勝
劣
を
か
ん
が
 へ
 し
が
ご
と
く
 

一
切
経
を
開
き
 

  

み
る
に
、
 

混
磐
 経
と
苧
経
に
 云
 、
 
依
 。
浩
平
。
 
依
 。
大
豊
 苔
ム
 。
 
依
法
 と
申
は
一
切
経
、
小
俵
 人
 と
申
は
仏
を
除
 き
奉
て
 外
の
普
賢
 

 
 

 
 

 
 

菩
薩
・
文
殊
 師
利
 菩
薩
乃
至
上
に
あ
ぐ
る
と
こ
ろ
の
 諸
 太
師
な
り
。
此
経
に
文
芸
、
 依
 :
 了
義
 経
 -
 不
 。
 依
 ，
 不
 了
義
隆
 -
 等
 云
云
。
 

  

日
蓮
が
「
法
華
経
」
に
絶
対
の
価
値
を
見
出
だ
し
て
 
ぃ
 く
に
当
た
っ
て
は
、
修
学
の
過
程
で
遭
遇
し
た
あ
る
 疑
 問
と
 、
そ
の
疑
問
を
 

解
決
し
ょ
う
と
す
る
更
な
る
学
問
の
積
み
重
ね
が
必
要
 
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
後
年
の
整
理
さ
れ
 
た
 形
で
は
あ
る
が
、
 
日
 

蓮
は
次
の
よ
う
に
舌
口
 反
 し
て
い
る
。
 

一 
一 

「
智
慧
」
の
体
系
１
１
教
相
 ョ
 
m
.
 

実
践
 

ョ
調
｜
 

覚
 に
関
連
し
て
、
日
蓮
に
お
け
る
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
 」
の
自
覚
、
お
よ
び
「
如
来
 使
 」
の
自
覚
に
も
舌
口
 反
 し
 た
い
と
思
う
。
 

正
統
性
を
、
日
蓮
は
ど
こ
に
求
め
た
か
を
み
る
。
そ
の
 
上
 で
、
日
蓮
の
「
 師
 」
自
覚
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
 
る
 。
な
お
、
「
 師
 」
の
 自
 

を
み
る
。
い
わ
ば
、
日
蓮
に
お
け
る
 
一
 
智
慧
」
の
体
系
 を
 概
観
す
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
そ
う
し
て
体
系
 
づ
 け
ら
れ
た
「
智
慧
」
の
 



と
 強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
 う
 。
 

こ
う
し
た
判
断
基
準
に
基
づ
き
、
唯
一
の
「
了
義
 経
 」
、
 つ
ま
り
「
仏
の
御
 心
 」
を
説
き
尽
く
し
た
唯
一
の
 
経
 典
 で
あ
る
と
最
終
的
 

広 
語 華 に 願 。 い ば 此 

( ム 経 
依 流 や く の の   

  さす 生坦三口 と ゆ ゐ @ ん 指 
を こ 

借 ろ 
ず 了 
る 主 我 

依 篠 編 な 経 
あ 「 日 も と 

ば 申， 
識 葉先 諸の 下田 @ ） @ 

専 決 
し の つ ら 華 

ら 

ざ ( ム 、 経、 法華 

そ 

、 迦 伏 射 

肖 っ とと し 申， 
て は 
一 車 

緩 緩 

  刊書 了義 して とな 釈迦 ぃ 種 つ 「 羅 石 人 
思、 を 日 

護 

き 経 

已 

  ム 

  
当 

原漢   
    

Ⅰ 芳   き ィ言 経 
線 義 や ず な 
部   べ 
  

  
依 故 し 用 

さ 
若 - りに て 法何 し 。   れ 

  



@ 愚者」と   
と
キ
 

@
 
-
 
し
，
 
ょ
 

る
 @
 迩

 べ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
 教
 ・
 機
 ・
 時
 ・
 国
 ・
 序
 」
 

 
 

の
 
「
五
義
」
で
あ
る
。
「
五
義
」
に
つ
い
て
は
、
「
南
條
 

目
頭
詩
法
 
妙
 」
、
走
還
二
六
三
 

｜
 

兵
衛
七
郎
殿
御
書
」
 

二
 -
 
八
四
百
 
じ
 

国
、
 五
者
仏
法
流
布
の
前
後
。
 
，
 
。
 

わ
い
て
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
 る
力
 
-
i
 

@
 
i
 
 

Ⅰ
 
し
 
、
 要
は
こ
う
い
，
 
っ
 こ
と
で
あ
る
。
末
法
に
入
っ
た
こ
の
時
代
、
念
仏
等
 が
 先
行
し
て
流
布
す
 

」
と
に
よ
り
、
「
仏
の
御
 
心
 」
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
「
 詩
法
」
の
機
が
充
満
す
る
日
本
に
お
い
て
、
い
か
な
 
る
 形
で
「
法
華
経
」
   

を づ て な と 

  

  

  

 
 

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
「
法
華
経
」
を
 こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
得
る
者
の
み
が
、
「
教
を
し
れ
 る
者
 」
と
い
う
評
価
 

獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
「
仏
の
御
 
心
 」
が
説
き
尽
く
さ
れ
た
「
一
切
 経
の
大
王
」
と
し
て
「
法
華
経
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
 
は
 、
教
相
論
に
お
い
 

は
 
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
践
論
の
観
点
か
 ら
す
る
な
ら
ば
、
出
発
点
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
 、
そ
の
よ
う
に
位
置
 

け
ら
れ
た
「
法
華
経
」
を
い
か
な
る
形
で
行
じ
 
ろ
か
と
 い
う
問
題
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
 
問
題
は
、
「
法
華
経
」
 

い
 か
な
る
形
で
流
布
せ
し
め
る
か
と
い
う
問
題
と
も
 必
 然
 的
に
連
な
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
日
蓮
 
て
臣
 

@
 
）
 
@
 、
 

仏
法
を
ひ
ろ
め
 ん
 と
を
も
は
ん
も
の
は
 必
 五
義
を
存
し
 て
 正
法
を
ひ
ろ
む
べ
し
。
五
義
者
、
一
者
 数
 、
二
者
機
 、
三
者
 時
 、
四
者
 

  

  

-
 
「
 
随
臼
 口
上
 
@
@
 
幼
仰
 
三
寸
 

@
 
日
ヒ
 
、
 （
 
一
ル
 

～
 
ゆ
 巴
 
@
 
六
一
一
百
 毘
二
一
 

法
華
経
と
申
は
随
 自
 意
と
申
 て
 仏
の
御
心
を
と
か
せ
 給
  
 

  
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
が
「
法
華
経
」
に
 他
 な
ら
な
い
。
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
 

自
身
の
思
を
声
に
あ
ら
は
す
 事
 あ
り
。
さ
れ
ば
意
が
声
 と
あ
ら
は
る
。
意
は
心
法
、
声
は
色
法
。
心
よ
り
色
を
 
あ
ら
は
す
。
 
文
 声
 

 
 

を
間
 て
 心
を
知
る
。
色
法
が
心
法
を
顕
位
。
色
心
不
一
 
一
な
る
が
ゆ
へ
に
両
三
と
あ
ら
は
れ
て
、
 

@
@
 
 

仏
の
御
意
あ
み
こ
 

-
@
 

ろ
 

ろ
 は
れ
て
法
華
の
 

 
 

文
字
と
な
れ
 り
 。
文
字
変
じ
て
 又
 仏
の
御
意
と
な
る
。
 

さ
れ
ば
法
華
経
を
よ
ま
せ
給
は
む
人
は
文
字
と
思
食
事
 
む
 か
れ
 0
 す
な
 は
 

 
 

三
木
絵
三
儀
開
眼
 
之
事
 」
、
定
道
七
九
二
頁
 -
 

ち
 仏
の
御
意
地
。
 

  



な
 行
じ
、
流
布
す
る
の
か
。
こ
の
 ょ
う
 な
問
題
を
提
示
 し
、
 
論
じ
る
際
の
五
つ
の
 範
塙
が
 
「
五
義
」
な
の
で
あ
 
る
 。
 

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
日
蓮
は
い
 う
 な
れ
ば
 
「
仏
の
御
 心
 」
に
直
参
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
 佐
 渡
 流
罪
の
直
前
に
記
 

さ
れ
た
「
寺
泊
御
書
」
に
お
い
て
、
日
蓮
は
自
分
に
向
 
け
ら
れ
た
批
判
を
 、
 

  

 
 

 
 

宅
 寺
泊
御
書
」
、
定
道
五
一
四
頁
、
 
原
 漢
文
 -
 

或
る
大
豆
 く
、
唯
だ
 教
門
計
り
な
り
。
 
理
 具
に
 裁
 こ
れ
 を
存
 ず
と
。
 

と
 記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
茂
田
井
数
字
 氏
 が
指
摘
す
 る
よ
う
に
、
「
教
相
」
を
た
ど
も
の
み
で
は
把
握
さ
れ
 な
 い
 
「
観
心
」
の
世
界
 

 
 

 
 

の
裏
づ
け
が
欠
け
て
い
る
、
と
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
 佐
 渡
 流
罪
中
の
日
蓮
は
、
こ
う
し
た
批
判
に
応
え
る
べ
く
 
、
「
観
心
の
法
門
」
 

裏
づ
け
を
求
め
て
、
「
仏
の
御
 心
 」
そ
の
も
の
の
把
握
 に
 向
か
う
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
う
な
ら
ば
、
日
蓮
 
は
そ
れ
を
、
独
自
の
 
一
 

倉
三
千
論
に
お
い
て
、
「
妙
法
蓮
華
経
」
の
五
字
と
し
 て
 提
示
し
た
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
 

宅
 開
目
抄
し
、
定
 道
 五
三
九
頁
 -
 

一
念
三
千
の
法
門
は
但
法
華
経
の
本
門
寿
量
品
の
文
の
 底
 に
し
 づ
 の
た
り
。
 

こ
こ
で
日
蓮
は
、
「
一
念
三
千
」
を
「
法
華
経
」
の
本
門
 寿
量
品
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
 換
丑
 目
 す
る
な
ら
ば
、
「
 
一
 

倉
 三
千
」
と
は
、
本
門
寿
量
品
の
教
相
の
根
底
に
あ
っ
 て
 、
そ
の
教
相
の
あ
り
方
を
規
定
し
っ
 っ
 も
、
教
相
を
 た
 ど
も
の
み
で
は
決
し
 

て
 把
握
し
得
な
い
世
界
、
つ
ま
り
「
観
心
」
の
領
分
に
 
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
 此
 
一
念
三
千
も
我
等
 一
 

-
 
ト
 -
 

分
の
慧
解
も
な
し
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
 
日
蓮
は
、
「
観
心
本
尊
抄
」
に
お
い
て
敢
え
て
そ
の
「
 
一
念
三
千
」
を
描
き
出
 

そ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
次
の
文
言
で
あ
る
。
 

妙
楽
 大
師
表
 く
、
 
当
に
知
る
べ
し
、
身
上
 は
 
一
念
の
二
 一
 
千
 な
り
。
故
に
成
道
の
時
こ
の
木
理
に
称
ふ
て
一
身
一
 令
法
界
に
 遍
 ね
し
 

 
 等

 云
云
。
 
夫
れ
 始
め
寂
滅
道
場
華
厳
世
界
 よ
 り
 沙
羅
林
 に
 終
る
ま
で
五
十
余
年
の
間
、
華
厳
・
密
蔵
・
三
愛
・
 
四
党
 等
 の
二
十
四
 

土
は
 、
 皆
成
 劫
の
上
の
無
常
の
上
に
変
化
す
る
所
の
方
 便
 ・
美
邦
・
寂
光
・
安
養
・
浄
瑠
璃
・
密
蔵
 等
 な
り
。
 
能
 変
の
教
主
 浬
磐
   



「愚者 @   

に
 入
れ
ば
、
所
変
の
諸
仏
 随
て
 滅
尽
す
。
土
も
又
以
て
 か
く
の
如
し
。
 ム
 「
不
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
、
 四
劫
を
出
た
る
 常
 

住
の
浄
土
な
り
。
 仏
 既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
、
未
来
に
 も
 生
ぜ
ず
。
所
化
以
て
同
体
な
り
。
こ
れ
 即
 己
心
の
一
一
 

一
千
具
足
三
種
の
世
 

三
観
心
本
尊
抄
」
、
走
還
七
一
二
頁
、
 

原
 漢
文
、
傍
線
部
引
用
者
 
-
 

間
 な
り
。
 

日
蓮
は
傍
線
部
に
 妙
楽
 大
師
湛
然
の
言
葉
を
引
い
て
い
 る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
成
道
」
と
は
、
右
の
文
言
全
体
 
の
 文
脈
に
照
ら
す
な
 

ら
ば
、
な
に
よ
り
も
、
「
法
華
経
」
の
本
門
寿
量
品
に
 開
顕
さ
れ
る
久
遠
の
釈
迦
 低
め
 
「
成
道
」
と
し
て
解
釈
 さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
 。
ま
さ
に
そ
の
「
成
道
」
の
瞬
間
、
一
念
と
三
千
 
と
 の
 相
即
不
離
の
「
木
理
」
に
叶
っ
て
、
久
遠
仏
の
「
 
一
 身
 一
念
」
が
法
界
に
 遍
 

潤
 し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
娑
婆
世
界
も
成
道
し
て
浄
土
と
 な
り
、
そ
こ
に
あ
る
衆
生
も
成
道
し
て
 仏
 と
な
っ
た
 と
 い
 う
 の
で
あ
る
。
し
か
 

も
 、
久
遠
仏
の
永
遠
性
故
に
、
娑
婆
世
界
は
「
常
住
の
 
浄
土
」
で
あ
り
、
衆
生
も
ま
た
「
所
化
以
て
同
体
」
、
 す
な
わ
ち
久
遠
仏
と
同
 

体
 な
る
永
遠
の
仏
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
 
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
日
蓮
の
い
う
「
一
念
三
千
」
と
 
は
 、
「
仏
の
御
 心
 」
に
 

貫
き
通
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
も
娑
婆
も
す
べ
 
て
が
 仏
と
即
一
 化
さ
れ
た
永
遠
の
世
界
な
の
で
あ
る
 
。
こ
う
し
た
「
一
念
 
三
 

千
 」
を
、
日
蓮
は
「
観
心
本
尊
抄
」
に
お
い
て
、
「
南
無
 

と
い
う
独
特
の
い
い
方
で
表
 
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 

日
蓮
に
あ
っ
て
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
は
、
「
仏
の
 何
心
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
 仏
と
即
一
 化
さ
れ
た
世
界
 を
あ
ら
ぬ
 す
 、
ぎ
り
ぎ
 

り
の
象
徴
的
表
現
な
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
現
実
に
あ
っ
て
は
、
衆
生
も
娑
婆
世
界
も
決
 し
て
 仏
と
即
 
一
な
る
存
在
で
は
な
い
。
現
実
的
に
は
、
 そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
 

 
 

「
凡
夫
」
で
あ
り
、
「
 
微
土
 」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 、
 「
一
念
三
千
」
は
仏
に
よ
っ
て
現
に
成
就
さ
れ
、
衆
生
 も
 娑
婆
も
そ
の
直
中
に
 

あ
り
な
が
ら
も
、
衆
生
の
側
か
ら
は
決
し
て
把
握
さ
れ
 な
い
世
界
で
あ
り
、
「
仏
の
御
 心
 」
に
 仏
 自
身
の
功
徳
 と
し
て
の
み
保
持
さ
れ
 

て
い
る
超
越
的
領
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
 ぎ
る
 を
 得
な
い
。
こ
れ
を
衆
生
と
何
と
の
関
係
に
約
し
て
い
 う
 な
ら
ば
、
衆
生
と
仏
   



と
は
 即
一
 化
し
た
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
状
態
に
は
 
な
く
、
「
南
無
」
す
べ
き
主
体
と
し
て
の
衆
生
と
、
「
 

  

「
妙
法
蓮
華
経
」
と
に
別
れ
た
ま
ま
の
状
態
に
あ
る
と
い
 う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
は
衆
生
が
「
南
無
 ビ
 
す
べ
き
客
体
と
し
 

て
 、
「
妙
法
蓮
華
経
」
の
五
字
を
衆
生
に
差
し
出
す
の
で
 あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
仏
の
御
 心
 」
と
し
て
の
「
 妙
 法
 蓮
華
経
」
の
五
字
に
 

こ
そ
、
「
一
念
三
千
」
と
い
う
功
徳
が
属
し
て
い
る
か
ら
 で
あ
る
。
こ
れ
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
が
、
 

  

 
 

一
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
、
仏
大
慈
悲
を
起
し
、
 五
字
の
内
に
こ
の
珠
を
裏
み
、
末
代
幼
稚
の
頸
に
 懸
さ
 し
め
た
ま
 ふ
 。
 

三
観
心
本
尊
抄
 L
 、
走
還
 セ
二
 0
 頁
 、
 原
 漢
文
一
 

と
い
う
文
言
で
あ
る
。
そ
し
て
日
蓮
は
、
か
か
る
「
 妙
 法
 蓮
華
経
」
の
五
字
を
「
受
持
」
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 
衆
生
は
仏
の
功
徳
全
体
 

を
 自
然
に
譲
り
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
 

釈
尊
の
因
打
栗
 徳
 の
 二
 法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
目
一
一
 足
す
。
我
等
こ
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
、
自
然
に
彼
の
 
因
果
の
功
徳
を
譲
 

目
 観
心
本
尊
抄
 L
 
、
定
道
 セ
 一
一
頁
、
 
原
 漢
文
）
 

り
 与
へ
た
 き
ふ
 。
 

日
蓮
は
こ
こ
に
、
衆
生
と
仏
と
の
 即
一
 化
、
つ
ま
り
「
 南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
回
復
の
契
機
を
み
て
い
る
と
い
 
え
よ
う
。
 

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
に
あ
っ
て
「
妙
法
蓮
華
経
」
の
 
五
 手
 は
、
「
法
華
経
」
の
教
相
の
根
底
に
あ
っ
て
、
教
相
 を
 支
え
る
「
仏
の
御
 

心
 」
と
し
て
把
握
さ
れ
た
。
見
方
を
換
え
る
な
ら
ば
、
 
「
妙
法
蓮
華
経
」
の
五
字
と
は
、
言
語
化
さ
れ
た
「
 法
 華
経
 」
と
い
う
経
典
に
 

展
開
さ
れ
る
以
前
の
、
い
わ
ば
「
 原
 法
華
経
」
な
の
で
 あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
法
華
経
」
の
最
も
本
源
的
 
，
本
質
的
な
姿
で
あ
る
 

と
い
え
よ
う
。
「
法
華
経
」
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
姿
で
 末
法
の
自
分
達
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
、
日
蓮
は
み
な
 
す
の
で
あ
る
。
 

日
蓮
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
妙
法
五
字
は
、
「
法
華
 経
 」
の
「
如
来
神
力
 品
 」
に
お
い
て
、
七
行
・
無
辺
 行
 ・
浄
行
，
 安
 立
待
 と
 

い
っ
た
菩
薩
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
「
地
涌
の
菩
薩
」
に
 付
属
さ
れ
た
と
い
う
。
 

い
 わ
ゆ
る
「
 別
 付
属
」
で
あ
る
 。
そ
し
て
、
末
法
の
ム
コ
 

  



@ 愚者」と   
方 と 

に 述 
こ べ 
そ ら 

限 れ 
本 て 
原 ぃ 
因 る   
あ す 
る な 
と ね 
い ち 
つ , 
確 社 

全的 信で あ 
る 政 治 
目 的 
蓮 混 
の 乱 
厳 め 
し 原 
い 因     
  
判 金   
根 政       
こ べ つ ,   

  
あ は 息 ． 

る な モ 

のく定 で 、 蓮 エ 三三 

あ 仏 : 
り 教 巨 頁 ヵ   のあ 一 O   
  

こ
そ
、
付
属
さ
れ
た
妙
法
五
字
を
流
布
す
べ
く
、
「
 

地
涌
 
の
 
菩
薩
」
が
出
現
す
る
時
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
 

所
詮
、
遊
化
・
他
方
の
大
菩
薩
等
に
 

、
 我
が
内
証
の
寿
 

量
 品
を
以
て
授
与
す
べ
か
ら
ず
。
末
法
の
初
は
訊
 

決
め
 
回
 、
悪
 
機
 な
る
 
故
 

に
こ
れ
を
止
め
、
 

地
涌
十
 

界
の
大
菩
薩
を
召
し
て
、
 

寿
 量
 品
の
肝
心
た
る
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
以
て
閻
浮
の
 

衆
生
に
授
与
せ
し
 

宅
 
観
心
本
尊
抄
」
、
定
道
 

セ
 一
五
 

｜
セ
 
一
六
頁
、
 

原
 
漢
文
 
-
 

め
た
ま
 

ふ
 な
り
。
 

今
、
末
法
の
初
、
小
を
以
て
大
を
打
ち
、
権
を
以
て
実
 

を
 
破
し
、
東
西
共
に
こ
れ
を
失
し
、
天
地
顛
倒
せ
り
。
 

遊
化
の
四
低
は
 

隠
 

れ
て
現
前
せ
ず
。
諸
天
そ
の
国
を
棄
て
て
こ
れ
を
守
護
 

せ
ず
。
こ
の
時
、
地
涌
の
菩
薩
、
始
め
て
世
に
出
現
し
 

、
但
だ
 

妙
法
蓮
華
 

三
観
心
本
尊
抄
」
、
定
道
 

セ
 一
九
頁
、
 

原
 
漢
文
 
-
 

経
の
五
字
を
以
て
幼
稚
に
服
せ
し
む
。
 

こ
う
し
た
理
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
末
法
に
お
い
て
妙
法
 

五
字
を
流
布
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
地
涌
の
菩
薩
」
に
 

託
さ
れ
た
行
い
 

な
、
 

 
 

 
 

 
 

相
違
と
世
間
の
謬
 

誤
 よ
り
出
来
せ
る
に
あ
ら
ず
。
完
て
 

仏
法
よ
り
 

事
 起
る
 
欺
 と
勘
へ
な
し
 

ね
 
。
 



ば
 月
支
の
四
 依
 に
た
と
う
。
 
第
二
を
ば
漢
土
の
人
 師
 に
た
と
う
。
 
第
三
を
ぼ
末
代
の
凡
夫
の
中
に
 愚
腐
 に
し
て
正
直
な
る
 初
 に
た
   

る そ は 
を の 、 以 

正 う 第 め へ ひ 法 得 一 こ 上 
直 る 一 て て ら 華 な 方 う   
な ゆ は こ 候 ひ 縫 い で し 日 三 
る へ あ ざ 。 る と 自 、 た 蓮 

へ   
に 第 ち き て よ 随 「 を 慧 け 」 

る 自 わ   
の 住 人 ず 体 

へ い 一 がか第 ない くか 一 様御 なのか系 
ず と は も で 々 心 、 智 ら と 

。 な ど が か ） を ど 慧 を も 

第 二 るこしはにとのの「 。 そ 、 かかかよ限 一ぅ い 
よ 策 な 又 ら わ せ う 界 閻 べ 
@ 一 一 " 一 "     こ ひ り 給フに 性 浮 き 

も は れ ざ を て 。 し を 提 も 

よ き ど か ュ ィ侯       て 指 第 の   
に て す ら べ 、 決 し て 智 て     
て へ ゆ め 人 も 又 か て 得 一 

  、 に は つ の に 

に 私 、 か か あ ょ の 第にへてのこ 機 智者 日蓮は たとい 

も の 主 な ひ わ り " " え と 

の く に ひ 、 姥、 よ な 

すぐ 一 を街 た， 三を時 然 
的   れ ま こ し 人 ば に 

て じ と か あ し よ に と " へ 」 
候 へ ば な り も り 「 し 

な ず に る 。 せ 、 愚 ろ と 

り 。 私、 。 - 総 国 者 が 願 
。 き の 此 人 わ に 」 、 つ 

第 わ 喜 三 は ず よ た 日 た 
一 め を 人 き と り ら 薄 日 

を て そ に わ み 、 ざ は 蓮 

れ 安 る 
て 回 雁 

い る』を 高向 ィ 言 
こ ぼ す 
と お で 
な い に 

確 て 初 
認 な 期 
し さ の 
て れ 段 
が た 階 
き 、 か 

た い ら 

い わ 抱   
る て 
「 い 
自 れ 
弄 ば 

叛逆こそ 難   
日 

と 蓮 

r  地『 ま @ 
国 立 
侵 正 

安国ゑ 道 難 」   
の ヒ 

を鎌 「 予一 

倉 」も @ 幕府 、   

  
@ し 一司 

な 立 
さ 正 



「愚者   
こ
こ
で
は
、
「
法
華
経
」
を
「
仏
の
御
 心
 」
の
ま
ま
に
 受
 け
 取
る
こ
と
の
困
難
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
 
よ
う
。
そ
れ
は
、
「
 末
 

代
の
凡
夫
は
い
か
で
か
は
か
ら
ひ
を
 
ノ
せ
候
 べ
き
」
と
 い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
末
代
の
凡
夫
」
に
と
っ
て
は
 極
 め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
 

る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
日
蓮
は
、
「
 末
 代
の
凡
夫
」
に
お
い
て
か
え
っ
て
そ
の
困
難
さ
を
克
服
 
す
る
素
地
が
あ
る
こ
と
 

も
 指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
に
示
し
た
「
 
愚
 癖
に
し
て
正
直
」
と
い
う
あ
り
方
が
そ
れ
で
あ
る
。
 
か
 か
 る
あ
り
方
に
、
か
え
 

っ
て
「
私
の
舌
口
を
ま
じ
へ
ず
」
、
「
主
の
舌
口
ば
を
 

た
 が
 へ
 」
な
 い
 可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
 問
題
は
、
自
分
が
「
 愚
 

癖
に
し
て
正
直
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
裏
づ
け
が
 
ど
 こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
 

が
、
 次
の
文
舌
ロ
で
あ
る
。
 

日
蓮
仏
法
を
こ
）
 ろ
 み
る
に
、
道
理
と
証
文
と
に
は
す
 ぎ
ず
 。
 文
 道
理
証
文
よ
り
も
 現
証
 に
は
す
ぎ
ず
。
 

吉
二
三
蔵
祈
雨
車
」
、
定
 

道
一
 0
 六
六
頁
 -
 

こ
 @
 
」
で
い
 う
 
「
道
理
」
と
「
証
文
」
と
は
、
日
蓮
が
み
 ず
か
ら
の
「
智
慧
」
を
も
っ
て
体
系
づ
け
た
理
論
と
、
 
そ
の
理
論
を
証
拠
 づ
 

け
る
経
文
等
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 
そ
 し
て
、
そ
の
正
統
性
を
保
証
す
る
も
の
が
「
 現
証
 」
で
 あ
る
と
い
う
。
こ
の
場
 

ム
ロ
 
、
「
 現
証
 」
と
は
、
一
つ
に
は
、
日
蓮
自
身
が
「
 
立
 正
安
国
論
」
に
お
い
て
「
 予
 舌
口
」
し
た
「
目
界
叛
逆
鞘
 
」
と
「
他
国
 侵
逼
難
 」
 

の
 「
的
中
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
目
界
叛
逆
鞘
」
に
つ
 い
て
は
、
文
永
九
年
二
二
七
三
二
月
の
「
北
条
時
 輔
 の
乱
 」
に
よ
っ
て
現
実
 

化
し
た
と
日
蓮
は
み
る
。
ま
た
「
他
国
 
侵
逼
難
 」
に
つ
 い
て
は
、
 文
 -
 
永
一
一
年
 
-
 一
二
七
四
一
 0
 月
の
い
わ
 ゆ
る
「
文
永
の
役
」
に
 

よ
っ
て
つ
い
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
み
る
。
こ
う
 し
た
形
で
の
「
的
中
」
が
日
蓮
に
大
き
な
自
信
を
与
え
 
た
こ
と
は
、
次
の
文
言
 

か
ら
み
て
間
違
い
な
い
。
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 と

う
。
 

宅
 陸
自
責
御
書
出
定
道
一
六
一
一
 ｜
 
一
六
一
二
頁
、
傍
線
部
別
 
用
 者
一
 



 
 

っ
て
予
言
さ
れ
た
者
と
し
て
の
自
覚
を
も
獲
得
し
て
い
 く
こ
と
に
な
る
。
 

予
 、
未
だ
我
が
智
慧
を
信
ぜ
ず
。
然
り
と
い
え
ど
も
、
 自
他
の
返
 逆
侵
逼
 、
こ
れ
を
以
て
我
が
智
を
信
 ず
 。
 

三
聖
人
知
三
世
事
」
、
定
通
八
四
三
頁
、
 

原
 漢
文
 -
 

し
か
し
、
こ
の
こ
と
以
上
に
、
み
ず
か
ら
の
「
智
慧
」
 
の
 正
統
性
を
日
蓮
に
確
信
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
 現
 証
 」
が
あ
る
。
そ
れ
 

は
 、
ま
さ
に
自
己
自
身
の
身
体
に
お
い
て
「
法
華
経
」
 が
 表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
、
 
い
 わ
ゆ
る
「
色
読
 」
の
確
信
で
あ
る
。
 自
 

己
の
度
重
な
る
受
難
は
、
日
蓮
に
よ
れ
 ば
 、
釈
迦
滅
後
 の
 法
華
弘
通
者
が
被
る
で
あ
ろ
う
と
、
 仏
 自
身
が
「
 法
 幸
緒
」
に
お
い
て
ヱ
ニ
 ロ
 

し
た
受
難
の
体
現
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
日
蓮
は
 
、
 釈
迦
滅
後
の
歴
史
に
お
い
て
そ
の
予
言
を
完
全
に
成
就
 
し
 得
た
の
は
、
自
分
た
 

だ
 一
人
で
あ
る
と
い
う
。
 

法
華
経
の
第
五
の
巻
 勧
持
 品
の
二
十
行
の
褐
は
、
日
蓮
 だ
に
も
比
国
に
生
ず
は
、
ほ
と
を
ど
（
 殆
 ）
世
尊
は
大
妄
 語
の
人
、
八
十
万
 

億
 那
由
佗
の
菩
薩
は
提
婆
が
虚
誕
 罪
 に
も
 堕
 ぬ
べ
し
。
 経
に
 瓦
有
 諸
無
智
人
悪
口
 罵
冒
等
 、
加
刀
杖
瓦
石
等
 
云
云
。
 ム
 「
の
世
を
 

  

 
 

見
る
に
、
日
蓮
よ
り
外
の
諸
 僧
 、
た
れ
の
大
か
法
華
経
 ほ
 つ
け
て
諸
人
に
悪
口
 罵
 冒
せ
ら
れ
、
刀
杖
等
を
加
 る
 者
 あ
る
。
日
蓮
な
 

く
ば
 此
 一
喝
の
未
来
訪
妄
語
と
な
り
ぬ
。
悪
世
 由
 比
丘
 邪
智
 心
詔
曲
 。
文
芸
 
与
 白
衣
説
法
馬
 世
所
 恭
敬
知
人
 遍
羅
漢
、
此
等
 経
 

文
は
今
の
世
の
念
仏
者
・
禅
宗
・
律
宗
等
の
法
師
な
く
 
ば
 世
尊
父
大
妄
語
の
人
、
常
在
大
衆
中
乃
至
同
国
王
 
大
臣
 娑
 羅
門
居
士
 

等
 、
今
の
世
の
僧
等
日
蓮
を
議
奏
し
て
流
罪
せ
ず
ば
 
此
 経
文
む
な
し
。
文
芸
数
々
見
積
山
寺
云
云
、
日
蓮
 法
華
経
の
ゆ
へ
に
 

度
々
な
が
さ
れ
ず
ば
数
々
の
二
字
い
か
ん
が
せ
ん
。
 
此
 の
 二
字
は
天
台
伝
教
い
ま
だ
よ
み
給
は
ず
。
 況
 余
人
を
 や
 。
末
法
の
始
の
 

宅
 開
目
抄
」
、
走
還
五
五
九
 

｜
 五
六
 0
 頁
 -
 

し
る
し
、
恐
怖
悪
世
中
の
金
言
の
あ
ふ
 ゆ
 へ
に
、
旧
日
 達
一
人
こ
れ
を
よ
め
り
。
 

こ
う
し
て
日
蓮
は
 、
 仏
の
「
未
来
記
」
、
つ
ま
り
仏
の
予
 言
を
実
現
す
る
者
と
し
て
自
己
を
位
置
づ
け
る
と
と
 
も
に
、
 仏
 自
身
に
よ
 

  

  



「愚者」   
と
し
て
の
自
覚
が
そ
れ
で
あ
る
。
 

自
己
一
身
に
お
い
て
「
法
華
経
」
が
体
現
さ
れ
て
い
る
 
と
の
自
信
は
、
さ
ら
に
、
「
法
華
経
」
が
ま
さ
に
自
分
 の
た
め
に
説
か
れ
た
 

と
の
確
信
を
も
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
 確
 信
を
示
す
の
が
、
 

法
華
経
は
誰
人
の
為
に
こ
れ
を
説
く
や
。
…
…
末
法
を
 
以
て
正
と
な
す
。
末
法
の
中
に
は
日
蓮
を
以
て
正
と
な
 
す
な
り
。
 
問
て
日
 

く
 、
そ
の
証
拠
如
何
。
 

答
て
 日
く
、
 況
 滅
度
後
の
文
 こ
 れ
な
り
。
 
疑
て
云
く
 、
日
蓮
を
正
と
な
す
正
文
如
何
。
 答
て
云
く
 、
 有
諸
 

宰
 法
華
 取
要
抄
 」
、
定
道
八
一
三
頁
、
 
原
 漢
文
、
傍
線
部
引
用
者
一
 

無
智
人
悪
口
罵
言
 等
及
加
 刀
杖
者
等
云
云
。
 

と
い
う
文
言
で
あ
る
。
「
日
蓮
を
正
と
な
す
」
こ
と
の
 根
拠
と
し
て
、
日
蓮
は
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
 
自
 分
が
 
「
色
読
」
し
た
と
 

す
る
「
法
華
経
」
の
経
文
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

経
 」
を
現
に
担
っ
て
い
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
自
分
自
身
 

き
 上
げ
て
き
た
「
智
慧
」
の
体
系
に
大
き
な
自
信
を
与
 

自
分
は
「
法
華
経
」
を
担
う
べ
く
 仏
 自
身
に
よ
っ
て
 予
 

た
る
人
は
候
は
ぬ
か
。
大
難
を
も
ち
て
こ
そ
、
法
華
経
 

仏
 、
法
華
経
を
と
か
せ
結
て
 ム
フ
 
に
い
た
る
ま
で
は
二
千
 

 
 

だ
。
受
難
体
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
日
蓮
の
こ
う
し
た
 

え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
 

青
 さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
仏
の
御
 心
 」
 

天
 ム
ロ
大
師
・
伝
教
大
師
 

二
百
二
十
余
年
に
な
り
候
へ
ど
も
、
い
ま
だ
法
華
経
を
 

自
覚
が
、
み
ず
か
ら
 築
 

日
蓮
は
 、
 

に
 叶
う
べ
く
「
法
華
 

仏
 の
ご
と
く
よ
み
 

こ
そ
法
華
経
の
行
 

者
 と
は
み
へ
て
候
し
か
ど
も
、
在
世
の
ご
と
く
の
大
難
 
な
し
。
ヨ
上
野
殿
御
返
事
 口
 
、
定
道
一
翼
 0
 セ
 ー
 一
 二
 0
 八
 頁
 、
傍
線
部
引
用
者
）
 

と
 述
べ
て
、
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
を
「
 
法
華
経
を
仏
の
ご
と
く
よ
み
た
る
 
人
 」
「
法
華
経
し
り
 
た
る
 人
 」
と
位
置
づ
け
 

得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
日
蓮
は
 、
 次
の
よ
う
に
も
述
べ
 て
い
る
。
 

  

 
 

吉
二
泥
砂
 口
 、
定
 道
 
一
四
四
五
頁
 一
 

仏
の
指
せ
 給
 て
候
未
来
の
法
華
経
の
行
者
 



し
て
の
自
覚
を
表
明
し
得
る
の
で
あ
る
。
 

の
 自
覚
に
お
い
て
、
日
蓮
は
、
諸
法
罪
の
直
中
に
あ
り
 
な
が
ら
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
得
な
い
同
時
代
人
を
導
く
 

わ
ゆ
る
「
 師
 」
と
 

  

-
 
四
 -
 

智
慧
」
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
自
覚
、
日
蓮
自
身
の
言
 
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
大
覚
世
尊
の
智
慧
ご
と
く
な
 る
 智
人
」
た
り
得
た
と
 

っ す る た を 仏 
ま る こ と り 通 に こ 

0 日 う い 得 し 聖 こ 

「 薄 し え る て 人 で 今、 ごと や 戒 か 也 。 候 
愚 に た よ 板 行 と 日 し た 思 う 日 
者 あ 白 う 拠 ら お 蓮   と く 者 な 蓮 

っ 称 。 が れ も は お た に れ は 
で て は = 求 た は 、 も も て ば 賢 

め 、 れ 目 は ち 而 、 人 
ら 

広 き、 示 
れ て も 大 に 
ま 、 仏 難 も 

ら 愚 い 万 に 来 。 あ 
ら 民 望 候 ら 

せ に 人 へ ず 

たる 仏 「 
な は と ば 、 
ば 諸 お 、 ま 

、 天 も 父 し 
人 の は 母 て 

  と 日 商 れ の 聖 
は 釈 ま い 人 

  よ を い き は 
と き う ら か お 

や や せ へ も 

う ま て る ひ   事 で     
に け 智 の 

ど り ん て ら 

も も 事 候 ず   
つ は ま 、 も 下 

と つ - % は う 、 第 

  
華   c   

  旦、 智者経にあふ （ 

い 慧 不 た よ 経   居 、 る り 文 
さ ま っ 愚 傍 諸 士 も 計。 

な 、 う に   り こ れ は 
知日 提 直 し あ を明 仏 「 ろう 婆 五 く ひ 

@@ 口   が 土 侯 て 

  



「愚考」 と r 智人」 

白 櫛 の 
己 心 御 
の 」   
「 か 」 
愚 ら を 

者 隔 つ   
た か 

性 つ み 
に て 、 
立 い そ 

脚 る れ 
し の を 
た で 適 
不 は 切 
安 な な 
で か 仕   

。 と 表 
し い 現 
か う し 
し 不 よ 

、 安 う 

そ が と 

ぅ 常 す 
し ほ ろ 

た っ も 

不 き の 
安 ま で 
が と あ   
か る と 

ニ積 案 

そな 「 " つ 、 よ っ   
こ た し 
こ も か 
ろ の し 
み と そ   

居 、 こ 
が わ に 

な れ は 
さ る 、 

ね 。 実 
る い は 伝 わば ので 「 
あ 、 の 

  

現 官 目 ま 
          と 

 
 

 
 

 
 

権
経
 
の
と
ど
ま
り
、
智
人
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
ば
 

愚
人
の
此
に
随
は
ん
こ
と
、
 

影
と
 
身
と
声
と
 

響
 と
の
ご
 

と
く
な
ら
ん
。
 

日
 

蓮
は
日
本
第
一
の
法
華
経
の
行
者
な
る
 

事
 あ
え
て
 

疑
ひ
 
な
し
。
こ
れ
を
も
つ
 

て
 す
い
せ
よ
。
漢
土
・
月
支
に
も
 

一
 
閻
浮
提
の
内
に
 

  

窯
 
撰
時
抄
」
、
走
還
 

一
 
0
 
四
八
頁
 

一
 

も
 肩
を
な
ら
ぶ
る
者
は
有
べ
か
ら
ず
。
 

は
 、
こ
う
し
た
自
覚
を
端
的
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
 

と
い
え
よ
う
。
 

に
も
み
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

宅
 
仏
眼
御
書
尺
走
還
 

一
 
三
八
六
頁
 

-
 

仏
眼
を
か
り
、
 

仏
耳
 
を
た
ま
わ
り
て
、
し
め
し
 

候
 

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
か
り
」
「
た
ま
わ
り
て
」
と
い
 

う
 表
現
に
は
、
そ
の
「
智
慧
」
が
自
己
に
帰
属
す
る
も
 

の
で
は
な
く
、
あ
く
 

で
も
「
 

仏
 」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
も
、
同
時
 

に
 
看
取
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
仏
の
智
慧
」
を
受
け
取
 

る
 「
 
器
 」
と
し
て
の
 

己
は
 
、
ど
こ
ま
で
も
「
愚
者
」
で
あ
る
と
い
う
自
省
を
 

も
 、
同
時
に
伺
い
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
の
「
 

師
 」
の
自
覚
に
は
、
「
智
人
」
 

と
し
て
の
自
己
が
高
ら
か
に
誇
ら
れ
っ
 

っ
 
も
、
「
愚
考
 

」
と
し
て
の
自
己
が
 

に
 
意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
構
造
を
み
る
こ
と
が
で
 

き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
引
い
た
「
仏
法
を
こ
こ
 

ろ
 み
る
」
と
い
う
 

表
 

に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
日
蓮
の
修
学
・
実
践
の
歩
み
 

は
 
、
「
愚
者
」
た
る
自
己
の
限
界
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
 

な
ん
と
か
し
て
「
 

仏
 



得
な
い
「
愚
者
」
と
し
て
の
自
省
を
も
、
同
時
に
読
み
 
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
日
蓮
 
に
お
け
る
「
 師
 」
の
 自
 

わ
 ぬ
ぼ
 な
る
ま
い
。
自
己
が
「
智
人
」
た
り
得
る
こ
と
 を
 
「
こ
こ
ろ
み
」
続
け
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
「
 こ
 こ
ろ
み
」
続
け
ざ
る
を
 

 
 

 
 

が
ら
 
ニ
 同
し
 テ
、
 

ち
し
や
 ノ
 
ふ
る
ま
い
 
ヲ
 せ
ず
し
て
、
 
見
一
 
か
う
 に
念
仏
す
べ
し
。
 

一
法
然
「
一
枚
起
請
文
目
、
岩
波
日
本
思
想
大
系
「
法
然
一
遍
」
 

一
 -
 
八
四
頁
）
 

 
 

ク
 け
帝
 

f
,
 

 
 

し
あ
 ち
 

親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
 ふ
ら
ふ
 。
そ
の
 の
へ
 
は
 、
 我
は
か
ら
ひ
に
て
、
ひ
と
に
念
仏
を
ま
う
さ
せ
 
さ
ふ
 ろ
 は
 ゴ
 こ
そ
、
 

弟
 

 
 

ね
ん
ボ
几
 

 
 

子
に
て
も
さ
 ふ
ろ
 は
 め
 。
ひ
と
へ
に
弥
陀
の
御
も
よ
 ほ
 し
に
あ
 づ
 
か
り
て
、
念
仏
ま
う
し
 さ
ふ
ら
ふ
ひ
 と
を
、
 

わ
が
弟
子
と
ま
 ぅ
 

 
 

三
歎
異
抄
」
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
「
親
鸞
某
日
蓮
葉
」
 一
 九
六
頁
 一
 

す
こ
と
、
 

き
は
の
 た
る
荒
涼
の
こ
と
な
り
。
 

と
 述
べ
る
法
然
や
親
鸞
と
は
、
対
極
を
な
し
て
い
る
よ
 
う
に
も
み
え
る
。
 

し
か
し
今
も
み
た
よ
う
に
、
日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
「
 こ
 
@
 」
 ろ
 み
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
、
自
己
の
「
愚
者
」
性
 
に
 基
づ
い
た
営
み
な
 

 
 

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
営
み
が
続
け
ら
れ
る
 限
り
、
ど
こ
ま
で
も
「
愚
者
」
と
し
て
の
自
己
は
意
識
 
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
 

る
 。
つ
ま
り
、
日
蓮
が
「
こ
こ
ろ
み
る
」
主
体
で
あ
る
 
以
上
、
「
愚
者
」
た
る
自
己
が
そ
の
意
識
か
ら
払
拭
 さ
 れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
 

い
の
で
あ
る
。
 

と
す
る
な
ら
 ぼ
 、
日
蓮
の
「
 師
 」
と
し
て
の
自
覚
に
 、
 「
智
人
」
と
し
て
の
自
信
を
み
る
の
み
で
は
、
や
は
り
 不
十
分
で
あ
る
と
い
 

る
 。
そ
の
「
こ
こ
ろ
み
」
が
、
「
 現
証
 」
の
裏
づ
け
を
 得
て
成
功
し
た
と
確
信
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
日
蓮
 
は
 自
己
が
「
智
人
」
で
 

あ
る
こ
と
を
公
然
と
舌
口
表
し
、
そ
う
し
た
自
己
の
「
 
智
 人
 」
性
に
立
脚
し
て
、
「
 師
 」
と
し
て
の
自
覚
を
表
明
 す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
の
点
に
お
い
て
、
確
か
に
日
蓮
は
 、
 

 
 

あ
 ま
に
 
ゆ
キ
 
ど
う
 

い
ち
も
ん
ふ
 

念
仏
 ヲ
信
 ゼ
ン
大
ハ
、
た
と
 ひ
 
一
代
 ノ
法
ヲ
能
 々
 学
ス
 ト
モ
 、
一
文
不
知
 ノ
愚
 と
ん
の
 夏
 ニ
々
 
シ
テ
 、
尾
入
 道
ノ
無
ち
ノ
 と
も
   



「愚者」  
   

と
い
う
 二
 箇
所
に
限
ら
れ
る
。
こ
こ
で
日
蓮
は
 、
 
確
か
 に
 
自
己
を
「
上
行
菩
薩
」
そ
れ
自
身
、
あ
る
い
は
「
 
上
 行
 菩
薩
の
垂
 遡
 」
と
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
出
典
で
あ
る
「
 頼
基
 陳
状
」
 

と
い
う
文
書
の
性
格
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
「
 頼
基
 陳
状
」
は
 、
日
 

 
 

 
 

蓮
に
 熱
烈
な
信
仰
を
寄
せ
る
在
俗
の
信
者
・
四
傑
金
吾
 頼
基
が
 、
信
仰
上
の
間
 題
 で
主
人
の
江
馬
 氏
 と
厳
し
く
 対
立
し
た
際
、
主
人
の
 

最
後
に
、
日
蓮
の
「
 師
 」
の
自
覚
に
関
連
し
 

触
れ
て
お
き
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
日
蓮
 

「
地
涌
の
菩
薩
」
に
付
属
さ
れ
た
と
み
な
す
。
 

明
ら
か
に
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
従
来
よ
り
 宗
 

た
と
い
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
理
論
的
に
考
 

し
か
し
、
日
蓮
遺
文
に
直
接
当
っ
て
み
る
と
 

己
 な
 
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
に
同
定
し
て
い
る
 

 
 

日
蓮
聖
人
御
房
三
界
 主
 
・
一
切
衆
生
の
父
 

日
蓮
聖
人
は
御
経
に
と
か
れ
て
ま
し
ま
す
 

の
 大
導
師
に
て
御
座
候
 

て
 、
日
蓮
に
お
け
る
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
の
自
覚
、
 

お
よ
び
「
如
来
 使
 」
の
自
覚
に
 

は
 、
末
法
今
時
に
お
け
る
妙
法
五
字
の
流
布
は
「
七
行
 
菩
薩
」
等
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
 

母
 
・
釈
迦
如
来
の
御
侠
上
行
菩
薩
に
て
御
生
 

を
は
し
 
候
 

、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
文
献
学
的
に
信
 

門
を
中
心
に
、
日
蓮
は
み
ず
か
ら
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
 

え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
な
ん
ら
矛
盾
は
な
い
。
 

が
 如
く
ば
、
火
成
如
来
の
御
侠
、
上
行
菩
薩
の
垂
 迦
 、
 

そ
し
て
、
そ
の
妙
法
五
字
を
担
い
流
布
す
る
も
の
と
し
 

と
み
て
よ
い
の
は
、
 

毛
穎
 基
 陳
状
」
、
定
道
一
三
五
八
頁
、
傍
線
部
引
用
者
 
-
 

頼
 で
き
る
遺
文
で
、
日
蓮
が
 自
 

」
と
し
て
の
自
覚
を
鮮
明
に
し
 

法
華
本
門
の
行
者
、
五
五
百
歳
 

て
 、
日
蓮
は
「
 師
 」
の
自
覚
を
 

宰
頼
基
 陳
状
」
、
定
道
一
三
五
二
頁
、
傍
線
部
引
用
者
 
-
 

四 

む
す
び
に
か
え
て
ー
 
1
 
 「
 
地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
 ぉ
ょ
 び
 
「
如
来
 
使
 」
の
自
覚
 

｜
 

寛
に
、
「
智
人
」
と
し
て
の
自
信
と
、
「
愚
考
」
と
し
て
 の
 自
省
と
の
間
の
強
い
緊
張
感
を
見
出
だ
し
た
い
の
で
 
あ
る
。
 



こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
は
自
己
を
「
 
地
涌
 ，
上
行
菩
薩
」
 
に
 先
立
つ
者
、
或
る
い
は
そ
の
庇
護
を
こ
う
む
る
 
者
 と
は
表
現
す
る
も
の
 

さ
き
に
 当
候
也
 。
 

  

三
本
尊
問
答
 抄
 」
、
定
道
一
五
八
六
頁
、
傍
線
部
引
用
者
 
-
 

と の ま と と ・ 江 
、 も し な す み 馬 
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と
い
う
自
覚
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
応
え
得
た
と
の
 確
 信
 に
基
づ
い
て
、
表
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

た
だ
し
、
「
 愚
 な
れ
ど
も
」
と
い
う
前
置
き
が
入
る
こ
 と
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
蓮
に
あ
っ
て
は
、
「
 如
 来
使
 」
と
し
て
の
 自
 

覚
 も
ま
た
、
「
愚
か
な
る
凡
夫
」
と
し
て
の
自
己
認
識
 と
 常
に
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
 

  

の
 、
自
己
を
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
と
同
定
す
る
こ
と
 

 
 

筆
者
は
こ
の
占
に
も
、
日
蓮
の
「
 師
 」
の
自
覚
が
 苧
ん
 で
い
る
と
同
様
の
緊
張
感
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
 
考
え
る
。
「
仏
法
を
こ
 

こ
ろ
み
る
」
こ
と
が
成
功
し
て
い
る
と
確
信
す
る
日
蓮
 は
、
 確
か
に
「
 師
 」
と
し
て
の
自
覚
を
鮮
明
に
打
ち
出
 し
 得
た
。
し
か
し
そ
の
 

一
方
で
、
「
仏
法
を
こ
こ
ろ
み
る
」
当
の
主
体
で
あ
る
日
 蓮
は
、
 
「
 @
 」
こ
ろ
み
る
」
限
り
に
お
い
て
、
「
愚
か
な
 る
 凡
夫
」
と
し
て
の
 自
 

己
 を
ど
こ
ま
で
も
保
持
し
続
け
て
い
る
。
し
か
し
日
蓮
 
に
よ
る
な
ら
ば
、
「
 
地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
と
は
、
そ
う
 し
た
「
愚
か
な
る
凡
夫
」
 

 
 

と
は
か
け
離
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
 菩
薩
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
ほ
ど
、
「
 魏
 々

堂
々
 と
し
 て
 尊
高
」
で
あ
り
、
「
 
形
 

一
石
一
 

貌
 威
儀
、
言
を
以
て
宣
べ
難
く
 、
 心
を
以
て
量
る
べ
か
 ら
ず
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
の
存
在
な
の
で
あ
る
。
 

し
た
が
っ
て
日
蓮
は
、
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
 
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
と
自
己
と
を
無
媒
介
に
同
定
 し
 た
り
は
し
な
い
。
 
信
 

 
 

 
 

仰
 対
象
と
し
て
の
「
日
蓮
聖
人
」
と
い
う
 視
白
 で
は
な
 く
 、
自
己
を
「
日
蓮
」
と
称
す
る
日
蓮
自
身
の
自
覚
に
 
即
し
て
み
る
な
ら
ば
、
 

自
己
が
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
 こ
と
は
、
恐
ら
く
、
大
き
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
 日
 蓮
 に
と
っ
て
よ
り
重
要
 

な
課
題
は
 、
仏
 よ
り
「
 地
涌
 ・
上
行
菩
薩
」
に
託
さ
れ
 た
 妙
法
五
字
の
流
布
を
、
「
 師
 」
と
し
て
の
自
覚
の
も
 と
 、
み
ず
か
ら
担
う
こ
 

と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
 ぅ
 。
す
な
 ね
 ち
、
 仏
よ
 り
託
さ
れ
た
実
践
を
、
自
己
 自
 身
に
お
い
て
担
い
切
る
 

「
仏
の
使
」
「
如
来
 使
 」
た
り
得
る
か
否
か
に
、
よ
り
 重
 要
 な
課
題
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

三
一
谷
人
道
御
書
」
、
走
還
九
九
六
頁
 
一
 

日
蓮
は
愚
な
れ
ど
も
、
釈
迦
 仏
 の
御
侠
・
法
華
経
の
行
 音
也
と
な
の
り
 候
 



l
 
王
 

了
 @
 
 日
蓮
遺
文
の
引
用
は
・
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
「
 
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
目
 

一
 総
本
山
身
延
久
遠
寺
、
一
九
八
八
 年 改
訂
増
補
版
、
以
下
、
 

走
還
 と
 略
す
 -
 に
拠
っ
た
。
引
用
の
際
、
旧
 
嘆
宇
は
 前
漢
字
に
改
 
め
た
。
引
用
す
る
遺
文
は
、
原
則
と
し
て
、
文
献
学
的
に
信
頼
 
で
き
る
も
の
、
す
な
 

ね
 ち
、
 ロ
 
A
u
 

真
蹟
が
完
全
に
現
存
す
る
も
の
、
 

-
R
U
 真
蹟
の
断
 片
 が
現
存
す
る
も
の
、
 
ロ
 
C
-
 真
蹟
が
か
っ
て
存
在
し
て
い
た
 @
 
@
 と
が
証
明
さ
れ
る
 

も
の
、
 ロ
 D
u
 

直
弟
子
の
写
本
が
現
存
す
る
も
の
に
限
っ
た
。
 

（
 
2
 一
家
永
三
郎
「
日
蓮
の
宗
教
の
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的
 考
 察
 」
一
同
「
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
」
法
蔵
 

館
 、
一
九
四
七
年
一
、
 九
一
頁
。
た
だ
し
末
木
 

氏
 自
身
は
、
日
蓮
の
「
主
意
的
側
面
」
の
内
容
に
は
言
及
し
て
お
 
ら
ず
、
ま
た
「
主
知
的
側
面
」
に
し
て
も
、
 

天
 ム
ロ
法
華
宗
の
伝
 統
 教
学
の
摂
取
と
い
 

ぅ
 限
ら
れ
た
側
面
の
み
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
 
は
 、
両
側
面
の
不
可
分
性
と
い
う
、
末
木
氏
自
身
に
よ
る
せ
 つ
 か
く
の
指
摘
が
生
き
 

て
こ
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
末
木
氏
の
用
語
を
借
 
り
つ
つ
も
、
両
側
面
を
本
文
の
よ
う
に
捉
え
直
し
、
そ
の
上
で
 

 
 

可
分
性
を
指
宿
し
た
。
 

一
 
3
@
 
 田
村
芳
朗
「
日
蓮
 
｜
 殉
教
の
如
来
 使
｜
 」
日
本
放
送
出
版
 協
会
、
一
九
七
五
年
、
二
三
ー
二
八
頁
。
佐
々
木
 
馨
 
「
日
蓮
 と
 
「
立
正
安
国
論
」
 ｜
 そ
の
 

思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
」
評
論
社
、
一
九
七
九
年
、
四
 
0
 １
匹
 三
頁
。
 同
 
「
日
蓮
の
思
想
 構
セ
埋
 吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
 

八
二
 ｜
 八
四
頁
。
 

一
 
4
 一
紙
数
の
関
係
上
、
典
拠
を
逐
一
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
 な
い
の
で
、
典
拠
と
な
る
箇
所
の
、
走
還
に
お
け
る
頁
の
み
を
 示
 し
て
お
く
。
第
一
点
、
 

「
報
恩
 抄
 」
、
定
道
一
一
九
三
 ｜
 
一
一
九
四
頁
。
第
二
点
、
「
妙
法
 
尼
御
前
脚
返
事
 
口
 、
定
道
一
五
三
五
頁
。
第
三
点
、
「
神
国
王
御
書
 

六
 
走
還
八
八
二
 
｜
 

八
二
五
頁
。
第
四
点
、
「
妙
法
比
丘
尼
 
御
 返
事
」
、
定
道
一
五
五
二
一
 頁
 。
 

-
5
@
 
 
「
撰
時
抄
 口
 、
定
道
一
 0
 五
六
頁
。
 

（
 
6
@
 
 「
浮
薄
舅
御
書
目
、
定
道
一
 0
 七
六
頁
。
 

日
蓮
が
心
は
全
く
如
来
の
使
に
は
あ
ら
ず
、
凡
夫
な
る
 散
地
。
恒
三
類
の
大
怨
敵
に
あ
だ
ま
れ
て
、
二
度
の
流
 
難
に
値
 へ
ば
、
如
 

来
 の
何
便
に
似
た
り
。
心
は
三
毒
ふ
か
く
、
一
身
凡
夫
 に
て
候
へ
ど
も
、
口
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
 申
は
 如
来
 
 
 

三
四
傑
金
吾
殿
御
返
事
」
、
走
還
 
一
 -
 
ハ
 -
 
八
八
頁
 一
 

と
い
う
文
言
に
、
よ
り
明
瞭
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
 あ
ろ
う
。
 

  

  



「愚者」と「智人」 

      
33 - 2 L ノ し 

ノ L- 2 L ノ 2 @l ） 2 - l Ⅰ 2 u- Ⅱ g- l Ⅰ l Ⅰ 8- 1- ll Ⅰ U- l Ⅰ ム ） ・ l 5 斗一 l 4 一 l 3 - ll り乙 l,- ll u- ll Ⅱ - い し U- @ ト 

九五 は ろ ば     タ 。 '   

  
  

  も も自 " ヰ 

  

一 議 

九八 法罪 と   
      

年 笘 
      

度終       
      
七 郎 

  自党 一 ｜一 

五 度 

片子七一 ｜一 との関 一四頁。 
一 七 下 教 連 

  
学会 - ハ頁。   

  と、     『 集 
日 』 

    
蓮 第     

      会るあ 
自 

覚 
  

その人 七号、 把 
と 一 握           

    
昔 年   
秋 - す 

  
社、 参 を 
  

    照 現有       
葉 一三に あ れ     

  



は
 、
「
日
蓮
の
上
行
菩
薩
に
対
す
る
謙
虚
さ
を
示
す
言
辞
」
で
あ
 

る
と
し
て
、
日
蓮
自
身
、
「
上
行
菩
薩
の
再
誕
」
と
い
う
意
識
を
 

色
濃
く
も
っ
て
い
た
 

 
 

と
み
な
し
て
い
る
 
-
 佐
々
木
「
日
蓮
と
「
立
正
安
国
論
」
」
評
論
 
社
 、
一
九
 セ
 九
年
、
一
三
五
頁
 
一
 。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
後
述
 す
る
理
由
か
ら
、
 
こ
 

5
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

@
 

一
「
開
目
抄
」
、
定
道
 
五
セ
 三
頁
。
 

一
花
 @
 
 
石
目
合
人
道
 殿
許
 御
書
 L
 、
走
還
 元
 0
 

一
頁
、
 

原
 漢
文
。
 



せ 

て 内   
錦一一 る 。 

  
「 実 験 」 
験 と 

」 い 

な う 

言葉 科学 

に を 

お さ 

ま ざ ける 

  
  
一 し   

  
す こ 

る の 
に 三五 ロ 口 

Ⅲ直 を 

し 登 
な 場 
い さ 

  

八
 論
文
要
旨
Ⅴ
内
付
 鑑
 三
の
著
作
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
「
 
実
験
」
と
い
う
舌
口
 葉
 が
頻
繁
に
現
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
彼
が
 -
 
」
の
語
を
一
般
的
な
意
 

味
 に
お
い
て
多
用
し
て
い
る
だ
け
な
ら
ば
特
記
す
る
に
は
値
し
な
 
ぃ
が
 、
実
際
に
は
、
一
般
と
や
や
異
な
る
意
味
で
こ
の
語
が
使
 片 さ
れ
て
い
る
場
合
 

が
 随
所
に
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
内
村
独
自
の
「
実
験
」
観
が
含
ま
 れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
内
村
に
 
お
け
る
「
実
験
」
と
 

は
 ど
 う
 い
っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
内
村
が
重
里
 

目
 
に
関
し
て
言
及
し
た
著
作
を
中
小
に
検
討
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
 

@
 
」
の
作
業
の
結
果
と
 

し
て
、
「
実
験
」
は
三
様
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
 

に
な
っ
た
。
そ
の
三
つ
と
は
、
二
一
科
学
と
し
て
の
「
実
験
」
、
 

一
 
こ
一
般
的
経
験
と
 

し
て
の
「
実
験
」
、
二
三
内
村
 
風
の
 
「
実
験
」
で
あ
る
。
中
で
も
 

「
美
齢
」
の
頻
度
は
か
な
り
高
い
。
彼
の
人
生
に
お
 

け
 る
ひ
と
つ
ひ
と
 

つ
の
「
実
験
」
は
聖
書
や
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
文
化
と
の
間
の
 

ギ
 ャ
ッ
プ
 を
埋
め
る
役
割
を
果
た
す
。
内
村
と
聖
書
と
を
媒
介
す
る
 
実
験
は
 、
 彼
に
信
 

仰
の
確
信
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
青
年
時
代
に
お
け
る
数
々
の
 
疑
問
を
解
決
す
る
に
は
、
「
実
験
」
が
必
要
な
条
件
で
あ
っ
た
が
 
、
や
が
て
そ
れ
を
 

通
し
て
、
自
ら
か
ち
え
た
信
仰
を
保
持
し
て
い
く
自
信
が
得
ら
れ
 
る
よ
う
に
な
る
。
 

ハ
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
実
験
、
信
仰
，
聖
書
，
生
け
る
キ
リ
ス
ト
 

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ラ
フ
ェ
イ
 

内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
実
験
」
の
意
味
 

そ
の
多
様
性
の
分
析
 



が
、
 彼
の
著
作
に
は
、
そ
れ
と
は
違
う
意
味
で
こ
の
 
語
 が
 使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
「
実
験
」
 が
 頻
繁
に
現
れ
る
こ
と
 

に
 気
づ
く
と
き
、
宗
教
思
想
家
内
村
が
な
ぜ
自
然
科
学
 
を
 思
わ
せ
る
よ
う
な
言
葉
を
、
宗
教
特
に
キ
リ
ス
ト
教
 
と
 結
び
つ
け
る
こ
と
が
 

-
 
｜
一
 

で
き
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
 問
題
に
着
目
し
、
彼
の
著
作
を
調
査
し
「
実
験
」
の
用
 
法
を
検
討
す
る
こ
と
を
 

-
2
-
 

通
し
て
、
内
村
が
こ
の
舌
口
業
に
込
め
た
独
自
の
意
味
を
 探
り
当
て
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 
内
 村
 全
集
を
余
す
と
こ
ろ
 

な
く
網
羅
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
、
現
時
 日
 で
は
手
が
及
 ば
 ぬ
た
め
、
さ
し
あ
た
り
内
村
が
聖
書
に
関
し
て
舌
口
 
及
 し
た
著
作
を
中
心
に
検
 

討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
 ね
 ち
、
一
八
九
一
年
 か
ら
一
九
三
 0
 午
 ま
で
の
日
本
語
と
英
語
の
著
作
約
五
 0
 に
お
け
る
「
実
験
」
 

と
い
う
言
葉
の
頻
度
を
調
べ
、
そ
の
前
後
関
係
に
お
け
 
る
 意
味
を
考
察
す
る
。
こ
の
作
業
の
結
果
と
し
て
、
「
 実
験
」
は
三
様
の
意
味
 

を
 持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 
そ
の
三
つ
と
は
、
二
）
科
学
と
し
て
の
「
実
験
」
、
Ⅰ
 こ
 一
般
的
経
験
と
し
て
 

の
 「
実
験
」
、
二
三
内
村
 
風
の
 
「
実
験
」
で
あ
る
。
さ
ら
 に
そ
の
後
、
「
実
験
」
の
使
用
法
を
、
内
村
が
体
験
し
 た
 実
際
の
出
来
事
、
お
 

よ
び
、
そ
れ
を
体
験
し
た
年
齢
 と
 照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
 と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
を
一
層
は
っ
き
り
  
 

も
ち
ろ
ん
こ
の
作
業
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
統
計
的
な
 
調
査
と
は
言
え
な
い
が
、
著
作
の
年
代
と
「
実
験
」
と
 
い
う
言
葉
の
使
用
頻
 

度
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
村
の
「
実
験
」
に
対
す
 
る
 関
心
の
推
移
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
 
田
 
か
 わ
れ
る
。
内
村
が
こ
の
 

言
葉
を
選
ん
だ
 宣
意
 に
関
し
て
は
想
像
の
域
を
出
な
い
 が
、
 彼
が
そ
れ
に
与
え
た
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
は
で
 
き
る
。
お
そ
ら
く
内
村
 

に
と
っ
て
「
実
験
」
は
 、
 生
け
る
キ
リ
ス
ト
と
の
個
人
 的
な
関
係
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
 
っ
た
 。
な
ぜ
な
ら
ば
、
 

後
に
述
べ
る
よ
 う
 に
、
「
実
験
」
と
 贈
罪
が
 密
接
な
関
 係
 を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
内
村
の
重
要
な
主
張
で
あ
っ
 
た
か
ら
で
あ
る
。
 

分
析
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
資
料
と
方
法
に
つ
い
て
さ
 
ら
に
若
干
の
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。
調
査
し
た
 
五
 0
 の
著
作
の
う
ち
 二
 

セ
に
 
「
実
験
」
が
使
わ
れ
て
お
り
、
二
三
に
は
そ
れ
が
 一
度
も
現
れ
な
か
っ
た
一
表
 参
笘
 。
一
番
多
く
使
わ
 れ
て
い
る
著
作
は
一
九
   



内村鑑三における「実験」の 意味 

表 

一般的経験 
題 名 年 ・実験の頻度 としての実験 科学 としての実験 内村瓜実験 

  
"AnUnsu ㏄ essful Exp ㎡Ⅲ㎝ 亡 

in Japanese Missions" 
  1891       

I 「合理的 リ                         
lr 理想的伝道師」   
r 回顧 二 l, 午 」 1893         

r 基督信徒の麒 @           

l@ 宗教 座舐 @   
r 型 毒 0) 話 」 1900         

「戎士耶蘇基督」 1901           

ll 余のや 吉 @   
「聖 詔と 冥路 註 」 1902         

「 聖 吉の真髄」 1904         

「聖書の中心に 就 て 」 1904         

      
「 笘宅 堅塞 雰撰係蒼笘翠 ㌃ 科 @06   

I 「実験のキリスト」           
lr 聖書研究の話」   
「聖書の読 方 」             
「聖書全邪神言論             

l 「聖君の中 一 」 ｜   
@ 完全なる 孜捧 」 1920         

r 罪の赦し @ 1920         

「新約聖書大観」   
  

 
 

 
 

  

    

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所
伝
 
伝
 

の
と
ト
 

主
日
者
 
ス
 

Ⅱ
 

馬
替
 
り
 
道
 

羅
塞
キ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「十字架の道」 1925         

Ir 現代思 佃と耳仲教 」 1927         

l 「聖書の申むに 就て 」   
53 (699) 



(700) 

め り 巨ら 学 

て ㍉ れ の 策 
お 

  

た れ 実 

    
科 然 字 

る 

え @ Ⅰ 

  
ぁ 箇   

的 と と こ は 「実 説明 の丸 宗教 のよ 

  
な に 弟 が 理 
同 勢 な 見 化 

ま し 験 く 0 茂 一 「 二 
ず て と 、 年 り 三 十 二 
ど の し 意 の の 一 字 年 
0 案 て 株 間 着 国 架 の 
よ 験 の 別 で 作 に の 「 
う が 実 に あ で な 道 キ 
に 三 験 分 る は る 」     。 で ス 

て 国 内 て と ず 二 は ト 

三 種 そ風る 、 村めがれ 分ものれ 七そ仏 研 
類 し の 。 か 八 苦 ぞ 究 

にて 分内 験述 実 前 る回 。 以に一ガ 作れ一 
類 村 で の そ 下 お 二 リ 

し 風 あ よ の で け 固 う 
た 実 る ぅ 理 あ る 、 ヤ 
の 験 と に 由 る 総 そ の 

かは 、 一 考そは え こ役 こ一て 。 致 し 道 :   
一回、 と、内 調査しを説明ある。 うち、 の意味 ること 年の   

  
な 各 回 の 研 一 い 、 よ び 一九 しカ Ⅰ ざ、 、一般 実験、 を著作 この 九一八 ること 丘 

こ 均 一 別 @ に 作 三 
こ 縫 殿 で 一 な で 五 
で 強 的 は 九 る 合 年 
は と 経 な 三 。 計 の 

三
一
年
の
「
羅
馬
書
の
研
究
」
で
あ
る
。
全
集
で
四
三
 
二
頁
に
わ
た
る
大
作
に
お
い
て
、
「
実
験
」
は
七
四
回
 使
わ
れ
て
い
る
。
一
九
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

の
い
く
つ
か
の
著
作
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
 
の
 
「
実
験
」
に
は
「
経
験
」
 

榊
の
語
に
含
意
さ
れ
る
よ
う
な
受
動
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
 

が
 含
ま
れ
て
お
り
、
面
語
は
さ
ほ
ど
の
区
別
な
く
使
わ
 
れ
て
い
た
。
一
例
と
し
て
、
 

  

  
ざ と 射 て 
る 同 の 使 
べ じ 国 う 

か 経 に 、 

ら 験 於 ま 

ざ を て た 
る 有 す は 

事 つ ら 同 
を た 、 じ 

知 多 神 文 
づ く は 章 
た の 其 の 

0 人 傑 中 
で の 脾 で 
あ 実 を 互 
る 験 し 換 

。 を て 的 
会 読 艶 に 
も み え 使 
亦 又 し う 

探 聞 め 傾   と 
余 目 な な   
涯 し を 現 
め て 私 れ 
経 被 官 る 

験 等 身   
絹目笑「 果己験殊 
の 葱に 長 しに た 宜榊昌 

至 き 八 % 
っ 実 「 の 
た 験 仏 為 
の を よ に 
で 似 り 働   
」。 書 に 日 

0 倍 本     
神 高 き 

    

基督教 の二目な 人で ぃ 

ら 私 反 

  

一
 
6
-
 

度
も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
科
学
に
反
対
す
る
立
場
に
 
立
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
基
本
的
に
は
科
学
 
と
 宗
教
を
別
領
域
と
し
 

て
 扱
う
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
一
致
 
点
 を
も
ま
た
 見
 出
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
「
真
理
 其
物
 の
 為
め
 に
 真
理
を
攻
究
せ
し
む
 

 
 

る
、
足
 れ
宗
教
が
科
学
に
供
す
る
偉
大
の
勢
力
な
り
」
。
 実
験
は
そ
う
し
た
一
致
 占
 の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
 

「
科
学
の
方
法
は
亦
 

-
 
村
 -
 

宗
教
の
方
法
で
あ
る
、
信
仰
は
実
験
で
あ
る
」
。
内
村
 が
 
「
実
験
」
と
い
う
舌
口
葉
を
選
び
、
宗
教
的
な
意
味
を
 
付
与
し
、
多
く
の
著
作
 

で
 用
い
た
動
機
は
お
そ
ら
く
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
 
い
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
が
科
学
と
宗
教
の
調
停
を
は
か
 
ろ
う
と
し
た
努
力
の
ひ
 

と
っ
の
現
れ
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
 
よ
う
な
努
力
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
り
つ
つ
あ
る
 内
 村
の
内
的
過
程
の
一
段
 

階
 な
の
で
あ
る
。
「
実
験
」
は
、
内
村
が
彼
な
り
の
 キ
 リ
ス
ト
 教
 
「
体
験
」
に
与
え
た
一
風
変
わ
っ
た
名
称
で
 あ
っ
た
。
彼
自
身
に
と
 

っ
て
は
そ
れ
は
、
は
じ
め
か
ら
馴
染
み
の
あ
る
舌
口
薬
 
で
 あ
り
、
徐
々
に
そ
の
意
味
を
深
め
て
い
く
舌
口
業
で
あ
っ
 た
と
舌
口
え
よ
う
。
 

科
学
と
し
て
の
実
験
は
分
か
り
や
す
く
分
別
も
し
や
す
 
い
が
、
「
一
般
的
経
験
と
し
て
の
実
験
」
と
「
内
村
 風
 の
 実
験
」
と
の
区
別
 

は
か
な
り
微
妙
で
あ
り
、
細
か
い
 議
 %
m
 
が
必
要
と
な
る
 。
内
村
が
宗
教
を
語
っ
て
い
る
場
面
に
お
い
て
も
、
 
実
 験
は
必
ず
し
も
特
定
の
 

宗
教
的
な
意
味
を
持
た
ず
、
む
し
ろ
一
般
的
経
験
と
い
 
う
 意
味
を
も
つ
場
合
が
多
い
。
こ
の
こ
と
が
、
「
実
験
 」
と
「
経
験
」
を
並
べ
 



で
こ
の
実
験
を
望
む
と
い
う
よ
う
な
二
 

の
で
は
な
く
、
彼
の
言
う
「
神
よ
り
」
 

は
、
か
な
り
違
 う
と
 考
え
る
こ
と
が
で
 

い
て
は
珍
し
く
な
い
。
洋
学
が
盛
ん
で
 

会
に
続
々
 と
 入
っ
て
来
た
西
洋
の
新
し
 

か
し
内
村
に
お
い
て
は
、
体
験
や
経
験
 

い
た
よ
 う
 に
思
わ
れ
る
。
 

内
村
と
綱
島
で
は
実
験
と
い
う
言
葉
 

は
し
な
い
が
、
内
村
自
身
が
ま
さ
に
こ
 

ュ
 ア
ン
ス
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 綱
 島
の
実
験
は
自
発
的
な
意
志
に
よ
る
も
 

の
 実
験
は
、
内
村
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
動
詞
 
的
な
能
動
的
強
さ
を
持
っ
た
も
の
と
 

き
る
。
綱
島
の
よ
う
に
一
般
的
経
験
の
意
味
で
実
験
を
 
使
用
す
る
ケ
ー
ス
は
当
時
の
日
本
に
お
 

あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
ま
だ
実
験
の
定
義
が
固
ま
ら
 
な
い
う
ち
に
、
そ
の
言
葉
が
日
本
の
社
 

い
 概
念
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
比
較
的
短
期
間
に
受
容
さ
 
れ
た
と
い
う
背
景
も
考
え
ら
れ
る
。
 し
 

よ
り
も
実
験
と
い
う
言
葉
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
お
り
 
、
実
験
の
独
自
の
意
味
が
意
識
さ
れ
て
 

の
 用
法
に
明
ら
か
に
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
綱
島
の
見
 
神
の
経
験
の
事
実
と
価
値
を
問
 う
 こ
と
 

の
点
に
つ
い
て
一
九
 0
 六
年
の
「
見
神
の
有
無
」
と
 題
 す
る
小
論
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。
 

内
村
と
同
時
代
人
で
あ
る
綱
島
梁
川
を
と
り
あ
げ
た
い
 
と
 思
う
。
綱
島
梁
川
は
組
合
派
の
教
会
で
受
洗
 し
、
横
 井
 時
雄
や
植
村
正
久
、
 

海
老
名
弾
正
ら
の
下
で
指
導
を
受
け
る
な
ど
し
て
、
 
様
 々
 な
 キ
リ
ス
ト
教
を
体
験
し
た
。
し
か
し
後
に
疑
問
を
 抱
く
よ
う
に
な
り
、
 正
 

 
 

統
 派
を
棄
て
、
汎
神
論
や
神
秘
主
義
に
興
味
を
持
つ
こ
 
と
に
な
る
。
綱
島
は
肺
病
に
侵
さ
れ
若
く
し
て
世
を
去
 
っ
 た
が
、
そ
の
晩
年
に
 

お
い
て
見
神
を
体
験
し
、
「
予
が
見
神
の
實
 験
 」
と
「
 予
は
見
神
の
實
 験
 に
よ
り
て
何
を
豊
び
た
る
 乎
 」
と
い
 ぅ
 二
つ
の
文
章
を
執
筆
 

 
 

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
死
の
約
二
年
前
、
一
九
 0
 五
年
 の
 著
作
で
あ
る
。
綱
島
は
確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
 
脈
で
 実
験
と
い
う
用
語
 

を
 使
っ
て
い
る
の
だ
が
、
彼
の
「
 實
験
 」
に
は
限
定
的
 な
 宗
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
 
思
 わ
れ
る
。
か
え
っ
て
 
一
 

般
 的
経
験
と
い
う
意
味
で
実
験
の
語
が
 m
 い
ら
れ
て
い
 る
 可
能
性
が
濃
い
。
綱
島
は
実
験
の
語
を
「
 予
 み
づ
か
 ら
の
見
神
の
實
 験
 に
つ
 

 
 

き
て
語
る
」
や
「
見
神
の
實
 験
 そ
の
事
」
な
ど
、
ほ
と
 ん
ど
一
般
的
名
詞
と
し
て
用
い
て
い
る
。
綱
島
の
用
法
 
に
お
い
て
は
自
ら
進
ん
   



 
 

 
  

 

 
 
 
 

だ
 

き
り
分
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
他
の
要
素
 が
 混
在
し
て
い
る
 場
ム
ロ
 も
あ
る
。
簡
単
に
言
 う
 な
ら
ば
 、
実
験
は
次
の
よ
う
な
言
葉
 

 
 

 
 

冊
や
思
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
ず
、
否
定
的
 
表
 現
 で
実
験
の
意
義
を
強
調
す
る
も
の
が
二
つ
あ
る
。
「
 理
論
で
は
な
い
実
験
」
 お
ょ
 

冊
は
 、
文
脈
と
繋
が
っ
て
い
る
と
舌
ロ
う
よ
り
も
、
 
特
 定
の
舌
口
葉
や
思
想
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
 た
だ
し
六
つ
の
要
素
が
は
っ
 

  

 
 

て
 天
然
を
研
究
し
、
信
仰
以
て
イ
ェ
ス
を
信
ず
る
ょ
り
 
外
に
神
を
見
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
 
強
調
す
る
。
内
村
の
実
 

験
は
、
 
信
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
必
然
的
に
と
も
な
う
 
デ
ィ
レ
ン
マ
を
の
り
こ
え
て
確
信
を
得
よ
う
と
す
る
 
男
 力
 で
あ
っ
て
、
綱
島
の
 

言
 う
 よ
う
な
神
秘
的
経
験
で
は
な
い
。
 

次
に
三
番
目
の
意
味
で
あ
る
「
内
村
風
の
実
験
」
だ
が
 
、
こ
れ
は
当
然
な
が
ら
自
ら
の
体
験
に
根
付
い
た
も
の
 
と
 舌
口
う
こ
と
が
で
き
 

る
で
あ
ろ
う
。
内
村
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
い
く
つ
か
 
の
 重
大
な
体
験
を
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
単
な
る
体
験
 
に
 終
わ
る
も
の
で
は
な
 

く
、
 彼
の
中
の
あ
る
過
程
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
 
過
程
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
内
村
に
と
っ
て
画
期
的
な
意
 
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
 

た
 。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
聖
書
や
キ
リ
ス
ト
教
と
日
本
文
 
化
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
過
程
な
の
で
あ
る
。
 
そ
の
よ
う
な
体
験
を
単
 

に
 受
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
積
極
的
に
求
め
て
い
く
こ
 
と
が
長
年
に
わ
た
る
内
村
の
実
験
で
あ
る
。
実
験
す
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
 

ざ
ま
な
矛
盾
し
た
要
素
が
内
村
の
人
生
に
お
い
て
整
理
 
さ
れ
て
 
い
 く
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
種
の
体
験
主
義
と
 見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
 

按
の
思
想
的
伝
統
の
う
ち
に
類
似
し
た
例
を
指
摘
す
 

 
 

と
ハ
 ス
 
フ
 ニ
ュ
ア
ン
ス
が
 
丈
 り
る
 

 
 

卸
 

の
で
、
あ
え
て
「
内
村
風
の
実
験
」
と
呼
ぶ
こ
と
 
に
し
た
。
 

ほ
 

実
験
に
関
す
る
内
村
の
王
 張
は
、
 
六
つ
ほ
ど
の
 要

素
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
 
考
 え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
 

 
 

 
 

り
 」
と
し
て
神
の
働
き
を
認
め
る
。
し
か
し
内
村
は
肉
 
眼
で
神
を
見
た
と
い
う
理
由
で
神
を
認
め
る
わ
け
で
は
 
な
い
。
彼
は
「
敬
虔
 以
 

内
村
は
「
見
神
」
の
意
味
と
価
値
を
評
価
す
る
。
彼
は
 
「
自
己
以
外
の
意
志
が
余
の
生
涯
に
於
て
遂
行
さ
れ
っ
 ノ
 あ
る
を
実
験
す
る
な
 



 
 

尊
信
仰
を
以
て
自
己
を
キ
リ
ス
ト
の
衷
に
置
く
時
に
 
、
 神
は
我
等
の
罪
を
定
め
給
は
な
い
。
事
は
理
論
で
は
 
な
い
、
実
験
で
あ
る
」
。
 

内
村
が
理
論
を
否
定
し
実
験
を
重
ん
じ
る
理
由
の
ひ
と
 
つ
は
、
お
そ
ら
く
彼
が
受
け
た
教
育
の
方
法
に
あ
る
と
 考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
 

科
学
的
理
論
が
実
験
を
も
っ
て
否
定
な
い
し
は
証
明
さ
 
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
的
理
論
だ
け
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
 
成
り
立
た
な
い
と
内
村
 

は
 考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
は
理
論
自
体
を
否
 足
 し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
実
験
に
基
づ
い
た
 
理
論
で
あ
る
べ
き
だ
と
 

主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
彼
が
知
っ
て
 
い
 る
 キ
リ
ス
ト
教
（
例
え
ば
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
 一
 は
あ
 ま
り
に
も
理
論
ば
か
り
 

 
 

を
 追
い
か
け
て
お
り
、
内
村
の
考
え
て
い
た
本
来
の
 
キ
 リ
ス
ト
教
の
姿
を
忘
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
 
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
 
頗
供
 し
た
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
 表
 現
 が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
実
験
な
し
で
は
聖
書
は
理
解
 
で
き
な
い
」
・
「
実
験
 

な
し
で
は
神
は
聞
こ
え
な
い
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
そ
 
れ
ぞ
れ
、
「
実
験
に
よ
っ
て
聖
書
が
理
解
で
き
る
 ヒ
 
「
 実
験
に
よ
っ
て
神
が
聞
 

こ
え
る
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 聖
書
と
実
験
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
 
ら
れ
る
「
聖
書
は
 

@
 
肌
 一
 

実
に
実
験
の
書
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
心
に
深
き
人
世
の
 
実
験
を
経
 し
 人
に
取
て
は
 至
 て
解
し
易
い
書
で
あ
り
ま
 す
 」
、
「
聖
書
の
味
は
自
 

 
 

荘
厳
の
気
を
味
は
ん
と
欲
せ
ば
 先
づ
其
地
 に
赴
き
兵
気
 に
 触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

 
 

は
 果
し
て
我
が
罪
を
神
に
赦
さ
れ
し
 乎
 と
の
実
験
上
の
 問
題
で
あ
る
 ヒ
 

「
父
神
は
キ
リ
ス
ト
に
在
り
て
我
等
を
 着
 た
ま
う
が
故
に
 、
我
 

ま
ず
内
村
は
、
キ
リ
ス
ト
教
理
解
が
「
理
論
で
は
な
く
 実
験
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
内
村
 
の
 強
い
断
言
は
説
得
 

力
 を
持
っ
て
い
る
「
基
督
教
は
理
論
で
な
い
実
験
 で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
を
如
何
に
説
明
す
る
 乎
 と
の
理
論
 上
 の
問
題
で
な
れ
、
 我
 

な 実 び が 」・ 

ら と宣 「 ,, 「 実 

  
の と ・ 

  
    

モ四 

  

  
小 し事 「 

  



内 十寸錦二におけ       

" 一 " - 

 
 

「
最
後
に
余
に
し
て
聖
書
の
神
の
言
た
る
を
信
ぜ
し
む
 る
も
の
は
余
の
一
生
涯
の
実
験
で
あ
る
」
。
こ
れ
ら
の
 
一
 一
つ
の
発
言
も
ま
た
、
 

内
村
の
信
仰
の
基
礎
に
あ
る
思
想
を
表
す
も
の
と
言
っ
 
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
内
村
自
身
、
聖
書
理
解
と
神
の
声
 
雀
巳
が
 一
生
の
課
題
で
 

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
は
実
験
を
媒
 介
 と
し
て
重
な
り
合
う
と
考
え
ら
れ
る
。
 

聖
書
や
神
の
声
に
関
す
る
実
験
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
 
理
解
が
深
ま
る
と
す
る
内
村
の
主
張
は
明
瞭
で
あ
る
が
 
、
 彼
は
そ
れ
を
敷
 桁
 

凱
 
し
て
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
「
事
実
」
 
の
 承
認
で
あ
り
、
「
実
験
は
事
実
で
あ
る
」
と
言
う
 

「
然
し
乍
ら
キ
リ
ス
ト
の
 

復
活
は
単
に
教
義
又
は
信
仰
箇
条
で
は
な
い
。
 
是
 は
 道
理
と
実
験
と
に
反
し
無
理
に
信
ず
る
事
で
は
な
い
 
。
是
は
ま
た
歴
史
家
の
研
究
 

ぼ
を
待
て
証
明
せ
ら
る
 ノ
、
 雙
の
歴
史
的
事
実
で
は
 
な
い
。
是
は
信
者
の
今
日
の
実
験
、
 ム
 「
田
人
類
の
間
に
 働
く
所
の
否
認
し
難
き
事
実
 

 
 

で
あ
る
」
。
 

-
6
@
 
 

こ
の
記
述
か
ら
、
内
村
の
基
本
的
な
考
え
方
 
が
 分
か
る
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
最
 
大
条
件
と
し
て
の
「
 復
 

浩
の
 キ
リ
ス
ト
、
生
け
る
キ
リ
ス
ト
」
は
 、
 単
な
る
 史
 酌
人
物
で
は
な
く
、
今
現
在
生
き
て
い
る
キ
リ
ス
ト
の
 
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
 

認
め
て
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
も
つ
こ
と
が
 可
 能
 に
な
る
。
こ
こ
で
今
生
け
る
キ
リ
ス
ト
と
接
触
す
る
 
こ
と
こ
そ
が
我
々
に
は
   

 
 

ヨ
七
魔
 と
の
経
験
」
な
く
彼
に
し
て
基
督
の
血
を
以
て
 罪
 悪
を
拭
ひ
し
の
実
験
な
く
、
彼
に
し
て
直
接
に
神
の
 
声
を
聞
し
事
な
く
」
 
、
 

よ
、
、
 

宰
 

う
」
。
 ，
 

明
ら
か
 

わ
け
で
 

ん
で
、
 

と
 神
の
 聖

書
も
亦
然
り
、
 先
づ
其
 雰
囲
気
中
に
身
を
浸
し
て
 十
 分
に
 之
を
吸
へ
よ
 、
 然
ら
ば
一
種
特
別
の
感
覚
を
実
 
験
す
る
で
あ
ら
 

」
れ
ら
三
つ
の
引
用
を
見
る
と
、
内
村
は
、
聖
書
を
理
 解
し
う
る
か
ど
う
か
は
そ
の
実
験
次
第
で
あ
る
と
考
え
 
て
い
た
こ
と
が
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
 人
 主
 に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
体
験
が
実
験
と
し
て
聖
書
に
関
 保
 す
る
と
い
う
 

は
な
い
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
実
験
と
聖
書
理
解
 
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
聖
書
を
読
 
む
こ
と
と
な
ら
 

神
の
舌
口
葉
を
聞
く
こ
と
も
、
内
村
に
と
っ
て
は
キ
リ
ス
 ト
 教
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
神
の
声
に
つ
い
て
述
べ
た
 
箇
所
と
、
聖
書
 

言
は
 つ
い
て
述
べ
た
箇
所
と
を
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
っ
ず
 
つ
 以
下
に
示
し
て
お
く
「
 彼
口
 牧
師
た
ら
ん
と
す
る
 も
の
」
に
し
て
 



馬
 書
の
研
究
」
で
な
さ
れ
た
原
語
の
分
析
に
お
い
て
、
 
こ
の
信
仰
が
イ
ェ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
信
仰
で
あ
 
る
は
ず
だ
、
と
指
摘
し
 

理
の
概
念
は
理
論
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
科
学
的
な
 
意
味
に
お
け
る
実
験
に
よ
る
証
明
を
必
要
と
す
る
。
 
し
 か
ら
ば
内
村
が
信
仰
を
 

一
 
㎝
 一
 

軽
ん
じ
て
い
た
の
か
と
言
う
と
、
そ
う
で
は
な
 

村
 に
と
っ
て
「
信
仰
は
実
験
」
で
あ
り
、
「
余
の
基
督
 教
の
信
仰
は
今
日
に
至
 

 
 

る
も
 此
 信
仰
で
あ
る
、
即
ち
事
実
の
信
仰
で
あ
る
、
 理
 屈
の
信
仰
で
は
な
い
、
実
験
の
信
仰
で
あ
る
」
と
言
わ
 
れ
る
。
 

そ
れ
で
は
実
験
と
「
信
仰
」
の
関
係
は
ど
う
で
あ
る
か
 
と
 言
 う
と
 、
内
村
に
よ
れ
ば
、
「
信
者
に
取
り
信
仰
は
 恩
恵
の
実
験
で
あ
っ
 

 
 

て
、
 
之
に
 由
て
 彼
の
霊
的
生
命
は
維
持
せ
ら
る
 
ュ
 の
で
 あ
る
」
。
恩
恵
の
実
験
に
よ
っ
て
信
仰
は
次
第
に
現
れ
 て
く
る
。
内
村
は
、
「
 
羅
 

-
 
四
一
 

脳
 で
は
容
易
に
解
ら
な
い
、
併
し
乍
ら
神
の
子
と
せ
ら
 
れ
た
者
は
実
験
の
上
に
 此
 真
理
を
味
得
す
る
の
で
あ
 
る
 」
。
内
村
に
お
け
る
 
真
 

重
要
で
あ
る
と
内
村
は
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
 
思
わ
れ
る
。
そ
の
接
触
の
仕
方
が
実
験
で
あ
る
が
、
「
 信
者
の
実
験
」
に
は
あ
 

く
ま
で
も
ま
ず
信
仰
が
あ
り
、
そ
の
上
さ
ら
に
実
験
を
 
重
ね
て
生
け
る
キ
リ
ス
ト
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
 
。
内
村
は
神
の
み
な
ら
 

ず
 キ
リ
ス
ト
を
も
ま
た
強
調
し
て
、
近
代
の
理
論
家
の
 
神
の
み
の
思
想
を
否
定
す
る
「
執
れ
に
せ
よ
恩
恵
 と
 平
康
が
神
と
キ
リ
ス
 

ト
 よ
り
来
る
こ
と
は
実
験
上
の
事
実
で
あ
る
、
そ
し
て
 神
の
み
を
挙
げ
な
か
つ
た
処
に
パ
ウ
ロ
の
特
色
が
存
す
 
る
の
で
あ
る
、
神
の
み
 

を
 挙
ぐ
れ
ば
足
る
と
 云
ふ
は
 近
代
人
の
理
論
た
る
に
 過
 ぎ
な
い
、
信
仰
の
偉
人
使
徒
パ
ウ
ロ
は
 真
 実
験
上
よ
り
 神
と
キ
リ
ス
ト
と
の
 両
 

 
 

者
を
挙
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
。
 

「
事
実
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
よ
く
使
用
さ
れ
る
言
葉
 に
 「
真
理
」
が
あ
る
。
内
村
に
と
っ
て
は
、
実
験
を
通
 し
て
生
け
る
キ
リ
ス
 

ト
と
 接
触
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
真
理
 
へ
 導
か
れ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
真
理
は
 聞
い
た
 丈
 け
で
は
解
ら
 

 
 

な
い
、
実
行
（
実
験
）
し
て
見
て
初
め
て
解
る
」
。
 内
 村
 は
ま
た
、
実
験
に
よ
る
真
理
の
獲
得
に
つ
い
て
以
下
 
の
よ
う
に
も
述
べ
、
 理
 

論
 の
み
を
重
視
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
行
っ
て
 
い
 る
 

「
三
位
一
体
と
い
ふ
が
如
き
も
理
論
の
説
明
は
 充
分
に
出
来
な
い
、
 頭
   



  

 
 

 
 

 
  
 

 
 

ぬ
男
と
実
験
の
関
係
は
重
要
で
あ
る
の
で
後
に
詳
し
 
く
 検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
ま
ず
、
内
村
が
体
験
し
た
 
実
際
の
出
来
事
と
、
そ
れ
を
 

 
 

6
 

村
 

体
験
し
た
年
齢
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
お
き
た
い
 
。
お
そ
ら
く
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
内
村
瓜
実
験
を
一
 
層
 明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
 

 
 

 
 

鮒
も
浅
く
 、
 罪
の
感
覚
の
深
き
所
に
は
救
の
喜
び
も
 
深
 い
 ・
・
・
：
き
れ
ば
罪
の
認
知
は
信
仰
の
礎
石
と
し
て
 
極
 め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
」
。
 

  

て
い
る
 

0
 
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
三
章
二
十
二
節
の
 

原
文
は
、
直
訳
す
れ
ば
「
イ
ェ
ス
キ
リ
ス
ト
の
信
仰
に
 

由
り
て
」
で
あ
る
が
、
 

パ
ウ
ロ
の
文
脈
と
思
想
全
体
を
踏
ま
え
た
上
で
訳
出
す
 

る
な
ら
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
信
仰
」
と
す
る
の
 

が
 
適
切
で
あ
る
と
の
 

見
 

-
 
お
 
-
 

解
を
内
村
は
表
明
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に
細
か
 

な
 
表
現
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
、
自
分
自
身
の
信
ず
る
と
 

@
 
し
ろ
を
舌
ロ
 

い
 
表
そ
う
と
 

し
た
。
彼
が
信
仰
の
み
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
理
想
と
し
 

て
い
た
こ
と
は
、
次
の
文
章
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
 

「
全
く
律
法
を
離
れ
て
 

-
 
弘
一
 

信
仰
だ
け
の
人
と
な
っ
た
の
が
真
の
基
督
者
で
あ
る
」
。
 

「
羅
馬
書
の
研
究
」
を
見
る
限
り
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
 

て
い
る
律
法
は
、
今
日
 

-
 
曲
 

 
 

 
 

 
 



を
 充
分
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
 
ド
 と
の
縁
を
切
り
、
学
校
の
完
全
独
立
を
目
指
す
こ
 
と
に
し
た
。
官
家
 師
た
 

ち
は
内
村
を
裏
切
り
者
と
見
な
し
、
学
生
の
多
く
は
 
彼
 に
 賛
成
し
彼
も
尽
力
し
た
が
、
結
局
は
お
造
の
的
。
 主
 
に
な
っ
た
形
で
、
 
五
ケ
 

用
後
に
東
京
へ
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
出
来
事
に
 
対
し
て
、
内
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
，
 円
 ア
 の
の
Ⅹ
も
の
Ⅰ
 

コ
ロ
 
の
 コ
 %
 安
い
 い
 

-
 
仙
 -
 

ア
い
 
い
 い
 Ⅰ
 巨
 。
由
の
。
 

ゅ
コ
 
ロ
ヨ
 0
 の
（
 
由
コ
 
h
o
 

「
（
 

由
コ
ゅ
 
（
の
 
-
 
ぜ
 h
o
 
Ⅰ
 ヨ
の
旧
 い
 の
目
（
 ア
ゆ
 
（
Ⅰ
ヨ
ゆ
巨
の
 
デ
こ
 こ
の
二
の
 メ
ロ
 
の
 卜
リ
 
ヨ
の
 コ
 （
こ
は
 一
 般
 的
経
験
の
枠
に
入
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
こ
の
出
来
事
に
お
け
る
「
実
験
」
は
 、
 キ
リ
ス
ト
教
と
関
係
は
し
て
い
て
も
、
直
接
に
聖
書
と
 
関
係
す
る
も
の
で
は
な
 

く
 、
内
村
の
信
念
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
実
験
で
は
 
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
人
間
関
係
や
社
会
の
 
勉
強
と
い
っ
た
類
の
も
 

の
で
あ
っ
て
 、
 彼
の
宣
教
観
、
特
に
ア
メ
リ
カ
ン
ボ
ー
 ド
に
 対
す
る
意
見
を
補
強
（
強
化
）
し
た
実
験
と
舌
口
 っ
 て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

の
 宗
教
的
信
念
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
う
る
困
難
の
可
 
能
 性
を
説
明
し
て
か
ら
、
 

か
ら
の
心
配
ど
お
り
、
内
村
は
宣
教
師
と
日
本
人
の
間
 
（
内
村
が
言
 う
 
「
信
者
」
 

 
 

と
「
不
信
者
」
の
間
）
に
立
た
さ
れ
、
双
方
の
 

 
 

教
頭
就
任
の
仕
事
を
引
き
受
け
た
。
だ
が
、
 か
 ね
て
 

要
求
 

調 

（姉更 断 であ 査 一七日 新潟市 

っ に に 毬 し 

た資料 彼 た 。 受け取 北越 学 の コ ユ ミ （ 一 一 

のうち アメ は ってい 館 とい コオ @ 
リ る乙 う 罵 最 

力 。 一 品 切 
で 役 キ お に 

「実験 見た キ は六月 リスト ヨガム 

リ に 教 旨 」 
ス 新 主 の ， と   
の 、 開 こ が 
万 一 校 れ 出 
針 午 さ は て 

くるの に抵抗 間の契 れ、門 内村が   
え 結 そ リ 一 

て ん こ 力 人 

  
  

(708) 

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

 
  

 



内村鑑三における「実験」の 

き の 本 関 の 
月 間 文 わ 信     
が 生 と 問 の 
彼 じ い 題 問 

        点者、 うな 題 
生 盾 で え っ 

の と も て ま 

課 の 衝 い り 

題 攻 究 た 聖 
に 万 を の 書 
な に 生 で と 

っ よ み は 自 
た っ 出 な 分   
で 苦 た で 人 
は し 。 あ 生 
な め 内 ろ を 
い ら 村 う 照 
か れ は か ら 
と た 、 。 し 

者 えで書のわ の聖こ合 
ら あ 内 事 せ 

ながら れる。る。 2-4 こ一 におけ 件は聖 

の る 書 生 
侍 童 解 き 

波 旬 釈 る 

が 間 に と 

な の お い 

し 矛 け う 

た 盾 る 彼 
決 、 不 自 
断 お 一 身 
が よ 致 の 

きっ びだ 、 け生 「 
か 儒 で き 

け 教 な 万 
と の く 」 

    
て と り せ 

、 聖 ス 音 

こ 書 ト 甘 

のの 「 教と 教漱 ） 
生 え 日 に 

  

麒
 
鈴
木
は
そ
れ
を
倫
理
的
な
問
題
と
見
な
し
て
い
る
 

。
だ
が
内
村
は
、
「
現
世
的
人
間
関
係
を
こ
え
る
倫
理
 

」
よ
り
も
む
し
ろ
、
彼
自
身
 

慈
善
事
業
の
位
置
付
け
を
見
出
そ
う
と
す
る
」
。
 華
 
@
 

の
 言
 う
 
「
 我
ノ
罪
 」
が
ど
の
よ
う
な
罪
で
あ
る
の
か
は
 
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
 

 
 

め
る
と
と
も
に
、
人
間
関
係
の
万
で
も
、
愛
を
教
 友
間
 ほ
 と
ど
ま
ら
ず
人
類
一
般
、
い
わ
ぬ
る
隣
人
愛
に
拡
大
 
し
 、
そ
の
活
動
と
し
て
 

越
 で
き
ず
に
、
た
だ
の
男
女
の
関
係
に
心
を
奪
わ
れ
た
 
こ
と
へ
の
苦
い
悔
恨
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
渡
米
後
の
 内
村
が
、
 
罪
 意
識
を
深
 

と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信
に
よ
り
、
現
世
的
人
間
 
関
係
を
こ
え
る
倫
理
を
目
指
し
な
が
ら
、
結
局
は
 
タ
ケ
 の
 ば
あ
 い
 、
そ
れ
を
 超
 

我
ノ
罪
ヲ
許
シ
玉
へ
 」
と
悲
痛
な
叫
び
を
記
し
て
い
る
 。
タ
ケ
を
責
め
る
の
み
な
ら
ず
自
己
の
罪
を
責
め
て
 
ぃ
 る
 。
思
う
に
内
村
の
罪
 

ら
し
た
事
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
鈴
木
艶
人
 
は
、
 こ
の
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
 

内
村
は
「
鳴
呼
 主
ョ
、
 

ケ
 と
の
結
婚
は
 、
 彼
に
自
分
自
身
の
聖
書
解
釈
に
お
け
 る
 不
一
致
を
体
験
さ
せ
、
苦
し
み
を
与
え
た
と
同
時
に
 
、
 彼
に
 罪
 意
識
を
も
た
 

り
 、
そ
こ
で
学
ん
だ
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
キ
リ
ス
ト
教
が
 
、
 彼
の
信
仰
に
生
涯
を
通
し
て
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
に
対
し
て
浅
田
 タ
 

そ
う
 

 
 

過
ぎ
る
 で

あ
る
と
す
れ
ば
、
 

い
 わ
ゆ
る
「
内
村
風
の
実
験
」
は
 い
つ
ど
の
よ
う
な
出
来
事
を
き
っ
か
け
と
し
て
自
覚
 さ
 れ
る
 よ
う
 に
 な
 

で
あ
ろ
う
か
。
内
村
の
人
生
に
お
い
て
、
彼
に
大
き
な
 
影
響
を
及
ぼ
し
た
決
定
的
体
験
と
呼
べ
る
も
の
の
多
く
 
は
 、
 三
 0
 歳
を
 

頃
ま
で
に
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
の
信
 
仰
の
基
盤
は
札
幌
農
学
校
で
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
 
入
 信
と
 回
心
で
あ
 



借
り
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
，
三
の
 
づ
 の
「
 
毛
ご
 臼
の
注
 0
 コ
ぎ
 
鱒
せ
 。
 ま
の
 
Ⅱ
。
 
ヰ
 の
す
「
 

-
 
の
ヰ
ヨ
 
0
 Ⅱ
の
の
 
ヒ
 
①
が
 
卜
 
p
 
せ
 Ⅱ
 
0
 
つ
の
が
 

ヒ
 
①
 宙
ヰ
 
。
 套
り
 
0
%
 す
 が
 コ
 @
 
侍
あ
ヰ
 
0
.
 
ロ
 が
せ
 

Ⅰ
 
コ
 （
二
の
の
Ⅱ
 

仁
 
9
 め
 Ⅹ
」
 
0
 コ
 。
小
片
二
の
の
。
 

コ
 。
 ヰ
 Q
 。
口
 
=
 の
の
 
ヰ
 
二
の
の
 
0
 一
二
 
ま
 。
 む
 。
 ヰ
が
 
二
 %
 
二
の
宙
 
笘
 
胡
の
二
戸
 
は
 い
 つ
ア
 
が
 侍
ヴ
 
仁
武
 
0
 つ
の
口
ヨ
 

せ
 日
ぎ
 律
子
 仁
の
 
H
p
 

「
・
・
・
 

Z
 。
 ま
 

Ⅰ
が
Ⅰ
 

コ
 Q
 。
 宙
 、
 
0
 の
す
二
口
・
が
 

コ
 口
ヨ
 せ
宙
 二
片
せ
あ
 
づ
 
。
 ヴ
 の
目
の
 

づ
 の
 Ⅰ
の
の
二
の
こ
で
あ
る
。
 

-
4
 

4
 
 

一
 内
村
は
以
前
よ
り
罪
の
意
識
を
持
っ
 て
お
り
、
自
力
で
の
 赦
 

 
 

し
を
得
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
が
、
開
放
感
を
感
じ
る
 
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
㍉
ノ
ー
リ
ー
の
舌
口
っ
た
 
「
 
徒
 ら
に
自
己
の
内
、
小
 

の
み
を
見
る
こ
と
を
 廃
 め
よ
、
貴
君
の
義
は
貴
君
の
中
 
に
あ
る
に
非
ず
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
に
在
る
の
 
で
あ
る
」
と
Ⅱ
Ⅲ
 
う
 舌
口
業
 

-
 
帖
 -
 

が
 、
内
村
を
「
キ
リ
ス
ト
の
 蹟
罪
の
力
 」
と
「
す
べ
て
 を
婿
う
 キ
リ
ス
ト
」
へ
と
決
定
的
に
導
い
た
。
お
そ
 
ら
く
こ
の
体
験
に
よ
っ
 

て
 、
内
村
の
蹟
男
信
仰
の
二
つ
の
不
可
欠
の
要
素
、
 
つ
 ま
り
 罪
 意
識
と
キ
リ
ス
ト
の
賄
い
が
出
揃
っ
た
の
で
は
 な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

し
か
し
、
内
村
の
人
生
に
お
け
る
大
事
件
と
舌
口
え
ば
、
 ま
ず
何
よ
り
も
「
 
一
 高
不
敬
事
件
」
で
あ
る
。
一
八
九
 0
 午
に
内
村
は
第
一
 

高
等
中
学
校
の
嘱
託
教
員
に
な
り
，
、
 

-
T
-
4
 
 

一
高
の
校
長
木
下
 庄
次
は
教
育
勅
語
奉
読
式
を
挙
行
し
た
。
内
村
は
教
育
 勅
語
自
体
に
抵
抗
を
示
 

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
天
皇
の
署
名
一
良
書
）
 
に
 対
し
て
「
敬
礼
を
尽
さ
ず
、
地
神
聖
な
る
式
場
を
汚
 
せ
り
」
と
い
う
と
が
め
 

を
 受
け
、
全
国
的
な
激
し
い
抗
議
が
巻
き
起
こ
つ
こ
。
十
八
 

帰
国
し
て
か
ら
わ
ず
か
二
、
三
年
の
間
に
 、
 辛
い
こ
と
 が
 重
ね
て
起
こ
っ
た
こ
 

と
に
な
る
の
だ
が
、
名
作
と
言
わ
れ
る
「
基
督
信
徒
の
 
慰
 」
・
 ，
エ
 
。
 ミ
 Ⅰ
 巾
 R
p
 ヨ
 の
が
の
 日
 ・
一
の
曲
が
 

コ
 -
0
 圧
 o
h
 
ヨ
 ピ
 目
が
「
 
ピ
 ・
・
・
「
永
安
 

録
 」
 

は
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
。
内
村
は
「
基
督
 
信
徒
の
慰
」
は
「
自
伝
に
あ
ら
ず
」
と
否
定
し
て
い
た
 
が
 、
そ
の
中
身
を
見
る
 

と
 彼
の
人
生
に
お
け
る
出
来
事
が
い
く
つ
か
並
べ
ら
れ
 
て
い
る
。
北
越
学
館
事
件
・
不
敬
事
件
・
妻
の
死
等
々
 、
 辛
い
体
験
が
と
り
あ
 

  
は 滞 水 

、 在 も 

木 し の ま 

幌 期 た 
農 間 内 の 学校 村 を通 

で し 人 
め て 生 
回 、 を 
心 宍 人 
よ 裁 き   
も レ 変 
重 べ え 

視 ル た 
さ で も   
て 、 で 

ぃ 内 あ   
、 シ ア 

そ l メ   
理 @ カ 
由 の で 
は 影 の 
ど 書 体 
こ を 験 
に 受 は 
求 け 彼   
ら 第 居、 
れ 三 穂 
る の の 
0 回 申 
で 心 に 

あ な 深 
5 件 く 

う 験 根 Ⅰ カ O                   
内 。 て 
村 一 い 

  ア 葉 る しの三ロ 。 般に @ 
き め メ 
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て
 、
キ
リ
ス
ト
の
 暗
 い
の
確
信
が
彼
の
信
仰
に
深
く
根
 つ
き
、
そ
れ
が
彼
の
信
仰
を
支
え
る
も
の
に
な
っ
て
 い
 っ
 た
の
で
は
な
い
か
と
 

思
わ
れ
る
。
 

65  (71 

る
 。
内
村
の
人
生
は
こ
の
時
期
か
ら
少
し
ず
 
つ
 良
く
な
 っ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
り
、
家
庭
や
仕
事
の
事
情
も
安
定
 し
 、
外
面
的
な
心
配
が
 

な
く
な
っ
た
た
め
、
彼
は
内
面
的
に
自
分
の
思
想
を
深
 
め
つ
つ
今
ま
で
の
出
来
事
の
整
理
を
し
て
い
っ
た
よ
う
 
に
 見
え
る
。
幾
多
の
出
 

来
 事
の
意
味
を
省
み
、
自
分
の
内
に
芽
生
え
て
い
た
 
思
 想
を
熟
成
さ
せ
て
ゆ
く
の
に
は
、
あ
る
程
度
の
時
間
 
を
 必
要
と
し
た
で
あ
ろ
 

う
 。
そ
れ
は
、
「
体
験
」
が
「
実
験
」
と
し
て
認
識
さ
 れ
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
考
え
ら
れ
、
内
村
は
そ
の
間
に
 
聖
書
理
解
と
生
け
る
 キ
 

リ
ス
ト
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と
に
集
中
し
て
い
っ
た
  
 

 
 

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
は
お
の
ず
か
ら
 罪
や
 萌
芽
の
問
題
と
結
び
つ
け
 ち
 

 
 

駝
 

れ
て
い
く
。
前
述
の
よ
う
に
内
村
は
、
 三
 0
 蔵
 ま
 で
の
人
生
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
辛
い
体
験
を
蓄
積
さ
 
せ
て
お
り
、
彼
の
自
己
や
他
 

候
者
に
対
す
る
厳
し
さ
も
影
響
し
て
、
罪
へ
の
意
識
 は

人
一
倍
深
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
内
村
の
中
で
 最
も
罪
の
意
識
が
問
題
と
な
 

 
 

肪
 

っ
た
の
は
、
二
度
目
の
回
、
心
前
に
あ
た
る
ア
マ
ス
 

ト
 大
学
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
二
度
目
の
回
 
心
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

  

 
 

八
九
二
年
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
情
報
が
 
な
い
。
四
回
目
は
一
八
九
二
年
一
二
月
で
、
岡
田
し
づ
 
と
 結
婚
す
る
こ
と
に
な
 

て
い
 な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
 
は
 体
験
が
ま
だ
生
々
し
く
、
心
情
的
に
も
理
性
的
に
も
 
整
理
さ
れ
て
い
な
か
っ
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
 

不
敬
事
件
の
後
内
村
は
二
度
結
婚
す
る
が
、
三
回
目
 
は
 鈴
木
 範
 久
の
舌
口
葉
を
借
り
る
と
「
ま
 
ぼ
 る
し
の
結
婚
」
 で
あ
っ
て
、
こ
の
 一
 

 
 

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
と
 き
 内
村
の
中
で
は
、
彼
に
と
っ
て
の
実
験
の
本
来
の
音
 心
味
 が
十
分
に
自
覚
さ
れ
 

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
著
作
の
中
で
は
「
実
験
」
は
 
一
回
し
か
出
て
こ
な
い
。
し
か
も
そ
の
一
回
は
、
前
述
 し
た
よ
 う
 に
科
学
的
な
 



に
お
い
て
は
、
罪
の
問
題
が
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
 。
自
分
が
罪
人
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
の
 
次
元
へ
、
つ
ま
り
い
っ
 

た
ん
自
己
か
ら
離
れ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
 死
 と
復
 活
を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
と
進
む
こ
と
が
で
き
る
。
 
イ
 エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
 と
し
 

て
 受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 罪
の
赦
し
が
は
じ
め
 て
 可
能
に
な
る
と
の
見
解
は
、
ま
さ
に
内
村
風
の
実
験
 
の
 成
果
で
あ
ろ
う
。
 内
 

て
 、
内
村
は
罪
の
貴
さ
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
 う
 に
 な
っ
た
 0
 

 
 

「
羅
馬
書
の
研
究
」
で
内
村
は
、
第
十
講
か
ら
第
十
五
 詰
 ま
で
の
約
五
四
頁
に
わ
た
っ
て
罪
に
つ
い
て
述
べ
て
 
い
る
。
晩
年
の
内
村
 

内
村
の
考
 え
 万
の
基
盤
は
、
「
実
験
の
語
を
理
解
す
る
 に
は
実
験
に
訴
へ
る
を
最
上
の
道
と
す
る
、
余
は
曾
て
 
罪
 と
死
と
の
苦
悶
の
 

中
に
 襖
 悩
の
幾
年
月
か
を
送
っ
た
も
の
で
あ
る
」
、
「
 こ
 の
 キ
リ
ス
ト
の
霊
が
人
の
心
に
入
る
や
 罪
 と
死
の
権
能
 は
 如
実
に
心
中
よ
り
 駆
 

 
 

逐
 せ
ら
れ
る
、
こ
れ
実
験
上
の
事
実
で
あ
る
」
と
い
う
 舌
口
業
に
表
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
引
用
文
に
は
、
彼
が
 苦
し
い
体
験
を
し
長
年
 

に
わ
た
っ
て
苦
悩
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
 
こ
の
よ
う
な
体
験
が
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
の
 婚
い
 に
 導
か
れ
る
こ
と
も
な
か
 

っ
 た
で
あ
ろ
う
。
彼
が
「
幾
年
月
」
を
か
け
て
悩
み
続
 け
た
よ
う
 に
、
体
験
が
実
験
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
に
 は
 、
か
な
り
の
時
間
が
 

必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
れ
て
 罪
 意
識
も
 、
 確
固
と
し
た
認
識
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
 

罪
 に
は
矛
盾
が
っ
き
も
の
で
あ
る
。
罪
は
犯
し
て
は
な
 ら
が
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
罪
を
犯
す
こ
と
か
 
ら
 逃
れ
ら
れ
ず
、
 そ
 

れ
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
内
村
は
こ
の
 矛
盾
に
充
分
 気
 づ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
キ
リ
ス
ト
 教
徒
に
な
っ
て
以
来
、
 

罪
を
犯
さ
ぬ
こ
と
へ
の
尽
力
を
続
け
て
い
た
に
違
い
な
 
い
 。
と
こ
ろ
が
ま
た
も
罪
を
犯
し
、
自
力
で
神
の
赦
 
し
を
得
よ
う
と
す
る
 中
 

で
、
自
分
の
無
力
さ
を
痛
感
し
 煥
慨
 し
た
。
だ
が
こ
の
 段
階
で
は
、
罪
は
結
果
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
 
自
分
の
 力
 で
解
決
す
る
 

こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
よ
 ぅ
 で
あ
る
。
そ
こ
で
は
罪
は
た
だ
の
苦
し
い
体
験
に
過
  

 

目
の
回
心
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
 
蹟
 い
が
彼
の
信
仰
に
 深
く
刻
ま
れ
、
罪
の
赦
し
を
実
験
す
る
こ
と
に
な
る
 
。
こ
れ
ら
の
段
階
を
経
 

  



内 十寸 鏡   

 
 

 
 

と
こ
ろ
が
内
村
は
、
「
実
験
」
に
つ
い
て
妙
な
発
言
を
 す
る
こ
と
も
あ
る
。
彼
の
著
作
に
は
、
「
矛
盾
」
と
思
え
 る
 叙
述
が
度
々
 現
わ
 

  

      

  

『 千 長舌 実 」     

て
 信
じ
る
と
い
う
出
来
事
は
、
自
分
が
実
験
の
事
実
を
 
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
を
 
指
 し
て
い
た
の
で
は
な
い
 

 
 

意味 

お
い
て
実
験
が
い
か
に
重
要
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
 
い
る
。
生
け
る
キ
リ
ス
ト
の
証
明
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
 
を
 信
じ
る
こ
と
が
そ
の
 

次
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
見
順
序
が
異
な
っ
て
 
い
る
よ
 う
 に
も
見
え
る
が
、
こ
の
順
序
は
内
村
に
お
い
 て
は
当
然
の
こ
と
な
の
 

で
あ
る
「
基
督
信
者
は
始
め
よ
り
今
日
に
至
る
ま
 で
 生
け
る
キ
リ
ス
ト
の
存
在
活
動
を
信
じ
て
来
た
の
で
 
あ
る
。
そ
し
て
 足
 れ
 迷
 

 
 

信
 で
な
く
、
 又
 単
に
教
会
の
舌
口
伝
へ
で
な
い
の
で
あ
る
 
。
是
は
信
者
の
実
験
で
あ
る
」
。
内
村
の
信
仰
は
実
験
 に
 基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
 

信
じ
る
と
い
う
出
来
事
は
実
験
上
の
事
柄
で
あ
る
。
 
信
 仰
は
結
果
で
あ
る
が
、
信
じ
る
こ
と
は
自
力
で
は
得
ら
 
れ
な
い
。
内
村
に
と
っ
 

村
 自
身
十
字
架
を
仰
ぎ
み
る
 

る
彼
の
信
念
を
簡
単
に
ま
と
 

の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
 

し
か
し
内
村
の
信
仰
は
、
 

関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
 

等
は
聖
書
の
復
活
に
関
す
る
 

リ
ス
ト
の
復
活
を
証
明
す
る
 

-
 
弘
 -
 

姿
勢
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
、
「
羅
馬
書
の
研
究
」
 に
し
ば
し
ば
現
れ
て
い
る
。
 賠
罪
と
 赦
し
を
め
ぐ
 

め
る
な
ら
ば
、
 蹟
罪
 が
実
験
に
よ
っ
て
事
実
と
な
り
、
 そ
こ
か
ら
真
の
信
仰
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
も
 

罪
の
赦
し
と
い
う
段
階
で
は
終
わ
ら
な
い
。
彼
の
信
仰
 
の
 最
終
段
階
は
 、
 生
け
る
キ
リ
ス
ト
と
の
個
人
的
 

ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
明
か
ら
 築
 か
れ
る
「
 此
 活
け
る
証
拠
が
あ
る
が
故
に
 我
 

記
事
を
読
ん
で
之
を
信
ず
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
此
 事
実
を
実
験
せ
ず
し
て
神
学
の
泰
斗
と
雌
も
 
キ
 

事
 が
出
来
な
 亜
 」
。
内
村
が
こ
の
証
明
も
ま
た
実
験
の
 
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
信
仰
に
 



お
け
る
「
矛
盾
」
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
村
 
の
 レ
ト
リ
ッ
ク
の
特
徴
を
探
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
 
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 

る
 。
基
本
的
に
は
彼
は
、
批
判
対
象
に
向
か
っ
て
直
接
 的
に
攻
撃
を
し
、
論
理
的
に
自
ら
の
論
占
を
述
べ
る
 
場
 ム
ロ
 
が
多
い
。
彼
に
は
 極
 

論
や
独
断
へ
安
易
に
走
る
こ
と
な
く
、
批
判
対
象
と
自
 
分
 自
身
と
の
相
違
点
を
充
分
論
理
的
に
説
明
す
る
 
能
 力
 が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
 

る
 。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肝
心
な
と
こ
ろ
で
決
定
的
な
 
「
矛
盾
発
言
 
口
 
」
を
す
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
 の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は
 、
 彼
の
居
 考
 過
程
に
お
け
 る
 大
切
な
要
素
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
そ
も
そ
も
彼
の
 発
 舌
口
に
は
、
二
重
の
要
 

素
っ
ま
り
心
情
的
な
要
素
と
理
性
的
な
要
素
が
あ
る
。
 
理
性
的
な
面
を
利
用
し
て
敵
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
 
彼
 0
 通
常
の
手
法
で
あ
る
 

が
、
 時
に
は
批
判
対
象
が
彼
に
過
剰
な
反
応
を
生
ぜ
し
 
め
る
。
そ
の
反
応
の
原
因
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
 
と
が
考
え
ら
れ
る
。
 す
 

な
ね
 ち
、
相
手
の
思
想
が
内
村
自
身
の
思
想
に
近
い
が
 ゆ
え
に
、
そ
の
親
近
感
を
自
分
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
 
と
 感
じ
、
あ
え
て
相
手
 

と
の
相
違
を
際
だ
た
せ
、
自
分
の
思
想
を
死
守
し
ょ
う
 
と
し
て
心
情
的
な
行
動
を
と
り
、
極
端
な
「
矛
盾
」
に
 到
達
し
て
し
ま
う
の
で
 

あ
る
。
そ
の
後
批
判
対
象
と
自
分
と
の
間
に
距
離
を
置
 
く
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
、
再
び
自
分
の
立
場
を
理
性
 的
に
考
え
直
し
練
り
直
 

す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
よ
り
強
固
な
根
 拠
 に
基
づ
い
て
批
判
を
試
み
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
 

以
下
に
あ
げ
る
例
は
、
厳
密
に
は
「
矛
盾
」
と
は
舌
口
 え
 な
い
が
、
そ
の
分
彼
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
分
か
り
や
す
く
 
示
さ
れ
て
い
る
と
 @
 
ニ
 
ロ
 

え
る
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
 0
 年
の
「
遺
稿
」
に
は
、
 有
 名
 な
言
葉
「
私
の
立
場
を
明
ら
か
に
せ
ん
が
為
に
私
は
 此
事
 を
言
 ふ
 。
即
ち
 私
 

 
 

は
ム
 
「
 日
 流
行
の
無
教
会
主
義
者
に
あ
ら
ず
と
」
が
あ
る
 
が
 、
こ
の
 一
 舌
口
は
、
自
分
が
長
年
唱
え
続
け
た
こ
と
の
 
否
定
と
も
と
れ
る
。
 し
 

か
し
こ
の
発
言
は
、
内
村
と
塚
本
虎
二
と
の
間
に
生
じ
 た
 教
会
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
端
を
発
し
て
い
る
 
と
 考
え
ら
れ
る
。
こ
の
 

場
合
に
お
け
る
批
判
対
象
は
明
瞭
で
あ
り
、
内
村
は
ま
 
ず
 自
分
と
「
今
日
流
行
の
無
教
会
主
義
者
」
と
の
間
に
 距
離
を
置
い
て
か
ら
、
 

(714) 

れ
る
傾
向
が
あ
る
が
、
中
に
は
彼
が
意
図
的
に
「
矛
盾
 
し
た
発
言
」
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
 。
そ
う
い
っ
た
場
合
に
 

 
 

 
 



内村鑑 三 における「実験」の 意味 

自
分
の
立
場
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
が
「
 
教
会
問
題
に
は
無
頓
着
な
る
程
度
の
無
教
会
主
義
者
で
 
あ
る
。
教
会
と
 云
ふ
教
 

会
 、
主
義
と
 云
ふ
 主
義
は
悉
く
之
を
排
斥
す
る
無
教
会
 主
義
た
ら
ん
と
欲
す
る
」
と
述
べ
、
「
 ム
 「
回
流
行
の
無
 
教
会
主
義
者
」
と
の
 区
 

 
 

較
的
 近
い
相
手
を
批
判
す
る
さ
い
に
、
い
き
な
り
相
手
 と
の
断
絶
を
官
盲
目
し
、
 

 
 

し
か
る
後
に
あ
ら
た
め
て
自
分
自
身
の
思
想
を
確
認
し
 
よ
う
と
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
内
村
は
 、
 必
ず
し
も
常
に
批
判
対
象
を
 明
確
に
す
る
わ
け
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
外
部
に
 
対
す
る
批
判
と
い
う
 

形
で
は
な
く
、
自
分
に
対
す
る
反
省
と
い
う
形
を
と
る
 
の
で
、
前
述
の
例
と
は
異
な
っ
て
、
柚
釜
思
議
的
に
「
 
矛
 盾
 」
が
生
じ
る
こ
と
が
 

あ
る
。
実
験
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
「
矛
盾
 発
 舌
口
」
 
が
あ
る
。
本
稿
で
は
主
に
「
実
験
」
と
い
う
概
念
が
内
 
村
の
思
想
に
お
い
て
い
 

か
に
大
事
な
要
素
で
あ
る
か
を
論
じ
て
き
た
の
で
あ
る
 が
 、
彼
自
身
が
そ
れ
と
「
矛
盾
す
る
発
言
」
を
し
て
い
 
る
 箇
所
も
あ
げ
て
お
く
 

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
一
九
一
六
年
の
「
信
仰
 
と
救
捧
 」
の
中
で
、
「
余
は
神
の
聖
語
を
信
ず
る
 、
余
 の
救
 胚
の
実
験
を
信
じ
 

な
れ
、
余
の
実
験
は
幻
影
で
あ
る
か
も
判
明
ら
な
い
、
 
然
れ
ど
も
空
語
 は
 、
永
遠
に
立
て
動
か
な
い
…
石
壁
 

救
 胚
の
実
験
は
其
の
 

 
 

確
証
を
得
る
が
た
め
に
必
要
で
な
 
い
 、
 救
 胚
の
確
証
は
 キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
ま
た
同
年
 
の
 
「
教
会
と
余
輩
 他
 」
 

で
は
、
「
而
し
て
聖
書
は
世
界
 日
聖
 
号
の
権
威
で
あ
る
、
 
聖
 書
は
年
々
に
 変
る
 人
間
の
哲
学
の
如
き
も
の
で
は
な
 
い
、
聖
書
に
頼
る
は
 万
 

古
の
磐
に
頼
る
の
で
あ
る
、
人
間
の
哲
学
は
余
り
に
 
浅
 薄
 で
あ
る
、
我
が
実
験
も
当
に
な
ら
な
い
、
惟
神
の
壬
 一
 
口
 な
る
聖
書
の
み
頼
る
に
 

足
る
、
人
生
の
事
実
は
余
り
に
深
く
あ
る
、
而
し
て
 
信
 仰
は
神
の
召
に
応
ず
る
人
生
奥
底
の
声
で
あ
る
、
真
説
 
明
し
得
難
き
は
 之
 れ
が
 

故
 で
あ
る
、
深
遠
に
し
て
量
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
る
 が
 故
で
あ
る
、
而
し
て
神
の
子
の
血
が
我
 罪
 を
取
除
き
 た
り
と
云
ふ
 兵
 事
実
は
 

今
の
我
等
人
間
の
了
解
力
を
以
て
し
て
は
到
底
了
解
し
 得
 ざ
る
こ
と
で
あ
る
、
故
に
今
は
唯
之
を
信
ず
る
の
で
 
あ
る
、
而
し
て
信
じ
て
 

 
 

救
 は
る
）
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
 

  



以
上
、
内
村
の
用
い
た
「
実
験
」
の
意
味
を
様
々
な
 角
 度
か
ら
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
彼
に
と
っ
て
こ
の
 
概
念
が
き
わ
め
て
 重
 

要
 で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
 思
 わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
本
稿
は
彼
の
著
作
の
一
部
 
分
 の
み
を
考
察
の
対
象
 

の に の は は の が 実 居、 あ っ 筆 
疑 い 実 、 確 自 学 験 想 る た さ ね 

か 的 な は 」 た 。 れ れ 
問た験水 がるは遠にはる 聖 へ ぬこ た め 

[Z. "- 

た 

信 深 て 

里ま 的の実 

    
あ 。 て 手 か お る と に ば ギ お の 

ヤ い と 「実験 ろ きに う 。 青年時 円執 、 般とし れた先 ける実 が 、実 は、実 見れば ップ てで 

伐 期 て に 験 験 験 、 の が あ 執 

  



冊
 

真
理
と
な
る
。
さ
ら
に
、
罪
の
問
題
に
関
し
て
 
言
 え
ば
、
そ
れ
は
一
般
的
な
教
義
で
は
な
く
、
自
分
自
身
 
の
罪
の
実
験
に
よ
っ
て
は
じ
 

 
 
 
 

 
 
 
 

紅
 

め
て
、
キ
リ
ス
ト
の
 蹟
 い
の
 力
 が
ま
さ
に
こ
こ
に
 あ
る
自
ら
の
存
在
を
支
え
る
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
 
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

結
局
こ
の
よ
う
な
「
実
験
」
は
内
村
に
と
っ
て
 
、
信
仰
を
本
来
の
確
信
（
実
感
）
に
も
た
ら
す
た
め
の
 も
の
で
あ
っ
た
と
舌
口
え
る
で
 

る 「実験」の意味 

に
し
て
お
り
、
こ
の
仮
説
を
彼
の
著
作
全
体
に
わ
た
っ
 
て
 検
証
す
る
作
業
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。
そ
れ
で
 
も
 今
回
の
試
み
に
よ
っ
 

て
 、
内
村
の
思
想
に
お
け
る
実
験
の
位
置
づ
け
は
あ
る
 
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
少
な
く
と
も
聖
書
 
理
 解
 と
の
関
連
に
お
い
て
 

は
 、
こ
の
仮
説
は
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
 
れ
る
。
彼
が
実
験
に
特
定
の
宗
教
的
意
味
、
一
層
正
確
 
に
 言
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
 

的
 意
味
を
付
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に
あ
っ
 
て
は
体
験
と
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
と
が
い
か
に
密
接
に
 関
係
し
て
い
る
か
を
 示
 

し
て
い
る
。
内
村
は
、
実
験
に
基
づ
く
理
論
と
い
う
 
方
 法
を
自
然
科
学
の
教
育
を
通
し
て
学
び
、
こ
れ
を
自
ら
 
の
亡
 
示
教
思
想
の
形
成
に
 

あ
た
っ
て
と
り
入
れ
た
。
そ
こ
か
ら
彼
の
実
験
的
キ
リ
 
ス
ト
教
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

本
稿
に
お
い
て
は
、
実
験
の
多
様
な
意
味
を
異
な
っ
た
 
時
期
の
著
作
と
 昭
 ら
し
合
わ
せ
、
そ
の
頻
度
や
連
関
す
 る
 思
想
を
検
討
し
た
 

結
果
、
い
く
つ
か
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
 
に
 、
一
九
一
八
 ｜
 一
九
三
 0
 年
の
晩
年
の
著
作
に
実
験
 が
 多
く
使
わ
れ
て
い
る
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
体
験
（
実
験
）
そ
の
も
 
の
が
実
験
の
思
想
に
な
る
た
め
に
か
な
り
の
時
間
を
要
 し
た
こ
と
を
示
す
。
 し
 

た
が
っ
て
、
内
村
本
来
の
実
験
認
識
に
は
時
間
の
経
過
 
と
い
う
要
素
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
次
に
 
佳
日
す
べ
き
こ
と
は
、
 

内
村
に
と
っ
て
実
験
は
聖
書
理
解
や
神
の
舌
ロ
葉
を
聞
く
 た
め
に
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 書
か
れ
た
舌
口
葉
を
読
む
 

だ
け
で
は
物
事
の
真
の
理
解
に
は
達
せ
ず
、
実
験
に
よ
 
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
 に
 、
実
験
は
事
実
で
あ
 

る
と
す
る
内
村
の
主
張
は
 、
 彼
の
人
生
に
お
け
る
個
々
 の
 体
験
と
彼
の
信
仰
と
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
 
を
 示
す
。
生
け
る
キ
リ
 

ス
ト
が
自
ら
の
実
験
を
通
し
て
事
実
と
し
て
そ
こ
に
あ
 る
こ
と
が
、
彼
に
と
っ
て
信
仰
の
リ
ア
リ
テ
ィ
で
あ
っ
 
た
 。
か
く
し
て
事
実
は
 



り
 、
そ
こ
に
は
ま
た
そ
れ
な
り
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
 
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
た
稿
を
あ
ら
た
め
 
て
 論
ず
る
こ
と
に
し
た
 

 
 

 
 l

 
王
 

了
 一
原
島
正
「
事
実
の
信
仰
 -
 
正
 @
 
 
内
村
鑑
三
の
根
底
に
あ
 

る
も
の
」
「
内
付
 鑑
三
 研
究
  

六
号
、
キ
リ
ス
ト
教
図
書
 出
 版
 社
、
一
九
七
六
年
、
 

三
三
 ｜
五
 0
 頁
 。
 

一
 
2
@
 
 「
実
験
」
と
い
う
言
葉
の
一
般
的
用
法
に
つ
い
て
は
、
「
 

英
 語
語
源
 辞
 聖
 
-
 
編
集
主
幹
寺
澤
芳
雄
）
、
研
究
社
、
一
九
九
七
 

年
 、
四
六
五
頁
、
「
明
治
 

大
正
新
語
俗
語
辞
 ぬ
臼
 新
装
 版
 
一
編
者
 樺
 島
忠
夫
、
飛
田
良
文
 
米
川
明
彦
）
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
、
一
四
三
 

｜
 
一
四
 四
頁
、
「
大
漢
和
 辞
 

ぬ
 ご
第
三
巻
、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
四
年
、
三
三
六
三
頁
な
ど
 を
 参
照
。
 

（
 
3
 一
内
村
鑑
三
「
基
督
信
徒
の
慰
」
「
内
村
鑑
三
合
筆
一
以
下
 「
全
集
」
と
略
す
 -
 
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
五
頁
。
 

了
一
同
「
宗
教
座
談
」
「
全
集
」
 

八
 、
一
九
八
一
年
、
一
一
八
八
 頁
 。
 

一
 
5
-
 

同
「
科
学
と
宗
教
」
（
「
向
上
地
」
）
「
合
筆
一
五
、
一
九
 

八
一
年
、
四
四
六
頁
。
 

一
 
6
 ）
加
藤
真
澄
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
科
学
と
キ
リ
ス
ト
教
 

札
幌
農
学
校
入
学
か
ら
米
国
留
学
ま
で
」
「
科
学
史
研
究
 

Ⅱ
」
三
六
号
、
一
九
九
 

七
年
、
一
三
四
頁
。
 

（
 
7
 一
内
村
鑑
三
「
宗
教
と
科
学
」
「
全
集
目
 

六
 、
一
九
八
 0
 午
 、
 九
八
頁
。
 

一
 
8
-
 
同
 
「
神
学
 耶
 農
学
 耶
 

実
験
的
に
科
学
と
宗
教
と
の
関
係
 
を
 論
ず
」
「
全
集
」
一
四
、
一
九
八
一
年
、
二
九
四
頁
。
 

一
 
9
 ）
 
同
 
「
キ
リ
ス
ト
 伝
 研
究
 
一
 
ガ
リ
ラ
ヤ
の
道
 
こ
 
「
全
集
」
 二
 七
 、
一
九
八
三
年
、
三
四
五
頁
。
 

一
皿
）
回
書
、
四
 
0
 四
頁
。
 

@
 
一
同
「
聖
書
全
部
 神
 @
 め
 
而
 」
「
全
集
�
�
l
、
一
九
八
二
年
、
 
三
六
九
頁
。
 

舌口 業 えし よ、 @ 
よ 実 
つ 験 
て な 
  通 

内 し 
村 て 
が 真 
最 に 
終 信 
的 じ 

ほ ろ 
王 こ 

張 と   
ょ で 
， っ き と 
し さ 

た ら 

と に 

こ そ 

る れ 
な な 
の 強 
で め 
は る な 
し @  と 
で が 

あ で   

ろ き 

う る   
  で 

こ あ 
れ る 
て由｜ @     
種の 
0 こ 

  
感   

至 美 
義 験   

と 

で ぃ 

あ ぅ 

  

あ
ろ
う
。
人
間
ほ
信
仰
を
最
初
に
た
て
ま
え
と
し
て
も
 
っ
 た
と
し
て
も
、
実
験
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
の
 教
義
上
の
理
論
に
過
ぎ
 

 
  

 



@
@
 
 「
キ
リ
ス
ト
教
大
事
豊
一
一
 版
 、
教
 文
 館
、
一
九
九
五
 
年
、
セ
 0
 四
頁
。
 

@
-
 

安
倍
能
成
 

編
 
「
綱
島
梁
川
 集
ヒ
 岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
 、
七
八
 ｜
 九
四
頁
。
 

@
 
一
同
書
、
七
八
、
 

ハ
セ
頁
 。
 

花
 一
内
村
鑑
三
「
見
神
の
有
無
」
「
全
集
」
一
四
、
一
九
八
一
 

年
 、
五
六
 ｜
五
セ
頁
 。
 

（
 巧
 
司
書
、
五
 
セ
頁
 。
 

万
一
確
か
に
内
村
の
思
想
に
は
、
広
 
い
 意
味
で
の
体
験
正
義
 の
 影
響
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
ア
マ
ス
ト
大
学
で
出
 会
っ
た
シ
ー
リ
ー
 は
そ
 

れ
に
通
じ
る
背
景
を
も
っ
て
い
た
し
、
内
村
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
 
ル
タ
ー
を
愛
読
し
て
い
た
。
 

花
 ）
内
村
鑑
三
「
十
字
架
の
道
」
「
 全
佳
こ
 
二
九
、
一
九
八
三
 
年
 、
二
一
七
頁
。
 

（
 
a
 ）
 
同
 
「
キ
リ
ス
ト
 伝
 研
究
（
ガ
リ
ラ
ヤ
の
道
 こ
 
「
全
集
」
 二
 セ
 、
一
九
八
三
年
、
三
二
三
頁
。
 

宛
 ）
内
村
鑑
三
 と
ュ
ニ
 テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
は
別
 

稿
で
論
 じ
る
予
定
で
あ
る
。
 

-
 型
内
村
鑑
三
「
聖
書
の
話
」
「
全
集
」
 
八
 、
一
九
八
 0
 年
 、
一
 一
九
八
頁
。
 

万
一
同
「
聖
書
全
部
 
神
 吉
旦
 
理
 
「
全
集
」
二
四
、
一
九
八
二
年
、
 
三
セ
 六
頁
。
 

-
 
Ⅱ
㏄
一
日
Ⅱ
き
一
日
、
口
Ⅲ
 

百
只
 
。
 

-
 ど
 
同
 
「
理
想
的
伝
道
師
」
「
全
集
」
二
九
、
一
九
八
三
年
、
一
 
一
七
二
頁
。
 

-
 
お
 -
 
同
 
「
聖
書
全
部
神
言
論
」
「
全
集
」
二
四
、
一
九
八
二
年
 

、
三
七
五
頁
。
 

@
-
 

同
「
キ
リ
ス
ト
 

伝
 研
究
 
-
 
ガ
リ
ラ
ヤ
の
道
 
二
 
「
 
全
佳
こ
二
 セ
 、
一
九
八
三
年
、
三
三
三
頁
。
 

味
 

@
-
 
同
 
「
羅
馬
書
の
研
究
」
「
全
集
 ロ
 二
六
、
一
九
八
 
一
一
年
、
山
八
一
頁
。
 

暁
宛
 
-
 
同
 
「
キ
リ
ス
ト
 伝
 研
究
 
-
 ガ
リ
ラ
ヤ
の
道
 こ
 
「
 
全
集
目
 二
セ
 、
一
九
八
三
年
、
三
七
二
頁
。
 

-
 
ど
間
「
羅
馬
書
の
研
究
」
、
「
全
集
目
二
六
、
一
九
八
二
年
、
一
 

二
 0 五
頁
。
 

 
 

、
「
全
集
三
一
二
、
一
九
八
一
年
、
四
五
一
頁
。
 

 
 

-
 
肌
 -
 
同
 
「
神
学
部
農
学
 耶
 

実
験
的
に
科
学
と
宗
教
と
の
関
係
 を
 論
ず
」
「
全
集
 ヒ
 
一
四
、
一
九
八
一
年
、
二
九
二
一
頁
。
 

 
 

 
 

一
年
、
一
五
二
 ｜
 
一
五
三
頁
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

二
年
、
一
七
四
 
｜
一
セ
 五
頁
。
 

3
 

7
 

 
 

、
 事
は
千
九
百
年
の
昔
に
属
し
て
今
日
の
我
等
に
係
は
り
な
し
と
 
云
ふ
 勿
れ
 、
 神
を
有
し
 其
 律
法
を
 



育
 て
る
者
は
如
何
な
る
時
代
に
あ
り
て
も
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
で
あ
る
 
、
 神
を
知
ら
ず
 其
 律
法
を
有
 た
 ざ
る
者
は
何
時
の
世
に
あ
り
て
 

も
 
〒
異
邦
人
し
で
あ
 

 
 

る
、
殊
 ら
ば
今
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
誰
 ぞ
 、
こ
れ
 謂
 ゆ
る
 
ヨ
 
信
者
」
で
 あ
る
、
今
の
異
邦
人
は
誰
 ぞ
 、
こ
れ
 謂
 ゆ
る
「
不
信
者
し
一
又
は
 末
 信
者
 -
 で
あ
る
、
 

7
 

使
徒
パ
ウ
ロ
に
し
て
現
代
に
再
生
せ
ん
か
彼
は
先
ず
「
不
信
者
」
 

の
昏
瞑
と
 罪
悪
と
を
責
め
る
で
あ
ら
う
、
併
し
若
し
こ
れ
に
 
対
 し

て
信
者
が
快
哉
を
棚
 

叫
ぶ
な
ら
ば
 
そ
 は
余
り
に
早
計
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
彼
は
直
ち
 
に
 鋒
を
転
じ
て
〒
信
者
」
の
虚
偽
と
罪
悪
と
を
責
め
る
で
あ
ら
，
 

っ
 、
そ
し
て
信
者
た
 

る
と
不
信
者
た
る
と
の
 
別
 な
く
洗
礼
を
受
け
た
と
受
け
ぬ
 と
 

教
会
員
た
る
と
殊
か
ら
ざ
る
と
の
 

別
 な
く
 

 
 

り
と
も
善
を
行
 
ふ
 者
に
は
永
生
与
へ
ら
れ
悪
を
行
 ふ
 者
に
は
滅
亡
 
来
る
と
論
断
し
て
膣
か
ら
な
い
で
あ
ら
う
、
今
日
の
信
者
が
伸
 
を
 知
る
と
 云
ふ
事
、
 

福
音
を
持
つ
て
居
る
と
 云
ふ
事
 、
教
会
に
属
し
て
居
る
と
 

云
ふ
事
 な
ど
を
 持
 み
と
し
て
天
国
の
栄
光
期
し
て
待
つ
べ
し
と
 
徴
 し
、
 不
 信
者
を
蔑
視
し
て
 

地
獄
の
子
と
な
す
が
如
き
 事
 あ
ら
ば
、
 
そ
 は
迷
い
深
き
 騎
慢
 で
あ
 る
 」
 二
 
二
六
 ｜
 
一
二
七
頁
Ⅰ
「
読
者
も
し
右
の
語
の
中
の
「
 

ユ
 ダ
ヤ
 人
 」
を
基
督
 

信
者
と
改
め
、
「
律
法
」
を
福
音
と
改
め
「
異
邦
人
」
を
不
信
者
 

と
 改
め
て
読
む
時
は
、
大
体
に
於
て
そ
れ
が
今
日
の
謂
ゆ
る
基
督
 信
者
を
責
む
る
 語
 

と
し
て
頗
る
適
切
な
る
を
覚
ゆ
る
で
あ
ら
う
」
二
三
七
頁
 -
 
。
 

-
%
 

）
回
書
、
一
四
六
頁
。
 

-
 
町
 -
 鈴
木
 範
久
 
「
内
村
鑑
三
日
録
Ⅰ
 ま
斧
 お
田
一
高
不
敬
事
 件
 （
七
ご
我
丈
館
、
一
九
九
三
年
、
九
頁
。
 

輔
 @
 
 
内
村
鑑
三
，
 オ
コ
 c
 コ
の
尾
 
8
 ゑ
 三
ロ
Ⅹ
で
の
ユ
 
ミ
 の
三
ヨ
）
 い
 で
 
ぃ
 
弓
の
の
ヨ
 @
 
の
の
 
一
 
0
 コ
の
 
，
「
全
集
」
 一
 
、
一
九
八
一
年
、
二
 
0
 四
頁
。
 

-
 笹
岡
書
、
同
 頁
 。
 

（
㊦
回
書
、
同
 頁
 。
 

而
 -
 鈴
木
 範
久
 
「
内
村
鑑
三
日
録
 l
P
 き
 Ⅰ
 
1
 品
 舖
 
青
年
の
旅
 」
散
文
館
、
一
九
九
八
年
、
一
八
三
頁
。
 

-
%
 一
 拙
稿
「
内
村
鑑
三
と
聖
書
」
「
内
村
鑑
三
研
究
」
三
十
二
一
 
号
 、
キ
リ
ス
ト
教
図
書
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
六
二
 
｜
一
 0
 四
 頁
 。
 

（
 
耶
 一
内
村
鑑
三
，
 コ
 0
 毛
 Ⅰ
し
の
 
S
 ヨ
の
い
 の
 ア
 「
 
@
 
名
田
コ
 
0
 き
 
o
h
 
ヨ
セ
 コ
い
 に
，
「
全
集
」
 三
 、
一
九
八
一
年
、
一
四
八
頁
。
松
沢
弘
 陽訳
 
「
余
は
い
か
に
し
 

て
 キ
リ
ス
ト
信
徒
と
な
り
し
か
」
「
日
本
の
名
著
し
三
八
巻
、
中
 

央
 公
論
社
、
一
九
七
一
年
、
一
七
六
頁
。
 

寅
 @
 
 
回
書
、
一
五
三
頁
。
松
沢
 訳
 、
一
八
 0
 頁
 。
 

お
 一
小
沢
三
郎
「
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
目
新
教
出
版
社
、
一
九
 @
@
 一
年
、
一
一
一
二
頁
。
 

-
 
仏
 -
 鈴
木
 範
久
 
「
内
村
鑑
三
日
録
 l
P
 ま
 Ⅰ
 
1
 品
 舖
 
青
年
の
旅
 」
散
文
館
、
一
九
九
八
年
、
二
二
三
頁
。
 

布
 @
 
 
小
沢
三
郎
「
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
日
新
教
出
版
社
、
一
九
 
-
 
八
一
年
、
三
五
 ｜
三
 -
 
八
頁
。
 

-
 
㎎
一
同
書
、
五
 0
 ｜
 五
二
頁
。
 

あ
 -
 内
村
鑑
三
「
基
督
信
徒
の
慰
」
「
全
集
」
 

一
 
、
一
九
八
一
 年
 、
五
頁
「
我
は
死
に
就
て
は
生
理
学
よ
り
学
べ
り
、
之
を
 

詩
人
の
哀
歌
に
読
め
り
 



内村鑑三における「実験」の 意味 

之
を
伝
記
者
の
記
録
に
見
た
り
、
時
に
は
 死
 林
を
動
物
学
実
検
 室
 に
 解
剖
し
、
生
死
の
理
由
を
研
究
せ
り
 、
 時
に
は
死
と
死
後
の
 有
様
に
就
 て
 高
垣
 よ
 

り
 公
衆
に
向
 
て
 余
の
思
想
を
演
べ
た
り
…
…
」
。
 

-
 
也
鈴
木
艶
人
「
内
村
鑑
三
日
録
Ⅰ
 
き
 ㌧
・
あ
 
き
 
後
世
へ
残
す
 も
の
」
散
文
館
、
一
九
九
三
年
、
二
 

0
1
 三
 一
頁
。
 

（
里
内
村
鑑
三
「
羅
馬
書
の
研
究
」
「
全
集
」
二
六
、
一
九
八
一
 

一
年
、
二
九
二
頁
。
 

一
 
%
 ）
司
書
、
一
 0
0
 ｜
 
一
五
四
頁
。
 

（
 
孫
 @
 
 
同
書
、
一
三
四
 
｜
一
 三
五
頁
。
 

@
 
一
同
「
キ
リ
ス
ト
 伝
 研
究
 
一
 
ガ
リ
ラ
ヤ
の
道
 
二
 
「
全
集
 ヒ
二
 七
 、
一
九
八
三
年
、
三
三
四
頁
。
 

誌
 ）
 同
 
「
現
代
思
想
と
基
督
教
」
「
全
集
」
 
三
 0
 、
一
九
八
二
 年
 、
三
八
 0
 頁
 。
 

@
-
 

同
「
 

-
 
私
は
無
教
会
主
義
を
・
・
・
 
ご
 
「
全
集
」
 三
 二
、
一
九
 八
三
年
、
三
四
七
 
｜
 三
四
八
頁
。
 

-
 
町
一
同
書
、
三
四
八
頁
。
 

誌
 ）
 同
 
「
信
仰
 と
救
丞
 」
「
全
集
」
二
三
、
一
九
八
二
年
、
三
 
｜
 四
頁
。
英
文
著
作
も
あ
る
。
 

，
 
Ⅱ
 レ
 （
 
円
 ヱ
レ
 Z
 し
の
 ト
 ド
 せ
下
円
 （
 
0
 之
 @
:
 （
す
の
 
目
 り
づ
り
一
戸
ロ
 

す
り
 

%
@
0
 
Ⅰ
 
良
 0
 片
 0
0
 良
 ・
い
口
ロ
 

自
 。
㎡
 
-
 
二
ヨ
 せ
 の
 
パ
 で
 り
コ
 
の
 
コ
い
 
り
の
 
0
 ヰ
い
 
い
 -
 
く
い
 
コ
 。
 
コ
 ・
 ワ
自
せ
り
メ
 

で
 り
口
 
0
 コ
 り
 
㏄
の
 
ヨ
い
せ
ヴ
 
0
 目
一
仁
田
 

0
 コ
ダ
ヴ
 二
円
 
片
ゴ
 
0
 目
 @
0
 
Ⅰ
住
の
け
 

い
 コ
ロ
の
片
す
 

ヰ
 
0
 Ⅰ
㏄
 
く
の
 
Ⅰ
 

日
出
 

ポ
 つ
の
 
目
 0
 自
 り
の
 
の
 0
 ヰ
い
 
い
 -
 
セ
 い
ゴ
 
0
 目
 い
 Ⅰ
 
り
目
 0
 円
 二
の
 
り
り
 
の
の
 
い
 Ⅰ
 
せ
ヰ
 
0
 Ⅰ
片
す
の
 

り
 
の
の
 
仁
 Ⅰ
 
い
コ
い
 

の
 0
 Ⅰ
の
の
 

-
 
づ
い
 
ヱ
 0
 コ
 ・Ⅱ
 ，
ゴ
 

㏄
の
Ⅰ
 
0
 の
の
 
-
 
の
内
ゴ
 

㏄
い
の
の
 

仁
 Ⅰ
い
コ
 

い
 
の
・
 
"
 
-
 三
頁
。
 

@
-
 

同
「
教
会
と
余
輩
 他
 」
「
全
集
」
二
三
、
一
九
八
二
年
、
九
 
｜
一
 0
 頁
 。
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華
厳
教
学
の
三
性
説
と
し
て
は
法
蔵
「
五
教
卓
」
の
 
三
 
性
 同
異
義
が
有
名
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
古
く
長
 
尾
 雅
人
博
士
に
よ
る
 

一
｜
一
 

イ
ン
ド
 輪
 加
行
 旅
 三
性
説
の
立
場
か
ら
の
批
判
も
存
 す
 る
 。
長
尾
博
士
の
批
判
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
 
が
 、
「
五
教
卓
」
の
三
性
 
一
 

 
 

 
 
 
 
 
 

説
は
、
 
実
は
イ
ン
ド
 僧
 真
諦
の
伝
え
る
特
殊
な
三
性
説
 に
 
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
従
来
そ
の
点
が
無
視
さ
れ
て
 

一
概
に
三
性
説
の
中
 

 
 

 
 

国
 的
改
変
と
の
み
見
な
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
。
 

  

@ @.@ Ⅰ Ⅰ ひ 

じ 

め 
t= 

      
ド 一 一 一   寛 諸行Ⅴ 
V   性義 と と 三 

華厳教 三性 説の 展 ・伝 湘 する。 し、有 性」と 

義イ 

  
      
す 厳律興三「 
る 教 さ の 蛆解 

。 学れ 無性三 

華
厳
の
三
性
説
 

「
 
行
 一
一
性
」
と
「
 

蟹
 一
一
性
」
 



仮 性 る 土 俵 立 で イ 説 い   
れ が 、 が ・ 

  長 吏 
、 は 三 輪 め 開 に 法蔵 た真 真実分別 自然 生魚 分別 離言 住は 句千 仁千 真 に 一 一 " を、 

実性， l 生生性， @ 生の安派 諦 百 行 室     （諦の姉 にすぎ 真実で 正調、 であり が非存 の否定 実 は、 ・枯魚 の三 の 一 % 勤 
体 性 あ 三 諦 説 二   

入 れ 以 の 妄 唯 非 く 諦 
    

安 上 相 巳 訳 の 展 
すべ る上嵩軟調 べ 、 定 をの 刮目 ヲ 輻 
き き 依 一 堂 そ 走 工諦 す 貫 を 

純 真 也 で け れ と る 無 し 見 
さ が ， 性 た せ 

対 のでもる心太 実性あ ると ね 、 論 構 て 
真 あ 実 の 識 同 て 中 』 吐 迫 い 

実 る は に を で い で 巻 め る 
る も 上   

ち 以 す 非 あり、 は、 。しか 存在し 相違 指す。 に 下 
により @ 三一 特徴的 説 青 め 凡夫 安立ぇし るに よ、 る。 但し 二 な 概 き " 百汗ヨ ノ又 

諦 三 の 真 其 の   の 説 明 孝 
の 性 で 諸 諸 芸 す @-/ ま一 ， ヰ す に 

  お の 無 執 二 は宏 ある は依 の生   
佳 士 。 他 無 う ハ一 セ壷 こ性真 る 。 て 
の 諸 分 性 性 ち 。 を 諦 @@ 丁ひ @ 
み で 別 を は に 
で あ 性 " " の の 安立 三一 真如 

あ る が 分 依 み 諦 と ， @ 
智俄 

り た 減 刑 也 有 と 見 説 
は な は 主我 

  ， " めす " れとの 性性す る す 
ミ五 ， @  - 湘 

0 頁 は ぃ 不 、 
三 笑 依 ぅ 生 井   
っ 佐 伯 他 を 存 現 で に 

は と 性 に 指 在 さ あ ち 
法蔵 

と 

一 て も 依 し の れ る 一 続 
た 。 @   実体 滅し体で る性 、法 直 ，、 ョ 一 に 華 

あ 語 、 と 相 を 厳 
つ に こ 定 唯 指     
て よ の 義 認 す     

、 り 二 す の 。     

  
三 下 た 

， 性 の 『 
」 論 五 葦 受 教 を 若に 

け よ 一 
て っ が 

考 て 多 
案 も く 

さ確智 れか 俺 
た め の 
も ら 説 
め れ に 

で る 基 
も が づ 

あ 、 き 

つ 一 
て 方 法 

、 で 蔵 

そ 、 の 

独創 うし 三性 

た 同 は 
経 典 三 
律 義 性 
を は 同 踏 まふ 異生裁知日 

え ずが 嚴の み 
に 用 で 
  ぃ あ 

様 る る 

@=  真 こ 

法 諦 と 

蔵 訳 は 
の 三   

独 性 従 
創 説 来   
み 解 定 
る 称 説 

の 法 で 
は 「 あ 

竹二 適切 一 
で 性 そ 
な 」 れ 

  

  



（
大
正
四
五
・
五
四
七
 b
-
 

 
 

に
 通
達
す
る
な
り
」
と
。
明
ら
か
に
知
る
 、
 
識
に
達
す
 ろ
 は
 、
 
即
ち
 足
 れ
真
に
非
ず
と
。
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

-
 大
正
三
一
・
二
 
O
 八
 c
-
 
を
 指
す
。
一
切
が
 識
す
 旨
さ
 こ
の
み
と
知
る
だ
け
で
は
、
 

(
 

 
  

 

櫛
 

ま
だ
「
 俗
 」
に
通
達
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
 塵
 と
し
 て
 顕
現
し
て
い
る
識
の
無
所
有
を
知
る
こ
と
こ
そ
、
「
 真
 」
に
通
達
す
る
こ
と
だ
と
 

一
の
真
実
無
性
と
さ
れ
る
。
 

真
実
無
性
は
、
諸
法
が
相
無
性
・
 
生
 無
性
と
し
て
は
 沖
 一
 す
す
 ゴ
ぎ
 巴
で
あ
り
、
分
別
性
・
低
地
性
と
し
て
は
 育
子
 ゴ
卸
づ
 
巴
で
あ
 

 
 

る
こ
と
か
ら
、
有
性
に
非
ず
無
性
に
非
ざ
る
無
性
性
 

ぎ
仔
 召
し
 ゴ
ひ
 
せ
口
（
 
と
 
と
さ
れ
、
更
に
無
性
を
性
と
な
 
す
 無
性
性
と
さ
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
つ
ま
り
真
諦
の
三
性
説
は
、
有
性
一
分
別
性
・
 依
 他
 性
一
と
無
性
（
 相
 無
性
，
 生
 無
性
一
と
を
 二
辺
 と
し
 、
そ
の
 二
 辺
を
離
れ
た
 

真
実
無
性
を
究
 寛
 と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
三
性
説
は
 、
 有
と
無
の
二
辺
を
離
れ
る
と
い
う
、
 中
道
あ
る
い
は
空
の
伝
統
的
な
解
釈
そ
の
も
の
で
あ
る
 
が
 、
 楡
伽
 行
 旅
 的
と
 

い
う
 よ
り
も
著
し
く
中
観
派
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
 楡
 伽
 行
旅
に
お
い
て
は
、
有
を
離
れ
る
と
い
う
の
は
通
計
 前
報
性
の
有
を
離
れ
る
 

こ
と
で
あ
り
、
低
地
 起
 性
の
有
は
離
れ
る
べ
き
も
の
で
 は
な
い
。
し
か
る
に
真
諦
に
お
い
て
は
、
低
地
 起
性
の
 育
 ま
で
も
が
離
れ
る
べ
 

き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
真
諦
に
お
い
て
は
、
低
地
 性
 は
 、
分
別
性
と
い
う
他
に
依
る
性
と
定
義
さ
れ
る
が
ご
 
と
く
、
分
別
性
一
遍
 計
 

所
 敵
性
一
と
不
可
分
の
、
あ
り
 ぅ
 べ
か
ら
ざ
る
非
存
在
 で
あ
る
。
真
諦
は
「
中
論
」
の
一
部
を
翻
訳
し
た
と
も
 伝
え
ら
れ
、
 
楡
伽
 行
 旅
 

で
あ
り
な
が
ら
も
強
 い
 中
観
派
的
傾
向
を
有
す
る
人
で
 あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 

さ
て
 智
傭
 
「
 孔
 自
立
 量
 
唯
識
章
の
結
論
部
は
、
「
第
十
 に
 、
第
一
義
無
性
性
に
帰
成
す
」
と
題
さ
れ
る
。
「
第
一
 義
 無
性
性
」
と
は
、
 

罵
紐
日
 群
口
口
ら
ぎ
 召
 洋
ゴ
 ひ
 せ
口
（
 
ひ
の
 直
訳
で
あ
り
、
 
真
 実
 無
性
無
住
 皓
 
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
次
の
よ
 う
に
あ
る
。
 

復
た
コ
 哩
の
文
に
依
る
に
、
「
塵
の
無
所
有
を
知
る
 
は
、
足
 れ
真
に
通
達
す
る
な
り
。
 唯
だ
 識
の
み
あ
り
と
 知
る
は
 、
足
 れ
倍
 



@   
智
 嚴
の
著
作
に
は
、
三
性
の
後
に
三
無
性
を
明
か
す
の
 
は
 
「
 
解
 」
に
約
し
、
 三
 性
の
後
に
直
接
無
性
を
明
か
し
 て
 真
実
性
を
舌
口
わ
な
 

の
は
「
 行
 」
に
約
す
、
と
い
う
説
が
し
ば
し
ば
見
受
け
 
ら
れ
る
。
「
五
十
 要
問
 朱
三
三
性
 三
 無
性
義
 に
、
 次
の
 

よ
う
に
あ
る
。
 

若
し
「
 解
 」
と
「
 行
 」
と
に
対
し
、
三
性
を
用
ひ
な
ば
 、
三
性
を
印
す
の
後
に
 、
 別
に
三
無
性
を
明
す
 、
此
れ
 は
 
「
 
解
 」
に
約
し
 

て
 明
す
。
若
し
二
性
の
後
に
 、
 則
ち
無
性
を
弁
じ
て
、
 更
に
真
実
性
を
会
さ
ざ
れ
ば
、
 此
 れ
は
「
 行
 」
に
約
し
 て
 説
く
。
是
く
の
 

一
大
正
四
五
・
五
二
四
 

b
 一
 

如
く
準
じ
て
知
れ
。
 

こ
の
「
 解
 」
「
 行
 」
の
区
別
に
つ
い
て
、
 智
嚴
 
「
 
摂
大
 乗
 無
性
釈
論
所
」
 俺
如
 
「
秋
華
厳
教
分
詞
円
通
 

紗
 」
 巻
 六
所
 已
 
に
 、
 次
の
よ
う
 

あ
る
。
 

冨
一
 
性
疏
 」
に
 云
く
 。
 

三
に
 、
三
性
の
法
門
の
不
同
を
明
す
と
は
、
 
二
 あ
り
。
 初
 門
の
不
同
は
、
「
 摂
払
 哩
を
引
き
て
、
二
義
の
不
同
 を
弁
ず
 。
 

初
 門
の
不
同
と
は
、
 此
 れ
に
二
義
あ
り
。
 

一
に
は
、
「
 
行
 」
に
約
し
て
、
三
性
を
弁
 ず
 。
 

三
智
傭
の
三
性
説
 

い
う
 。
こ
の
 宣宜
 諦
の
考
え
は
、
 
識
 す
な
わ
ち
低
地
 起
性
 を
無
 と
し
な
い
イ
ン
ド
 輪
伽
行
 沢
本
来
の
三
性
説
と
は
 相
違
す
る
が
、
 
智
嚴
は
 

 
 

 
 

 
 

真
諦
の
側
に
与
す
る
の
で
あ
る
。
義
湘
・
法
蔵
も
同
様
 
で
あ
り
、
華
厳
教
学
は
 、
 
識
の
勝
義
無
を
説
く
中
観
派
 に
 
同
ず
る
こ
と
と
な
っ
 

 
 

 
 

 
 
 
 

た
 。
こ
う
し
た
華
厳
教
学
の
疑
似
中
観
派
的
性
格
は
 、
 
明
ら
か
に
真
諦
に
 よ
 り
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 

従
来
の
研
究
者
が
 、
こ
 

の
点
を
意
識
し
て
き
た
と
は
舌
ロ
 
い
 難
い
。
 



一
大
正
三
一
，
一
二
一
 b
-
 

と
説
褐
 す
る
の
を
指
す
。
こ
れ
は
三
性
の
次
に
三
無
性
 を
 明
す
も
の
で
あ
る
。
 

次
に
「
 行
 三
性
」
と
は
、
麻
知
人
 勝
 相
 見
が
 、
見
道
の
 説
明
に
お
い
て
、
所
分
別
た
る
名
と
義
と
査
公
 
諦
訳
で
 は
と
も
に
分
別
性
）
 

 
 
 
  
 

性
説
 

 
 
 
 

三
の
無
と
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
 能
 分
別
（
 依
 他
世
 
の
 無
を
言
っ
た
上
で
、
 

 
 

 
 

 
 

厳
 

此
 れ
よ
り
実
智
を
生
ず
。
塵
を
離
れ
て
分
別
の
三
あ
る
 も
、
 

若
し
其
の
非
有
な
る
を
見
れ
ば
、
 三
 
無
性
に
入
る
 こ
と
を
 得
 。
 

華
 

一
 
3
 一
 

自
と
 何
と
の
非
有
と
、
自
体
の
不
住
と
に
由
る
が
故
に
 、
 取
の
如
く
に
は
有
な
ら
ざ
る
が
故
に
、
三
性
は
無
性
 
を
 成
ず
。
 

 
 

性
 Ⅱ」
 

ま
 

き
、
 

二
 に
は
、
「
 
解
 」
に
約
し
て
、
三
性
を
明
す
。
 

「
 
行
 三
性
」
と
は
、
第
三
勝
相
の
中
の
如
く
 、
 其
の
二
 性
 よ
り
、
無
性
に
入
る
も
の
な
り
。
 足
 れ
を
広
く
釈
す
 る
こ
と
、
彼
の
如
 

 
 

二
に
 「
 
解
 三
性
」
を
明
さ
ば
、
第
二
勝
相
の
如
く
 
、
広
 く
 三
性
を
弁
ぜ
る
後
、
無
性
を
得
る
も
の
な
り
。
 
是
 れ
は
三
型
の
如
 

 
 

三
性
は
 、
只
だ
足
 れ
一
法
に
し
て
、
更
に
異
な
る
こ
と
 
な
し
。
方
に
 但
だ
 事
の
異
な
る
こ
と
に
約
す
る
の
み
 
に
し
て
、
 別
相
 な
 

 
 

一
麗
蔵
四
セ
 
，
三
一
八
 
a
-
 

の
 文
に
よ
っ
て
、
「
 行
 」
に
約
す
「
 行
 三
性
」
が
 、
真
 諸
 訳
「
摂
大
乗
論
」
の
第
三
店
知
人
 
勝
 相
 見
に
 、
「
 解
 」
に
約
す
「
 解
 三
一
 

が
 、
第
二
応
知
勝
相
 見
 に
よ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
 @
 
ヰ
 
@
 
ハ
 
り
 
。
 

ず
 
「
 
解
 三
性
」
と
は
、
麻
知
勝
 相
品
が
 、
「
 毘
仏
 路
径
 」
「
 娑
 羅
門
間
縄
」
「
阿
毘
達
磨
修
多
羅
」
ほ
か
の
経
を
 引
い
て
三
性
を
説
 

そ
の
後
で
、
 



 
 

 
 

こ
れ
ら
三
性
説
は
、
 
智
傲
の
 
「
華
厳
経
」
解
釈
に
お
い
 
て
 重
大
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
真
諦
 訳
 
「
摂
大
乗
論
 釈
 」
春
木
 は
、
 

先
の
 

-
 
大
正
三
一
・
一
二
四
 
a
 一
 

と
説
喝
 す
る
の
を
指
す
二
分
別
の
三
」
と
は
、
 
名
 ・
 自
 性
 ・
差
別
を
分
別
す
る
こ
と
）
。
こ
の
際
、
た
し
か
に
 真
実
性
は
言
わ
れ
て
お
 

ら
ず
、
分
別
性
 と
 低
地
性
と
を
 無
と
 見
る
こ
と
に
よ
っ
 て
 、
直
接
 三
 無
性
に
入
っ
て
い
る
。
 

「
 
解
 三
性
」
が
、
三
性
の
理
論
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
 行
 三
性
」
は
、
三
性
の
実
践
で
あ
る
。
 三
 無
性
は
、
凡
夫
 に
も
内
在
す
る
真
如
 

 
 

凡
夫
に
三
無
性
が
備
わ
る
こ
と
は
、
理
論
た
る
「
 解
三
 性
 」
に
よ
り
知
ら
れ
る
 

が
 、
実
際
に
顕
在
化
す
る
の
は
、
実
践
た
る
「
 
行
 三
性
 」
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
上
述
の
ご
と
く
、
「
 行
三
 性
 」
は
初
地
見
道
に
お
 

い
 て
行
さ
れ
る
が
、
十
地
品
を
釈
す
る
 智
嚴
 
「
華
厳
経
 
捜
 支
証
」
養
三
下
に
 、
 次
の
よ
う
に
あ
る
。
 

実
 境
を
遣
り
て
滅
す
る
時
、
即
ち
一
分
の
空
無
相
性
を
 得
 。
無
相
現
ず
る
が
故
に
、
唯
識
の
想
も
境
も
 、
 並
び
 に
 生
ぜ
ざ
る
を
 、
 

無
性
性
を
得
と
名
づ
く
。
 此
 れ
は
 足
 れ
、
「
 
行
 」
門
の
 唯
識
観
法
な
り
。
若
し
「
 解
 」
を
生
ず
る
に
約
さ
ば
 、
 則
ち
三
性
の
後
に
 、
 

-
 
大
正
三
五
・
六
四
 
c
-
 

無
性
性
を
弁
 ず
 。
 

見
道
前
の
四
尋
思
に
よ
り
、
実
有
の
境
と
い
う
分
別
性
 
を
 減
し
、
無
相
性
を
得
た
時
、
分
別
性
に
依
る
と
こ
ろ
 
の
 、
唯
識
と
い
う
 依
 

他
 性
も
同
時
に
滅
し
、
 
釜
 一
生
性
を
得
、
）
こ
こ
に
無
性
 
性
 つ
ま
り
真
実
無
性
が
得
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
真
 
実
性
は
言
わ
れ
て
い
な
 

い
 。
真
実
性
は
、
理
論
に
お
い
て
、
 @
 語
で
安
正
さ
れ
 た
 真
実
で
あ
る
が
、
実
践
に
お
い
て
は
 @
 語
を
離
れ
、
 真
実
を
非
 安
立
 の
ま
ま
 

に
 知
る
た
め
、
真
実
性
は
立
て
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
こ
れ
が
「
 行
 」
門
の
唯
識
観
法
で
あ
り
、
「
 行
 三
性
」
で
 あ
る
。
「
 解
 」
を
生
ず
 

る
に
約
さ
ば
三
性
の
後
に
無
性
性
を
弁
 
ず
 、
と
あ
る
の
 は
 、
「
 
解
 三
性
」
で
あ
る
。
「
 行
 三
性
」
「
 
解
 三
性
」
と
 も
、
 先
の
説
明
に
等
し
   



自
体
本
来
空
た
り
、
 

有
 ・
不
二
・
不
尽
た
り
、
諸
の
趣
 を
 遠
離
し
、
 

混
 架
の
相
に
等
 回
 た
り
、
初
に
非
ず
中
に
 も
 後
に
も
非
ず
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

言
詞
の
所
説
に
非
ず
、
三
世
を
出
過
し
、
 某
 の
相
は
虚
空
の
如
し
。
五
 

 
 

-
 
幸
木
正
一
一
 
-
 
ハ
 ・
一
一
一
一
一
一
一
 

a
-
 

 
 

 
 

 
 

 
 

輔
に
 依る
。
 
智
嚴
 は
こ
の
褐
を
真
実
無
性
を
明
し
た
 
も
の
と
見
た
の
で
あ
る
。
 

  」 
と 

「
取
の
如
く
に
は
有
な
ら
ざ
る
」
大
乗
の
無
性
 

し
 、
「
取
の
如
く
に
は
有
な
ら
ざ
る
」
に
つ
い
て
次
の
 よ
 う
 に
述
べ
る
。
 

三
 に
は
「
取
の
如
く
に
は
有
な
ら
ざ
る
」
 等
 な
り
。
 彼
 0
 本
 識
 の
 法
 無
我
の
理
に
約
す
。
三
性
の
不
 有
 、
其
の
 無
性
を
成
ず
。
 自
 

体
 定
め
て
 自
 と
し
て
非
有
・
 ロ
 ・
不
二
・
不
尽
に
し
て
 、
 諸
の
分
別
を
離
れ
た
る
に
由
る
が
故
に
、
 聞
 ・
 ポ
 ・
 修
と
 地
上
朝
生
害
 

一
大
正
四
五
・
五
二
四
 

b
 一
 

意
識
 智
 と
の
所
縁
の
境
界
に
非
ざ
る
が
故
に
、
無
性
と
 名
 づ
く
。
 

「
自
体
定
め
て
 自
 と
し
て
非
有
・
 ロ
 ・
不
二
・
不
尽
」
で
 あ
る
と
は
、
真
実
無
性
が
、
有
性
に
非
ず
無
性
に
非
 
ざ
る
無
性
性
で
あ
る
 

と
を
指
す
。
而
し
て
こ
の
表
現
は
、
「
十
地
経
論
 ヒ
初
 地
 の
 経
喝
 、
 

「
 
体
 」
の
非
有
・
「
自
体
の
不
住
」
「
成
美
込
型
・
 

大
 乗
の
無
性
 

「
 
解
 三
性
」
の
 褐
、
 

自
と
 何
と
の
非
有
と
、
自
体
の
不
住
と
に
由
る
が
故
に
 

に
は
有
な
ら
ざ
る
が
故
に
 、
 

の
う
ち
、
「
 
自
 」
の
非
有
・
「
 体
 」
の
非
有
・
「
自
体
の
不
 住
 」
を
大
小
乗
の
無
性
と
し
、
「
取
の
如
く
に
 

の
 無
性
と
す
る
。
 智
俄
 
「
五
十
 要
 問
答
 ヒ
 三
性
 三
 無
性
 義
は
 、
こ
れ
を
改
め
、
 

一
 
4
-
 

大
小
乗
・
「
成
実
論
 ヒ
の
 無
性
 

「
 
自
 」
の
非
有
 

三
性
は
無
性
を
成
ず
。
 

@
 正
三
一
・
一
二
一
 b
-
 

は
 有
な
ら
ざ
る
」
の
み
を
大
乗
 



分
別
性
の
分
別
性
①
…
所
収
の
 塵
 

「
 聞
 
・
 思
 
・
 修
と
 地
上
部
 生
 善
意
識
 智
 と
の
所
縁
の
境
 界
 に
非
ざ
る
」
も
、
「
十
地
経
ぬ
型
の
論
文
、
 

此
の
褐
、
 
思
慧
と
 及
び
邦
生
 智
 と
の
 足
 れ
則
ち
 可
 説
に
 し
て
、
此
の
智
の
彼
の
境
界
に
非
ざ
る
こ
と
を
示
現
す
 
 
 

（
大
正
一
一
 

-
 
ハ
 ・
 一
 三
三
 b
-
 

に
 依
る
。
 聞
 ・
 思
 
・
修
の
三
慧
は
加
行
 智
 、
地
上
鞍
 生
 善
意
識
智
は
後
得
智
で
あ
り
、
「
此
の
智
」
、
す
な
わ
ち
 初
地
に
非
 安
立
諦
 真
如
 

責
譲
 訳
 で
は
 三
 無
性
Ⅰ
真
実
無
性
）
を
証
す
る
根
本
 佃
 一
分
別
 智
 と
は
異
な
る
の
で
あ
る
（
唯
識
に
お
い
て
は
 根
本
無
分
別
智
は
修
慧
 

で
あ
り
、
「
十
地
経
ぬ
型
の
文
も
そ
 う
 解
す
る
べ
き
で
あ
 る
が
、
華
厳
教
学
で
は
根
本
無
分
別
智
と
修
慧
と
を
 区
別
す
る
の
で
あ
る
㍉
 

先
に
も
触
れ
た
、
「
 
孔
 自
立
 量
 
唯
識
 章
の
 
「
第
十
に
 、
ぬ
 巴
義
 無
性
性
に
帰
成
す
」
に
 、
 

諸
法
は
非
有
に
し
て
、
唯
一
の
真
如
な
り
、
無
我
の
実
 
性
き
 、
以
て
究
 寛
と
 為
す
、
と
は
、
 
此
 れ
は
 足
 れ
、
一
一
 
一
乗
の
義
な
り
。
 

-
 
大
正
四
五
・
五
四
セ
 c
-
 

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
諸
法
を
「
非
有
」
と
し
、
「
非
有
・
 有
 ・
不
二
・
不
尽
」
な
る
無
性
性
と
し
な
い
者
を
 、
一
 二
乗
と
し
た
の
で
士
の
る
。
 

智
 倣
は
無
性
性
つ
ま
り
真
実
無
性
を
、
十
地
品
の
所
説
 
と
し
て
、
華
厳
一
乗
に
含
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
こ
 の
こ
と
は
、
義
湘
・
 
法
 

蔵
の
著
作
に
よ
っ
て
 、
 更
に
明
ら
か
と
な
る
。
 

以
上
は
真
如
た
る
 三
 無
性
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
 
最
 後
に
三
性
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
 
智
嚴
 
「
 
摂
 大
乗
無
性
釈
論
 疏
 」
 

一
切
 
如
 
「
 
秋
 華
厳
教
分
詞
円
通
 妙
 L
 巻
 八
所
 引
 。
 麗
蔵
 四
セ
・
三
一
 
三
 a
 ）
は
、
三
性
の
そ
れ
ぞ
れ
に
二
つ
の
三
性
が
あ
 
る
と
い
う
。
整
理
し
て
 

示
せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 

  



華厳の三性説 

依 依 依   
性 性 性   
真 依 分 
実 地 別 
， 性 性 性 
②②②   
本 本 本   
小 功 功 

真 能 能 
如 が が 

因 諸 
縁 法 
に を 

繋 執 
属 キ手   
て て 
い 各 
る 成 
こ 就 
と せ 

  
め 
雑 
舌し 

せ 
ざ 
る     
と 

低
地
性
の
分
別
性
①
…
 反
 異
し
て
 根
 ・
 塵
 ・
我
に
似
た
 相
 、
未
だ
反
せ
ざ
る
種
子
 

低
地
性
の
低
地
 性
 ①
…
 本
 識
の
能
く
相
見
の
種
子
を
成
 ず
る
功
能
 

低
地
性
の
真
実
性
①
・
・
・
研
治
の
無
相
、
能
治
の
不
生
 

分
別
性
の
分
別
性
②
…
 境
 ・
・
・
実
の
根
・
 

塵
 あ
り
と
 妄
見
  
 

智
 …
実
を
執
す
る
、
 
小
 

分
別
性
の
依
 他
性
 ②
…
 境
 …
 根
 ・
 塵
 ・
我
に
似
た
相
 

智
 …
似
を
執
す
る
 心
 

分
別
性
の
真
実
性
②
…
 境
 …
有
漏
 浄
 品
の
意
識
が
反
 じ
 て
 大
乗
の
法
義
等
に
似
た
も
の
 

智
 …
法
義
を
執
す
る
 心
 

分
別
性
の
依
 他
性
 ①
・
・
・
六
七
 

識
 た
る
能
取
の
 心
 

分
別
性
の
真
実
性
①
・
・
・
 

所
 取
の
無
相
、
能
取
の
不
生
 

  



こ
れ
ら
は
イ
ン
ド
 輪
 加
行
折
本
来
の
三
性
説
と
較
べ
て
 奇
異
の
感
を
免
が
れ
ず
、
ま
た
真
諦
の
三
性
説
そ
の
も
 
の
と
比
べ
て
も
 

が
あ
る
が
、
当
時
の
摂
論
宗
の
解
釈
に
依
る
の
で
あ
ろ
 う
 。
こ
れ
に
似
た
解
釈
は
、
 

敦
但
 出
土
の
「
摂
大
乗
論
 」
注
釈
 書
 の
う
ち
 

見
ら
れ
る
し
、
分
別
性
の
中
の
二
つ
の
三
性
が
、
 智
傭
 の
 師
で
あ
る
 摂
論
 々
不
の
法
 
営
め
 
「
摂
大
乗
論
 疏
 」
に
よ
 る
こ
と
は
、
 
均
如
 

摘
 し
て
い
る
。
 

概
し
て
問
題
な
の
は
分
別
性
の
解
釈
で
あ
る
。
 

ま
ず
分
別
性
の
中
の
二
つ
の
三
性
は
、
凡
夫
の
心
 
識
が
 、
能
取
・
所
 収
 の
 二
辺
 に
分
別
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
こ
と
を
指
す
。
 

は
 、
真
諦
 訳
 
「
中
辺
分
別
 %
 型
の
褐
 、
 

一
 
@
i
-
 

塵
 ・
 根
 ・
 我
 お
よ
び
 識
 、
本
識
は
彼
に
似
て
生
ず
 、
但
 だ
 識
の
み
有
り
て
 彼
 な
し
、
 彼
 な
き
が
故
に
識
も
な
し
  
 

一
大
正
三
一
・
四
五
一
 

問
題
 

に
も
 

が
 ヒ
日
ヰ
ナ
 

こ
れ
 

b
-
 

真
実
性
の
分
別
性
②
…
 浄
 識
の
上
の
菩
提
 浬
磐
等
 の
 法
 0
 所
持
 

真
実
性
の
依
個
性
②
…
 能
 持
の
識
の
功
能
 

真
実
性
の
真
実
性
②
・
・
・
所
持
の
無
相
、
能
持
の
不
生
 

  
相 

真
実
性
の
分
別
性
①
…
 無
流
 の
 浄
 意
識
中
の
初
地
以
上
 の
 加
行
と
後
 待
 と
の
浄
土
の
所
縁
の
塵
 

真
実
性
の
依
個
性
①
・
・
・
熊
取
の
 

心
 

真
実
性
の
真
実
性
①
・
・
・
 

所
 取
の
塵
の
無
相
、
能
取
の
 心
 の
 不
生
 

  



を
 踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
 

塵
 ・
根
は
所
収
、
我
 
宙
弔
 セ
識
 ）
・
誠
一
所
六
識
 
一
は
熊
 取
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
 分
別
さ
れ
た
も
の
と
し
 

て
は
存
在
し
な
い
た
め
、
「
 彼
 な
し
」
と
舌
口
わ
れ
る
。
 智
 倣
 お
そ
れ
に
よ
り
、
能
取
・
 所
 取
を
分
別
性
と
す
る
 が
 、
し
か
る
に
一
方
で
、
 

低
地
性
の
中
の
三
性
 や
 、
真
実
性
の
中
の
三
性
に
お
 い
 て
は
、
所
収
と
し
て
分
別
さ
れ
る
以
前
の
塵
・
 根
 そ
の
 も
の
を
も
、
分
別
性
 と
 

し
て
い
る
。
イ
ン
ド
 楡
伽
 行
 旅
 本
来
の
三
性
説
に
お
い
 て
は
、
分
別
性
は
、
凡
夫
の
妄
執
の
う
ち
に
の
み
 在
 す
 る
 実
体
で
あ
っ
て
 、
妄
 

執
を
受
け
る
 塵
 
・
根
な
ど
は
、
あ
く
ま
で
低
地
性
で
あ
 る
 。
 智
廠
 も
ま
た
、
「
分
別
性
の
分
別
性
②
」
に
お
い
 て
は
、
実
体
と
し
て
 妄
 

執
 さ
れ
た
 塵
 
・
根
を
分
別
性
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
 以
 外
で
は
、
妄
執
さ
れ
る
以
前
の
塵
・
 根
 そ
の
も
の
を
も
 、
分
別
性
と
見
な
す
の
 

で
あ
る
。
 
智
嚴
は
 、
 塵
 
・
 根
 す
な
わ
ち
識
の
相
公
を
 、
 一
貫
し
て
分
別
性
と
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
 た
 考
え
は
、
イ
ン
ド
 楡
 

伽
 行
旅
本
来
の
考
え
と
異
な
り
、
真
諦
 訳
 
「
摂
大
乗
論
 釈
 」
巻
立
 が
 、
「
識
を
以
っ
て
分
別
性
と
為
さ
ず
」
 

夫
 正
三
一
・
一
八
二
 a
-
 と
、
 

分
別
さ
れ
る
以
前
の
識
を
依
 他
 性
と
す
る
の
と
も
、
 

相
 達
 す
る
も
の
で
あ
る
。
 

次
に
江
目
さ
れ
る
の
が
、
分
別
の
作
用
、
す
な
わ
ち
 
実
 を
 執
す
る
心
、
似
を
執
す
る
 り
 、
法
義
を
執
す
る
心
な
 ど
を
、
分
別
性
と
し
 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
真
諦
誠
三
無
性
論
 

ヒ
巻
上
に
、
「
此
の
分
別
性
の
差
別
に
六
種
あ
り
。
 一
 に
は
自
性
分
別
な
り
…
」
 

一
大
正
三
一
と
あ
る
の
に
拠
る
が
、
同
論
の
 
異
訳
 た
る
 玄
 英
訳
「
顕
揚
聖
教
 ぬ
遡
成
 無
性
 見
 に
は
、
 「
何
ら
を
名
づ
け
て
 
六
 

種
通
 計
 と
 為
す
や
。
一
に
は
自
性
通
計
な
り
…
」
天
正
 
三
一
・
五
五
八
 a
-
 と
あ
り
、
こ
れ
は
 心
 誠
一
俵
 他
起
性
 一
の
、
 能
 分
別
一
能
 遍
 

計
一
の
作
用
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
分
別
性
一
遍
 
計
所
執
 桂
一
の
こ
と
で
は
な
い
 
一
 
こ
の
こ
と
は
、
「
顕
揚
聖
教
 込
型
 成
 無
性
 品
 に
対
応
 

 
 

ぬ
 真
実
義
品
の
梵
文
か
ら
も
，
 

，
 
す
る
「
 楡
伽
師
 拙
論
 ヒ
 

確
か
め
ら
れ
る
 一
 
。
 智
嚴
 は
こ
の
違
い
を
区
別
し
な
か
 っ
 た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

う
し
た
解
釈
を
採
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
玄
英
訳
 
の
 三
性
説
に
、
興
味
を
示
さ
な
 

櫛
 

か
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
。
 

智
 傲
の
分
別
性
の
解
 釈
は
 、
法
蔵
「
五
教
 章
ヒ
 に
お
い
て
全
く
破
棄
さ
れ
、
 

伐
 っ
て
 玄
 英
訳
の
通
計
 所
執
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三焦 なかっ り 他性 は 無性全 

め て 述 外 、 以 あ 
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であり、 」とな」て、「 一 を指し 

  
国央 乞 

  
尚   の 一一 宣 「 が   
有る 以外に月 処 一一 こ @ Ⅱ             
と     

者 べ た 」 

  
然 有 で 「 の に て 

一 = 」   
一 体、 性あ ろ三 行 無 ， ・ 、 、 益 ， 。 、 、 な   

四 

義 
湘 
の       
Ⅱ ヒ丑姉 

説 

性
 が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
法
蔵
の
ほ
う
が
、
 玄
 英
訳
 の
 三
性
説
を
は
る
か
に
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
（
後
 述
 -
 。
 

 
 

 
 



華厳の三・性説 

と
し
て
、
三
性
で
も
 三
 無
性
で
も
あ
る
よ
う
な
無
性
性
 
の
 状
態
を
、
「
 行
 三
性
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

「
華
厳
一
乗
法
界
 図
 」
に
 、
 次
の
よ
う
に
あ
る
。
 

通
 計
 と
 無
相
、
依
 他
と
 無
生
、
真
実
と
無
性
の
、
三
種
 0
 目
性
は
 、
 常
に
中
道
に
在
り
。
三
浩
以
外
に
 、
 更
に
 証
も
教
も
な
し
。
 

足
 れ
故
に
 、
 当
に
知
る
べ
し
、
 
一
 へ
に
無
分
別
な
り
と
  
 

一
大
正
四
五
・
七
一
三
 

a
b
-
 

三
性
と
三
無
性
と
は
、
「
常
に
中
道
に
在
り
」
、
「
 
一
へ
 に
 無
分
別
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
 
、
 三
性
と
三
無
性
と
の
 

津
 恭
一
体
な
る
状
況
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
佳
日
 
す
べ
き
な
の
が
、
「
華
厳
一
乗
法
界
 図
 」
が
「
一
乗
 如
 実
教
門
」
と
す
る
別
の
 

一
文
、
 

理
と
 事
は
冥
 然
 と
し
て
、
 一
 へ
に
無
分
別
な
り
。
 体
と
 用
 と
は
円
融
 し
、
 常
に
中
道
に
在
り
。
白
の
事
以
外
に
 、
何
処
に
か
理
を
 

待
ん
。
 

一
大
正
四
五
・
七
一
四
 

b
-
 

で
あ
る
。
 理
と
 事
が
「
常
に
中
道
に
在
り
」
「
 一
 へ
に
 無
 一
分
別
な
り
」
と
さ
れ
る
こ
の
文
は
、
三
性
と
三
無
性
 と
が
「
常
に
中
道
に
在
 

り
 」
「
 一
 へ
に
無
分
別
」
で
あ
る
と
い
う
先
の
文
に
 
、
 そ
の
ま
ま
対
応
す
る
。
実
際
に
、
「
華
厳
一
乗
法
界
 
図
 」
は
、
三
性
を
、
「
 性
 

（
 
情
 こ
に
 随
 ひ
て
事
を
説
く
」
も
の
と
、
 三
 無
性
を
 、
 「
智
に
 随
 ひ
て
理
を
顕
す
」
も
の
と
し
て
、
三
性
を
事
 
、
 三
 無
性
を
理
と
は
 

つ
 き
り
述
べ
て
い
る
一
大
正
四
五
・
七
一
三
 
b
 ス
 
こ
の
こ
 と
は
、
 智
嚴
 
「
五
十
 
要
 問
答
」
三
性
 三
 無
性
 義
 に
よ
っ
 て
も
確
認
で
き
る
。
 智
 

嚴
は
 、
「
経
論
に
弁
ず
る
と
こ
ろ
の
三
性
・
 三
 無
性
の
里
 一
相
は
云
 
何
に
」
と
自
問
し
、
「
其
の
解
・
 待
 と
理
・
 事
 と
教
 ・
 義
 と
の
介
音
 の
 

同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
」
た
め
だ
と
自
答
す
る
が
 
、
こ
の
う
ち
 解
 ・
行
は
「
 解
 三
性
」
「
 
行
 三
性
」
、
 理
 ・
 事
は
三
無
性
・
三
性
、
 

教
 ・
義
は
三
性
・
 三
 無
性
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
 
夫
 正
 四
五
・
五
二
四
 
b
 一
 
。
よ
っ
て
、
義
湘
が
 事
 ・
 理
 と
呼
ぶ
 の
は
、
三
性
・
 三
 無
性
 

の
こ
と
で
あ
り
、
 事
 ・
理
が
「
常
に
中
道
に
在
り
」
「
 一
 へ
に
無
分
別
な
り
」
と
い
う
の
は
、
無
性
性
を
指
す
 
こ
と
が
判
る
。
 智
俄
は
   



無
性
性
を
十
地
品
の
所
説
と
し
て
い
た
た
め
、
義
湘
も
 
そ
れ
を
受
け
て
「
一
乗
如
実
教
門
」
の
 説
 と
し
た
の
で
 あ
る
。
 

事
 ・
理
す
な
わ
ち
三
性
・
 三
 無
性
が
 浬
然
 一
体
で
あ
る
 以
上
、
二
一
性
と
い
う
「
三
浩
以
外
に
 、
 更
に
証
も
教
 も
な
」
 く
 、
「
自
の
事
 

以
外
に
、
何
処
に
か
理
を
得
 ん
 」
と
い
う
こ
と
に
な
る
 。
す
な
 む
 ち
、
三
性
・
 三
 無
性
や
事
・
 理
 と
い
っ
た
 相
 射
的
構
造
が
消
滅
し
、
 

三
性
や
事
と
い
う
現
象
が
絶
対
と
な
る
究
極
の
世
界
が
 現
前
す
る
。
後
世
に
い
 う
 事
事
無
 擬
 が
こ
れ
で
あ
り
、
 真
諦
訳
の
三
性
説
が
 、
 

事
事
無
擬
の
理
論
的
根
拠
を
な
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
 
 
 

さ
て
義
湘
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
三
性
を
遍
 計
所
 軟
 性
と
同
類
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 ヨ
 幸
蔵
一
乗
法
界
 図
 」
は
、
「
若
し
実
に
 

約
し
て
説
か
ば
、
三
種
自
性
は
皆
な
 足
 れ
凡
夫
の
境
界
 な
り
」
（
大
正
四
五
・
七
一
三
 

b
-
 と
し
、
 

聖
者
は
遍
 計
 に
随
 ふ
が
 故
に
、
三
性
を
建
立
し
 、
且
く
 窮
 心
を
安
ん
じ
て
、
漸
漸
に
 已
 後
、
三
無
性
を
現
し
、
 夢
人
を
覚
悟
せ
し
 

-
 
大
正
四
五
・
 
セ
 一
 二
 b
 ）
 

む
 。
北
れ
即
ち
、
聖
者
の
大
善
巧
な
り
。
 

と
す
る
。
こ
れ
は
、
真
諦
訳
の
三
性
が
、
舌
口
語
施
設
さ
 
れ
た
安
土
 諦
 で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
性
を
 、
名
 ミ
ロ
 
所
計
 の
も
の
で
あ
る
週
計
 所
 

軟
 性
 と
、
 同
じ
に
見
な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
 、
言
語
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
執
着
 
を
 伴
う
通
計
 所
軟
 性
 と
 

同
類
で
あ
る
か
は
、
疑
問
と
舌
口
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 義
 湘
は
続
け
て
、
 

問
ふ
 。
「
 摂
払
 型
に
言
 ふ
が
 如
き
は
、
 通
 計
前
功
 は
凡
 夫
の
境
界
、
依
 他
と
 真
実
と
は
 聖
 智
の
境
界
な
り
。
何
 故
 、
聖
者
は
遍
 計
 

-
 
大
正
四
五
・
七
一
三
 
b
-
 

に
随
ふ
や
 。
 

と
 問
い
を
発
し
、
 

答
ふ
。
週
計
の
諸
法
は
顛
倒
な
る
が
故
に
有
な
り
。
 
是
 の
 故
に
 、
コ
 哩
に
は
凡
夫
の
境
界
と
 云
ふ
 。
 畢
寛
じ
 て
 空
な
る
が
故
に
 、
 

対
す
可
き
所
な
し
。
是
の
故
に
、
二
型
の
中
に
て
は
 
聖
の
境
界
に
非
ざ
る
も
、
「
空
を
智
る
は
聖
の
境
界
に
 非
ず
」
 、
と
謂
 ふ
に
   



華厳の三性説 

は
 非
ず
。
 

一
大
正
四
五
・
七
一
三
 b
-
 

と
 会
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
「
摂
大
乗
論
 
釈
 」
の
文
言
は
存
在
せ
ず
、
こ
れ
は
「
仏
地
維
 払
鯉
巻
 七
の
 、
 

宝
 型
の
中
に
説
く
が
如
き
は
、
通
計
 
所
執
は
唯
だ
凡
 皆
 の
 境
 、
円
 成
 実
性
は
唯
 だ
 重
曹
の
 境
 、
依
 他
起
性
は
 亦
た
凡
皆
 の
 境
、
 

亦
た
 聖
哲
の
 境
 な
り
。
通
計
 所
 執
は
無
体
な
る
を
 以
っ
 て
の
故
に
 、
 聖
の
所
証
に
非
ず
。
若
し
 爾
 ら
ば
、
 
聖
 皆
 は
一
切
を
知
ら
 

ず
 。
 破
 れ
は
既
に
是
 れ
 無
智
な
り
。
何
を
か
所
知
と
す
 。
若
し
は
、
有
と
為
さ
ば
則
ち
顛
倒
を
成
ず
る
こ
と
を
 
知
り
、
若
し
は
、
 

無
と
 為
さ
ば
則
ち
通
計
 所
執
 自
性
は
な
き
こ
と
を
知
る
 。
心
の
所
現
の
無
は
、
低
地
 起
 の
 摂
 、
真
如
理
の
無
は
 、
 円
成
 実
の
摂
 な
 

り
 。
 足
 れ
故
に
、
聖
哲
 は
 有
と
無
と
を
知
り
て
彼
を
縁
 ぜ
 ず
と
雄
も
、
通
計
 所
執
 自
性
を
境
と
為
す
。
 

@
 
正
 
一
一
山
 

ハ
 ・
了
一
一
一
口
一
 

a
-
 

の
 流
用
で
あ
ろ
う
。
 

家
 型
は
「
 楡
伽
師
 拙
論
」
巻
毛
 十
四
 
%
 
正
三
 

0
.
 

七
 O
 五
 a
 ）
で
あ
る
が
、
義
湘
は
智
 嚴
 ほ
ど
に
は
「
 摂
 大
乗
 

ぬ
型
の
知
識
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
を
「
摂
大
乗
論
 
」
と
取
り
違
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
 
て
 、
義
湘
の
語
録
「
 道
 

身
章
 」
 ヨ
 法
界
国
記
 叢
 随
縁
 L
 若
干
 之
 
一
所
利
一
に
 、
 次
の
 よ
 う
 に
あ
る
。
 

三
性
を
遣
り
て
、
 
三
 無
性
を
弁
ず
る
こ
と
、
南
宗
同
じ
 か
ら
ず
。
 

胎
教
 は
、
但
だ
 通
計
を
遣
る
。
 
又
た
但
だ
所
 執
を
以
て
 、
通
計
 と
 為
す
。
 
能
 執
の
心
は
、
 
依
 他
の
摂
に
属
す
。
 
若
し
 爾
 ら
ば
、
 
三
 

性
を
遣
り
て
 三
 無
性
を
現
す
と
は
、
何
ぞ
や
。
 但
だ
遍
 計
の
中
の
三
性
を
遣
る
の
み
。
い
わ
ゆ
る
、
青
色
等
を
 
許
 し
て
実
と
 謂
ふ
 

を
 、
通
計
の
 通
 計
 と
 為
す
。
 
能
 執
の
心
を
計
し
て
実
と
 為
す
を
、
 

依
 他
の
中
の
遍
 計
と
 為
す
。
若
し
 円
 成
 る
 許
 し
て
実
と
為
さ
 

ば
 、
 円
 成
の
中
の
遍
 計
と
 為
す
。
此
の
宗
は
、
「
 
解
 」
 の
 門
 に
当
 る
 。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経
 教
 は
 、
三
性
を
皆
な
遣
る
。
 

亦
た
能
 計
の
心
も
 、
合
 し
て
通
計
 と
 為
す
。
 
此
 れ
は
「
 行
 」
の
門
に
当
 る
 。
 

 
 

 
 

-
 
大
正
四
五
・
七
五
三
 
b
-
 



(73S; 

ま去 

依 円 蔵 

他成 起案五 『 五 
性 性 教   
        =  蔵 

仮歯性 空 
有 縁 同 二 
    異 Ⅱ 生 

無 ， 性 不義 変 説 ま ｜ 

      
Ⅱ 生 

@   
  
義 
  
あ 
る 

と 

  
ナつ   
旦 
明 
か 

ら 

始 
ま 

る 

義 っ に 中   ま   
独 こ 因 に 性 智 た 円 依 通 二 
待 と し 始 と 嚴 能 成 他 計 性 
の が 、 教 す の 執 突 起 所 が 
0 期 埋 め る 口 の 性 性 執 あ 

智 説 心 の の 性 る 

のら論 とれと 三 性廠 をは 遍遍 のと 
な る 実 を の 、 終 計 計 遍 い 

説 義 数 所 所 計 ぅ   
い 湘 関 三 度 な は 性 性 執 纏 
る は 係 性 け り 遍   

。 智 に 六 て に 高士 る ぃ 纏 所 と   
  あ 桂 心 を ぅ 

と る を を 実 に 
を理解 説の述 性を 一 推 と 美 美 と な   測 さう いととしる しした 。   た た も 

その一生」した、よ ｜ る こ も も の   
  等   智廠 を通 

それは、 計 『 
所 ま襄 

執 大 
， 性 乗 
と 無 
す ，性 
る 釈 
の 論 
は 疏     
  所 

塵 説   そ @ こ 

0 校   
の 簡 
を 略 

通暁しなと一致せ「 摂 大乗 ゑ 遍 で 
ぬ か 冊 呂 - @ 吉士 あ 

胎
教
・
総
裁
と
も
、
三
性
を
遣
っ
て
 三
 
無
性
を
現
す
が
 、
胎
教
で
は
た
だ
通
計
前
報
性
を
遣
る
の
み
で
あ
り
、
 
そ
の
遠
計
 所
軟
 性
 の
 

 
  

 



華厳の三性説 

， @   次 と 

  の 言 法 し唯三ら三る 、 調性で無。 蔵 思下 

          
こ Ⅱ生 し 有 

  

独 

し - 

  
一丁 Ⅰ イ   

がすな 義湘 

上 

の門 
  

， l 主 c 
「華厳 わち 三 一 

す 髄 
  録 」 
      性、 巻 

T   
図 口 つ       之 

  に 」 て 一 一     所 月 : 
        

一 大 一   

    
現す。 な い ・七五 、 し 四九 

て 真 司 縁 

托甘 
  北れ 行一 三 「 一   b を 一   
  



理
無
」
 
三
 無
性
）
に
悟
入
す
る
と
い
う
、
 智
嚴
の
 
「
 行
 三
性
」
に
従
っ
て
い
よ
う
 
一
 但
し
「
 情
有
 」
「
 似
有
 」
 な
く
し
て
 円
成
 実
性
 

「
随
縁
」
も
な
い
た
め
、
実
際
は
「
随
縁
」
も
 無
と
見
 る
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
の
デ
教
 章
ヒ
の
 引
用
を
見
よ
）
  
 

実
際
に
法
蔵
は
、
低
地
 起
住
め
 
「
 似
有
 」
を
 通
 計
前
報
 性
の
 
「
 情
有
 」
と
不
可
分
と
し
て
い
る
。
三
性
同
異
義
 は
 、
周
知
の
よ
う
 

清
 昇
 
-
 中
観
派
）
・
護
法
一
輪
加
行
旅
）
の
空
有
の
論
 争
を
調
停
し
よ
う
と
す
る
。
活
弁
・
護
法
の
論
争
の
焦
 
点
は
 、
勝
義
に
お
い
 

低
地
 起
 性
の
有
を
認
め
る
か
否
か
に
あ
っ
た
。
活
弁
 
は
 そ
れ
を
否
定
し
、
護
法
は
肯
定
す
る
。
そ
し
て
法
蔵
 
は
 、
低
地
 起
住
め
 
「
 ィ 以 て に   

な
い
が
、
三
性
の
実
践
と
し
て
は
、
法
蔵
は
、
週
計
 
所
 軟
 性
 の
 
「
 
情
有
 」
と
低
地
 起
性
の
 
「
仮
有
」
と
を
 無
 と
 見
、
「
不
変
・
無
性
・
 

を
 立
て
て
れ
る
が
、
義
湘
は
気
付
か
ず
、
三
 %
 一
 
性
を
立
 て
な
 い
 「
 
行
 三
性
」
と
見
た
の
で
あ
る
。
三
性
同
異
義
 は
 三
性
の
理
論
に
す
ぎ
 

説
く
「
 解
 三
性
」
で
あ
っ
て
、
三
性
三
 %
 一
 
性
の
無
分
別
 か
ら
事
事
無
 擬
に
 至
る
と
説
く
「
 行
 三
性
」
で
は
な
い
 。
法
蔵
は
実
は
三
無
性
 

に
 過
ぎ
ず
、
事
が
無
尽
に
相
即
 相
 入
す
る
と
い
う
意
味
 で
 三
性
同
一
を
舌
口
う
も
の
で
は
な
い
。
三
性
同
異
義
は
 
、
三
性
 三
 無
性
を
別
に
 

を
 、
三
性
の
円
融
、
つ
ま
り
事
の
無
尽
の
相
即
相
人
 
を
 惹
き
 起
す
た
め
の
、
「
 行
 三
性
」
と
見
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
実
際
の
所
、
三
性
同
異
義
は
、
卓
二
三
性
 
-
 が
 真
如
一
円
 成
 実
性
）
の
随
縁
し
た
も
の
だ
と
い
う
意
味
 で
 三
性
同
一
を
舌
口
 
ぅ
 

理
事
を
円
通
し
、
無
尽
を
統
合
せ
る
、
因
陀
羅
及
び
 
微
 細
筆
な
り
。
 

と
 定
義
し
て
い
た
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
華
厳
別
教
 
一
 乗
の
真
如
は
、
理
事
が
あ
ま
ね
く
浸
透
し
合
い
、
 

状
態
に
お
け
る
無
尽
の
相
即
相
人
で
あ
り
、
因
陀
羅
網
 
境
界
門
や
微
細
相
客
 安
 五
門
な
ど
の
十
玄
門
で
 

一
大
正
四
五
・
五
五
八
。
）
 

理
 が
そ
の
ま
ま
事
と
な
っ
た
 

あ
る
。
義
湘
は
三
性
同
異
義
 

一
大
正
四
五
・
七
一
三
 

b
 ）
 

皆
 に
 随
 ひ
て
理
を
顕
す
は
、
「
 行
 」
の
門
に
約
す
が
 故
 に
 、
二
人
性
）
以
外
に
、
 
三
 無
性
を
立
て
ず
。
 

と
あ
っ
た
の
と
一
致
す
る
。
三
性
以
外
に
三
無
性
を
立
 
て
な
い
と
は
、
事
と
理
の
津
 然
 一
体
な
る
状
況
を
言
っ
 た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 

「
一
乗
の
無
尽
性
」
と
は
、
 智
嚴
 
「
 
孔
 日
章
 ヒ
 真
如
 章
 が
 、
華
厳
別
教
一
乗
の
真
如
を
 、
 

  



華厳の二性説 

有
 」
の
概
念
に
よ
っ
て
、
両
者
を
調
停
す
る
。
「
仮
有
 」
と
は
、
低
地
 起
性
 が
有
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
通
計
 
前
報
佳
品
む
と
不
可
分
 

の
 、
不
確
か
な
有
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
 五
 教
主
 量
に
 、
「
若
し
所
執
を
離
る
れ
ば
似
は
起
る
こ
と
 
な
き
が
故
に
」
（
大
正
 
四
 

 
 

と
い
う
他
に
依
る
性
と
す
る
、
直
公
 
諦
訳
 の
低
地
性
の
 定
 義
 に
他
な
ら
な
い
。
 
法
 

-
9
 
一
 

蔵
は
 、
仏
地
 起
 性
を
真
諦
の
三
性
説
で
解
釈
す
る
こ
と
 に
よ
り
、
 

依
 他
の
有
を
中
観
派
か
ら
も
許
容
で
き
る
よ
 
う
に
し
た
。
こ
れ
が
 空
 

有
の
論
争
の
調
停
で
あ
る
が
、
実
は
真
諦
の
説
を
出
る
 
も
の
で
は
な
い
。
 

さ
て
、
「
不
変
，
無
性
・
理
無
」
の
同
一
と
、
「
随
縁
・
 

似
有
 ，
 情
有
 」
の
同
一
と
の
う
ち
、
前
者
は
三
無
性
の
 
同
一
で
あ
り
、
三
熱
 

性
 を
一
の
真
実
無
性
と
す
る
真
諦
の
説
に
基
づ
く
。
 問
 題
 な
の
は
後
者
で
あ
る
。
後
者
は
三
性
の
同
一
で
あ
る
 
が
 、
こ
こ
に
は
イ
ン
ド
 

楡
伽
 行
 旅
 に
発
す
る
複
雑
な
問
題
が
あ
る
。
 

そ
も
そ
も
三
性
の
同
一
は
、
法
蔵
と
は
違
う
意
味
に
お
 
い
 て
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
イ
ン
ド
 楡
 加
行
 旅
 に
お
 
い
て
考
え
ら
れ
て
い
 

 
 

た
 。
「
 摂
 大
乗
ぬ
型
は
、
低
地
 起
性
が
 
「
雲
門
」
（
見
地
 
の
 違
い
 -
 
に
よ
っ
て
通
計
 所
軟
 性
に
な
り
 円
成
 実
性
に
 

な
る
と
す
る
。
そ
れ
に
 

対
し
、
「
 成
 唯
識
 %
 型
は
、
仏
地
 起
性
と
円
成
 実
性
の
 み
が
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
二
 
つ
が
 有
体
 法
 で
あ
 り
 、
遠
計
 所
軟
 性
 は
無
 

体
法
 だ
か
ら
で
あ
る
。
 
基
 
「
成
唯
識
論
述
 記
 」
 巻
九
は
 、
 円
成
 実
性
を
依
 他
起
性
 と
対
置
す
る
際
に
 、
 

「
 摂
ぬ
哩
等
は
、
 
皆
な
三
性
に
対
し
て
、
異
と
不
具
 
と
 を
 明
す
。
 

此
宅
 成
唯
識
論
き
の
中
、
 
但
だ
 低
地
 起
に
 対
す
る
は
 、
 此
の
 

三
牲
に
法
の
相
対
す
る
も
の
あ
る
を
以
て
な
り
。
 計
所
 執
 に
は
な
し
。
無
体
な
る
を
以
て
の
故
に
。
役
宅
 
摂
ぬ
 珊
 し
は
性
に
約
す
 

が
 故
に
 、
 
三
は
皆
な
対
す
。
 

此
れ
ミ
 成
唯
識
論
き
は
 体
 に
約
す
が
故
に
 、
 彼
の
 
一
は
 無
体
な
る
が
故
に
 、
但
 だ
 二
に
対
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
大
正
四
三
・
五
四
六
 b
 一
 

 
 

 
 

と
 、
そ
の
相
違
を
指
摘
し
、
「
 摂
 大
乗
法
哩
の
三
性
同
一
 を
、
 
性
に
約
す
も
の
、
「
 
成
 唯
識
ぬ
型
の
二
性
同
一
を
 、
 体
に
約
す
も
の
と
し
 



執
 の
 情
有
 」
無
体
 一
 と
が
、
そ
の
ま
ま
同
一
で
は
な
 い
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
、
会
通
し
て
い
る
。
 

問
ふ
 。
仏
地
の
仮
有
 等
は
、
 
宣
に
 所
執
 の
 足
 れ
 情
有
 な
 る
に
同
ぜ
ん
や
。
 

答
ふ
。
 
二
 義
に
由
る
が
故
に
 、
放
 ら
に
異
な
る
こ
と
な
  
 

一
に
は
、
彼
の
所
執
は
似
を
執
し
て
実
と
為
す
を
 以
っ
 て
の
故
に
、
 
異
法
 な
し
。
 

二
 に
は
、
若
し
所
執
を
離
る
れ
ば
似
は
起
る
こ
と
な
 き
 が
 故
に
。
真
の
中
の
随
縁
も
 、
 当
に
知
る
べ
し
 亦
た
爾
 か
な
り
。
前
報
な
 

一
大
正
四
五
・
四
九
九
 
a
-
 

く
ん
ば
随
縁
な
き
を
 咲
 っ
て
の
故
に
。
 

答
 の
う
ち
 
一
は
 、
 通
 計
 所
軟
 性
 は
 仏
地
 起
 性
を
所
依
 と
 し
て
執
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
低
地
 起
性
 に
同
 じ
 と
す
る
も
の
。
 
二
 

は
 、
低
地
 起
性
は
 通
計
 所
軟
 性
に
依
っ
て
起
る
も
の
で
 あ
る
か
ら
、
通
計
 所
軟
 性
に
同
じ
と
す
る
も
の
で
あ
る
  
 

こ
の
う
ち
 一
は
 、
「
摂
大
乗
論
無
性
 
釈
 」
 巻
四
に
、
 
同
じ
 も
の
が
出
る
。
 

低
地
超
は
 足
 れ
、
 我
 
・
白
箸
の
週
計
 
所
 執
の
所
依
 正
 な
 る
に
由
る
が
故
に
 、
 ・
・
・
低
地
起
を
仮
説
し
て
、
通
計
 所
 執
と
 為
す
。
 

一
大
正
三
一
・
四
 
O
 四
 a
b
 ）
 

こ
れ
は
「
成
唯
識
論
述
 記
 」
 巻
 九
も
注
意
す
る
説
で
あ
 る
 。
 

ヌ
た
宅
 無
性
状
」
は
ご
低
地
 は
足
 れ
、
 我
 
・
白
箸
 の
 通
 計
 所
 執
の
所
依
 正
 な
る
に
由
る
が
故
に
、
低
地
 
起
 を
計
所
執
と
 名
づ
 

く
 。
通
計
の
所
縁
の
相
な
る
が
故
に
。
即
ち
 足
 れ
は
、
 仏
地
を
 計
所
 執
の
所
依
と
為
し
、
 

計
所
執
と
 名
づ
く
る
 な
り
。
 

， @ て 
に さ い 

約 て る す 
と 法 
見 成 
え の 
よ - - 一 

う ， l 生 
が 同   
案ま @ @ ま 、   
と 体、 「 成唯 

識 払 ど   
百冊 " 一 ち 

  

  
ある。 三性 
法里 

蔵は であ 、 
る以 「 依 
地 上 
  

大 仮有」 「 摂 
一 乗 

。百体） 払哩 -- 
と 

と 同 

じく 所 「 

  

  



一
乗
の
中
に
は
、
若
し
 依
 他
が
 非
 ざ
れ
ば
 通
 計
も
な
し
 。
即
ち
 通
 計
 は
足
 れ
果
に
し
て
、
仏
地
 は
因
と
 為
す
。
 
若
し
週
計
が
非
 ざ
 

 
 

説
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

れ
ば
仏
地
も
な
し
。
即
ち
仏
地
 は
足
 れ
果
に
し
て
、
 
遍
 計
は
因
と
 為
す
。
是
く
の
如
き
の
義
が
即
ち
縁
起
な
る
 の
み
。
 

一
 
D
 一
 
一
 

 
 

 
 

9
 

一
大
正
四
五
・
七
五
三
 b
 
一
 

華
厳
 

一
大
正
四
三
・
五
四
六
。
）
 

し
か
し
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
性
に
約
し
、
「
異
聞
」
に
 よ
っ
て
三
性
を
転
換
的
に
見
る
「
 
摂
 大
乗
 払
 型
の
立
場
 を
 前
提
と
す
る
も
の
 

で
あ
り
、
無
性
と
て
、
通
計
 所
 執
の
所
依
が
そ
の
ま
ま
 通
 計
 所
 軸
性
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
 
ま
 い
 。
体
に
約
す
る
 法
 

蔵
が
 、
こ
れ
で
体
の
同
一
を
主
張
す
る
の
は
お
か
し
い
 。
た
だ
法
蔵
が
「
摂
大
乗
論
無
性
状
」
を
用
い
る
の
は
 
、
 智
嚴
 
「
 
摂
 大
乗
無
性
 

釈
論
所
」
の
引
き
写
し
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
先
に
 
見
た
ご
と
く
、
 智
嚴
は
 、
「
分
別
性
の
分
別
性
②
」
に
 お
い
て
、
実
の
根
・
 塵
 

あ
り
と
安
見
さ
れ
た
、
無
体
の
も
の
を
通
計
 所
軟
 性
 と
 し
て
い
た
が
、
そ
の
他
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
妻
児
 
の
 起
き
る
所
依
と
な
る
、
 

百
 体
の
低
地
 起
性
 た
る
 根
 ・
 塵
 ・
我
を
も
、
通
計
 所
執
 性
 と
し
て
い
た
。
「
 我
 ・
 色
等
 の
 通
 計
 所
 執
の
所
依
正
 な
る
に
由
る
が
故
に
 、
 

仏
地
起
を
仮
説
し
て
、
週
計
 所
執
と
 為
す
」
と
す
る
 
「
摂
大
乗
論
無
性
 釈
 」
が
、
 智
俄
 に
と
っ
て
、
自
分
の
 解
釈
と
共
通
す
る
も
の
 

 
 

倣
の
場
合
、
遠
計
 所
 軸
性
 は
 有
体
で
も
あ
り
、
同
じ
く
 百
体
で
あ
る
低
地
 起
性
 

と
、
 体
の
同
一
を
玉
帳
で
き
る
が
、
法
蔵
の
場
合
、
 
遍
 計
所
 軸
性
は
無
体
の
み
で
あ
り
、
有
体
の
低
地
 起
性
と
 、
 体
の
同
一
を
主
張
す
 

る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
 

ま
た
二
は
、
低
地
性
が
分
別
性
に
依
っ
て
起
る
と
い
う
 真
諦
の
説
に
基
づ
き
、
三
性
が
縁
起
関
係
に
あ
る
こ
と
 
を
 示
し
た
も
の
で
あ
 

る
が
、
縁
起
関
係
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
三
性
を
同
一
 
と
す
る
の
は
お
か
し
い
。
う
ち
、
低
地
 性
 ・
 

縁
起
関
係
は
、
義
湘
の
 

語
録
「
道
具
 章
 」
 昌
 法
界
 国
 記
 叢
髄
録
 」
 巻
下
之
 一
所
 
司
 -
 に
  
 



と
あ
り
、
お
そ
ら
く
 智
嚴
 に
お
い
て
も
考
え
ら
れ
て
い
 た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
分
別
性
が
依
 他
 性
を
執
す
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
生
じ
、
ま
た
分
別
性
と
い
う
他
に
依
っ
て
仏
地
 性
 が
生
じ
る
、
と
い
っ
た
直
公
許
訳
の
考
え
方
を
述
べ
た
 に
す
ぎ
ず
、
義
湘
は
こ
 

れ
に
よ
っ
て
三
牲
が
同
一
で
あ
る
と
は
舌
口
っ
て
い
な
い
 
。
法
蔵
が
、
縁
起
関
係
の
み
で
三
性
の
体
の
同
一
を
主
 
張
 す
る
の
は
、
論
理
的
 

に
 不
可
能
で
あ
る
。
 

以
上
、
法
蔵
の
三
性
同
一
論
証
は
、
破
綻
し
て
お
り
、
 結
局
レ
ト
リ
ッ
ク
と
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
点
に
気
付
 
い
て
か
、
法
蔵
は
後
 

午
 
「
十
二
門
論
宗
教
義
 
記
 」
に
お
い
て
、
三
性
の
二
 義
 を
、
 

円
成
 

実
性
相
 
無
 
・
体
育
 

低
値
 起
性
 

幻
有
・
性
空
 

通
計
 所
軟
 性
…
 情
有
 ・
理
無
 

と
 改
め
、
「
華
厳
経
撰
文
詞
」
 
巻
 匹
夫
正
三
五
・
一
七
五
 
a
b
-
 

で
も
、
 

円
成
 実
性
…
 離
相
 ・
 体
実
 

低
地
 起
性
 

幻
有
・
性
空
 

通
計
 所
軟
 性
…
 情
有
 ・
理
無
 

と
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
方
が
、
如
来
蔵
 思
想
に
基
づ
く
三
性
同
一
論
証
を
廃
棄
し
、
中
観
派
の
 
二
諦
 説
 に
沿
っ
て
整
理
 

 
 

さ
れ
た
、
矛
盾
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
学
者
に
 
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
澄
観
の
用
い
る
の
も
、
常
に
こ
 
の
 三
性
説
で
あ
っ
て
 、
 

「
五
教
卓
」
の
そ
れ
で
は
な
い
 

昌
 華
厳
経
随
所
演
義
理
 
巻
 二
十
、
大
正
三
六
・
一
五
二
 c
 、
啓
三
十
七
、
大
正
三
六
・
二
 八
二
 

c
@
 

二
八
三
 

a
 等
 マ
 

ま
た
、
 
ヨ
 幸
蔵
経
 探
 文
詞
」
の
法
蔵
は
、
真
諦
 訳
 の
二
 %
 一
 性
を
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
 智
 傭
や
義
湘
ら
の
世
代
 
に
回
帰
し
て
い
る
か
   



華厳の三性説 

王
 
;
 

@
-
 

長
尾
雅
人
「
法
蔵
の
三
性
説
に
対
す
る
若
干
の
疑
問
」
 

宅
 五
十
周
年
記
念
論
集
」
京
都
大
学
文
学
部
、
一
九
五
六
年
 
-
 。
 長
 尾
 雅
人
「
中
観
と
唯
識
」
 

岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
五
 
0
 
ニ
ー
 五
二
五
頁
。
 

一
 
2
 
一
 
安
土
諦
を
有
性
、
非
安
上
 諦
姦
性
 と
し
、
諸
法
は
有
性
 
に
 非
ず
無
性
に
非
ず
と
す
る
こ
の
説
は
、
「
 

稔
伽
師
 地ぬ
 哩
 
真
実
 義
 品
の
次
の
文
と
関
係
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目
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-
4
 一
真
諦
「
部
 執
 異
論
 疏
 」
に
よ
れ
ば
、
「
成
美
 %
 型
は
多
聞
 部
の
作
で
あ
り
、
大
乗
 義
 を
参
 渉
 し
て
い
る
た
め
大
小
乗
に
分
け
 

澄
 祥
三
卿
 

 
 
 
 

論
 玄
義
検
 出
集
 」
 巷
 五
所
司
、
大
正
占
 
0
.
 

@
-
 

小
乗
を
除
い
た
の
は
有
部
の
伝
 体
恒
 有
を
意
識
し
た
の
で
 
あ
ろ
う
。
 

 
 

ニ
ヨ
 仁
村
占
い
 
ヨ
 
の
り
 
ヨ
い
 占
い
つ
コ
コ
 

P
 
Ⅰ
づ
ユ
 
い
ヨ
 Ⅰ
 い
コ
い
コ
 
占
い
 
ヨ
い
 ユ
ア
せ
い
 
ヨ
つ
 い
 ひ
い
の
い
 

コ
 二
ロ
 -
 
「
 一
 
占
い
 
ヨ
円
 「
 一
 
せ
い
 

ユ
ア
く
り
 
ユ
ヨ
 爵
む
 日
目
 注
寸
組
き
ヨ
い
コ
り
 に
 ヨ
ミ
 

近
藤
隆
 晃
校
 訂
 
「
梵
文
大
方
 広
仏
 華
厳
経
十
地
 
品
 」
大
乗
仏
教
頭
 掃
会
 、
一
九
 三
六
年
、
一
四
頁
。
 

 
 

り
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 べ
 こ
ゴ
目
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い
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り
の
せ
 

り
 Ⅰ
 円
ア
 
い
の
叶
い
 
ユ
 。
い
 
す
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い
つ
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侍
 円
い
 
ユ
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つ
せ
い
の
い
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Ⅰ
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G
.
 

ノ
自
 
・
 N
a
 の
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o
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の
 ユ
 

@
 ひ
 も
 き
せ
 
Ⅰ
ぶ
 さ
 で
～
小
臣
 

亜
 心
き
・
 
甲
ミ
 
Ⅰ
 リ
 
セ
ロ
 -
 
円
。
 オ
せ
 c
.
 の
 白
い
 
目
ヰ
一
力
の
の
の
 

ぃ
 Ⅰ
 ひ
ア
 Ⅰ
 0
 目
コ
ユ
い
巳
 
0
 コ
 ・
Ⅰ
の
の
仁
 

-
 ・
 つ
 ・
Ⅰ
㏄
 

・
自
性
週
計
 は
毛
 a
.
0
 

ア
叫
く
り
 

キ
 守
り
 汀
 り
で
あ
り
 

能
 分
別
・
 
能
 通
計
で
あ
る
。
 
中
目
 o
m
 
ぎ
ぃ
田
 ・
 色
 ・
 
-
 ㏄
 ぅ
 も
臣
 み
 ぬ
 ま
 き
 寸
寸
Ⅰ
 
ま
 ～
 -
 
円
 っ
宕
 せ
っ
 

㏄
 り
 コ
オ
 @
 
ヴ
 0
 。
Ⅰ
の
Ⅱ
Ⅰ
 

-
 つ
・
 り
 Ⅰ
 

-
9
 一
法
蔵
の
依
 他
起
性
 解
釈
に
引
用
さ
れ
る
論
が
、
「
大
智
 
度
ぬ
 塑
や
 「
中
論
」
の
ご
と
き
中
観
派
の
論
書
で
あ
る
こ
と
は
、
 

長
 尾
 博
士
に
よ
っ
て
指
摘
 

さ
れ
て
い
る
。
長
尾
前
掲
 書
 、
五
 0
 五
頁
。
 

-
 り
「
 異
門
 」
に
つ
い
て
は
、
長
尾
前
掲
 書
 
「
転
換
の
論
理
」
「
 
異
門
 と
い
う
こ
と
ば
」
を
見
よ
。
と
り
わ
け
後
者
で
は
、
「
 

摂
大
 来
諭
」
の
三
性
説
に
 較
 

べ
 、
「
成
唯
識
論
」
の
そ
れ
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
な
お
長
尾
 

博
士
に
よ
る
法
蔵
の
三
性
説
へ
の
批
判
は
、
三
性
同
異
義
が
「
 異
 門
 」
に
よ
る
三
性
 

の
 転
換
を
説
か
な
い
点
に
重
心
を
置
く
が
、
真
諦
訳
の
三
性
説
も
 
ま
た
転
換
と
は
無
縁
で
あ
り
、
法
蔵
は
百
哀
調
に
拠
っ
て
い
る
の
 

で
あ
る
。
転
換
を
重
 

祝
 し
な
い
「
成
唯
識
論
」
も
三
性
同
異
義
に
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
 
 
 

Ⅱ
 @
 
 田
中
幅
 照
届
エ
観
と
 
唯
識
 観
 」
永
田
文
具
 
堂
 、
一
九
六
八
 
年
 、
一
一
九
頁
。
 



は
じ
め
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
」
「
精
神
世
界
」
の
語
が
一
般
に
流
布
 
し
て
は
や
二
十
年
近
く
に
な
る
。
ニ
ュ
ー
 エ
 
イ
 ジ
 は
 先
 遊
資
本
主
義
諸
国
を
 

 
  

 
 
 

一
｜
 
-
 

中
心
に
広
が
る
新
し
い
 ゐ
 ホ
教
文
化
の
総
称
と
し
て
把
握
 で
き
る
。
深
澤
に
よ
れ
ば
、
「
宗
教
社
会
学
を
中
心
と
 し
て
各
国
で
研
究
が
積
 

A
 論
文
要
旨
Ⅴ
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
は
、
こ
れ
ま
で
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
 
ク
で
 汎
神
論
的
な
世
界
観
を
も
ち
、
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
 ク を
そ
の
実
践
形
態
と
 

し
 、
そ
の
担
い
手
た
ち
が
自
立
性
を
重
ん
じ
な
が
ら
意
識
変
容
を
 
め
ざ
す
現
代
的
な
宗
教
現
象
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
 
0
 目
的
は
、
ニ
ュ
ー
 

エ
イ
ジ
の
掲
げ
る
世
界
観
や
担
い
手
の
あ
り
方
が
実
際
の
場
面
に
 

お
い
て
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
か
、
つ
ま
り
実
践
 
形
 
 
 

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
が
抱
え
う
る
ジ
レ
ン
マ
を
 
考
 察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
六
 
0
 年
代
後
半
に
   

先
進
資
本
主
義
諸
国
を
中
心
に
広
が
っ
た
、
和
尚
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
事
例
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
歴
史
的
 
変
遷
を
論
述
す
る
。
 

本
稿
の
ね
ら
い
は
、
こ
の
運
動
の
具
体
的
な
分
析
を
辿
じ
て
、
 

-
 
一
ユ
 ー
エ
イ
ジ
の
実
践
の
場
に
お
け
る
制
度
化
へ
の
抗
い
が
た
い
 
動
き
、
ゆ
る
や
か
な
 

イ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
組
織
 

票
歌
 
へ
と
変
貌
 し
 て
い
く
傾
向
、
ま
た
自
律
を
求
め
「
自
己
の
聖
性
」
を
掲
げ
な
 

 
 

他
 的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
陥
り
が
ち
な
担
い
手
の
ジ
レ
ン
マ
な
 ど
を
描
き
出
し
て
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
対
す
る
多
元
的
な
理
解
 
を
 試
み
る
こ
と
で
あ
 

る
 。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
Ⅴ
和
尚
ラ
ジ
ニ
ー
シ
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
、
ニ
ュ
 
｜
 エ
イ
ジ
、
精
神
世
界
、
新
霊
性
運
動
 

"
 文
化
、
新
宗
教
 伊

藤
雅
之
 

  一 

ユ
 
ー
エ
イ
ジ
の
実
践
に
関
す
る
歴
史
的
 考
察
 

 
 

和
尚
ラ
ジ
ニ
ー
シ
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
制
度
化
と
 脱
 制
度
化
 



な
 世
界
観
を
も
ち
、
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
 
そ
 の
 実
践
形
態
と
し
、
そ
の
担
い
手
た
ち
は
自
立
性
を
重
 
ん
じ
な
が
ら
意
識
変
容
 

界
 観
、
（
 2
 ）
実
践
形
態
、
（
 
3
 ）
担
い
手
の
意
識
に
関
す
 る
 特
質
に
着
目
し
、
「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 と
は
、
 ホ
リ
ス
 テ
ィ
ッ
ク
で
汎
神
論
的
 

ラ
ス
は
、
 七
 0
 年
代
以
降
、
欧
米
に
お
い
て
増
加
す
る
 
「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
ャ
ー
」
の
存
在
に
注
目
し
、
彼
ら
 
活
動
、
産
物
の
総
体
を
 

「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
ロ
ゴ
の
 Z
 の
 毛
ト
 内
の
ま
 

0
4
 

の
 ヨ
 の
 
コ
こ
 
」
と
し
て
概
念
化
し
た
。
 彼
は
 ニ
ュ
ー
 エ
 イ
 ジ
 の
 特
質
を
理
解
す
る
 キ
｜
 

フ
ー
ド
を
「
自
己
の
霊
性
す
の
子
の
宮
 ヱ
 （
 
し
 り
 目
 （
㌧
」
に
 
あ
る
と
し
、
そ
の
教
え
の
本
質
 
は
 、
社
会
や
文
化
に
よ
 
っ
て
抑
圧
さ
れ
、
見
失
 

 
 

っ
て
し
ま
っ
た
「
本
来
の
自
己
」
を
、
瞑
想
や
セ
ラ
ピ
 ｜
 な
ど
の
技
法
に
よ
り
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
 
@
 
キ
 
@
@
 

ハ
 
。
 

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
は
、
多
種
多
様
な
（
時
に
は
 相
 矛
盾
 す
る
）
信
念
や
実
践
、
ま
た
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
、
 
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
 

含
ま
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
個
人
の
意
識
変
容
や
自
 
己
 の
 霊
 性
の
重
要
性
を
支
持
し
つ
つ
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 
サ
 ー
と
し
て
の
自
覚
を
 

も
た
な
い
人
々
 や
 、
そ
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
 る
こ
と
を
嫌
う
人
た
ち
も
い
る
。
し
か
し
、
お
お
ま
か
 
な
 輪
郭
を
も
つ
ニ
ュ
ー
 

エ
イ
ジ
 の
一
般
的
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
 ろ
う
。
筆
者
 は
 、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
三
つ
の
分
析
レ
ベ
   

-
 
れ
一
 

資
本
主
義
諸
国
を
中
心
と
し
な
が
ら
世
界
各
地
で
同
時
 
多
発
的
に
発
達
す
る
、
グ
ロ
ー
バ
ル
 な
 現
象
で
あ
る
と
 捉
え
る
。
ま
た
、
 

ヒ
｜
 

 
 

界
 @
 
」
 、
 

レ
し
 

Ⅰ
・
 
」
 

れ
ま
で
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
性
質
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
 
の
 特
徴
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
 
島
薗
は
、
 日
本
の
「
精
神
 世
 

欧
米
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
、
ま
た
組
織
性
の
め
る
や
が
な
 
新
宗
教
の
一
部
を
含
む
現
代
的
な
宗
教
運
動
辞
を
「
 
新
霊
性
運
動
 "
 文
 

と
 概
念
化
し
た
。
 島
薗
は
 
「
個
人
の
意
識
変
容
」
を
 新
 霊
性
 運
動
 "
 文
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、
そ
れ
が
日
本
 
の
み
な
ら
ず
先
進
 

うた 。 」 み 重 

と ね 

られて いう 。 -2- 
一 - き 

ユ え @ @ 

l 結 
エ 果   
ムフや ンは、 @ 

    
現 ユ 

約ィ 犬 ｜ ・ 

な ェ 

  
動は、 霊性 ・ 

  

  

  
象 の 
と ひ   
え っ 

る と 

だ な 
ろ っ 

  



ニユーエイ ジの 実践に関 する 歴 史的考察 

た
め
、
そ
れ
が
 O
R
M
 
に
動
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
 
@
 
」
と
を
指
摘
し
た
い
。
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
 O
R
M
 
の
 具
体
的
な
分
析
を
通
じ
 

て
 、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
実
践
の
場
に
お
け
る
制
度
化
へ
 
の
 抗
い
が
た
い
動
き
、
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 
作
 り
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
 

組
織
宗
教
へ
と
変
貌
し
て
い
く
傾
向
、
ま
た
自
律
を
求
 
め
 
「
自
己
の
聖
性
」
を
掲
げ
な
が
ら
も
他
者
へ
の
排
他
 的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
   

し
て
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
 O
R
 M
 は
 、
 自
ら
が
掲
げ
る
理
念
と
は
矛
盾
す
る
 反
 ニ
ュ
ー
 エ
 イ
ジ
 的
 属
性
を
含
む
 

メ
ン
ト
（
 0
 の
す
。
 
オ
ど
コ
 
の
の
の
す
ま
。
 

セ
 の
日
の
臣
 

ヰ
 以
下
 O
R
M
 
と
す
る
）
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
 そ
 の
 歴
史
的
変
遷
を
論
述
す
る
。
 そ
 

て
い
る
の
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
、
 極
め
て
有
効
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

本
稿
で
は
、
一
九
六
 0
 年
代
後
半
に
イ
ン
ド
で
創
始
さ
 れ
 先
進
資
本
主
義
諸
国
を
中
心
に
広
が
っ
た
、
和
尚
 
う
 ジ
ニ
ー
シ
・
 ム
｜
フ
 

性
 と
呼
ぶ
こ
 

す
る
も
の
で
 

教
 」
に
当
て
 

く
見
い
だ
せ
 

態
 、
担
い
手
 と

に
し
た
い
。
し
か
し
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
、
戸
人
ニ
ュ
ー
 エ
イ
ジ
 的
 属
性
の
多
く
は
、
実
際
の
場
面
に
お
い
て
は
 
二
律
背
反
 

は
な
く
、
連
続
線
上
に
あ
る
と
い
う
点
に
は
細
心
の
注
 
意
 な
は
る
う
必
要
が
あ
る
。
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
想
定
 
す
る
「
 宗
 

は
ま
ら
な
い
伝
統
宗
教
や
新
宗
教
が
数
多
く
存
在
す
る
 
し
 、
ま
た
現
実
社
会
に
は
純
粋
な
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
 
は
お
そ
ら
 

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
証
研
究
に
お
い
 
て
は
、
特
定
の
宗
教
現
象
の
三
つ
の
次
元
世
界
観
 、
実
践
 形
 

の
 意
識
を
個
別
に
分
析
し
た
つ
え
で
、
そ
れ
ら
が
 全
体
と
し
て
「
ど
の
程
度
ニ
ュ
ー
 
エ
 イ
ジ
的
な
諸
特
質
 を
体
現
し
 

コ 律 l を 

 
 

め
ざ
す
現
代
的
な
宗
教
現
象
」
と
定
義
す
る
。
 

こ
の
定
義
は
、
ニ
ュ
ー
 エ
 イ
 ジ
 が
掲
げ
る
理
念
を
 、
ヨ
 小
数
」
と
対
置
す
る
形
で
抽
出
し
た
特
徴
で
あ
る
。
 
言
 い
 換
え
れ
ば
、
ニ
ュ
 

エ
 イ
ジ
側
か
ら
み
た
従
来
の
宗
教
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
 蓋
 口
悪
を
対
立
さ
せ
る
二
元
論
的
な
世
界
観
を
も
ち
、
 そ
 0
 組
織
は
厳
格
な
規
 

に
 基
づ
い
て
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
構
成
し
、
そ
し
て
担
 
い
 手
は
教
祖
や
教
義
を
絶
対
的
な
真
理
と
し
て
崇
拝
し
、
 
他
者
へ
の
排
他
的
な
 

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
し
て
い
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
 
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
特
徴
を
「
 反
 ニ
ュ
 ｜
 エ
イ
ジ
 的
 」
 な
属
 



シ 人 が 

ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 に
よ
れ
ば
、
人
間
の
究
極
的
な
目
的
は
光
 
明
す
 巳
漏
 ぎ
の
 
コ
ヨ
 
の
 
コ
 こ
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
 は
人
々
の
真
の
個
性
 

全
面
的
に
開
花
 し
 、
自
己
が
宇
宙
全
体
か
ら
分
離
し
て
 
い
な
い
意
識
状
態
で
あ
る
。
光
明
を
得
る
た
め
の
最
大
 

の
 障
害
と
な
る
の
が
 

間
の
自
我
 す
的
巳
 で
あ
り
、
こ
の
自
我
が
人
々
を
「
 
本
来
の
自
分
」
か
ら
分
離
さ
せ
て
し
ま
う
虚
偽
の
実
在
 

で
あ
る
と
 ラ
 ジ
ニ
ー
 

は
 捉
え
る
。
自
我
は
、
社
会
的
条
件
づ
け
 
宙
 o
n
 
巨
 
n
o
 
コ
 田
ま
。
 
ヨ
コ
 
③
に
よ
っ
て
増
進
し
て
い
く
。
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
は
、
 親
の
教
育
 や
 

一
 
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
世
界
観
 

に
 陥
り
が
ち
な
担
い
手
の
ジ
レ
ン
マ
な
ど
を
描
き
出
し
 
て
 、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
対
す
る
多
元
的
な
理
解
を
試
み
 
る
こ
と
で
あ
る
。
 

O
R
M
 
は
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
特
徴
と
動
向
の
い
く
つ
か
 を
 捉
え
る
格
好
の
素
材
で
あ
る
。
創
始
者
の
 
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
は
 、
組
織
宗
教
を
 

痛
烈
に
批
判
し
、
人
々
が
「
自
分
自
身
に
な
る
」
必
要
 
性
を
説
い
た
。
ま
た
、
そ
の
担
い
手
た
ち
は
「
信
者
」
 
と
 呼
ば
れ
る
こ
と
、
 
0
 

R
M
 が
「
宗
教
」
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
い
、
自
分
 
た
ち
が
直
観
に
基
づ
く
意
識
変
容
を
め
ざ
し
て
い
る
と
 主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
 

「
精
神
世
界
」
の
本
の
コ
ー
ナ
ー
に
置
か
れ
た
 ラ
ジ
ニ
 ｜
シ
の
 本
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
 
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
 

人
々
の
ケ
ー
ス
も
報
告
さ
れ
て
い
る
五
 

以
下
で
は
、
欧
米
諸
国
で
行
わ
れ
た
諸
研
究
と
、
筆
者
 
の
 イ
ン
ド
と
日
本
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ル
ド
フ
ー
 ク
 に
 基
 づ
き
な
が
ら
、
（
 
1
 一
 

ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 の
世
界
観
、
（
 2
 一
 
O
R
M
 
で
実
施
さ
れ
て
 い
る
具
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
（
 3
 一
 
O
R
M
 
の
担
い
手
の
 社
会
的
特
徴
を
検
討
し
 

て
い
く
。
以
上
、
 
O
R
M
 
の
歴
史
に
お
い
て
、
あ
る
 種
 度
 共
通
し
て
み
ら
れ
る
諸
特
徴
を
捉
え
た
上
で
、
（
 4
 一
 
O
R
M
 
の
実
践
形
態
の
 

歴
史
的
変
遷
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
思
想
を
具
体
化
す
る
 た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
諸
規
範
が
構
築
さ
れ
て
い
く
 
の
か
等
を
考
察
す
 

る
 。
最
後
に
 、
 （
 
5
 一
 
O
R
M
 
を
含
む
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 諸
 運
動
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
を
示
唆
し
て
本
稿
を
締
め
 
く
く
る
。
 

  



  

 
 

彼
は
ま
た
、
師
弟
関
係
を
肯
定
し
、
そ
れ
が
光
明
を
得
 
る
 手
助
け
に
な
る
と
主
張
す
る
。
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
「
 光
 明
を
得
た
」
存
在
が
 

一 エイジの実践に 関する 

Ⅱ ノ "  、 フ ' 一 

な の 

かよ ら つ " る度 と " 
ず に い 感 

弓牟 、 う ] 青 
調 う こ は 
さ ジ と そ 
れ ニ は れ 
る l 、 ら 

よ シ 瞬 を 
う 居 、 間 奏 き 

に 想 か 現 
、 は ら す 

善 ホ 隣 る 
悪 り 間 の 
の ス へ に 

価 テ と ふ 
ィ直 ィ 伏 さ 
判 ッ 呪 わ 

断 ク に し 
な で 合 い 

相 沢 ぅ 文 
対 押 ょ 脈 
比 論 う が 

す 的 に あ 
る な 傾 り 

傾 せ 応   
同 罪 し 全 
に 観 て て 
あ な め は 
る 渇 く 神 

。 げ こ 聖 

、 と で 

ま で あ 

た他 る 。 
の 。 そ 
    れ 
    

  
ニ % え、 , 

  ふ 
ジ 
        さ 

  
説 

わ 
  

@@ 」   
お 行 
  為 
て を 

も す 

  

 
 

史
 

い
 か
な
る
行
為
や
態
度
や
感
情
も
究
極
的
に
否
定
さ
れ
 た
り
、
 
日
疋
誌
 さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
 全
て
の
行
為
、
 
態
 

 
 

考察 

学
校
教
育
、
ま
た
道
徳
的
、
宗
教
的
な
教
え
等
の
す
べ
 
て
の
社
会
化
を
痛
烈
に
非
難
す
る
。
な
ぜ
な
ら
 ぼ
、
ぃ
 わ
ゆ
る
教
育
が
特
定
の
 

信
念
体
系
や
社
会
的
役
割
を
教
え
込
み
、
人
間
を
鋳
型
 
に
は
め
こ
ん
で
し
ま
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 

ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 は
な
か
で
も
、
組
織
宗
教
や
そ
の
指
導
者
 を
 痛
烈
に
攻
撃
し
た
。
と
い
う
の
も
、
第
一
に
、
従
来
 
0
 組
織
宗
教
の
多
く
 

が
 彼
岸
で
の
目
的
達
成
を
掲
げ
る
た
め
、
人
々
が
世
俗
 
的
 生
活
を
ト
ー
タ
ル
に
享
受
し
、
そ
れ
を
精
神
的
成
長
 
の
た
め
の
機
会
と
す
る
 

こ
と
を
妨
げ
て
し
ま
う
こ
と
。
第
二
に
、
伝
統
的
な
 宗
 教
的
 指
導
者
が
、
本
来
な
ら
自
己
変
容
の
機
会
と
な
る
 
べ
き
性
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
 

否
定
し
、
性
的
タ
ブ
ー
を
生
み
だ
し
た
こ
と
。
そ
し
て
 
第
三
に
は
、
組
織
宗
教
と
い
う
権
威
主
義
的
な
制
度
に
 
よ
っ
て
、
内
的
体
験
の
 

う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
は
ず
の
宗
教
的
エ
ッ
セ
ン
ス
を
 
見
失
わ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 は
組
織
七
 
%
 

教
を
社
会
的
条
件
づ
け
の
最
た
る
も
の
の
一
つ
と
捉
え
 
る
の
で
あ
る
。
 

自
我
を
落
と
す
た
め
に
必
要
と
な
る
の
は
、
い
か
な
る
 
価
値
判
断
も
せ
ず
に
自
己
の
信
念
や
思
考
、
感
情
の
 
パ
 タ
ー
ン
を
見
守
り
続
 

け
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 は
、
過
去
 や
 未
来
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
「
 
い
 ま
、
こ
こ
」
で
 完
 全
 に
覚
醒
す
る
こ
と
を
 

強
調
し
た
。
彼
の
上
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
次
の
よ
 
う
に
要
約
で
き
る
。
 



人
々
の
意
識
変
容
を
促
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
の
弟
 
干
 た
ち
は
 サ
 ニ
 ャ
 シ
ン
釜
ヨ
 コ
せ
 
a
 ま
 し
と
呼
ぼ
れ
て
 い
る
 0
 「
サ
ニ
 ャ
 シ
ン
」
 

と
い
う
語
は
も
と
も
と
、
宗
教
的
慣
例
に
し
た
が
っ
て
 家
庭
と
物
質
世
界
を
棄
て
、
僧
侶
に
な
っ
た
者
を
指
し
 
た
が
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 は
 

現
世
肯
定
的
な
 サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 
の
あ
り
方
を
強
調
し
た
。
 

サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
新
た
な
 信
 合
体
系
を
獲
得
す
る
，
」
と
で
も
な
け
れ
ば
、
個
人
的
な
 所
有
物
を
放
棄
す
る
 

こ
と
で
も
、
ま
た
特
定
の
人
物
に
追
随
す
る
こ
と
で
も
 な
い
と
・
い
う
。
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 は
師
弟
関
係
の
意
義
を
話
 す
な
か
で
、
「
明
け
渡
 

し
 /
 サ
 レ
ン
ダ
ー
す
目
「
「
の
 
コ
 ら
と
」
の
意
味
を
次
の
よ
 う
に
語
っ
た
。
 

お
ほ
 え
て
お
き
な
さ
い
。
自
我
を
明
け
渡
す
こ
と
に
よ
 
っ
て
、
弟
子
は
何
か
特
定
の
も
の
を
明
け
渡
し
て
い
る
 わ
け
で
は
な
 

な
ぜ
な
ら
自
我
は
単
な
る
観
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
 
の
 何
物
で
も
な
い
か
ら
だ
。
 

市
瞠
 
マ
ス
タ
ー
が
「
 自
 我
を
明
け
渡
し
な
 

さ
い
」
と
舌
口
う
と
き
、
 
朴
 
神
仏
 

が
毛
 目
っ
て
い
る
の
は
「
 
あ
な
た
が
持
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
が
実
際
に
は
 
存
 在
し
な
い
も
の
を
 

一
 
8
 一
 

す
べ
て
渡
し
な
さ
い
。
あ
な
た
の
信
念
を
渡
し
な
さ
い
 

わ
た
し
は
受
け
取
る
用
意
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
 @
@
 

ヰ
 
@
 
ハ
 
し
 
。
 

サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 た
ち
は
、
理
想
的
に
は
 ラ
 ジ
ニ
ー
 
シ
 の
 思
 想
に
 服
従
す
る
必
要
は
な
い
。
自
ら
が
経
験
し
た
こ
と
 
は
 、
自
己
の
現
実
と
な
 

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
信
じ
た
り
、
従
っ
た
り
す
る
 
べ
き
も
の
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
 理
 由
か
ら
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 の
 

弟
子
た
ち
は
、
「
信
者
」
 
宙
 0
 亡
 0
 目
の
こ
と
呼
ぼ
れ
る
こ
 と
を
嫌
う
傾
向
に
あ
る
。
 

以
上
で
 
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 の
世
界
観
を
概
観
し
た
が
、
そ
こ
 に
は
 
ニ
ュ
ー
 エ
 イ
ジ
思
想
の
骨
子
で
あ
る
個
人
の
意
識
 変
容
の
重
視
や
組
織
 

宗
教
批
判
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
 
ラ
 ジ
ニ
ー
シ
思
想
に
は
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
理
念
か
ら
 
一
見
は
ず
れ
る
よ
う
な
 

師
弟
関
係
の
重
視
が
見
い
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ラ
ジ
 
ニ
 ー
シ
は
グ
ル
 へ
の
絶
対
帰
依
で
は
な
く
、
「
自
分
自
 身
に
な
る
」
手
段
と
し
 

て
の
師
弟
関
係
を
強
調
し
て
お
り
、
ま
た
ニ
ュ
ー
 
エ
 イ
 ジ
 に
は
制
度
化
さ
れ
る
以
前
の
（
例
え
ば
仏
陀
 や
イ
ェ
 
ス
が
 生
き
て
い
た
当
時
   



刈
の
主
要
目
的
は
以
上
の
二
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
 

よ
 い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
お
い
て
も
、
実
験
的
な
性
格
に
お
い
て
も
、
ほ
か
 
の
 成
長
セ
ン
タ
ー
 
お
 Ⅰ。
旧
ま
 

 
 

 
 

㍉
 

c
 の
 ヨ
色
 
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
セ
 0
 

年
代
に
ほ
、
ア
シ
ュ
ラ
ム
で
行
わ
れ
る
ほ
ぼ
す
 
べ
て
の
グ
ル
ー
プ
，
セ
ラ
ピ
 

俣践 に関する 

朝 堂   
白 人 
分 れ を 
再 気 
体 づ 

験 き 

を する 古河 
も め 
め て   
関 く 

  
や で 
，性 あ 
め る タ 
フ "  ア   
を ュ 

見 う 

つ ム 

の で   す 
0 百 
の 接 
筆 内 
い 体 
ろ は 
リ ア 
ろ プ 
あ ロ 
る @ チ 
し す 
か る 
し セ 

ラ 

ク 。 ピ   
l を 

プ は   
セ め 
ラ 

ピ 幼   

 
 

麒
 

つ
め
、
感
情
の
フ
ロ
ッ
ク
を
取
り
除
い
て
エ
ネ
ル
 ギ
 ー
が
流
れ
る
 よ
う
 に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
 、
 「
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
」
を
 

考察 

す ら と     
る の を 腹 中 っ 意 " ） 

も セ 薦 想 に て 識 
の う め の 取 居、 変 

る の ィ に れ 観 。 促 目 

。 大 ン 加 た 照 進 
（ 体 

  
R @ ま ・ 

る @, 」 

M  、 プ ラ 
で 欧 l ジ 

の 米 ナ ニ が と 口 
  
セ で の l 
ラ 六 ア シ 

ピ 0 シ は 

l 年 ュ 弟 あ ぅ 
っ ジ 0 代 う 子   

日 像 ム た 
的 半 や ち 
は か 世 に   、 ン 

主 ら 界 欧 
  

に セ 冬 氷 
二 0 地 で - 一 ま 

つ 年 の 発 
あ 代 瞑 達   
る に 恕 し は な セ     

居、 瞑 う   考 想 ピ   
一 て タ ル や テ       感 ク 

  

  
、 が で プ Ⅱ '@ 圭三 目 " " 一 掲 

怒 っ は ・ 
を ッ   

り た 各 セ よ ク る 

や ヒ 種 う り を 理 

観 閲 
@ 

恐 ュ の ピ     察 発 自 

、 マ ラ や   体 
嫉 ン ピ 個 や た ま @ 

妬 ・ l 人 す     

等 ポ が セ い 東   
の テ 提 ッ よ 洋   
抑 ン ィ共 シ   ニ口   @ こ 伝 ム   
さ ャ れ ン 体 統   

ね め て に の で   
た 運 ぃ 参 勤 は   
感 動 る 加 き 且且 

情 に 。 す を 静 型 
瞑 か と 

を白こる 見 来れこ 相 ，じ、 に ま @ 



三
 

O
R
M
 

の
担
い
手
の
特
徴
 

 
 

多
く
の
研
究
者
は
、
 

O
R
M
 
の
担
い
手
の
国
籍
、
経
済
 胸
背
景
、
学
歴
に
関
し
て
共
通
の
報
土
口
を
し
て
い
る
。
 

サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 
の
大
半
 

は
 先
進
資
本
主
義
諸
国
の
二
十
代
後
半
か
ら
四
十
代
の
 
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
中
流
の
中
か
ら
上
の
家
庭
に
育
 
ち
 、
そ
の
学
歴
は
極
め
 

て
 高
い
と
い
う
。
 
サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 
の
総
数
に
関
す
る
見
解
 は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 
は
世
界
中
で
約
三
万
 人
 、
日
本
で
約
二
一
千
人
 

い
る
と
推
定
で
き
る
。
 

そ
れ
で
は
、
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 は
 O
R
M
 
と
ど
の
よ
う
に
 関
 わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
 

O
R
M
 
の
担
い
手
の
特
徴
 は
 、
サ
ニ
 
ャ
シ
ン
た
 

ち
が
 O
R
M
 以
外
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
諸
活
動
、
ネ
ッ
 
ト
ワ
ー
ク
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
占
 
に
あ
る
。
 
例
え
ぼ
、
毎
 

年
 イ
ン
ド
を
訪
れ
る
傍
ら
別
の
時
期
に
は
イ
ル
カ
 と
泳
 ぐ
た
め
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
旅
行
す
る
者
、
サ
ニ
 
ャ
シ
 ン
 で
あ
り
つ
つ
グ
ル
ジ
 

エ
 フ
の
会
に
も
参
加
す
る
 サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 な
ど
、
他
の
 ニ
 ユ
 ー
エ
イ
ジ
運
動
の
動
き
と
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
を
 持
 っ
て
い
る
人
た
ち
が
 多
 

い
 。
こ
の
傾
向
が
強
い
の
は
、
 

O
R
M
 
に
排
他
的
に
 コ
 ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
人
た
ち
が
少
な
い
こ
と
と
し
て
 理
 解
 で
き
よ
う
。
 

サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 
の
社
会
意
識
に
関
し
て
も
興
味
深
い
考
察
 が
な
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ォ
リ
ス
は
、
一
九
 セ
セ
年
 当
時
 に
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
と
面
 

１
 で
参
加
者
は
全
裸
に
な
る
よ
う
に
い
わ
れ
た
。
 
ェ
ン
 ヵ
 ウ
ン
タ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
な
か
で
は
、
他
の
参
加
者
 
へ
の
肉
体
的
暴
力
が
許
 

容
 さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
し
ば
し
ば
腕
や
足
の
怪
我
 や
 骨
折
の
た
め
病
院
に
連
れ
て
行
か
れ
た
者
も
い
た
と
い
 
う
 。
さ
ら
に
、
タ
ン
ト
 

ラ
 ・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
セ
ラ
ピ
ー
内
で
パ
ー
ト
 ナ
 ー
を
探
し
セ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
 数
 日
間
の
セ
ラ
ピ
ー
に
お
 

 
 

い
て
複
数
の
相
手
と
セ
ッ
ク
ス
す
る
こ
と
は
日
常
的
で
 あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
光
明
を
得
る
手
助
け
 
と
し
て
の
実
験
的
な
 セ
 

ラ
ピ
ー
の
採
用
は
、
 
O
R
M
 

の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
 と
が
で
き
ょ
 ぅ
 。
 

  



一 一 ユ ー   の 実践に関 する 埜 史的考察 

変 現 
遷 想 、 そ 
を め れ 
孝 旨 で   
て 現 在 
い を 会 

き ス 的 
た ム 役 
い @  笥 @ 

。 ズ に 
に よ 

成 っ 

し て 

課さ 遂げ 

た れ   
だ 拘 
ろ 束 
" つ ； ) 
か ら   
次 官 節 日 曲 
で を 
は め 

ざ 
こ し 

う て 
し 参   
間 し 

題 た 
も O 
含 R 
め M 
て に 

O お 
R い 

M て   
実 サ 
蹊 ニ 
形 ヤ 
@ 昆虫 ヒ 、 、 ノ   
歴 た 
史 ち   
  

会
し
た
三
九
人
の
訪
問
者
の
記
録
を
分
析
し
、
そ
の
 
職
 美
的
特
徴
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
 

彼
ら
は
圧
倒
的
に
中
流
の
特
徴
を
も
つ
の
み
で
な
く
、
 
そ
の
職
業
は
専
門
職
、
準
専
門
職
や
技
術
職
か
ら
成
り
 
立
っ
て
い
る
。
 
業
 

種
は
圧
倒
的
に
 ク
リ
エ
 イ
テ
ィ
フ
な
も
の
か
、
ほ
か
の
 人
々
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
主
要
な
役
割
と
す
る
 
一
 特
に
人
 間
性
発
達
に
関
わ
 

る
 ）
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
業
種
リ
ス
ト
か
ら
明
確
に
 
抜
け
て
い
る
も
の
は
一
た
と
え
そ
れ
が
中
流
の
職
業
 
で
あ
っ
て
も
）
 、
そ
 

の
 仕
事
が
主
に
決
ま
り
き
っ
た
高
度
に
官
僚
制
的
な
性
 
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
 サ
 ニ
ヤ
 シ
ン
 の
ほ
と
ん
ど
 は
 、
企
業
と
い
う
 

 
 

枠
組
み
の
な
か
で
は
働
い
て
い
な
い
。
 

ウ
ォ
リ
ス
の
指
摘
は
日
本
人
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 
に
も
当
て
は
 ま
る
。
筆
者
が
一
九
九
四
年
以
降
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
 
し
 た
 三
五
名
の
 
サ
 ニ
ヤ
 シ
 

ン
 の
う
ち
、
入
信
以
前
に
大
企
業
に
勤
め
て
い
た
人
は
 男
性
二
名
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
人
た
ち
は
、
 
大
 学
生
、
教
師
、
イ
ン
テ
 

リ
ア
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
、
翻
訳
家
、
 
針
灸
 師
 、
画
家
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ヤ
ン
、
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
 
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
 

は
 、
ウ
ォ
リ
ス
が
調
査
し
た
西
洋
人
サ
ニ
 
ャ
シ
ン
と
同
 様
 、
芸
術
性
や
他
者
と
の
応
対
に
関
わ
る
仕
事
を
し
て
  

 

ウ
ォ
リ
ス
は
さ
ら
に
、
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 が
 O
R
M
 
と
出
会
 う
 以
前
か
ら
「
理
想
的
な
自
己
」
を
実
現
す
る
こ
と
を
 
探
求
し
て
い
た
と
 論
 

じ
る
。
主
要
な
テ
ー
マ
に
は
、
社
会
的
な
役
割
に
よ
っ
 
て
 課
さ
れ
た
拘
束
か
ら
の
自
由
 や
 、
よ
り
オ
ー
プ
ン
に
 自
発
的
に
自
己
表
現
す
 

る
こ
と
へ
の
切
望
が
含
ま
れ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
 彼
 ろ
 は
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 が
提
示
す
る
世
界
観
や
そ
の
ア
プ
ロ
 ｜
チ
に
 触
発
さ
れ
、
 
サ
 

ニ
ャ
シ
ン
 に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
想
的
な
自
己
実
現
 を
 達
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
 



｜
 ブ
メ
ン
ト
は
世
界
各
地
に
広
が
り
そ
の
流
動
性
が
高
 
い
の
で
、
一
概
に
 O
R
M
 

の
歴
史
を
論
じ
る
こ
と
は
 

困
 難
 で
あ
る
。
本
節
で
は
 

お
も
に
社
会
学
的
な
研
究
成
果
に
依
拠
し
な
が
ら
、
 0
 R
M
 

の
理
解
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
以
下
で
は
、
 

0
 R
M
 

の
歴
史
を
本
拠
地
 

の
 移
転
や
実
践
形
態
の
変
化
な
ど
に
基
づ
き
、
 

丁
 ）
 初
期
二
九
 セ
 三
年
以
前
一
、
（
 
2
 ）
第
一
プ
ー
ナ
 期
 
二
九
 セ
四
｜
 
一
九
八
 

一
一
、
（
 
3
 一
 オ
レ
ゴ
ン
 期
 
（
一
九
八
二
 ｜
 一
九
八
五
一
、
 
（
 
4
-
 第
二
プ
ー
ナ
 期
 
（
一
九
八
六
 
｜
 一
九
八
九
Ⅰ
（
 5
 一
ポ
ス
ト
・
ラ
ジ
 ニ
 

｜
シ
期
 
（
一
九
九
 
0
1
 現
在
一
の
五
期
に
区
分
し
て
論
  
 

1
 
 初
期
二
九
七
三
年
以
前
）
 

｜
 思
想
家
か
ら
 グ
ル
 と
し
て
の
 う
 ジ
ニ
ー
 シ
ヘ
 

ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 は
、
一
九
三
一
年
一
二
月
一
一
日
に
中
央
 イ
ン
ド
の
マ
デ
ィ
ア
・
プ
ラ
デ
シ
ュ
州
で
ジ
ャ
イ
ナ
 教
 の
 商
人
の
長
男
と
し
 

て
 生
ま
れ
た
。
彼
は
、
一
九
五
三
年
三
月
二
一
日
、
 
ジ
 サ
 バ
ル
プ
ー
ル
大
円
子
で
哲
学
を
専
攻
し
て
い
た
二
一
歳
 の
時
、
人
間
の
意
識
の
 

最
終
的
段
階
に
達
し
光
明
を
得
た
と
い
う
。
彼
自
身
が
 
主
張
す
る
悟
り
の
体
験
の
後
も
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 は
大
学
 で
の
研
究
を
続
け
、
 六
 

0
 年
に
は
シ
ャ
バ
ル
プ
ー
ル
大
円
子
の
哲
学
教
授
と
な
っ
 て
い
る
。
 

六
 0
 年
に
な
る
と
、
彼
は
イ
ン
ド
各
地
で
講
演
す
る
よ
 
う
に
な
り
、
六
六
年
に
は
大
学
を
辞
職
し
、
す
べ
て
の
 
時
間
を
イ
ン
ド
各
地
 

で
の
講
演
に
江
 ぐ
よ
う
 に
な
る
。
 セ
 0
 年
に
は
、
ボ
ン
 ベ
イ
の
ア
パ
ー
ト
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
 四
年
間
、
公
共
施
設
を
 

借
り
て
、
定
期
的
な
瞑
想
キ
ャ
ン
プ
を
開
催
し
た
。
 
こ
 の
頃
ま
で
の
 O
R
M
 

の
組
織
は
未
発
達
で
あ
り
、
ラ
ジ
 

ニ
 ー
シ
は
 一
思
想
家
に
 

  
  
ジ 

    
  
  
と 

そ 

の弟 

子 
た 
ち 
が 

展 
開 局 

  
ナ @ Ⅰ 

O 
R 
M 
丁ひ @@ ）・ @ 

変 

  
  
激 
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貫 
，性 
  
欠 
女口 

を 

そ 
  
特 
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す 
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で 
あ 
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ム 
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四
 
O
R
M
 

の
実
践
形
態
の
歴
史
的
変
遷
 

 
 



一 - ユ   ソの 実践に関 する歴史的考察 

 
 

 
 

た
 。
こ
の
頃
が
ら
、
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 
の
中
で
欧
米
人
が
圧
 倒
 的
な
割
合
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
当
初
は
 
、
イ
ン
ド
を
旅
し
て
 

  2 

  
亡 弟 
四 -   
ボ ナ 

、 ノ 期 
べ （ 
イ 一 
0 元 
南 七 
東 四 
白 l   
一 十 九 
キ ノ 入 
ロ 一 
@"  ） ｜ ィ 五   
す シ 

る ユ   

  
  
に最初 進展 
  
ア 
シ 
  
  
  
ム 

（ 道 
土場 弗   

が 

開目 

か 

  

  

と
ど
ま
り
、
ま
た
彼
の
講
演
に
訪
れ
る
イ
ン
ド
人
た
ち
 も
 聴
衆
と
し
て
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
 
 
 

七
 0
 年
か
ら
 ラ
 ジ
ニ
ー
 
シ
 は
正
式
に
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
 ン
を
 授
け
る
よ
う
に
な
る
。
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
 受
 け
た
人
た
ち
は
、
 
新
 

し
い
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
名
前
が
授
け
ら
れ
、
ま
た
 
弟
子
の
条
件
と
し
て
伝
統
的
な
オ
レ
ン
ジ
色
の
ロ
ー
ブ
 
（
の
ち
に
 赤
 系
統
の
服
 

と
な
る
）
と
 て
ラ
 
（
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 の
写
真
人
り
の
ロ
ケ
 ッ
ト
 を
つ
る
し
た
数
珠
）
を
絶
え
ず
身
に
着
け
る
よ
う
 
に
な
っ
た
。
七
一
年
に
 

は
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 は
名
前
を
変
え
る
。
そ
れ
ま
で
彼
は
 
、
 ア
チ
ャ
リ
ヤ
・
ラ
ジ
ニ
ー
シ
 
一
 ラ
ジ
ニ
ー
シ
先
生
）
 

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
 

が
、
 新
し
い
タ
イ
ト
ル
と
し
て
「
祝
福
さ
れ
た
 者
 」
 あ
 る
ぃ
 は
「
 神
 」
を
意
味
す
る
「
バ
グ
 ワ
 ン
」
㊥
 に
 お
 毛
 の
 已
が
選
ば
れ
た
。
 
そ
 

ね
か
ら
先
の
八
九
年
ま
で
の
十
八
年
間
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 は
 バ
グ
ワ
ン
・
シ
ュ
リ
・
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 
（
 
約
 お
の
は
「
 氏
 」
を
意
味
す
る
）
 
と
 

し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
七
二
年
に
は
、
 
彼
が
二
一
歳
の
時
に
体
験
し
た
自
ら
の
悟
り
の
様
子
を
 
初
め
て
弟
子
に
語
り
、
 

「
光
明
を
得
た
」
マ
ス
タ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
 

七
 0
 年
頃
を
境
と
し
て
、
ラ
ジ
 
ニ
 ー
シ
は
 思
想
家
か
ら
 グ
ル
ヘ
 
、
聴
衆
の
一
部
も
弟
子
 へ
と
移
行
し
て
い
っ
 

た
 。
し
か
し
、
初
期
の
担
い
手
で
あ
る
イ
ン
ド
人
が
実
 
践
 し
た
、
弟
子
の
条
件
や
 グ
ル
 
へ
の
帰
依
は
、
イ
ン
ド
 の
 宗
教
伝
統
に
根
ざ
し
 

た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
新
し
い
時
代
」
を
予
感
さ
せ
る
 -
 
一
ユ
 ー
エ
イ
ジ
の
文
脈
で
 O
R
M
 

を
把
握
で
き
る
の
は
 、
対
抗
文
化
の
影
響
を
 

受
け
た
西
洋
人
が
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
中
心
的
な
担
い
手
 
と
な
る
次
期
以
降
で
あ
る
。
 



た
 欧
米
の
ヒ
ッ
ピ
ー
や
精
神
世
界
の
探
求
者
た
ち
が
 
旅
 の
 途
上
で
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
と
 出
会
い
、
惹
か
れ
て
い
っ
た
 。
そ
れ
に
続
い
て
、
 ヒ
 

ユ
 ー
マ
ン
・
ポ
テ
ン
シ
ヤ
ル
運
動
に
関
わ
っ
て
い
た
 相
 当
 数
の
セ
ラ
ピ
ス
ト
た
ち
が
、
人
間
性
心
理
学
の
新
た
 
な
 可
能
性
を
求
め
て
 ぅ
 

ジ
ニ
ー
 シ
 の
も
と
に
集
ま
り
だ
し
た
。
彼
の
も
と
を
 訪
 

る
 。
西
洋
人
や
日
本
人
訪
問
者
に
と
っ
て
イ
ン
ド
の
 物
 れ

る
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
今
度
は
 

価
は
安
く
 、
 三
ヵ
月
か
ら
六
ヵ
月
間
に
わ
た
っ
て
 プ
｜
 新

し
い
心
理
学
の
流
れ
 

ナ
に
 滞
在
す
る
こ
と
は
 

に
 興
味
を
も
つ
人
た
ち
が
ア
シ
ュ
ラ
ム
を
訪
れ
る
よ
う
 
に
な
る
。
プ
ー
ナ
・
ア
シ
ュ
ラ
ム
は
、
対
抗
文
化
の
影
 響
を
受
け
た
欧
米
人
が
 

集
ま
り
、
各
種
セ
ラ
ピ
ー
を
実
践
す
る
一
大
実
験
場
と
 
な
っ
て
い
っ
た
。
 

0
R
M
 
は
多
く
の
外
国
人
を
ひ
き
つ
け
た
が
、
特
に
 ア
 メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
、
日
本
か
 
ら
 多
く
の
人
々
が
 訪
 

れ
た
。
七
六
年
の
時
 白
 で
、
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 は
、
三
千
人
 か
ら
五
千
人
に
お
よ
ぶ
長
期
滞
在
者
と
、
年
間
お
よ
そ
 
二
万
五
千
人
か
ら
三
万
 

五
千
人
の
訪
問
者
か
ら
な
る
、
共
同
体
を
確
立
し
た
。
 
こ
の
第
一
プ
ー
ナ
期
に
お
い
て
は
、
ア
シ
ュ
ラ
ム
は
 閉
 鎖
 的
な
も
の
で
は
な
か
 

っ
た
 。
一
部
の
 サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 は
ア
シ
ュ
ラ
ム
内
に
設
け
 ら
れ
た
施
設
で
暮
ら
し
た
が
、
大
多
数
の
人
達
は
近
く
  

 

に
 滞
在
し
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
毎
日
の
講
話
 や
 、
瞑
想
 や
 セ
ラ
ピ
ー
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
す
る
た
め
に
ア
シ
ュ
 
ラ
ム
を
訪
れ
た
の
で
あ
 

一
般
的
で
あ
り
、
長
期
滞
在
者
と
訪
問
者
の
区
分
も
末
 分
化
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
著
し
い
メ
ン
バ
ー
の
増
加
の
結
果
と
し
て
、
 
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 は
少
数
の
弟
子
た
ち
以
外
と
個
人
的
に
接
 す
る
こ
と
が
困
難
に
 

な
っ
て
い
く
。
メ
ン
バ
ー
の
急
激
な
増
加
に
よ
り
、
 
ム
 ｜
 プ
メ
ン
ト
は
二
つ
の
世
界
、
「
 す
 な
 む
 ち
、
信
奉
者
 0
 世
界
と
、
創
始
者
と
 

に
 分
断
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
 
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
制
度
化
は
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 の
 健
 原
状
態
の
悪
化
に
よ
り
 

加
速
度
を
増
し
て
い
く
。
 七
 0
 年
代
中
頃
か
ら
、
ラ
ジ
 ニ
 ー
シ
は
 ア
シ
ュ
ラ
ム
の
組
織
運
営
か
ら
徐
々
に
身
を
 引
く
よ
う
に
な
り
、
 数
 

人
の
中
心
的
な
西
洋
人
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 が
ア
シ
ュ
ラ
ム
の
 運
営
を
担
当
し
た
。
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0
 年
代
後
半
に
な
る
と
、
数
ヵ
月
か
ら
数
年
間
プ
ー
 
ナ
 に
 滞
在
し
た
 サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 が
自
国
に
戻
り
瞑
想
セ
ン
タ
 １
を
開
き
は
じ
め
 

八
 0
 年
に
は
世
界
中
で
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
の
二
百
 
の
 瞑
想
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
の
 講
話
 録
 が
各
 

翻
訳
さ
れ
は
じ
め
た
。
日
本
で
最
初
の
瞑
想
セ
ン
タ
ー
 
は
セ
 五
年
に
東
京
近
郊
に
オ
ー
プ
ン
し
、
八
一
年
ま
で
 
に
は
全
国
に
十
一
 

想
 セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
る
。
 セ
セ
 年
に
な
る
と
最
初
 の
 翻
訳
が
出
版
さ
れ
、
 八
 0
 年
 ま
で
に
は
さ
ら
に
 セ
冊
 が
 翻
訳
さ
れ
る
。
 

年
 ま
で
に
は
「
存
在
の
吐
 囲
 
-
 
め
る
く
 ま
 １
 6
 色
を
含
 む
 八
冊
の
合
計
が
八
万
部
以
上
売
れ
、
本
を
通
じ
て
う
 
ジ
ニ
ー
 シ
 の
存
在
 

る
 日
本
人
が
増
加
し
て
い
く
。
 

の
 当
時
の
瞑
想
セ
ン
タ
ー
は
ア
シ
ュ
ラ
ム
に
対
す
る
 
支
 部
 の
よ
う
な
組
織
的
構
造
は
な
か
っ
た
。
セ
ン
タ
ー
 運
 営
は
 、
ア
シ
ュ
ラ
 

登
録
す
れ
ば
誰
で
も
行
 う
 こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
 そ
の
代
表
者
も
セ
ン
タ
ー
運
営
以
外
の
職
業
で
生
計
を
 
た
て
て
い
る
こ
と
 

と
ん
ど
で
、
宗
教
的
職
能
者
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
 
瞑
想
セ
ン
タ
ー
を
訪
れ
る
 サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 た
ち
も
、
 各
セ
 ン
タ
ー
に
所
属
し
 

る
わ
け
で
な
く
、
全
く
セ
ン
タ
ー
に
行
か
な
い
人
た
ち
 
が
む
し
ろ
大
半
で
あ
っ
た
。
 



瞬
間
瞬
間
を
ト
ー
タ
ル
に
生
き
る
こ
と
や
、
「
自
分
自
 

身
に
な
る
」
こ
と
を
理
想
と
し
て
希
求
す
る
一
方
、
 

0
 R
M
 流
の
ラ
イ
フ
ス
タ
 

イ
ル
 を
学
び
、
さ
ら
に
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
と
 彼
の
共
同
体
に
 
あ
る
程
度
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
 

の
で
あ
る
。
 

3
 
 オ
レ
ゴ
ン
 期
 
二
九
八
二
 ｜
 一
九
八
五
）
 
l
O
R
 M
 の
組
織
宗
教
へ
の
変
貌
 

一
九
八
一
年
の
春
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 は
長
年
患
っ
た
喘
息
 
と
 糖
尿
病
の
た
め
「
沈
黙
」
の
ス
テ
ー
ジ
に
入
り
、
 

公
 共
の
場
で
の
発
言
口
を
 

一
切
し
な
く
な
る
。
ア
シ
ュ
ラ
ム
の
す
べ
て
の
実
権
は
 

、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
個
人
秘
書
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
人
女
性
 
シ
ー
 う
 に
委
ね
ら
れ
る
 

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
 
0
R
M
 は
宗
教
の
制
 
度
 化
の
新
た
な
段
階
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
 

ま
で
 O
R
M
 は
、
ラ
ジ
 

ニ
 ー
シ
 と
そ
の
側
近
か
ら
な
る
世
界
と
、
一
般
信
者
の
 
世
界
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
前
者
は
さ
ら
に
 
、
創
始
者
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 

と
 、
 0
R
M
 が
円
滑
に
機
能
す
る
た
め
に
任
命
さ
れ
た
 

人
々
と
に
分
化
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
ラ
ジ
ニ
ー
 

シ
 の
 意
思
と
は
半
ば
独
立
 

し
た
形
で
組
織
運
営
が
確
立
し
、
 
0
R
M
 の
担
い
手
は
 
創
始
者
 ノ
 運
営
ス
タ
ッ
フ
 
/
 一
般
信
者
に
分
か
れ
て
い
 
っ
 た
の
で
あ
る
。
 

シ
ー
う
は
中
央
オ
レ
ゴ
ン
に
六
万
四
千
エ
ー
カ
ー
（
 

東
 克
 二
三
区
の
面
積
に
相
当
）
の
荒
涼
と
し
た
土
地
を
購
 

入
し
、
八
一
年
八
月
 

に
は
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 を
そ
こ
へ
招
く
。
 サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 た
ち
 は
 、
そ
の
中
に
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 プ
ー
ラ
ム
 市
宙
 ず
ち
お
の
 
す
 ロ
 
/
 ③
 ヨ
 
「
ラ
ジ
ニ
ー
 

シ
 0
 表
現
」
を
意
味
す
る
）
を
建
設
し
た
。
八
二
年
の
 

夏
か
ら
は
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 プ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
毎
年
七
 
円
に
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
 

が
 開
か
れ
る
よ
 う
 に
な
り
、
世
界
各
国
か
ら
最
高
一
万
 

五
千
人
の
人
々
が
参
加
し
た
。
 

  
パ を 

タ 色 
l 濃 

  
を 反 
メ 映 
、 ノ す 
バ る 

l 」 

に と 

教 に 
育 む 
す っ 
る た 

  
な あ 

  
し ま 

て た   
た ア 
と シ   
ノ % 一 フ 

よ ム 

  
つ セ 

ま - フ     
サ は 
    
ヤ O 
、 ン R 
ン M 
た 独 
ち 自   
何 所     
7 百 ィ 命 

観 理 
も と 

持 関 
た ィ 系 
ず 性 

  

力
 
ニ
ズ
ム
が
働
く
。
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
具
体
 化
す
る
過
程
で
、
 
0
R
M
 

は
当
時
の
欧
米
人
た
ち
が
も
 た
ら
し
た
ヒ
ッ
ピ
ー
 文
 

 
 

 
 



  

 
 

タ
 ー
は
閉
鎖
と
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
東
京
に
 
コ
、
、
ト
 

ユ
 ー
 ン
 
が
誕
生
し
、
そ
こ
で
約
八
十
名
が
個
人
財
産
を
 処
分
し
て
共
同
生
活
を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

づ
 

ミ
ュ
ー
 ン
 
が
結
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
 O
R
M
 

も
諸
外
国
と
類
似
す
る
状
況
に
直
面
す
る
。
 八
 五
年
に
は
各
地
の
瞑
想
セ
ン
 

 
 

 
 

%
 
 

を
一
つ
ぼ
ま
と
め
、
各
国
に
大
き
な
コ
ミ
ュ
ー
ン
 
な
づ
 く
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
の
結
果
、
世
界
十
数
 か
 国
に
 ラ
 ジ
ニ
ー
シ
国
際
 コ
 

 
 

 
  
 

紅
想
 セ
ン
タ
ー
を
訪
れ
て
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 プ
ー
ラ
ム
 
へ
の
寄
付
を
強
く
求
め
た
。
ま
た
、
各
自
が
独
自
に
運
 営
 し
て
い
た
瞑
想
セ
ン
タ
ー
 

 
 

  

オ
レ
ゴ
ン
共
同
体
の
外
部
で
も
、
 O
R
M
 
の
中
央
集
権
 化
と
標
準
化
は
進
ん
で
い
っ
た
。
オ
レ
コ
ン
の
ス
タ
ッ
 
フ
は
 世
界
各
地
の
瞑
 

 
 

卸
 
資
源
の
提
供
を
正
当
化
す
る
論
理
と
し
て
利
用
さ
 
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
 

考察 

こ
れ
ま
で
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
フ
ー
 ク
 を
作
っ
て
い
た
 O
R
M
 

は
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
確
固
と
し
た
ヒ
エ
ラ
 

ル
キ
ー
を
も
っ
組
織
 

宗
教
へ
と
変
貌
 し
 、
各
種
の
制
度
化
が
進
展
し
て
い
く
 。
八
三
年
に
は
「
ラ
ン
ニ
ー
シ
ズ
ム
バ
グ
フ
ン
・
 
シ
ュ
リ
・
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 

と
 彼
の
宗
教
の
紹
介
」
と
題
さ
れ
た
小
冊
子
が
十
数
 
カ
 国
語
で
出
版
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
 
O
R
M
 

が
「
 

宗
 教
 」
で
あ
る
と
 宣
 舌
口
 
さ
 

ね
 、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
教
え
が
経
典
化
さ
れ
て
い
る
。
 
ま
 た
 、
 O
R
M
 

に
お
け
る
聖
職
者
の
資
格
と
ガ
イ
ド
ラ
 

イ
 ン
も
規
定
さ
れ
て
 
ぃ
 

る
 。
さ
ら
に
、
こ
の
小
冊
子
に
記
さ
れ
て
い
る
 
一
 
ラ
ジ
 ニ
 ー
シ
 と
そ
の
教
え
と
彼
の
共
同
体
へ
の
帰
依
を
示
 
こ
 
「
ガ
ッ
チ
ャ
 ミ
 」
 の
 

儀
式
は
、
オ
レ
ゴ
ン
共
同
体
と
各
国
の
瞑
想
セ
ン
タ
ー
 
で
 実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

オ
レ
ゴ
ン
共
同
体
も
次
第
に
全
体
主
義
的
な
特
徴
を
も
 
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
は
約
二
千
人
の
 サ
 ニ
ヤ
 シ
ン
 が
 、
近
隣
の
人
々
 と
 

日
常
的
交
流
の
な
い
孤
立
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
 、
 彼
ら
は
（
 1
 ）
永
住
者
、
（
 
2
 ）
長
期
滞
在
者
、
一
こ
 訪
 問
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
 

分
類
さ
れ
た
。
永
住
者
は
す
べ
て
の
個
人
財
産
を
処
分
 
し
 、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
寄
付
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
 
長
期
滞
在
者
は
、
 コ
、
、
ト
 

ユ
ー
ゴ
に
お
金
を
支
払
っ
て
、
各
種
の
仕
事
（
掃
除
・
 洗
濯
、
建
設
工
事
、
調
理
な
ど
）
を
崇
拝
 

ず
 0
 「
 
約
ぢ
 一
 と
し
て
行
っ
た
。
 こ
 

の
 当
時
、
ラ
ジ
ニ
ー
シ
思
想
の
「
明
け
渡
し
 /
 サ
レ
ン
 ダ
ー
」
が
本
来
の
意
味
 ム
ロ
 
い
か
ら
ず
れ
て
、
個
人
財
産
 の
 放
棄
や
物
的
・
人
的
 



ラ
ム
と
同
じ
献
立
の
食
事
が
毎
日
提
供
さ
れ
た
。
も
ち
 
ろ
ん
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
相
当
数
の
 サ
 ニ
ヤ
 シ
ン
 は
 瞑
想
セ
ン
タ
ー
に
 直
 

接
 コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
こ
と
の
な
い
社
会
生
活
を
送
 
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
「
 サ
 レ
ン
ダ
ー
が
足
り
 な
 い
 」
と
批
判
さ
れ
、
 

早
く
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
参
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
 
つ
ま
り
、
 0
R
M
 
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
下
位
に
位
置
づ
 け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
 0
R
M
 
の
組
織
化
に
異
を
唱
え
る
 サ
 ニ
ヤ
 シ
ン
 も
多
く
、
世
界
中
で
半
数
近
く
の
者
は
こ
の
時
期
 
に
 ム
ー
ブ
メ
ン
ト
か
ら
 

離
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
 

ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 の
弟
子
た
ち
が
オ
レ
ゴ
ン
に
落
ち
着
い
た
 当
初
か
ら
、
 0
R
M
 
と
近
隣
住
民
と
の
摩
擦
は
絶
え
な
 か
っ
た
。
衝
突
の
原
 

因
 に
は
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
ラ
デ
ィ
カ
ル
 な
 世
界
観
 や
、
 「
意
識
変
容
」
を
め
ざ
す
 サ
 ニ
ャ
ン
 ン
 た
ち
が
近
隣
 住
 民
 に
対
し
て
優
越
的
な
 

態
度
で
接
し
た
こ
と
、
ま
た
彼
ら
が
実
質
的
に
地
元
任
 
民
 が
い
た
ア
ン
テ
ロ
ー
プ
の
町
を
乗
っ
取
り
 
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 プ
ー
ラ
ム
 市
 と
し
た
 

こ
と
正
式
な
市
と
し
て
の
認
可
を
得
る
た
め
全
米
か
 

ら
 ホ
ー
ム
レ
ス
千
五
百
人
を
招
き
入
れ
る
）
等
が
挙
げ
 
ら
れ
る
。
八
五
年
九
月
 

に
な
る
と
、
シ
ー
う
と
十
数
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
突
然
 
コ
 ミ
ュ
ー
 ン
 を
去
り
、
 F
B
I
 が
介
入
し
た
捜
査
の
結
果
 、
彼
女
ら
が
行
っ
て
き
 

た
 コ
ミ
ュ
ー
ン
内
外
で
の
不
法
行
為
が
明
ら
か
に
な
る
 。
そ
の
中
に
は
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 と
そ
の
世
話
人
の
部
屋
 の
 盗
聴
、
 0
R
M
 
の
 資
 

産
 五
十
五
億
ド
ル
の
横
領
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 の
主
治
医
 デ
 パ
 ラ
 ジ
 の
殺
人
未
遂
、
近
隣
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
有
害
物
 質
 
（
サ
ル
モ
ネ
ラ
一
国
）
 

の
 混
入
、
公
共
施
設
の
放
火
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
 
シ
 ー
う
と
そ
の
仲
間
は
逃
亡
 先
 の
 旧
西
 ド
イ
ツ
で
逮
捕
 さ
れ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
 ニ
 

 
 

シ
ー
う
と
そ
の
直
属
の
部
下
た
ち
が
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
 去
 っ
た
 後
、
組
織
運
営
に
関
す
る
幾
つ
か
の
変
更
が
な
さ
 
れ
た
。
コ
ミ
ュ
ー
ン
 

の
 一
部
の
土
地
が
も
と
の
住
人
に
売
り
戻
さ
れ
、
ま
た
 、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
 
サ
 ニ
ヤ
 シ
ン
 の
服
装
の
 色
の
制
限
も
な
く
な
っ
 

  

始
め
た
の
で
あ
る
。
日
本
を
含
む
各
国
の
コ
ミ
ュ
ー
ン
 
で
は
、
世
界
中
の
 サ
 
ニ
ヤ
 シ
ン
 
の
意
識
を
そ
ろ
え
る
た
 め
 、
ラ
ジ
ニ
ー
シ
 フ
｜
 

 
 

 
 



 
 

コ
ー
ン
の
解
体
後
も
存
続
し
て
い
く
。
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 

 
 

ィ
 等
の
数
 か
 国
を
訪
問
し
た
 

た
 。
さ
ら
に
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 の
教
え
を
ま
と
め
た
小
冊
子
 
「
ラ
ジ
ニ
ー
シ
ズ
ム
」
は
処
分
さ
れ
た
。
し
か
し
、
 

こ
 う
し
た
税
制
度
化
の
動
 

き
も
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
シ
ー
う
が
去
っ
た
約
一
 
力
用
 後
、
今
度
は
 ラ
 ジ
ニ
ー
シ
自
身
が
数
人
の
弟
子
た
 ち
と
共
に
コ
ミ
ュ
ー
ン
 

を
 去
り
、
国
外
逃
亡
を
試
み
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、
 
給
 油
九
 の
ノ
ー
ス
キ
ヤ
ロ
ラ
イ
ナ
・
シ
ヤ
ー
ロ
ッ
ト
空
港
 で
 逮
捕
さ
れ
た
。
司
法
 

取
引
の
結
果
と
し
て
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 は
告
訴
さ
れ
て
い
 た
 三
十
四
の
罪
状
の
う
ち
移
民
管
理
局
へ
の
偽
証
に
 関
 す
る
二
つ
の
罪
を
認
め
 

る
こ
と
や
、
今
後
五
年
間
ア
メ
リ
カ
に
入
国
し
な
い
こ
 
と
な
ど
を
条
件
に
釈
放
さ
れ
、
十
一
月
十
四
日
ア
メ
リ
 
力
 を
去
っ
た
。
そ
の
 二
 

週
間
後
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
運
営
者
は
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 プ
ー
ラ
 ム
 が
も
は
や
経
済
的
に
機
能
し
な
い
こ
と
を
 盲
芸
ロ
 
し
、
 コ
ミ
ュ
ー
ン
の
閉
鎖
の
 

意
向
を
表
明
し
た
。
こ
こ
に
約
四
年
間
に
お
よ
ぶ
 
ア
メ
 リ
カ
 で
の
実
験
的
な
試
み
が
終
了
し
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
レ
ゴ
ン
期
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
 面
 で
の
制
度
化
が
進
行
し
て
い
っ
た
。
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
 
「
明
け
渡
し
Ⅰ
 ザ
レ
 

ン
ダ
ー
」
の
思
想
は
個
人
財
産
の
放
棄
を
意
味
す
る
よ
 う
に
な
り
、
ま
た
組
織
内
で
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
も
確
立
 
し
た
。
 
ザ
 ニ
 ャ
シ
ン
た
 

ち
は
、
「
瞬
間
、
瞬
間
を
新
た
な
状
況
に
対
応
し
て
、
 い
 ま
 、
こ
こ
に
生
き
る
」
と
い
う
理
想
を
も
つ
あ
ま
り
 
、
 O
R
M
 

の
体
制
を
既
 

機
序
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
批
判
す
る
態
度
を
失
っ
 

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
「
個
人
の
意
識
変
容
」
の
 重
視
も
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
内
外
 

 
 

糊
 

で
の
社
会
的
問
題
か
ら
日
を
背
け
る
結
果
と
な
っ
 た
 。
つ
ま
り
、
オ
レ
ゴ
ン
期
の
制
度
化
は
、
組
織
運
営
 
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
統
制
な
ど
 

 
 

附
の
外
在
的
要
因
に
加
え
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
思
想
 
持
 有
の
内
在
的
ジ
レ
ン
マ
も
介
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
 
る
の
で
あ
る
。
 

-
6
-
i
 

 
 
 
 

践
 

 
 

ぬ
 

4
 
 第
二
プ
ー
ナ
 期
 
二
九
八
六
 ｜
 
一
九
八
九
 ）
 ｜
 税
制
度
化
と
ゆ
る
や
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 

 
 

 
 

ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 プ
ー
ラ
ム
の
崩
壊
に
よ
り
、
多
く
の
マ
ス
 
・
メ
デ
ィ
ア
は
 
O
R
M
 

の
終
焉
を
報
道
し
た
。
し
か
し
 、
 O
R
M
 
は
コ
ミ
ュ
 

 
 

  



こ
の
時
期
の
実
践
形
態
は
 、
セ
 0
 年
代
後
半
の
 プ
 ー
 ナ
 で
の
状
況
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
レ
ゴ
ン
期
の
 中
央
集
権
的
な
体
制
 

に
 代
わ
っ
て
、
各
国
、
各
瞑
想
セ
ン
タ
ー
独
自
の
展
開
 
が
 世
界
各
地
で
み
ら
れ
る
 よ
う
 に
な
っ
た
。
大
規
模
な
 国
際
的
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
 

代
わ
っ
て
、
サ
ニ
 ャ
シ
ン
 の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
重
視
す
 る
 小
規
模
な
グ
ル
ー
プ
が
各
国
に
散
在
す
る
 よ
う
 に
 な
 る
 。
日
本
で
も
東
京
に
 

あ
っ
た
コ
ミ
ュ
ー
ン
は
 ハ
セ
 年
に
解
散
と
な
り
、
各
地
 に
 再
び
瞑
想
セ
ン
タ
ー
が
誕
生
し
は
じ
め
た
。
八
九
年
 
ま
で
に
は
日
本
各
地
に
 

大
小
さ
ま
ざ
ま
な
十
五
の
瞑
想
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
 
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
各
セ
ン
タ
ー
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
 
｜
 に
よ
っ
て
独
自
に
運
 

営
 さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
オ
レ
ゴ
ン
や
各
国
の
 
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
た
 サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 た
ち
も
、
世
俗
の
職
業
 

ほ
 つ
き
な
が
ら
 

0
R
M
 

と
 関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
三
流
 と
な
り
、
 

0
R
M
 

の
セ
ク
ト
的
な
特
徴
は
徐
々
に
薄
れ
 

て
い
っ
た
。
 

こ
の
時
期
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
役
割
も
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
 に
 移
行
し
て
い
く
。
シ
ー
う
が
去
っ
た
後
の
オ
レ
ゴ
ン
 
期
か
ら
、
ラ
ジ
ニ
ー
 

シ
は
サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 た
ち
に
、
自
ら
が
「
友
人
」
で
あ
り
 

一
宗
教
の
リ
ー
ダ
ー
で
は
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
 述
 べ
た
。
八
九
年
一
月
に
 

は
 、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 は
バ
グ
 ワ
 ン
 
宇
 祝
福
さ
れ
た
 者
 」
「
 神
 」
）
の
タ
イ
ト
ル
を
落
と
し
、
同
年
九
月
に
は
名
前
 の
ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 も
落
と
 

し
 、
た
だ
「
オ
シ
ョ
ー
 一
 
0
 約
 0
 ）
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
 に
な
る
。
こ
の
言
葉
は
、
日
本
語
の
「
和
尚
」
か
ら
 
取
 ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
 そ
 

こ
に
は
権
威
主
義
的
な
意
味
合
い
や
、
組
織
的
な
上
下
 
関
係
が
含
ま
れ
な
い
よ
う
な
配
慮
が
は
た
ら
い
て
 
ぃ
 た
 。
当
然
の
こ
と
な
が
 

ら
 、
「
光
明
を
得
た
」
マ
ス
タ
ー
 と
サ
 ニ
ヤ
 シ
ン
 の
 間
 に
 、
一
般
的
な
意
味
で
の
友
人
関
係
が
成
立
し
た
わ
け
 
で
は
な
い
。
 サ
 ニ
ヤ
 シ
 

ン
 た
ち
が
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 を
覚
者
と
し
て
崇
敬
し
、
彼
の
 塩
花
に
あ
る
程
度
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
し
て
い
た
こ
と
は
 
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
 

後、年間よう     

な一ハ る 万年 
。 人 セ 

そ の 月 
の 訪 に 

影 問 は 
智 者 ボ 
も が ン 

あ ア ベ 
っ シ イ 

て ュ に 

カ 3 ー フ " 

、 ム そ 
こ を し 

の 読 て 
時 れ 八 
期 た セ 
日 。 年 
本 八 一 
人 セ 月 

o 年 に 
訪 以 は 

問 降 プ 
者 、 l 
が さ ナ 
増 ン に 

カ ロ ニ 一 %   
た シ 。   

講話 の三 
0 年 

題間 材 、 
は 彼 
す は 
べ ほ 

て は 。 

ネ学 毎 

五日ヨ ロ口銀 の 
か 講 

ら 言舌 

選 る 
@ デ イ千   る 
  



  ユーイ、 ジ   の化践 に関 する 

て
い
た
当
時
は
 、
 「
 
ザ
 ニ
 ャ
ス
 を
受
け
る
」
（
イ
ニ
シ
エ
 
｜
 シ
ョ
ン
）
と
は
「
彼
の
弟
子
に
な
る
こ
と
」
を
意
味
 し
て
い
た
が
、
 

後
、
そ
の
意
味
が
変
化
し
た
。
オ
シ
ョ
ー
・
ア
カ
デ
 
、
、
 

.
 
｜
 ・
オ
フ
・
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
九
一
年
以
降
に
発
 行
斗
ワ
る
、
ザ
ニ
 

の
 申
込
書
に
は
以
下
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。
 

私
は
 ザ
 ニ
 ャ
ス
 と
は
単
に
瞑
想
に
む
か
っ
て
い
く
こ
と
 だ
と
理
解
し
ま
す
。
そ
れ
は
組
織
で
も
宗
教
で
も
あ
り
 
ま
せ
ん
。
 

分
の
人
生
と
行
為
に
対
し
自
由
で
あ
り
、
責
任
が
あ
る
 
も
の
と
理
解
し
ま
す
。
 

彼
の
死
 

ヤ
シ
ン
 

私
は
自
 

 
 

 
 

 
 

例
え
ば
 ラ
 ジ
ニ
ー
 シ
 が
生
き
 

考察 

の 調 ず 

講 に 、 一 
  

5 エむこ万 る， っ 。 
話 機 0 九   
録 能 R 九 ポ 、 ジ 、 y@@  よ に が 
の し M 0 ス 的 ト ラ 動 、 
出 て は 年 ト な ワ に い こ 

版 い 古 一   理 l 第 て の 
は る 参 月 う 念 ク 二 い 時 

、 よ の 十 ジ に き プ っ 期 
被 う ザ 九 二 そ 重 l た の 
の に 二 日 l れ 視 ナ の 0 
死 児 ヤ 、 シ ほ す 期 で R 
モ麦 え シ ラ 期 ど る の あ M 
も る ン ジ （ 
国 。 が ニ 一 

矛 よ 0 ろ は 
盾 う R 。 、 

し に M サ 
な な は     

ヤ 
            n  "  。 ヨ Ⅰ 床 "   
で 組 教 ン 

、 織 の   
O 的 脱 グ 
R な 制   
M 動 度 へ 
は き イヒ   
展 に の 

方向 閲 し 警戒 

魚 条 

て 心 へ 
      

で ョ 一 い を 転 月皮 

つ 特 撰 従 
あ る " ュ，ノ " 見 や 

全   面 
の こ あ に っ   

る な た @       
セ O た ま 

      
た   

つ       ま サ メ 
ン 

一｜ シ 諸活 の ニ ラジ 

リー 、 一 ヤ   
自 シ す   ら 、 ノ る 

の た Ⅰ 頃 
う の 継 掲 ち 向 
ジ 死 者   を 

ニ 後 は る ゆ 
l 0 % - 一 る 

解 
消 

、 ミノ ノ Ⅲ 原 ら ュ や す 

  



本
稿
の
分
析
を
通
じ
 

矛
盾
す
る
 反
 ニ
ュ
ー
 エ
 

し
 、
人
間
に
内
在
す
る
 

で
 サ
 ニ
ヤ
 シ
ン
 が
よ
り
 

る
た
め
の
ア
シ
ュ
ラ
ム
 

ン
期
に
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
 て

 明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
 O
R
M
 
は
そ
の
歴
史
に
 お
い
て
、
自
ら
が
掲
げ
る
ニ
ュ
ー
 エ
 イ
ジ
的
な
理
念
と
 

イ
ジ
的
な
傾
向
を
少
な
か
ら
ず
 苧
 ん
で
い
た
こ
と
で
あ
 る
 。
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 は
首
尾
一
貫
し
て
組
織
宗
教
を
批
  
 

霊
 性
の
追
求
の
必
要
性
を
説
い
た
。
彼
は
 グ
ル
と
 弟
子
 と
の
一
対
一
の
関
係
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
 
ま
 

「
自
分
自
身
に
な
る
」
道
を
開
こ
う
と
し
た
か
ら
の
は
 ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
世
界
観
を
具
体
化
す
 

や
 各
種
の
活
動
の
な
か
に
は
、
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 の
教
え
と
 

矛
盾
す
る
内
容
も
し
ば
し
ば
み
ら
れ
た
。
特
に
オ
レ
ゴ
 

｜
 を
も
つ
中
央
集
権
的
な
宗
教
組
織
が
確
立
し
、
そ
の
 制
度
化
も
進
行
し
て
い
っ
た
。
ラ
ジ
ニ
ー
シ
自
身
も
 
そ
 

結
語
 

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
・
ラ
ジ
ニ
ー
シ
期
に
お
け
る
 
イ
 ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
 、
 個
々
人
が
自
分
の
人
生
に
対
す
 る
 新
た
な
決
意
を
す
る
 

機
会
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
 
サ
ニ
 ヤ
シ
ン
 た
ち
は
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
死
に
よ
っ
て
彼
へ
の
 排
他
的
な
コ
ミ
ッ
ト
 メ
 

ン
ト
 が
弱
ま
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
自
己
責
任
を
重
視
 
し
、
 自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
ら
 
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

ポ
ス
ト
・
ラ
ジ
ニ
ー
シ
期
の
 O
R
M
 
は
 、
 「
ク
ラ
イ
 ェ
 ン
ト
・
カ
ル
ト
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
 
。
す
な
 ね
 ち
、
 

ビ
ス
の
提
供
者
は
あ
る
程
度
の
組
織
性
を
も
つ
が
、
 
そ
 の
 受
け
手
で
あ
る
ク
ラ
イ
ェ
ン
 ト
 
（
こ
の
場
合
、
サ
ニ
 ヤ
シ
ン
 ）
は
組
織
だ
っ
 

て
お
ら
ず
、
そ
の
関
与
も
部
分
的
で
、
他
の
宗
教
運
動
 
や
 組
織
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
置
い
て
い
る
場
合
も
あ
 
る
 、
と
い
う
こ
と
で
あ
 

る
 。
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 に
対
す
る
特
別
な
尊
敬
や
愛
着
を
持
 た
ず
、
自
己
の
功
利
的
な
目
的
の
た
め
に
セ
ラ
ピ
ー
 
や
 瞑
想
に
参
加
す
る
訪
問
 

者
が
 ム
 「
 役
 と
も
増
え
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
 

  



ニューエイジの 実践に関する 庄 史的考察 

 
 

 
 

判
 力
 め
 欠
如
に
は
、
（
社
会
的
条
件
づ
け
の
結
果
で
あ
 る
 -
 
既
存
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
善
悪
を
判
断
す
る
こ
 
と
へ
の
 蹟
曙
 が
関
連
し
 

0
 流
れ
を
容
認
す
る
形
で
、
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
展
開
し
 
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
支
持
者
 に
も
、
と
も
す
る
と
う
 

シ
 ニ
ー
 シ
 を
教
祖
と
し
て
崇
拝
し
、
そ
の
教
え
を
絶
対
 的
な
も
の
と
し
て
盲
信
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
 

本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
な
、
世
界
観
や
担
い
手
の
意
識
 
と
 、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
実
践
形
態
と
の
間
に
矛
 
盾
 が
生
じ
た
り
、
 そ
 

れ
る
の
関
係
が
歴
史
的
に
推
移
し
て
い
く
こ
と
は
多
く
 
の
 宗
教
運
動
で
共
通
し
て
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
 
特
 に
 草
創
期
の
宗
教
で
は
 

そ
の
傾
向
が
強
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
特
定
の
宗
教
 
運
動
が
 、
 自
ら
の
理
想
を
現
実
社
会
で
具
体
化
し
て
い
 
く
 過
程
に
お
い
て
は
、
 

多
く
の
内
在
的
、
外
在
的
要
因
が
影
響
を
与
え
る
か
ら
 
で
あ
る
。
 O
R
M
 
の
場
入
口
に
は
、
メ
ン
バ
ー
数
の
増
加
 
、
ラ
ジ
ニ
ー
 シ
 の
健
康
 

状
態
、
一
部
側
近
の
暴
走
、
プ
ー
 ナ
や
 オ
レ
ゴ
ン
の
 近
 隣
 住
民
と
の
関
係
、
担
い
手
の
国
籍
や
社
会
背
景
、
 
あ
 る
い
は
社
会
全
般
の
動
 

向
な
ど
い
く
つ
か
の
要
因
が
関
与
し
て
、
当
初
の
理
念
 
と
は
矛
盾
す
る
方
向
に
運
動
が
進
ん
で
い
っ
た
と
考
え
 
ら
れ
る
。
し
か
し
、
 0
 

R
M
 を
含
む
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
に
お
い
て
の
み
特
有
の
要
 
因
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
を
締
め
 
く
く
る
に
あ
た
っ
て
 、
 

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
の
多
く
が
抱
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
 抱
 え
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
ジ
レ
ン
マ
を
三
つ
指
 摘
 し
た
い
。
 

第
一
の
ジ
レ
ン
マ
は
 、
 自
ら
の
瞬
間
、
瞬
間
の
行
為
が
 正
し
い
か
ど
う
か
を
、
既
存
の
価
値
基
準
を
使
わ
ず
に
 
い
か
に
判
断
す
る
の
 

か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
。
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
思
想
は
 
、
 「
い
ま
、
こ
こ
」
を
重
視
す
る
態
度
を
と
る
た
め
、
 し
 ば
し
ば
善
悪
の
判
断
基
 

準
の
相
対
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
ラ
ジ
ニ
ー
 
シ
 が
 掲
げ
る
「
何
の
価
値
観
も
持
た
ず
に
、
 
い
 ま
、
こ
こ
 で
覚
醒
す
る
」
と
い
う
 

主
張
 は
 、
特
定
の
規
律
 ゃ
 倫
理
的
基
準
を
与
え
ず
、
 む
 し
ろ
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。
と
い
う
こ
と
 
は
、
 担
い
手
た
ち
が
 霊
 

性
の
追
求
を
す
る
際
に
、
具
体
的
に
「
何
を
す
る
の
が
 
正
し
い
の
か
」
に
関
す
る
一
定
の
見
解
は
与
え
ら
れ
ず
 
、
物
事
に
対
す
る
さ
ま
 

ざ
ま
な
解
釈
を
容
認
す
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
 
あ
る
。
 O
R
M
 
の
諸
活
動
、
特
に
オ
レ
ゴ
ン
期
の
間
頭
 
へ
の
サ
 ニ
 ャ
シ
ン
 の
 批
   



て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
元
来
は
、
社
会
か
ら
の
拘
束
や
 
罪
悪
感
か
ら
個
人
を
解
放
す
る
た
め
に
掲
げ
ら
れ
た
 

「
い
ま
、
こ
こ
を
生
き
 

る
 」
と
い
う
理
念
も
、
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
は
 
逸
 脱
 的
な
行
為
を
容
認
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
招
く
の
で
 
あ
る
。
 

第
二
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
「
本
当
の
自
分
」
に
な
る
こ
と
 が
 、
結
果
的
に
は
特
定
集
団
が
求
め
る
人
間
像
を
体
現
 
し
て
し
ま
う
可
能
性
 

の
あ
る
こ
と
に
関
わ
る
。
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
で
は
、
「
 本
 当
の
自
分
」
と
い
っ
て
も
千
差
万
別
な
個
人
の
あ
り
か
 
た
を
容
認
し
て
い
る
わ
 

け
で
は
な
く
、
反
合
理
主
義
的
な
感
性
豊
か
な
人
間
像
 
を
 模
索
し
て
い
る
場
人
口
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
 う
 な
 理
想
の
人
間
像
が
明
 

確
に
舌
口
語
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
ま
た
理
性
よ
り
も
 感
性
を
重
ん
じ
積
極
的
な
議
論
を
肯
定
し
な
い
た
め
、
 
第
三
者
に
よ
っ
て
行
わ
 

れ
る
「
本
当
の
自
分
」
か
ど
う
が
の
判
定
を
、
当
事
者
 た
ち
が
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
 
い
 。
例
え
ば
、
サ
ニ
 ャ
シ
 

ン
 の
場
合
、
「
本
来
の
自
分
」
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
 の
 判
定
基
準
を
提
供
す
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
 
O
R
M
 側
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
 

場
合
に
よ
っ
て
は
運
営
ス
タ
ッ
フ
に
操
作
さ
れ
て
い
る
 
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
「
自
分
自
身
に
な
る
」
道
を
自
発
 的
に
模
索
し
て
い
る
と
 

考
え
や
す
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
あ
り
の
ま
 ま
の
自
分
」
に
な
る
理
想
の
も
と
に
、
特
定
の
集
団
が
 
求
め
る
人
間
像
を
受
動
 

的
に
受
け
て
し
ま
う
こ
と
が
、
第
二
の
ジ
レ
ン
マ
で
あ
 
る
 。
 

第
三
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
「
個
人
の
意
識
変
容
」
を
最
優
 先
 さ
せ
な
が
ら
、
い
か
に
他
者
と
関
わ
る
か
に
つ
い
て
 
0
 間
 題
 で
あ
る
。
 ラ
 

ジ
ニ
ー
 シ
 を
は
じ
め
多
く
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
言
説
は
 、
 自
己
の
聖
性
を
強
調
し
、
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
意
識
変
容
 
に
 主
眼
を
お
く
。
ニ
ュ
 

 
 

｜
エ
イ
ジ
 は
元
来
、
「
自
分
が
変
わ
れ
ば
、
世
界
が
変
 わ
る
」
と
い
う
自
己
と
社
会
の
同
時
変
革
を
志
向
す
る
 
が
 、
現
実
的
に
は
「
 社
 

会
へ
の
無
関
心
」
を
暗
に
肯
定
す
る
思
想
と
も
い
え
る
 。
確
か
に
、
自
然
や
宇
宙
と
の
相
互
依
存
は
語
ら
れ
て
 
も
 、
家
族
や
地
域
共
同
 

体
 と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
舌
口
 
反
 さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
 ど
な
い
。
結
果
と
し
て
、
 O
R
M
 

の
オ
レ
ゴ
ン
期
に
見
 

ら
れ
た
 よ
う
 に
、
具
体
 

的
な
実
践
を
す
る
過
程
で
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
内
外
の
問
題
 
に
 無
関
心
で
あ
っ
た
り
、
近
隣
住
民
か
ら
孤
立
す
る
こ
 
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
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あ
る
。
さ
ら
に
、
自
己
の
聖
性
を
掲
げ
て
も
、
そ
れ
が
 
自
力
で
は
達
成
で
き
な
い
と
き
に
は
、
特
定
の
指
導
者
 
に
 自
己
実
現
の
 

指
針
を
委
ね
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
だ
 
ろ
う
。
つ
ま
り
、
家
族
や
共
同
体
を
切
り
離
し
た
個
人
 
の
 意
識
変
容
を
 

る
あ
ま
り
、
社
会
か
ら
孤
立
し
た
り
、
社
会
へ
無
関
心
 
に
な
っ
た
り
、
逆
に
特
定
の
他
者
へ
の
排
他
的
な
 
コ
、
、
ト
 

 
 

と
は
、
 O
R
M
 
が
直
面
し
、
他
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
が
 抱
 え
る
可
能
性
の
あ
る
ジ
レ
ン
マ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 

以
上
 O
R
M
 
の
事
例
研
究
が
示
唆
す
る
三
つ
の
ジ
レ
ン
 
て
 は
、
ど
こ
ま
で
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
全
般
に
一
般
化
で
き
 
る
の
だ
ろ
う
 

種
 多
様
な
思
想
、
実
践
の
総
体
で
あ
る
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
回
心
想
的
ジ
レ
ン
マ
に
直
面
 
 
 

や
 、
こ
れ
ら
の
ジ
レ
ン
マ
を
巧
み
に
解
消
す
る
 
メ
ヵ
ニ
 ズ
ム
 を
有
す
る
団
体
が
数
多
く
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
 
い
 。
ま
た
、
 同
 

的
 ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
た
と
し
て
も
、
 O
R
M
 
と
同
様
の
 歴
史
的
変
遷
を
辿
る
と
は
必
ず
し
も
舌
口
え
な
い
だ
ろ
，
 
っ
 。
し
か
し
、
「
 

こ
，
 
」
」
や
「
本
当
の
自
分
」
や
「
個
人
の
意
識
変
容
」
 の
 重
視
が
、
き
わ
め
て
多
く
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
運
動
で
 
強
調
さ
れ
て
い
 

も
 事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
示
唆
し
た
三
つ
の
ジ
レ
ン
マ
 
の
 有
効
性
と
適
応
範
囲
に
関
し
て
は
、
今
後
の
諸
研
究
 
の
 成
果
を
待
っ
 

 
 

思
想
レ
ベ
ル
、
実
践
レ
ベ
ル
、
当
事
者
の
意
識
レ
ベ
ル
 
で
の
 ギ
ャ
ッ
プ
 や
 、
そ
の
三
 つ
が
 織
り
成
す
ダ
 イ
ナ
、
、
ト
 

ズ
ム
 に
在
日
 

と
は
宗
教
現
象
を
理
解
す
る
際
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
 
。
逆
に
そ
の
三
つ
に
乖
離
が
あ
る
の
が
現
実
で
あ
る
と
 
す
れ
ば
、
特
定
 

現
象
を
統
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
思
想
と
実
践
 
形
態
と
担
い
手
の
移
り
変
わ
り
を
そ
れ
ぞ
れ
注
意
深
く
 
考
察
す
る
こ
と
 が の す こ る い じ ワ か す 希 た 
不 宗 る と こ ま 居、 l 。 る 求 め 
司 教 こ に と 、 想 ク 多 こ す の 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

下
こ
 

深
澤
央
陸
「
書
評
 
島
薗
進
著
 「
精
神
世
界
の
ゆ
く
え
」
 」
 宰
 宗
教
研
究
」
三
一
四
号
、
一
九
九
 セ
年
 一
、
一
八
六
頁
。
 

て
 -
 
島
 直
進
「
精
神
世
界
の
ゆ
く
え
現
代
世
界
と
新
霊
性
 

運
動
日
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
。
 

（
 
4
-
 
㌧
り
日
ヱ
 
0
 区
 ぴ
の
 
・
ド
ミ
 ぬ
乏
ミ
 -
.
 
ら
憶
 仝
 寒
 $
e
 
の
ま
ぬ
 
毬
 ～
・
・
 
わ
ミ
 
㏄
の
 凡
す
ひ
ド
さ
 

こ
ら
 
毬
 ら
へ
 叶
ミ
 
㏄
 密
 中
手
 む
ぉ
簿
 -
 
ミ
 ㏄
 め
ぬ
 
Ⅱ
 @
 
弍
ャ
 
-
 
何
 
%
 目
口
二
毛
Ⅰ
 キ
ヘ
ヒ
 

L
 ：
「
さ
出
 

せ
 
-
O
x
 
叶
 
o
 「
 
色
 

日
 リ
 
-
 
ド
 ぃ
 
オ
ミ
 匹
 -
-
 
Ⅰ
の
の
③
。
で
 

口
 ・
）
 
ひ
 一
ド
 
こ
 

一
こ
伊
藤
雅
之
「
精
神
世
界
と
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
概
念
的
 整 理
を
中
心
と
し
て
」
 
宅
 宗
教
と
社
会
別
冊
一
九
九
七
」
一
九
 

  

宗
教
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世
界
観
や
担
い
手
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
場
を
「
 
網
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 所
出
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と
し
た
が
、
本
稿
で
は
「
実
践
形
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を
よ
り
適
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な
 用
語
で
あ
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と
 
考
 

え
 用
い
る
こ
と
と
し
た
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簿
の
。
 ミ
 @
@
 

ハ
 
～
～
 

e
c
 ム
ミ
ぎ
毬
 
一
切
生
 
叶
り
笘
 

Q
u
 の
の
 
コ
 。
の
 
C
 コ
 一
つ
の
「
 

臼
円
ヒ
 
㌧
「
の
の
の
・
 

-
9
 
の
③
 

（
は
 
-
 
ヨ
日
：
 ワ
ド
 C
 ）
 

一
 
H
-
 

口
本
人
サ
ニ
 
ャ
シ
ン
 の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
至
る
プ
ロ
 

セ
ス
 
に
関
し
て
は
、
伊
藤
雅
之
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
の
 
過
 程
｜
 和尚
ラ
ジ
ニ
ー
 

シ
 ・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
場
ム
ロ
」
 

ニ
ソ
シ
オ
 
ロ
ゴ
ス
 L
 
三
一
号
、
一
 九
九
 セ
午
一
 
を
参
照
さ
れ
た
 

;
 
王
 

@
-
 
本
稿
で
は
、
日
本
の
「
精
神
世
界
」
、
欧
米
の
「
ニ
ュ
ー
 エ
イ
ジ
（
運
動
二
を
包
括
す
る
用
語
と
し
て
「
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 

  



ニューエイジの 実践に関する 歴史的考察 

一
 
付
記
 -
 

本
稿
は
 、
コ
 示
教
と
社
会
別
冊
一
九
九
八
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
 
拙
稿
 
-
 
「
和
尚
ラ
ジ
ニ
ー
シ
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
王
様
相
」
 

-
 に
 大
幅
な
加
筆
を
し
、
 
新
 

た
な
分
析
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
作
成
に
際
し
て
、
 

二
 人
の
レ
フ
ェ
リ
ー
の
方
々
 

や
 、
 島
薗
進
 、
葛
西
賢
人
、
小
池
 靖
 

樫
村
愛
子
、
芳
賀
 学
 

前
川
理
子
、
 
樫
尾
 直
樹
、
大
谷
栄
一
の
各
氏
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
 ト
 を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
 

た
 だ
し
文
責
は
筆
者
に
あ
 

る
 。
な
お
、
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
 -
 
時
 別
 研
究
員
奨
励
費
 -
 に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

（
Ⅱ
）
Ⅰ
。
 
毛
乙
 の
い
 
ユ
 の
「
 
-
 の
 寸
心
 
ド
牙
 
S
R
R
 

）
 

さ
軋
り
 
も
毛
Ⅰ
 
ま
ト
ぎ
 セ
ミ
 ミ
バ
 
ぃ
ミ
粟
蕊
ミ
お
い
ヨ
ヴ
 

「
三
の
の
の
 

ぃ
ヨ
ヴ
 
「
三
的
 

o
C
 コ
 三
宅
 %
 モ
㌧
お
田
 @
 
つ
つ
こ
 
,
 ロ
 ・
 
り
 
㏄
 

-
 
に
 -
 山
 0
 
コ
 （
 
0
 コ
目
 0
 ゴ
コ
 
の
 
0
 コ
 -:
0
 
コ
コ
 0
 ロ
コ
ロ
。
Ⅱ
の
 

い
コ
住
 
Ⅱ
 0
 二
 0
 圭
 。
 ニ
 @
 の
 0
 ヨ
 0
 Ⅱ
 片
 （
 
0
 俺
 -
 
コ
し
 。
 
く
往
 
0
 で
 ヨ
 0
 
コ
円
 0
 寸
 z
 。
 
圭
勾
往
 -
 
モ
 。
 仁
の
ヲ
由
 

。
 く
 0
 
ヨ
 0
 
コ
侍
瑳
 

@
 
-
 

コ
 

め
浅
ぎ
 
5
 
目
 
吋
 Ⅰ
 
い
 
a
 ～
 ム
 さ
 a
@
 

Ⅰ
㏄
～
 

め
 -
 り
 ㏄
 -
 
の
ア
 %
 っ
 
が
Ⅰ
 
ン
脂
 

@
 
）
オ
レ
ゴ
ン
期
に
お
け
る
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
内
外
で
の
葛
藤
 
に
 対
す
る
社
会
心
理
学
的
分
析
と
し
て
、
以
下
の
文
献
が
挙
げ
ら
 れ
る
。
の
ぃ
二
Ⅰ
 
肚
 五
コ
 

，
の
 
。
 
皓
コ
 
の
刃
。
 
ユ
 一
中
の
 
0
 ユ
巴
 。
㌧
の
 

ピ
ぃ
ゴ
 

0
-
0
 

の
卍
巴
ト
コ
 
巴
ピ
 
四
の
 
0
 小
片
 
ゴ
 。
 勾
ど
コ
 
0
 。
の
 
ゴ
て
仁
 

Ⅰ
 
リ
 ヨ
の
 0
 コ
目
円
ダ
 

@
-
 
コ
め
 
。
 ハ
 
-
0
 
ぎ
幅
へ
 
ぬ
～
 
ム
 さ
心
や
り
あ
 

-
 
り
 ㏄
 ㊨
ニ
円
つ
の
い
 

-
 
で
 で
・
い
り
Ⅱ
 

1
 
㏄
Ⅱ
Ⅰ
 

一
 
Ⅱ
 -
 刀
 0
 ロ
コ
 
の
 ピ
 の
（
 
ぃ
 「
 
オ
ぃ
コ
 
ロ
ヨ
 三
 p
 ヨ
の
 ・
 
い
酊
 コ
ロ
エ
ロ
の
の
・
が
 

お
ぬ
 
木
 
Ⅰ
心
ぎ
 

ぶ
陳
 
ロ
 
%
 
生
月
 き
ぷ
 （
 
由
 。
Ⅰ
 
末
 e
-
 
⑪
 
ピ
，
 
Ⅰ
Ⅰ
コ
ア
 

e
 
Ⅰ
四
円
 

ピ
 0
 寸
の
巴
 
@
 
小
 
0
 Ⅰ
 
コ
 @
 
い
㌧
Ⅰ
。
の
の
 

-
 
の
 ㏄
 
り
 
-
,
 
ロ
 ・
 
い
ひ
 

-
 
ぬ
 -
 前
川
理
子
「
 三
ユ
 ー
エ
イ
ジ
」
類
似
運
動
の
出
現
を
め
 ぐ
っ
て
」
宅
も
示
教
ヒ
社
 
ム
 
二
四
号
、
一
九
九
八
年
 -
 
、
九
一
 ｜
 九
一
 一
頁
。
 

  



と
 カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
 混
渚
 で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
 

先
 住
 
・
 氏
宗
教
を
取
り
締
ま
り
、
な
お
か
つ
、
直
接
的
な
宗
教
 
体
験
を
民
衆
に
認
め
な
 

 
 

  
バ た 本 

ス あ 論     

ケ る 文 キ l シ ルの味 バ論 序 は植 ス の 一人 7l １ に基づ テキス エロの 巡察 記 世界の スケス 要旨 文 

宗 の 民 ド き ト 『 録理に   Ⅴ 

救 民 地 
体 間 時 
験 治 代 
と 療 ス 
実 姉 ぺ   
践 フ イ 、 後攻 っ起 竹ス 民 

は ア ン 
、 ン 支 

彼 ・ 配 
が バ 下 

  
直 ス の 
接 ケ ペ 
7 号 ス ル     ト で ぐ づケ問宗配 
ヴ テ に 

リ あ る い ス治 教下 
シ る 二 て を 掠接の 

ィ キ お ズ宗つ明 「 師触ぺ 
、 ジ   ム 教の ら 由 ッ のル 
ョ ト る 、 の異か 綱ア 葛 l 

ン を 、 
に 通 交 宗湛なに 教 清 るす」・ 師ン 藤に とお 

よ し 配 、て、 カトリ・文化 化の意 第 る 。 規定 と バスケ 異文化 し 

側と 裏 って 者 て考察   被 付け 支配 ろ する。 
  
て 

者 
    

た の葛 

藤 
そ 
  

を 

Ⅰ J@ @ 由 
  谷 

魔 「 「住の文混入 

先   
  

  
ィ主   
民 
吉 ホ と 間治療 」とい 裁の 家 審問官 に残る した民 矢 日日 

教 名 
      
伝   

テ 糸 ロ 地教 ア   
統 ら リ コ シ休意   

  

「
魔
術
師
」
フ
ア
ン
・
バ
ス
ケ
ス
 

植
民
地
ペ
ル
ー
に
お
け
る
宗
教
接
触
 と
 温
情
 化
の
一
事
例
 ｜
 



特
に
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
の
研
究
は
、
異
端
審
問
記
録
か
ら
 
浮
か
び
上
が
る
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
の
応
答
の
中
で
、
 
農
 民
の
 シ
ヤ
ー
マ
ニ
ス
   

  ロ 民 で 

古 ' 弘 参考に の本数 「エリ 木柵で ング、 信仰 や   
「 と め接 の 「 エ 美音 ，｜ ト土 は   の   

本卦 袈 」   衆 
の   小軸 カルロントニ人文、 秋 
」   社 ギ オ・・ ム 

笘 ① 一   
つの 係、 関 @ 

で供   
あブつ にお 。 ム いてさ 公法に一連の 

  
る 
二口 

  
  
    
と 

民 の蓄 学者 近代 

衆、 チ 切 漬 
ャ 期 が 

反   
び ル タ る   
そ ア 
れ H の 本 
ぞ   由 辰 基 柵 

そ に 被 い 

を乍幸テ 、 ぺ 千代 のその基を ス 

先 ド 巡 の 意 づ 罰 ぺ 

佳 ロ 察 た 味 き し イ 

民   記 め 世   た ン 
宗 シ 録 に 界 バ 教   
散 か な 、 の ス 全 カ 
の エ も ま 達 ケ カ ト 

コ ロ と ず い ス ト リ 

ン の に   
テ 『 掘 ぺ 葛 属 シ ズ 
キ 送 り ル 腰 す ズ ム の ユ -   

力 か さ   
リ 異 る 

シ な も   ズ る の 
ム た で 
六 め は 

古本 なかっ 教会 本論 

空 文 た 
ユ で   
場 は バ 

的 を 「 ス   「 エ ケ 

支 リ エ リ ス 
直己 マ   

@ l ト 居   ト 」 し と 
解 

を 文   リ 衆 し 
、 ン 」 た 

ズ と カ   
」 ラ リ   と カ シ 

じ 験 異 植 分 テ ズ 
類 ゴ ム 

ると 。 実 端民 蕃地   
践 問 時   



  
  

 
  

 
      バスケス 

そ
の
枠
組
み
を
近
代
の
植
民
地
主
義
国
家
と
 被
 植
民
地
 の
 関
係
に
対
応
さ
せ
、
「
民
衆
宗
教
」
は
、
近
代
西
欧
 文
明
が
「
中
心
」
と
な
 

-
5
-
 

る
 
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
、
一
方
的
に
そ
の
「
 周
辺
」
に
組
み
込
ま
れ
、
無
視
さ
れ
て
き
た
多
様
な
 宗
 教
 竹
生
を
 、
 自
ら
の
手
 

に
 取
り
戻
そ
う
と
い
う
運
動
で
も
あ
る
、
と
論
じ
て
い
 る
 。
ロ
ン
グ
も
、
「
世
界
中
の
す
べ
て
の
地
域
で
西
欧
 の
こ
の
へ
ゲ
モ
ニ
ー
に
 

対
す
る
宗
教
的
応
答
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
被
植
民
 他
 国
で
新
し
い
エ
リ
ー
ト
が
生
ま
れ
、
西
欧
的
中
心
の
 
構
造
や
形
態
を
模
倣
 す
 

る
 。
逆
に
こ
の
こ
と
は
民
衆
の
新
し
い
形
態
を
生
み
出
 す
 。
先
住
民
文
化
の
伝
統
的
宗
教
は
一
つ
の
民
衆
宗
教
 
と
な
り
、
先
住
民
エ
リ
 

｜
ト
の
 新
た
な
権
威
や
力
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
自
ら
 を
再
 秩
序
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
状
況
は
単
 
に
 対
極
の
緊
張
を
生
み
 

出
す
の
み
で
な
い
。
西
欧
の
宗
教
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 的
 意
味
は
様
々
な
段
階
に
お
い
て
社
会
全
体
に
伝
え
る
 
れ
る
。
先
住
民
伝
統
の
 

再
 秩
序
化
は
 、
 古
い
先
住
民
的
形
態
と
再
解
釈
さ
れ
た
 西
欧
の
宗
教
的
伝
統
と
の
ア
マ
ル
ガ
ム
と
な
り
、
民
衆
 宗
教
の
新
し
い
意
味
は
 

-
6
-
 

こ
の
文
脈
に
お
い
て
広
が
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
 り
 、
こ
こ
で
は
、
①
一
つ
の
社
会
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
 と
 民
衆
の
関
係
だ
け
で
 

 
 

ば
く
、
 
②
西
欧
植
民
地
主
義
と
 被
 植
民
地
国
を
「
中
心
 」
と
「
周
縁
」
、
「
エ
リ
ー
ト
」
と
「
民
衆
」
の
関
係
に
 よ
っ
て
考
察
す
る
 視
占
 

 
 
 
 
 
 
 
 

が
 論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

本
論
で
扱
う
シ
ル
エ
ロ
と
バ
ス
ケ
ス
の
史
料
は
、
植
民
 他
宗
主
国
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
の
異
端
審
問
 官
の
 
「
迷
信
 
・
魔
術
」
撲
滅
の
た
 

ま
た
、
ロ
ン
グ
は
、
「
民
衆
宗
教
」
を
「
あ
る
社
会
に
 お
い
て
洗
練
さ
れ
、
差
別
化
さ
れ
た
、
学
の
あ
る
人
々
 
の
 宗
教
と
は
対
照
的
 

-
 
コ
 

な
 民
衆
の
宗
教
で
あ
る
」
と
定
義
し
、
両
者
の
違
い
を
 明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
様
に
、
荒
木
の
枠
組
み
も
、
 
支
配
者
が
管
理
す
る
 ェ
 

-
@
-
 

リ
ー
ト
の
宗
教
に
対
し
、
こ
れ
ら
に
帰
属
、
還
元
 し
尽
 く
せ
な
い
民
衆
の
側
か
ら
の
宗
教
運
動
を
民
衆
宗
教
と
 捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
 

テ
ィ
ッ
ク
な
宗
教
的
伝
統
が
、
審
問
官
の
抱
く
イ
メ
ー
 ジ
 
に
よ
り
、
い
か
に
「
魔
術
」
的
な
も
の
に
変
え
ら
れ
 
て
い
っ
た
か
と
い
う
 過
 

-
2
-
 

程
を
再
構
築
し
た
優
れ
た
先
行
研
究
で
あ
り
、
本
論
の
 
テ
ー
マ
や
議
論
の
モ
デ
ル
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
 



二
 

「
イ
ン
デ
ィ
 孔
 
フ
ア
ン
・
バ
ス
ケ
ス
に
 対
 す
る
魔
術
師
ゆ
え
の
 
罪
 」
 

フ
ア
ン
・
バ
ス
ケ
ス
は
一
七
一
 0
 年
に
り
 7
 で
上
口
発
さ
 
ね
 た
イ
ン
デ
ィ
オ
の
治
療
 師
 で
あ
る
。
バ
ス
ケ
ス
に
 つ
 い
て
の
史
料
は
 、
リ
 

マ
 大
司
教
区
古
文
書
館
に
存
在
す
る
。
バ
ス
ケ
ス
は
 
カ
 ハ
 マ
ル
 力
 生
ま
れ
で
、
 リ
 マ
の
マ
ラ
ン
ボ
通
り
で
 ボ
タ
 ン
エ
 を
し
て
い
た
。
 彼
 

は
 敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
熱
心
に
教
会
に
通
 
い
、
積
極
的
に
行
事
に
参
加
し
、
喜
捨
を
行
い
、
そ
の
 教
え
を
他
の
人
々
に
 説
 

い
て
い
た
が
、
同
時
に
、
先
住
民
の
宗
教
的
伝
統
を
色
 濃
く
受
け
継
ぐ
民
間
治
療
 師
 で
も
あ
っ
た
。
バ
ス
ケ
ス
 は
 、
ア
ン
デ
ス
の
他
の
 

民
間
治
療
 師
 と
同
様
に
、
病
人
の
手
首
の
脈
と
唾
か
ら
 、
 病
の
経
過
を
予
測
し
、
ク
イ
（
テ
ン
ジ
 
ク
 ネ
ズ
ミ
 、
 モ
ル
モ
ッ
ト
一
に
よ
っ
 

て
 病
人
の
体
を
擦
り
、
そ
の
内
臓
を
使
っ
て
病
の
状
態
 
を
 占
っ
た
。
さ
ら
に
、
伝
統
的
医
療
に
使
わ
れ
る
薬
草
 
を
 用
い
た
。
 

バ
ス
ケ
ス
は
、
自
身
の
治
癒
能
力
や
知
識
を
 、
 神
か
ら
 与
え
ら
れ
た
贈
り
物
だ
と
捉
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
 
病
人
か
ら
報
酬
を
全
 

く
 受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
バ
ス
ケ
ス
は
多
く
の
治
療
に
 成
功
し
、
そ
の
た
め
非
常
に
有
名
に
な
っ
た
。
バ
ス
ケ
 
ス
が
 身
体
障
害
者
を
治
 

し
た
と
き
は
、
リ
マ
中
に
彼
の
評
判
が
伝
わ
っ
た
。
後
 
に
 バ
ス
ケ
ス
が
「
偶
像
崇
拝
」
と
い
う
罪
の
か
ど
で
上
口
 
発
さ
れ
取
り
調
べ
ら
れ
 

た
と
き
、
自
分
の
能
力
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を
審
問
 官
 に
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
 

バ
ス
ケ
ス
は
子
供
の
頃
、
 カ
ハ
 マ
ル
 力
 で
夢
に
よ
る
 啓
 示
を
受
け
た
。
 聖
 ヨ
ハ
ネ
 と
 思
わ
れ
る
十
字
架
を
持
っ
 た
 老
人
が
現
れ
、
 バ
 

め
の
指
南
書
と
、
被
植
民
地
国
で
あ
る
 ぺ
 
ル
 ー
 の
あ
る
 民
間
治
療
 師
は
 
つ
い
て
の
「
偶
像
崇
拝
」
巡
察
史
料
で
 あ
る
。
両
方
と
も
 ェ
リ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｜
ト
 に
よ
っ
て
書
か
れ
た
史
料
で
あ
り
、
バ
ス
ケ
ス
に
 
つ
い
て
の
史
料
は
史
料
そ
の
も
の
の
制
約
（
エ
リ
ー
ト
 に
よ
っ
て
書
か
れ
た
 民
 

 
 

 
 

 
 
 
 

衆
の
史
料
と
い
う
意
味
で
一
が
あ
る
が
、
他
の
民
族
誌
 資
料
等
を
用
い
て
補
足
し
な
が
ら
、
そ
の
宗
教
的
意
味
 
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
 

 
 



 
 

弼
 

も
の
と
見
な
す
 ェ
 

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
論
 理
 に
よ
っ
て
こ
の
件
を
片
づ
け
よ
う
と
し
た
。
カ
ス
ト
 ロ
は
 
バ
ス
ケ
ス
が
治
療
で
 使
 

 
 

 
 

 
 儂

う
 カ
ト
リ
ッ
ク
の
祈
り
を
「
神
へ
の
折
り
を
悪
用
 
す
る
偶
像
崇
拝
的
行
為
」
と
見
な
し
、
バ
ス
ケ
ス
を
「
 
正
統
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
誤
用
 

            バスケス 

は ス 
悪 ケ バ 

魔 ス ス 
で は ケ 
あ 彼 ス 
る が を 

。 力 異 
彼 八 端 

め て 者 
夢 ル と 

は 力 し 
悪 で て 

告発 魔に 経験 

よ し し 

っ た た 
て 愚 検 
導 か 事 
か な フ 

れ 夢 ア 
た な ン 

幻 軽   
想 信 マ   
あ   テ 
るせ迷 イ 

  

」と。 信を犯 デ ・ 

力 し ・ 

ス た カ 
ト ヒ ス 
  

/l  は こ。 庫占 
よ @ 

ス コ / ト 次 

  
ジ ョ たた の㌔ 
  
想 像 ア 
魔 あ ン 
的 る     

  

ス
ケ
ス
に
 

い
る
と
、
 

に
話
し
た
 

目
の
ヴ
ィ
 

を
特
定
の
 

バ
ス
ケ
 

受
け
た
と
 

人
に
尽
く
 

バ
ス
ケ
ス
 

ス
コ
会
の
 

の
で
あ
る
 

ち
も
彼
を
 花

や
植
物
に
宿
る
神
霊
の
 カ
と
 、
そ
の
植
物
の
持
つ
 効
 能
 は
 つ
い
て
教
え
た
。
翌
日
、
バ
ス
ケ
ス
が
友
人
と
と
 も
に
祈
っ
て
 

友
人
は
バ
ス
ケ
ス
の
腕
に
四
つ
の
 里
い
 十
字
の
徴
が
あ
 る
の
に
気
づ
い
た
。
バ
ス
ケ
ス
は
前
日
見
た
夢
を
思
い
 
出
し
、
友
人
 

。
そ
し
て
、
夢
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
知
識
と
治
癒
 
能
 力
 を
生
か
す
道
を
 、
 彼
の
天
職
と
し
て
選
ん
だ
。
バ
ス
 ケ
ス
 は
二
番
 

ジ
ョ
ン
も
得
る
。
バ
ス
ケ
ス
が
 カ
ハ
 マ
ル
 力
 か
ら
リ
マ
 
に
 移
り
、
ボ
タ
ン
 エ
 と
し
て
働
い
て
い
る
と
き
、
今
度
 は
 バ
ス
ケ
ス
 

一
八
 
-
 

薬
草
へ
と
誘
 う
 子
供
の
天
使
が
現
れ
た
。
 

ス
が
 癒
し
た
人
間
は
数
多
く
い
た
が
、
中
に
は
、
ス
ペ
 
イ
 ン
人
の
聖
職
者
も
数
人
い
た
。
彼
ら
は
バ
ス
ケ
ス
が
 取
り
調
べ
を
 

き
、
同
様
に
尋
問
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
バ
ス
ケ
ス
が
 治
 療
の
際
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
折
り
や
教
条
信
行
を
読
み
、
 
献
身
的
に
病
 

し
た
こ
と
に
つ
い
て
雄
弁
に
弁
護
し
た
。
バ
ス
ケ
ス
は
 
、
 取
り
調
べ
 中
 、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
と
し
て
敬
虔
に
ふ
 る
ま
っ
た
。
 

の
 能
力
や
実
践
が
「
魔
術
師
」
と
し
て
追
求
さ
れ
る
と
 、
 時
に
は
生
口
解
し
、
反
省
の
態
度
さ
え
見
せ
た
。
し
か
 し
 フ
ラ
ン
シ
 

聖
職
者
た
ち
が
、
バ
ス
ケ
ス
の
治
療
行
為
を
カ
ト
リ
ッ
 
ク
 教
徒
と
し
て
敬
虔
な
行
為
で
あ
り
、
教
会
に
と
っ
て
 
も
 有
益
な
も
 

-
q
-
 

と
 判
断
し
て
バ
ス
ケ
ス
を
励
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
バ
ス
 
ケ
ス
 に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
多
く
の
ス
ペ
イ
ン
系
カ
ト
リ
 
ッ
ク
 教
徒
た
 

弁
護
し
た
。
 



魔
 と
の
契
約
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
 

式
 を
混
清
し
た
も
の
」
、
あ
る
い
は
 

バ
ス
ケ
ス
は
取
調
 中
 、
度
々
 、
夢
 

を
 正
統
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
な
い
 

ぃ
 「
改
宗
」
し
た
が
、
撤
回
す
る
 ょ
 

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
あ
 

判
事
に
 、
 次
の
よ
う
に
玉
帳
し
な
け
 

よ
っ
て
病
気
を
診
断
す
る
。
バ
ス
ケ
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
世
界
の
さ
ま
ざ
 

め
て
い
る
。
バ
ス
ケ
ス
の
薬
草
の
知
 

ム
ガ
 
護
 側
は
ザ
ン
・
マ
ル
コ
ス
大
学
 

に
 用
い
る
薬
草
を
調
べ
さ
せ
た
。
 そ
 

を
 知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
、
有
益
な
 

宗
教
」
で
さ
え
あ
る
と
論
じ
、
そ
の
 と

 睨
ん
だ
。
ド
ミ
ニ
コ
全
土
た
ち
に
よ
れ
ば
、
バ
ス
ケ
 
ス
 0
 行
為
は
「
聖
な
る
 祈
禧
と
 空
虚
な
儀
 

 
 

「
真
の
宗
教
と
迷
信
の
混
乱
」
で
あ
っ
た
。
 

に
よ
る
啓
示
と
徴
に
つ
い
て
の
話
を
撤
回
す
る
よ
う
 求
 め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
教
会
は
バ
ス
ケ
ス
 

と
 見
な
し
、
正
統
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
「
改
宗
」
す
る
 
ょ
 ぅ
 求
め
た
。
バ
ス
ケ
ス
は
そ
の
勧
告
に
従
 

う
 求
め
ら
れ
た
 夢
や
 ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
体
験
、
そ
れ
に
よ
 っ
て
与
え
ら
れ
た
彼
の
能
力
や
知
識
を
神
 

く
ま
で
信
じ
、
そ
う
玉
帳
し
続
け
た
。
そ
の
た
め
、
 
弁
 

 
 

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
文
字
に
よ
っ
て
知
識
を
得
る
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
医
者
は
、
や
は
り
体
液
に
 

ス
が
 病
気
を
知
る
た
め
に
患
者
の
唾
を
調
べ
た
り
、
 手
 首
の
脈
を
は
か
っ
た
の
は
、
自
然
な
行
為
 

 
 

多
様
な
種
類
の
植
物
の
医
学
的
価
値
を
認
 

-
 
田
 -
 

識
 も
ま
た
、
イ
ン
デ
ィ
オ
の
祖
先
か
ら
受
け
継
が
れ
た
 も
の
で
あ
る
」
と
。
 

の
 医
者
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ベ
ル
メ
ッ
 ホ
 ・
 イ
 ・
ロ
ダ
ン
 と
そ
の
助
手
に
、
バ
ス
ケ
ス
が
治
療
の
際
 

の
 結
果
、
医
者
は
バ
ス
ケ
ス
の
知
識
を
イ
ン
デ
ィ
オ
の
 祖
先
が
そ
の
伝
統
的
医
療
に
お
い
て
効
用
 

も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
さ
ら
に
医
者
は
バ
ス
ケ
ス
 0
 行
為
を
悪
魔
的
行
為
で
な
く
「
一
種
の
 

ム
並
 
誰
人
は
バ
ス
ケ
ス
が
こ
れ
ら
の
 
薬
草
を
治
療
に
使
っ
た
と
い
う
様
々
な
 証
 

ル 張 
テ を 
イ ， 日用 ム 

、 ノ 証 

す 
力 る   
" ア 。 と 
ロ が 

ン で 

に き 
判 ず   
を 最 
委 終 
ね 的 
た に 

  里     
二 間 
コ の 

専門 会 士 
た 家 
ち で 
も め 
力 る 

ス 二   
ロ の 

と ド 

同 2 
様 ニ 
に コ 
  ム 

ム山上 
ス ペ   
ス ロ   
治 デ 
療   
ノ T 一 丁 一 フ 

為   
を ぺ 
里 ,. l 
端 ニ 

及 ヤ 

び と 

悪 マ 

  

す
る
者
」
と
見
た
 
コ
 
l
 
 
。
 し
が
し
な
が
ら
、
カ
ス
ト
ロ
は
 、
 
バ
ス
ケ
ス
が
治
療
や
預
言
の
際
に
悪
魔
を
呼
び
出
し
て
 
い
る
と
い
う
自
分
の
主
 

 
  

 



      

先
に
挙
げ
た
バ
ス
ケ
ス
の
史
料
は
一
八
世
紀
初
頭
の
力
 

ク
 
・
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
 る
か
ら
、
こ
れ
を
 解
 

釈
す
る
に
先
だ
っ
て
、
当
時
の
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
 
と
民
 間
 宗
教
者
と
の
間
の
立
脚
点
の
差
を
明
ら
か
に
し
て
お
 く
 必
要
が
あ
る
。
 

植
民
地
時
代
の
ぺ
 ル
 １
 0
 

エ
リ
ー
ト
シ
ズ
ム
 を 支
配
し
た
ひ
と
っ
の
考
え
方
に
、
先
住
民
の
宗
教
、
 
も
し
く
は
、
そ
れ
ら
 

が
 カ
ト
リ
ッ
ク
 と
混
 清
し
た
民
間
信
仰
は
、
悪
魔
的
な
 も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
 迷
 信
 、
魔
術
、
悪
魔
の
術
 

と
 呼
ば
れ
、
弾
圧
や
異
端
審
問
、
偶
像
崇
拝
巡
察
の
対
 
象
 と
な
っ
た
が
、
そ
の
直
接
的
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
 

一
五
世
紀
後
半
か
ら
 

一
九
世
紀
初
期
に
か
け
て
行
わ
れ
た
ス
ペ
イ
ン
の
異
端
 審
問
で
あ
る
。
 

一
六
 ｜
 
一
七
世
紀
に
活
躍
し
た
サ
ラ
マ
ン
カ
の
異
端
書
 間
宮
ペ
ド
ロ
・
シ
ル
エ
ロ
は
、
問
題
と
な
っ
た
民
間
信
 
仰
の
様
々
な
形
態
を
 

網
羅
的
に
体
系
化
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
著
作
が
「
 
迷
 信
 ・
魔
術
の
劫
罰
に
つ
い
て
の
 覚
圭
 こ
で
あ
る
。
シ
ル
 
エ
ロ
の
思
想
は
、
民
間
 

 
 

信
仰
を
悪
魔
、
魔
術
、
迷
信
と
み
な
す
近
代
初
期
の
力
 

ク
 
・
エ
リ
ー
ト
の
思
想
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

シ
ル
エ
ロ
の
世
界
観
を
理
解
す
る
に
は
四
つ
の
区
別
を
 認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
奇
跡
と
 魔
 術
 、
超
自
然
的
と
自
 
 
 

 
 

 
 

一
円
一
 

然
 的
、
学
と
 術
 、
民
衆
と
エ
リ
ー
ト
、
の
区
分
で
あ
る
 。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
シ
ル
エ
ロ
の
論
理
に
お
い
て
互
い
 
に
 密
接
に
結
び
つ
い
て
 

一 一 一 

解
釈
の
た
め
の
思
想
史
的
背
景
１
１
ス
ペ
イ
ン
 
悪
 魔
学
の
考
察
 

舌
口
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
結
局
、
バ
ス
ケ
ス
に
は
「
聖
な
る
言
葉
、
 

葉
、
 

と
し
て
有
罪
の
判
決
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
 
バ
 
ス
ケ
 

 
 

と
 、
治
療
に
関
す
る
一
切
の
発
舌
口
を
永
久
に
禁
じ
ら
れ
 
@
 
十
ハ
 

Ⅰ
。
 

祈
り
、
神
の
観
想
と
迷
信
」
を
結
び
つ
け
た
迷
信
的
 
治
 療
を
行
っ
た
者
 

ス
は
べ
ツ
 レ
ヘ
ム
会
の
二
年
間
の
保
護
監
督
に
従
っ
た
 
後
、
治
療
行
為
 



信
 、
魔
術
」
の
枠
組
み
に
閉
じ
込
め
て
、
そ
れ
ら
を
 

虚
 偽
 で
あ
り
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
支
配
者
 

側
の
態
度
を
一
貫
し
て
 

信
頼
し
、
普
遍
的
な
舌
口
語
と
し
て
ラ
テ
ン
語
を
重
視
し
 て
い
た
。
シ
ル
エ
ロ
の
典
拠
は
聖
書
、
ア
ウ
グ
ス
テ
 
ィ
ヌ
ス
 の
「
神
の
国
 ヒ
 

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
「
神
学
大
全
」
を
始
め
と
す
 る
 諸
著
書
に
あ
っ
た
。
特
に
、
ア
ク
イ
ナ
ス
に
傾
倒
し
 、
そ
の
基
本
的
枠
組
み
 

で
あ
る
「
自
然
的
 
-
 
コ
 緊
仁
 
（
が
目
の
）
」
 

/
 
「
超
自
然
的
 -
 
色
 

 
 

い
る
。
 

さ
ら
に
い
え
ば
、
シ
ル
エ
ロ
は
「
学
 

す
鰍
コ
 
c
 守
 ）
」
と
 「
 
術
す
ユ
し
 
」
を
区
別
し
、
前
者
に
価
値
を
置
い
て
 

彼
は
舌
口
業
・
 

知
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
 学
 」
を
重
ん
じ
、
そ
う
で
 な
い
「
 術
 」
を
 、
 愚
か
で
貧
し
い
民
衆
の
行
う
「
悪
魔
 
の
 街
 」
、
「
魔
術
」
、
「
 

迷
 

信
 」
と
み
な
し
て
い
た
。
 

い
 い
か
え
れ
ば
、
シ
ル
エ
ロ
は
 、
ヵ
 ト
リ
ッ
ク
・
 ェ
リ
 ｜
ト
の
 
「
言
葉
」
、
つ
ま
り
、
聖
な
る
書
物
、
神
字
、
 
哲
学
に
裏
付
け
ら
れ
 

た
 
「
舌
口
業
」
の
権
威
を
体
制
の
権
威
と
し
て
重
ん
じ
、
 
そ
れ
を
自
分
の
悪
魔
学
の
論
拠
と
し
て
い
た
。
シ
ル
 
ェ
 ロ
は
 、
神
字
者
達
が
神
 

の
 
「
舌
口
業
」
の
専
門
家
で
あ
る
よ
う
に
、
医
者
を
 
、
自
 然
 の
 物
 
（
薬
草
や
鉱
物
な
ど
）
の
治
癒
力
を
引
き
出
せ
 る
 自
然
の
専
門
家
と
し
 

 
 

て
 信
頼
し
て
い
た
。
 

そ
こ
で
は
、
エ
リ
ー
ト
の
宗
教
性
と
民
衆
の
宗
教
性
は
 は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
る
。
シ
ル
エ
ロ
は
、
民
衆
の
 宗
教
的
世
界
を
「
 迷
 

聖
職
者
は
超
自
然
的
徳
を
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
 

と
 論
じ
て
い
る
。
シ
ル
エ
ロ
は
神
学
や
哲
学
、
医
 

字
 と
い
っ
た
「
 
学
 」
 を
 

い
る
。
 

シ
ル
エ
ロ
の
論
理
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
い
う
制
度
 
0
 枠
組
み
か
ら
外
れ
た
も
の
、
教
会
内
の
エ
リ
ー
ト
の
 神
学
や
哲
学
の
言
葉
 

に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
な
い
も
の
を
、
自
然
的
 
徳
に
基
 つ
い
て
い
な
い
と
し
て
一
切
否
定
す
る
と
い
う
態
度
 
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
 

る
 。
例
え
ば
シ
ル
エ
ロ
は
「
魔
術
師
の
呪
文
は
空
し
く
 、
自
然
的
徳
も
超
自
然
的
 徳
 も
な
い
の
で
何
の
効
力
も
 な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
   



  
と
っ
て
い
る
。
「
悪
魔
の
 
力
 は
、
個
人
の
知
恵
や
能
力
 に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
教
会
の
制
度
 
的
力
 に
よ
っ
て
の
み
 克
 

 
 

服
 で
き
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
リ
ー
ト
の
宗
教
性
と
民
衆
の
宗
 数
件
は
あ
る
領
域
に
お
い
て
同
じ
問
題
を
抱
え
込
む
。
 
そ
れ
は
、
 
神
 /
 悪
魔
 

と
い
う
自
然
や
人
間
を
超
え
た
「
超
自
然
的
」
他
者
と
 
の
 出
会
い
、
未
知
の
宗
教
体
験
の
領
域
に
お
い
て
で
 
あ
る
。
「
超
自
然
的
」
 
領
 

域
 に
人
間
が
踏
み
込
む
の
は
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
で
あ
 
る
 。
あ
る
宗
教
体
験
が
「
奇
跡
」
で
あ
る
か
、
「
魔
術
 」
で
あ
る
か
を
判
断
す
 

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
シ
ル
エ
ロ
は
、
「
奇
跡
」
 と
「
魔
術
」
の
違
い
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
逆
説
 
的
に
、
そ
の
境
界
が
非
 

常
に
暖
味
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
す
る
。
シ
ル
エ
 
ロ
は
 、
「
悪
魔
」
の
力
を
空
し
い
と
し
な
が
ら
も
、
 そ
 れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
祈
り
を
例
に
取
る
と
、
 
シ
 ル
 エ
ロ
は
、
目
口
 葉
 の
み
に
よ
る
病
の
癒
し
は
愚
か
で
 あ
り
、
か
つ
、
迷
信
 だ
 」
 

と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
行
為
の
効
き
目
が
確
か
な
も
の
 
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
 
か
 、
「
悪
魔
さ
え
病
を
癒
 

し
 、
奇
跡
を
行
う
」
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
 

ル
 エ
ロ
は
、
民
間
治
療
 師
 に
よ
る
癒
し
を
「
 悪
 魔
 と
の
契
約
に
よ
る
 迷
 

信
 、
魔
術
」
と
定
義
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
同
じ
も
の
 

 
 

こ
の
矛
盾
の
た
め
、
シ
ル
エ
ロ
は
、
こ
れ
ら
「
偽
の
祈
 禧
師
 」
 達
と
 、
聖
人
達
の
 、
 祈
り
に
よ
る
病
の
癒
し
を
 区
別
す
る
の
に
苦
労
 

す
る
。
一
方
で
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
そ
の
舌
口
 

葉
と
 秘
蹟
に
よ
っ
て
神
を
代
弁
し
 
、
 人
々
を
霊
的
に
指
導
す
 る
の
で
、
現
在
で
は
 奇
 

跡
は
必
要
な
 い
 」
と
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
過
去
 に
 行
わ
れ
た
聖
人
達
に
よ
る
移
し
い
数
の
奇
跡
 譚
を
一
 
異
教
徒
や
イ
ン
デ
ィ
オ
 

-
 
打
 -
 

を
 改
宗
す
る
た
め
に
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
す
必
要
 
が
あ
っ
た
の
で
、
奇
跡
が
必
要
だ
っ
た
」
と
弁
護
す
る
 
の
で
あ
る
。
実
際
、
 
シ
 

ル
 エ
ロ
の
こ
の
矛
盾
し
た
態
度
は
、
当
時
の
ス
ペ
イ
ン
 民
衆
宗
教
に
お
け
る
多
く
の
劇
的
な
病
の
癒
し
、
聖
母
 
や
 聖
人
の
出
現
な
ど
、
 

生
々
し
い
リ
ア
ル
 な
 宗
教
体
験
を
ど
う
取
り
扱
っ
て
 い
 い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
、
困
惑
や
焉
曙
の
態
度
の
 表
明
で
あ
る
。
「
奇
跡
」
 

  



   
 

も
っ
 

他
、
 

 
 

ス
ケ
ス
の
宗
教
的
実
践
の
地
域
的
特
殊
性
は
、
ク
イ
（
 
テ
ン
ジ
 ク
 ネ
ズ
ミ
、
モ
ル
モ
ッ
ト
）
や
リ
ャ
マ
な
ど
、
 ア
ン
デ
ス
地
域
で
 

と
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
動
物
を
用
い
、
メ
ス
カ
リ
ン
 
や
コ
 力
、
 チ
チ
ャ
（
と
う
も
ろ
こ
し
を
発
酵
さ
せ
て
つ
く
 
っ
た
 飲
料
）
、
そ
の
 

地
域
特
有
の
薬
草
を
用
い
て
 治
病
 儀
礼
を
行
っ
た
彼
の
 治
療
の
方
法
に
あ
る
。
 

ス
ケ
ス
は
、
現
代
ペ
ル
ー
に
お
い
て
は
「
ク
ラ
ン
デ
ー
 
ロ
 （
ス
ペ
イ
ン
語
で
「
治
療
 師
 」
を
表
す
こ
と
呼
ば
 れ
る
民
間
治
療
 師
 

四
 
バ
ス
ケ
ス
の
治
療
の
土
着
的
ル
ー
ツ
 

を
 判
定
で
き
る
の
は
教
会
の
権
威
の
み
で
あ
る
。
し
か
 
し
 、
実
際
の
民
衆
宗
教
に
お
い
て
は
移
し
く
「
奇
跡
 
」
が
発
生
し
て
い
る
。
 

「
現
在
に
多
く
の
奇
跡
は
必
要
な
い
」
と
い
う
シ
ル
エ
 ロ
の
 論
理
は
、
民
衆
宗
教
に
起
こ
る
移
し
い
「
奇
跡
」
 
を
 肯
定
す
る
こ
と
も
 否
 

走
 す
る
こ
と
も
で
き
な
い
教
会
エ
リ
ー
ト
の
本
音
を
逆
 
に
 表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
会
の
中
で
管
理
さ
 
れ
た
秘
蹟
に
お
い
て
の
 

み
 宗
教
体
験
を
認
め
る
、
と
い
う
制
度
的
論
理
に
よ
っ
 
て
 、
問
題
を
片
づ
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
 
ま
い
か
。
 

シ
ル
エ
ロ
の
矛
盾
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
民
衆
の
宗
 敬
体
験
を
統
括
で
き
な
か
っ
た
近
代
初
期
ス
ペ
イ
ン
・
 
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
 制
 

度
 的
論
理
が
、
リ
ア
ル
 な
 宗
教
体
験
か
ら
か
け
離
れ
て
 い
た
「
形
式
正
義
」
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
み
 で
な
い
。
神
の
代
理
人
 

で
あ
る
教
会
の
持
つ
、
専
門
的
宗
教
家
集
団
と
し
て
の
 聖
な
る
権
威
が
、
市
井
の
「
聖
な
る
も
の
」
を
認
め
る
 
こ
と
に
非
常
に
任
意
深
 

か
っ
た
こ
と
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
（
「
奇
跡
」
と
い
，
 
っ
 名
を
与
え
よ
う
と
、
「
魔
術
」
と
い
う
名
を
与
え
よ
う
 と
 ）
管
理
、
統
括
し
よ
 

う
と
し
て
い
た
こ
と
、
教
会
が
人
間
の
集
団
組
織
で
あ
 
り
な
が
ら
、
人
間
を
越
え
た
超
越
的
権
威
を
体
現
す
る
 
こ
と
、
人
間
の
理
解
を
 

超
え
た
超
自
然
的
領
域
を
 、
 （
「
 
神
 」
 か
 
「
悪
魔
」
 か
、
 「
奇
跡
」
 か
 
「
魔
術
 か
 」
い
ず
れ
か
に
属
す
る
も
の
と
 ）
人
間
が
規
定
す
る
こ
 

 
 

と
の
困
難
さ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
問
題
を
提
示
し
て
 
ぃ
 る
 。
 

  



附
を
聞
く
専
門
家
が
、
病
人
の
罪
の
告
白
を
聞
き
、
 

清
め
、
悪
を
追
い
出
す
役
割
を
果
た
し
た
。
一
六
世
 
紀
 ペ
ル
ー
の
法
律
家
ポ
ロ
・
 

 
 

傭
デ
 .
 オ
ン
 づ
丁
 
ガ
ル
ド
に
 よ
 れ
 ド
 は
、
「
生
口
 

白
 に
お
 い
 て
ど
の
よ
う
な
罪
を
も
隠
す
こ
と
は
非
常
に
罪
深
い
こ
 
と
で
あ
る
。
イ
チ
ュ
リ
 、
も
 

137 ( ・     

 
 

ま
た
、
病
人
の
罪
が
身
体
の
悪
と
な
っ
て
病
人
 を
 襲
 う
と
 考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
イ
ン
カ
時
代
に
は
 イ
チ
ュ
リ
 と
 呼
ば
れ
る
告
白
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象 と に ル 

徴 に 力 モ 
的 注 ハ ツ 

@ 日 マ ト 

乾 す か で 

移 べ 万 病   す き 、 人 
さ 、 ノ る で   ト の 
ま ピ   に、 払 。 あ ル 体 
ざ ョ な る   つ る 臼ヒ を 
ま ッ 受 と 四 た ま 。 @  ヰ 察 
な ク け 考 方   ヨ り 

浄 は 縦 え 同 視 な 
化   い ら へ 代 モ ど そ 
め そ で れ 杖 ぺ     



バ
ス
ケ
ス
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
・
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
「
 魔
術
師
」
と
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
王
に
二
つ
あ
 
る
 。
第
一
に
、
バ
ス
 

ケ
ス
 が
 夢
や
 ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
癒
し
の
方
法
を
・
 
学
 び
 、
そ
れ
ら
の
知
恵
が
自
然
的
 徳
に
 基
づ
い
て
お
ら
ず
 、
文
字
に
よ
っ
て
得
ら
 

 
 

れ
た
知
識
て
す
ら
な
し
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
・
 

@
 
@
 
@
 
,
 

一
 
0
-
3
 
 

第
二
に
 、
 彼
の
治
療
が
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
土
着
的
迷
信
の
混
 
清
 し
た
も
の
」
と
見
な
さ
 

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
 

当
時
の
ス
ペ
イ
ン
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
は
、
 夢
や
 ヴ
ィ
 ジ
ョ
ン
の
由
来
の
ひ
と
つ
は
自
然
的
な
も
の
、
も
う
ひ
 
と
つ
は
超
自
然
的
な
 

も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
前
者
は
、
ア
リ
 
ス
ト
テ
レ
ス
的
解
釈
に
従
っ
て
 、
 夢
は
眠
っ
て
い
る
間
 の
魂
 あ
る
い
は
精
神
に
 

つ
い
て
の
感
覚
的
認
知
の
産
物
と
捉
え
る
思
考
で
あ
り
 、
後
者
は
、
夢
が
超
自
然
的
源
泉
一
そ
れ
が
 神
か
 悪
魔
 か
 天
使
に
よ
る
も
の
か
 

わ
か
ら
な
い
が
）
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
 思
  

 

 
 

ス
ペ
イ
ン
の
民
衆
宗
教
の
多
く
は
 夢
や
 ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
 よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
 
期
か
 ら
 近
代
初
期
に
か
け
 

五
 
「
魔
術
師
」
バ
ス
ケ
ス
 

す っ 苦 な し 

べ て つ 行 い く 

き 癒 ま な 。 は 
で し り 課 役 、 

あ な 、 し ら 告 
ろ 行 先 、 は 白 を問 う 。っこ 六 住民 供犠 罪を 

。 社 を ほ 、 く 

        会 行 し 者 

ス に う て は 
ケ お の い 、 
ス い で る 犠 

め て あ 者 牲 
治 は る が 動 
療 " 」 す 物 
も 満 と べ の 
こ は 託 て 内 
の 具 述 を 臓   
                    る 29 -               万 で こ   と 

ピ お 右 に 
ョ け で ょ 

ッ る 患、 つ 

ク 亜 ，じ、 者 て     
ク あ 
一 ブ リ 首 中が 罪   を 障 。 
デ 両 オ了 さ 

l 者 つ れ 

口 を て て   - き 口 lJ い 
優 に す る 

る か 
追い ムロ 的 ど 
象 山 そ う     
体 浄 て な 
系 イヒ 見 
に す 彼 極 
よ る ら め 
っ こ は ね 
て と 患 は 
者 に 者 を 
察 よ ほ ら 

  



  

バ
ス
ケ
ス
は
夢
に
よ
っ
て
聖
人
に
薬
草
の
知
恵
を
授
け
 ら

れ
た
が
、
そ
の
こ
と
を
告
訴
人
力
ス
ト
ロ
や
二
人
の
 
ド
ミ
ニ
コ
全
土
 は
悪
 

魔
に
よ
 る
も
の
と
見
な
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
薬
草
 

治
療
は
ス
ペ
イ
ン
人
に
と
っ
て
未
知
の
も
の
で
あ
っ
 
た
か
ら
で
あ
る
。
 

つ
 ま
 

り
 、
ス
ペ
イ
ン
の
医
学
の
経
験
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
 上
 着

の
薬
草
に
関
す
る
知
識
は
裏
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
 
「
自
然
的
 徳
 」
に
基
づ
 

い
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
た
。
 

し
か
し
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
ス
大
学
の
医
者
は
、
バ
ス
ケ
 

ス
の
 知
識
が
ス
ペ
イ
ン
人
の
知
ら
な
い
先
住
民
の
医
療
 
的
伝
統
に
基
づ
い
て
 

お
り
、
そ
れ
が
実
際
に
病
人
の
治
療
に
有
効
で
あ
ろ
う
 と
 推
測
し
、
バ
ス
ケ
ス
の
治
療
を
悪
魔
の
技
で
な
く
、
 
正
統
な
宗
教
的
医
療
と
 

月
見
な
し
た
。
 

 
 

こ
こ
に
バ
ス
ケ
ス
を
め
ぐ
る
知
識
人
同
士
の
ひ
と
つ
の
 葛
藤
が
あ
る
。
一
方
で
は
バ
ス
ケ
ス
の
治
療
を
自
然
的
 
徳
や
言
葉
に
よ
る
 知
 

ル
 

識
に
基
づ
い
て
い
な
い
も
の
と
し
て
攻
撃
す
る
 立
 場

 が
あ
り
、
一
方
で
は
ス
ペ
イ
ン
人
の
知
ら
な
い
世
界
 
に
も
自
然
的
徳
は
存
在
し
、
 

 
 

冊
 

文
字
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
知
識
で
な
く
と
も
、
 先
 住
民
は
口
承
伝
統
に
よ
っ
て
そ
の
知
恵
を
伝
え
て
き
た
 
と
 弁
護
す
る
見
方
が
あ
る
。
 

 
 
 
 

脩
 

こ
の
葛
藤
は
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
に
自
然
法
や
徳
 が
 備
わ
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
新
大
陸
征
服
当
初
の
 
バ
リ
ヤ
ド
リ
ー
ド
論
争
一
一
 

139 (7851 

て
 、
こ
れ
 

例
え
ば
 

天
使
の
 、
 

神
が
夢
を
 

ら
れ
な
い
 

て
、
そ
れ
 ら

は
国
家
や
教
会
と
い
っ
た
支
配
属
に
よ
っ
て
管
理
・
 
統
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

、
シ
ル
エ
ロ
は
「
夢
に
は
超
自
然
的
源
泉
に
よ
っ
て
 
引
 き
 起
こ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
夢
は
神
の
 
、
あ
る
い
は
 

あ
る
い
は
悪
魔
の
啓
示
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
神
学
 

的
な
問
題
と
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
に
は
明
ら
か
な
 
違
 ぃ
 が
あ
る
。
 

通
し
て
人
間
に
啓
示
を
与
え
る
場
合
、
真
実
の
確
証
を
 

与
え
る
が
、
悪
魔
に
よ
る
 里
 魔
術
や
予
舌
口
に
よ
っ
て
は
 
そ
れ
は
与
え
 

。
後
者
は
理
由
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
信
じ
る
 

こ
と
は
悪
魔
の
欺
き
に
人
間
が
無
知
で
あ
る
こ
と
を
 
示
す
。
従
っ
 

 
 

ら
の
迷
信
、
予
言
の
類
は
罪
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
  
 



こ
の
こ
と
は
二
つ
の
大
き
な
問
題
を
示
し
て
い
る
。
 

第
一
の
問
題
は
、
宗
教
的
源
泉
と
創
造
力
の
枯
渇
で
あ
 
る
 。
豊
か
で
重
層
的
な
意
味
を
持
っ
宗
教
的
想
像
力
の
 
世
界
を
一
元
的
言
語
 

頼
る
者
は
、
常
に
決
ま
っ
て
貧
し
い
人
間
で
あ
る
と
 
考
 え
た
。
 

正
統
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
教
え
と
は
異
な
る
仕
方
で
バ
ス
 
ケ
ス
 が
医
療
の
際
に
行
っ
た
 混
 清
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
 祈
り
、
先
住
民
宗
教
 

に
 基
づ
く
民
間
医
療
は
、
宗
教
の
領
域
は
カ
ト
リ
ッ
ク
 聖
職
者
に
、
医
療
の
領
域
は
文
字
に
よ
る
教
育
を
受
け
 
た
 職
業
的
医
者
に
任
せ
 

る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
 エ
 

の
 立
場
か
ら
す
れ
ば
、
結
局
認
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
 
た
の
で
あ
る
。
近
代
 初
 

斯
 の
エ
リ
ー
ト
・
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
こ
の
よ
う
に
、
 
ス
ペ
イ
ン
と
新
大
陸
の
す
べ
て
の
民
間
医
療
を
切
り
捨
 
て
た
。
 

六
 

「
正
統
主
義
」
の
問
題
 

 
 

の
 歪
め
ら
れ
た
形
、
祈
り
の
方
法
の
過
ち
で
あ
る
」
と
 論
じ
、
偶
像
崇
拝
の
罪
で
あ
る
と
断
じ
た
。
そ
し
て
、
 
迷
信
的
祈
り
や
治
療
に
 

五
五
 0
 ｜
 一
五
五
一
竿
一
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
-
5
-
3
 

バ
ス
ケ
ス
が
魔
術
師
と
し
て
上
口
話
さ
れ
た
第
二
の
理
由
 
は
、
 彼
の
宗
教
的
医
療
の
混
 清
性
 の
た
め
だ
っ
た
。
 
二
 人
の
ド
ミ
ニ
コ
全
土
 

が
 
「
聖
な
る
 祈
肩
 と
空
虚
な
儀
式
の
混
清
し
た
も
の
」
 、
 「
真
の
宗
教
と
迷
信
の
混
乱
」
と
見
な
し
た
そ
の
 混
渚
 性
は
、
ェ
 

ト
リ
シ
ズ
ム
か
ら
み
れ
ば
悪
魔
主
義
の
最
た
る
も
の
で
 あ
っ
た
。
 

シ
ル
エ
ロ
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
バ
ス
ケ
ス
は
「
偽
の
祈
 禧
師
 」
と
定
義
さ
れ
る
。
バ
ス
ケ
ス
の
 祈
 禧
は
神
や
 イ
 エ
 ス
、
聖
人
に
向
け
 

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
編
さ
れ
 
て
お
り
、
教
会
の
指
導
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 
シ
 ル
エ
ロ
は
、
「
偽
の
祈
 

禧
師
 」
に
関
し
て
、
「
 
@
 
」
の
よ
う
な
根
拠
の
な
い
、
 

悪
 魔
 的
な
祈
り
に
は
三
つ
の
罪
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
 
ち
、
 祈
る
事
柄
、
祈
り
   



        

ぅ
 危
険
性
を
持
っ
。
あ
ら
ゆ
る
解
釈
の
変
容
、
変
奏
曲
 
を
 認
め
に
く
い
と
い
う
「
正
統
主
義
」
の
宗
教
的
あ
り
 
万
は
、
 狭
 い
 意
味
で
は
 

そ
の
伝
統
守
護
と
維
持
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
 
え
 よ
 う
 が
 、
 広
い
意
味
で
は
、
そ
れ
自
体
の
宗
教
性
 
の
 枯
渇
を
暗
示
し
て
い
 

る
 。
そ
れ
は
そ
の
宗
教
そ
の
も
の
の
貧
弱
化
を
露
呈
し
 
て
い
る
。
他
の
解
釈
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
 自
 己
の
宗
教
的
可
能
性
の
 

拡
が
り
を
も
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

第
二
の
問
題
は
、
宗
教
的
「
中
心
」
と
「
周
縁
」
の
間
 
題
 で
あ
る
。
創
唱
者
の
死
後
、
権
威
が
後
継
者
に
受
け
 
継
が
れ
な
が
ら
も
 巨
 

大
化
、
形
式
化
し
て
し
ま
っ
た
教
会
、
組
織
は
 
、
 必
ず
 し
も
初
期
の
宗
教
的
生
命
力
を
維
持
し
て
い
る
と
は
 
限
 ら
な
い
。
む
し
ろ
さ
 ま
 

ざ
ま
な
解
釈
の
葛
藤
を
経
て
、
連
続
性
と
非
連
続
性
を
 
混
在
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
を
展
開
し
て
い
る
。
「
 周
縁
」
的
存
在
は
「
 中
 

心
 」
的
権
威
が
失
 い
 が
ち
な
宗
教
的
生
命
力
、
創
造
 カ
 を
 批
判
し
、
活
性
化
さ
せ
、
補
完
し
 、
 新
し
い
宗
教
 運
 勤
め
 
「
中
心
」
と
な
る
 

「
教
祖
」
や
「
仲
介
者
」
を
生
み
出
し
て
き
た
。
 

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
古
代
以
来
の
異
教
や
里
 宙
 肺
の
多
重
 的
 意
味
世
界
を
批
判
し
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
。
 
そ
 の
 豊
穣
な
意
味
世
界
 

は
 、
「
世
界
の
大
部
分
に
お
け
る
福
音
が
成
功
し
た
た
 め
 、
今
日
で
は
奇
跡
は
必
要
な
い
」
と
い
う
エ
リ
ー
ト
 

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
 立
 

場
 が
示
す
宗
教
性
の
枯
渇
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
 補
 克
 し
て
あ
ま
り
あ
る
民
衆
力
ト
リ
シ
ズ
ム
の
理
解
が
あ
 
っ
 た
か
ら
で
あ
り
、
 そ
 

れ
ら
「
周
縁
」
的
 力
が
 
「
中
心
」
の
権
威
た
る
教
会
 そ
 の
も
の
に
貢
献
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
 

植
民
地
時
代
ペ
ル
ー
の
「
魔
術
・
偶
像
崇
拝
」
史
料
の
 
一
事
例
、
フ
ア
ン
・
バ
ス
ケ
ス
の
属
す
る
 混
 清
し
た
 民
 衆
力
ト
リ
シ
ズ
ム
の
 

世
界
と
、
彼
を
「
魔
術
師
」
と
見
な
し
、
そ
の
宗
教
 
体
 験
 と
実
践
を
悪
魔
的
な
も
の
と
見
な
し
た
 
ェ
 

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
論
理
 

0
 食
い
違
い
は
、
単
に
異
な
る
宗
教
・
文
化
接
触
の
間
 
題
 の
み
な
ら
ず
、
エ
リ
ー
ト
と
民
衆
、
中
心
と
周
縁
の
 緊
張
か
ら
生
み
出
さ
れ
   

で
 覆
い
隠
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
意
味
そ
の
も
の
の
 
多
 重
性
 、
可
能
性
を
損
な
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
な
く
、
 
意
味
の
木
質
を
も
損
な
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異 を 考 わ 教 だ は 時 バ と 

な 与 従 察 そ ら 会 ろ   な に ス を バ 
ケ 主 ス 

るえ 宗 てのる原 来すのずに 、 と う一ぜ か方バ不ス張ケ 「   
、 敬 ぜ ス ス 信 い け 治 

化 バ な ン 端 治 者 告 て が 

と ス も 系 者 療 」 訴 自   
い ケ の の と を と 人 分 先 
ラ ス と 重 し 待 詔 力 め 住   こ は 判 職 な い め ス 能 民 

  と 劃 断 者 が な ざ ト カ 宗   に せ し た ら が る ロ や 教 
折 五 駅 あ ら 、 ち も ら を も 知 に 

る れ 弁 や " も 得 " 識 ル 
自 な バ は l 

  
分 を 「中 したたのだ。宗教一方で 護   信者た らを 力 、っ スケ 平 

め る の ち 不 力 た 捧ス か 持 
混 う で が 動 ト 。 そ ろ っ 

「 の て 

花代 宏 克信           内 接 が 

と う 住 仰 ク な か た     か 民 を で   る り と 

き - 「 一 化 フ , 悪 も し 

  そ教 下侍 つる あ 魔 の て 
c し に ク と に 」 も 

際 不 実 で   
  てルり 、 l スじ 信 き あ 彼   て 弁 ソ チ 続 動 る は 

つ に し か と あ 
  けた 講 人 を侍 ン サ さ い く 

た も「 、 ン 混 と つ と の 
清 

れ ぅ ま       る 確 で 
（ ク   弾 ス て あ 異 国 自 

目 レ   者 ケ バ ろ   端 た 身 

息株 

の ス ス ラ 者 る が 
で手 Ⅰ テ ィ 葛 の ケ か 
の の ズ （ @ す 藤 治 ス   」信 と念ト 力 

ヨ ム 
o 」 

る 、 療 を な   
  と 努 を 位 ぜ な 持 ッ 

一 」 と 
    カ ヵ 置 、 が つ ク 

ろ に ト づ カ ら て で 
を   も が る 
ま   、 た る いう表現であり、 -@- ず か ク の ロ 同 。 こ 

七 

  

本卦 寡 
の 
  
/ よ と 
清 
イヒ 

る
 葛
藤
の
問
題
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
葛
藤
か
ら
 生
じ
た
新
た
な
宗
教
的
創
造
の
意
味
世
界
理
解
を
も
 
要
 来
 す
る
。
 

 
 

 
 

 
 



    

  な 
  
ス 清 ス   
事 」 里   
が 示 で 

示 し も 

す 、 白   
は か で 

、 も も 

象 そ ・ 混 
徴 れ 血 
が は で 

繋 単 も な な 
だ る ぃ 

二 所 充 
つ 束 柱 
の で 民 
意 な だ 
味 く が 

世     

界 斯 波   
め る く 体裁 宗 

。 験 体 
そ さ 験 
れ れ と 

は 、 実 

ェ 創 践 
リ ミき @ ま 

    さ れ 九 住 
の た 民   

ホ 教の教 0 々 ホ 
理 な と 

解 の ； 
と で ト 

は あ り 

異 る シ 
な 0 ズ 

る ム 

民   
衆 明 
  ら 

  

 
 

バ
 

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 

  

が 「   
思味は り、 レオ 握す ズム」 

れ昆     
る 「 

象 も 固 シ   定 ン 

占 ク   
に レ   

  
て 白 
お 

りの 、 概 

  で   
わ宙 

  

な返 静態 

的 答 
る   

把 か   
的 握 用   

す 意 「純 られ はあ   る し る り 粋 し 
に て   か                   正し 

@ 段 な     統   
l/"  上上 @ ' で 必 で 少   つ   あ ず な な 



ね
 た
ク
レ
オ
ー
ル
の
宗
教
、
「
民
衆
力
ト
リ
シ
ズ
ム
」
で
 

あ
り
、
新
し
く
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
民
衆
力
 

ト
リ
シ
ズ
ム
を
、
対
立
   

一異     象徴 者で植民シズ り 、 カ 卜 地の 病 と トリ 宗教 

ム 地 も り 接 悪 ッ 体 せ 宇   の む シ 触 の ク 験 界 雷 
で 接 く ズ 状 同 の に で 的 

あ 触 、 ム 混 一 桁 お あ 象 いて る 。スペ 領域 豊 の こお @ イ ヒ、 が り 

に イ か い ィ義 、 は そ 系   
る 力 徴 バ 戦 民         
ペ ト 体 ス い の ッ そ て 
か り 系 ケ 、 伝 ク の 支 
l シ と ス 洪 統 の 上 え 
の ズ 結 は 犠 的 さ 弛 も 

氏 ム び 、 一 医 き め れ 
衆 の つ 自 と 療 ざ 自 て   
と 工目 、 @,  '  / @ 兵 一リわ 十テは   民のオ バスケ宗教的新しい 先住民 要にな モルモ 聖人、 関わ く 

    
ク く っ オ つ 同 痕 。 チ 

オ   
l い で ン な モ 一 

ル 宗 あ タ る ル が 
（ 生 
  

性 教 る チ 宝 モ   万 
一 塊 。 オ 教 ッ 癒 向 
と 象 バ を 、 ト し   
し な ス 百 文 を の   
て の ケ 定 化 優 美 

  

の で ス す の っ 践 c 

ズ す ス 
ム る は 二 
    。 ク つ 

  

  
  
その者 と 

亜 ㍗ ヒ フ ' 

  
土 ， 性 

る れ   
接 = 象 さ 

触 シ 徴 れ 
領 ン 体 た 
域 ク 系 。 
に レ を バ 

生 テ 提 ス 
ま ィ 示 ケ 
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圭 一       
九一 ヒ   

エ -" 

マ 三 

  ㌔もの   も鎔 - 

  

し
て
、
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。
 
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
 
概
念
が
覆
い
尽
く
せ
 な
 

い
 も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

ま
た
、
バ
ス
ケ
ス
の
史
料
の
よ
う
に
、
歴
史
の
彼
方
 
に
 塵
 の
よ
う
に
埋
も
れ
た
一
人
の
民
間
治
療
師
の
生
を
掘
 り
 起
こ
し
、
解
釈
に
 

よ
っ
て
甦
ら
せ
る
こ
と
も
、
同
様
に
重
要
な
作
業
で
あ
 
る
 。
史
料
の
解
読
に
よ
っ
て
甦
る
の
は
バ
ス
ケ
ス
の
み
 
で
は
な
い
。
バ
ス
ケ
ス
 

に
 関
わ
り
、
バ
ス
ケ
ス
を
め
ぐ
っ
て
葛
藤
し
た
人
々
の
 生
 を
も
再
び
生
か
す
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
苦
悩
や
葛
 
藤
 
（
弁
護
人
で
あ
れ
 告
 

訴
人
で
あ
れ
）
は
、
バ
ス
ケ
ス
 "
 と
い
う
表
象
を
通
 し
て
、
現
代
の
我
々
に
様
々
な
問
題
を
つ
き
つ
け
る
 
。
彼
ら
は
、
異
な
る
 宗
 

教
 
・
文
化
接
触
の
葛
藤
と
、
「
他
者
」
と
し
て
の
異
教
 ・
異
文
化
の
理
解
、
さ
ら
に
新
し
く
生
ま
れ
た
宗
教
・
 
文
化
に
対
す
る
理
解
の
 

問
題
を
も
、
現
代
に
共
通
す
る
問
題
と
し
て
、
我
々
に
 
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

す
る
エ
リ
ー
ト
（
征
服
者
）
の
意
味
世
界
と
架
橋
 
し
、
 な
お
か
っ
 、
 真
の
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
 
つ
 普
遍
主
義
し
 」
に
貢
献
す
る
も
の
と
 



ル
 ・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
、
一
六
世
紀
に
西
欧
に
偶
妓
生
ま
 

れ
た
資
本
主
義
世
界
経
済
が
、
世
界
帝
国
に
代
わ
っ
て
拡
張
し
 
、
 三
世
紀
を
か
け
て
 

拡
大
し
た
結
果
、
地
球
全
体
を
取
り
込
み
、
す
べ
て
の
世
界
帝
国
 お
よ
び
歴
史
上
に
独
自
に
存
在
し
て
い
た
世
界
中
の
「
ミ
ニ
・
 

 
 

し
て
滅
ぼ
し
、
唯
一
の
史
的
シ
ス
テ
ム
、
「
世
界
シ
ス
テ
ム
」
に
 

拡
大
し
て
し
ま
 つ
 た
と
説
明
す
る
。
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
，
ウ
オ
 上
 ブ
ー
ス
テ
イ
ン
著
、
 

 
  
 

本
田
健
吉
・
高
橋
章
 監
訳
 
「
 
脱
 。
社
会
学
、
一
九
世
紀
パ
ラ
ダ
 
イ
 ム
の
 限
界
」
藤
原
書
店
、
一
九
九
三
年
、
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
 ン
編
 、
山
田
鎖
天
仙
 

 
 

巻
 -
 、
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
年
な
ど
を
参
照
。
 

-
6
 一
 
Ⅰ
 0
 コ
涛
 
-
0
 
で
・
 
ぃ
ぎ
 
：
で
・
本
年
 

の
 

一
 
7
 一
ヱ
 e
n
 
オ
 @
C
 

の
「
 

-
a
 

の
の
日
毎
 

0
 一
り
（
「
 

-
a
S
,
 

片
ぬ
 

ミ
 Ⅰ
Ⅹ
Ⅱ
 、
め
セ
リ
ペ
 
Ⅰ
 
9
9
 

武
 き
う
 ふ
ミ
ぎ
ミ
め
お
悪
こ
ぬ
 8
 毬
 ～
 
S
 
舌
ぬ
 毬
ぷ
 Ⅰ
 め
吟
 
㌣
 穏
 。
 q
 
ぎ
隠
ミ
い
 

。
も
ら
 
ベ
キ
災
い
キ
 

@
 
い
 
㏄
 
ベ
 
0
 。
 

下
お
 ま
 く
 o
 下
 r
N
o
 

三
名
 

ぎ
 0
 片
目
ョ
ダ
下
 舌
 。
に
 

P
o
.
 

同
史
料
 

に
 関
し
て
木
の
コ
コ
の
（
下
目
 

ニ
 一
の
。
Ⅰ
 

荘
 0
 ～
 
ぬ
 ～
心
ぬ
 ぉ
荘
 Ⅰ
牙
い
 ざ
 ㏄
 ま
 ～
 
ぬ
め
 の
ら
～
 

ら
 ぉ
ぎ
～
 卜
毬
 巳
心
ぬ
 

ぉ
 

元
ミ
臼
こ
 -
-
9
 
ミ
 も
市
（
 -
@
 

も
 さ
さ
 
C
 ぉ
 。
～
 め
 も
も
・
～
 
コ
リ
 
0
 。
 て
ヱ
コ
い
 

の
（
 
0
 コ
 -
 つ
ヱ
 
月
立
 o
 コ
 C
 コ
ア
ミ
の
 
@
 
（
セ
句
「
の
 

s
s
.
 

こ
ま
 ・
 ヨ
 ・
 
N
 お
ム
 簿
も
参
照
し
て
  
 

-
8
-
 ト
ン
ド
 ド
碍
 Q
 コ
わ
 Ⅰ
 @
 い
セ
 Ⅹ
～
 @
 ド
 
（
 
0
 ニ
 ・
ヨ
ー
コ
 

一
 
9
@
-
 （
三
山
：
 
ヰ
 
0
-
 
・
㌧
Ⅱ
 

一
 
Ⅱ
 
川
 ）
（
 ま
什
ブ
 
-
 （
 
0
-
 
・
㌧
Ⅱ
 

-
 
Ⅱ
Ⅱ
 
-
 
（
 
ヴ
 @
 
口
：
（
 
0
 乙
 ・
七
 
%
 １
 %
N
 

-
 
博
 
リ
一
 （
 
ヮ
 @
 
口
：
（
 
0
 ヒ
串
 ぃ
 

-
 
り
 
り
 -
 
（
 
ヴ
 @
 
口
：
 +
0
 
ニ
 ・
本
年
・
下
の
 

-
 
リ
Ⅱ
 
一
 
（
三
山
プ
。
 

+
0
@
 
串
㏄
 

一
 
%
 一
こ
 ニ
 ・
・
 
+
 
三
い
 Ⅱ
 0
.
 
コ
 

@
 
一
シ
ル
エ
ロ
の
著
作
に
関
す
る
先
行
研
究
は
 ，
 
」
れ
ま
で
筆
者
 が
 見
た
と
こ
ろ
、
断
片
的
で
あ
り
、
根
本
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
 

  

区
別
は
筆
者
自
身
が
原
典
に
当
た
っ
て
彼
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
 
概
念
と
し
て
分
類
し
た
。
①
奇
跡
 一
ョ
ぎ
問
 0
 一
と
 魔
術
 
ぎ
 R
 ま
お
 「
 
ご
 一
、
②
 超
自
 

黙
約
 
-
 
の
二
つ
の
「
 

コ
い
 
（
 
仁
 「
 
a
-
 

の
の
 

@
 
 
と
自
然
的
一
コ
 り
 （
 
仁
 「
 
り
 一
の
 
し
、
 ③
羊
一
 ユ
の
コ
 
ぃ
色
 
と
術
 
③
二
色
は
、
シ
ル
エ
ロ
自
身
が
頻
繁
に
使
用
 す
る
概
念
で
あ
る
。
 

原
典
か
ら
の
引
用
箇
所
を
取
り
上
げ
れ
ば
き
り
が
な
れ
が
、
 

-
 

ま
 と
ま
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
本
論
で
は
示
し
て
お
 く
 
一
山
Ⅱ
 
仁
 0
 一
 
0
 。
 0
 で
 

り
一
 
（
・
 
，
 ロ
口
・
 
ま
 -
l
O
P
,
P
O
 

千
 二
の
。
ふ
甲
乙
 じ
 。
ま
た
、
④
エ
リ
ー
ト
 

③
 ま
と
 
と
民
衆
 
ず
 。
 つ
 三
り
「
 
一
 と
い
う
言
葉
を
シ
ル
エ
ロ
自
身
 は
 使
用
し
な
い
が
、
 

明
ら
か
に
そ
の
区
別
は
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
神
学
、
哲
学
 
、
医
学
な
ど
「
学
の
あ
る
専
門
家
」
に
対
し
、
「
迷
信
，
魔
術
な
 
ど
、
 空
し
い
術
に
 

頼
る
、
 佃
知
 で
、
貧
し
い
人
々
」
と
い
う
表
現
等
に
よ
っ
て
両
者
 
0
 対
置
が
示
さ
れ
て
い
る
 

宙
 江
山
ワ
 -
5
5
,
2
-
 

の
㍉
 

一
 
Ⅳ
 -
 
字
 日
 ：
 ワ
 ）
に
。
）
 
呂
 -
 こ
の
。
）
 
呂
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昆笘ぎ与 lJ ヨと   
乙甲 コ ． の ス 

ンユ教   
ぎ な 名札 おヤ ロ 

亮一 Q         

    
  



元
一
災
厄
や
病
な
ど
 
悪
 と
の
儀
礼
的
戦
い
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
 

 
 

 
 

 
 
 
 

先
 が
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
を
含
む
中
世
 ョ
 ー
ロ
ッ
 バ
 の
「
ベ
ナ
ン
 ダ
 ン
デ
ィ
Ⅱ
胞
衣
を
つ
け
て
生
ま
れ
て
き
た
者
た
ち
」
は
、
異
端
 
審
問
 官
ら
 エ
リ
ー
ト
 

に
よ
っ
て
次
第
に
「
魔
術
師
」
と
み
な
さ
れ
 そ
 よ
う
に
な
っ
た
 

 
 

 
 

ぃ
 ）
に
し
ば
し
ば
出
向
い
た
。
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
は
こ
の
現
象
を
広
 
く
 ス
ラ
ブ
圏
を
も
含
む
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
及
ぶ
シ
 

ャ
｜
 マ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
 

関
 わ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
 
、
前
 掲
 青
一
 註
 2
 一
 、
参
照
。
 

-
 些
 
「
四
方
向
」
は
ア
ン
デ
ス
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
 

力
 帝
国
の
正
式
名
は
「
四
つ
の
方
向
の
国
 
-
 
タ
フ
ン
 
テ
 イ
 ン
・
ス
ー
 
ュ
 ）
」
で
あ
 

 
 

卓
上
儀
礼
 -
 で
は
、
イ
ン
カ
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
以
来
の
四
方
向
 

 
 

を
 守
る
守
護
的
動
物
が
い
る
）
と
、
二
つ
 -
 
神
、
悪
魔
、
こ
の
人
 
闇
 世
界
一
の
次
兄
 が
 示
さ
れ
る
。
前
述
の
シ
ャ
ロ
 

ン
 ら
に
よ
る
 各
ク
ラ
ン
デ
ー
 
ロ
 の
 

メ
サ
の
デ
ー
タ
、
及
び
Ⅰ
 
い
 ま
「
の
 
目
 
R
 
田
 ・
の
 
目
才
ギ
，
，
 ・
 
ト
ヴ
 c
 く
の
・
 
援
 の
 -
c
 
ま
 ・
 0
 Ⅰ
Ⅱ
 り
 Ⅱ
下
ま
 い
ピ
 一
中
二
ロ
の
り
 

コ
 の
 0
 生
コ
 c
 ぬ
 c
 目
ピ
り
 
二
ロ
Ⅱ
片
す
 

T
 注
 O
 「
 繍
 「
 ，
 -
 ぎ
 

の
ヲ
 ま
 轄
 o
n
 
ヒ
 Ⅰ
ま
も
 由
 き
こ
え
 0
 え
祭
 １
 %
e
-
-
.
 

め
ぎ
も
～
 

へ
 
め
ぎ
の
。
 ま
 ㌧
Ⅰ
 
き
こ
 亡
心
内
 
ト
由
 
～
 
い
の
｜
 一
の
 
口
 ：
 勾
 c
 三
目
 圭
 -
.
 
Ⅰ
 0
 ま
コ
ぃ
 二
ロ
Ⅱ
Ⅰ
 
り
コ
 
オ
ロ
・
 勾
 り
ピ
コ
 
0
 一
口
㏄
 

C
 コ
ざ
 の
「
 
四
 （
 
ピ
 0
 ～
の
 オ
ぢ
ぃ
涛
 
。
㌧
「
の
 

m
m
.
 

乙
の
已
 

，
で
 
0
.
 

の
の
上
 

N
o
 

を
 参
昭
 
 
 

元
一
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
に
よ
る
現
代
ボ
リ
ビ
ア
の
民
族
誌
に
も
、
 薬
草
の
専
門
家
が
他
の
宗
教
的
専
門
家
一
祭
司
、
占
い
師
、
治
療
 
師
な
ど
 -
 と
同
様
に
伝
 

統
 的
医
療
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
特
別
な
知
識
、
技
能
を
持
ち
 

の
 崇
敬
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
 

Ⅰ
 c
n
 

の
七
す
 

ミ
 ・
 い
 p
n
 

甘
 0
 コ
 ，
目
 
Ⅰ
 
ぬ
 
Ⅰ
 @
 
へ
あ
姶
ヰ
 ～
 
き
い
 ら
ま
 簿
叶
い
 
@
 ロ
 
バ
さ
 
に
Ⅰ
 
き
 @
 
つ
芯
上
 
げ
 ぺ
 
け
ぬ
 
-
@
 

力
 
～
 
め
 Ⅰ
 お
 も
ド
き
ぬ
 
や
志
 憶
も
汁
ぎ
膝
 

-
 下
ぎ
お
 
こ
・
の
 
ぃ
年
 Ⅰ
 り
 才
の
⑤
 
ざ
ピ
 
，
 
C
 二
 @ の
 「
 
四
 @
 
ピ
 c
 ～
 C
 （
 
い
 す
 目
イ
 
の
の
の
 

-
 

Ⅰ
の
㏄
Ⅱ
 

-
%
 一
 
①
 0
 コ
の
田
い
コ
ぅ
 

の
の
一
い
㏄
の
。
 

目
 。
Ⅰ
 
ま
 Ⅰ
Ⅰ
の
 
姶
い
 
ま
 姶
ぎ
簿
 Ⅰ
 ま
も
 -
 
き
憶
 目
礼
ょ
 

ま
 寒
き
を
・
の
 日
 （
Ⅰ
 り
 才
の
安
安
・
 
C
 ユ
 %
 「
 
往
 （
 
ピ
 c
+
C
 （
 
い
 す
～
 
"
 
「
 
の
 の
 ㏄
。
Ⅰ
の
の
 

ひ
 ・
 ロ
 ・
㏄
Ⅰ
 

一
冊
 
り
 -
 
㌧
 c
 一
 
C
 ロ
の
 
0
 二
ロ
。
 
む
 い
Ⅰ
 
ロ
 0
 」
 @
 
Ⅰ
 0
 り
の
 
Ⅱ
Ⅱ
 
0
 Ⅱ
の
㏄
 
ピ
の
 
仁
で
の
Ⅱ
の
（
亡
い
 

-
c
 
目
 の
 ㏄
 ロ
 o
 一
 
c
 の
 -
 
二
ロ
 
-
c
 
の
の
 
い
 。
 り
 主
り
 
リ
ロ
 
の
 -
 Ⅰ
Ⅱ
 
い
 Ⅰ
 
り
ロ
 
0
 ピ
い
く
 
。
Ⅱ
一
ぬ
 

亡
 い
 い
 -
 
ひ
 二
ロ
 仁
 0
 す
 -
N
o
 
の
 -
 Ⅰ
 一
 
0
 。
 目
 0
-
 
り
ロ
 
。
 

㌧
 c
 乙
 
㊥
 @
 
ヨ
ヂ
 
）
 
い
 ㏄
 巴
，
 。
 ぎ
 @
 む
ら
 
よ
 に
 お
 Ⅰ
 い
 き
 ふ
組
ぎ
ぉ
 
Ⅰ
 ヒ
 Ⅰ
ぬ
守
 
ぃ
 
あ
 @
 
こ
 も
㌧
 ぬ
ペ
俺
 
-
 
お
め
ヰ
っ
 

d
@
 
ハ
い
 
-
 
へ
 お
も
い
Ⅱ
Ⅰ
 
あ
 @
 
お
も
 
@
 
も
あ
ー
 
い
も
 
）
 
@
 い
や
武
 

㏄
㏄
 
-
 
中
 ㌧
 姶
 ぺ
ら
 ょ
 ～
 
姶
ふ
簿
 
ぬ
も
も
 隠
 

の
も
ま
ま
～
屯
守
㌧
 

き
寺
 Ⅰ
 
n
c
 
ぎ
 -
 台
 ま
 い
あ
い
 
「
 
央
ぺ
い
 

け
 蚤
 
㏄
 
お
さ
巨
ょ
簿
 ぬ
も
も
 
い
き
 め
力
 ミ
 e
s
 
｜
 
一
ミ
リ
 
ロ
 「
 
@
 
ロ
・
）
 
お
巴
 ・
～
 
c
 下
馬
，
 し
 

一
 
㏄
 -
 
ト
ン
 ゲ
 0
 戸
 ユ
ダ
～
 

o
-
n
.
 

阜
 。
 
@
 り
 

一
目
 一
 
（
 
ヴ
 一
口
：
～
 

0
-
 
・
 
ト
ひ
 

一
 
㏄
 一
 
ケ
ー
ガ
ン
、
前
掲
 
害
 、
五
八
 ｜
 五
九
頁
 
一
註
 ㌍
㍉
 

-
0
 
，
一
中
世
ス
ペ
イ
ン
の
民
間
信
仰
の
隆
盛
は
、
民
衆
が
体
験
 し
た
 夢
や
 ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
多
く
の
土
着
の
聖
な
る
場
所
 
一
山
、
岩
、
石
、
 ホ
、
洞
 

ノ
ミ
目
下
（
正
音
デ
 
援
 c
c
 下
 」
 こ
 ㏄
じ
 

ゃ
 同
名
の
ビ
デ
オ
な
ど
も
 
出
版
さ
れ
、
そ
の
 
治
病
 儀
礼
の
過
程
や
世
界
観
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
 す
る
こ
と
が
で
き
 

 
 

 
 

 
 

 
 



    

 
 

否
 
か
を
め
ぐ
っ
て
、
宗
教
学
を
含
め
た
人
文
・
社
会
諸
科
学
の
多
 

 
 

年
 盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
の
結
実
が
「
シ
ン
タ
 
ン
 
テ
ィ
ズ
 ム
 
ノ
ア
ン
チ
，
シ
ン
ク
レ
デ
ィ
ズ
ム
」
で
あ
り
、
編
著
 

  

と
 シ
ョ
ウ
は
 、
 
「
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
」
に
対
す
る
様
々
な
意
見
 

を
 整
理
し
、
そ
の
批
判
士
認
め
な
が
ら
も
、
結
局
は
「
シ
ン
ク
レ
 
  

っ
 概
念
を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
詳
論
を
展
開
し
て
い
る
 
O
-
 す
三
 ・
。
 
で
も
 ・
 -
1
 
吋
の
 

一
 %
 一
 

-
 三
し
 

p
.
 

）
 

お
 -
 

複
 拙
文
七
冊
 
究
 た
 %
 
 
ズ
柏
壮
 北
山
Ⅴ
の
た
め
に
 
｜
ボ
 ス
 

ト
 
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
ク
レ
オ
ー
ル
性
の
現
在
 
｜
 」
人
文
書
院
 
一
九
九
八
年
、
大
村
 

百
司
 
砧
為
の
 ク
レ
オ
ー
ル
」
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
な
ど
 
を
 参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

一
 
仙
一
の
い
「
降
の
 

コ
 の
。
 
@
 の
，
 
宙
 「
 
い
コ
 
二
の
（
の
し
 

す
モ
ミ
 の
（
 
卜
オ
 
の
ま
）
・
 

o
 。
 
n
 0
 コ
コ
匹
こ
 
-
@
 
い
て
コ
い
 

Ⅱ
の
 
@
@
 

の
コ
 
）
 
:
 
，
 一
 
吊
目
十
夜
 

-
 ノ
ト
日
 
Ⅰ
 
巴
 ・
 ロ
ロ
 
・
㌧
 
ト
 
㏄
 一
 
㌧
 ト
の
 

由
し
 
・
。
の
 

オ
ぃ
ユ
 
の
の
の
「
の
ま
 

い
 「
 
@
 体
力
。
ひ
土
 

@
 
コ
し
 び
 す
 い
ま
 
-
 ぜ
 -
@
-
c
@
.
 

（
 
く
オ
 
-
 
ま
 ト
ム
 
ぉ
 注
 9
 き
 ・
 
r
Q
n
 

～
ま
き
・
・
 

ヨ
 心
土
 ミ
 Ⅰ
 
溝
 （
・
 

と
禽
ん
ミ
ミ
ぎ
浅
 ・
 
蓮
ざ
連
 Q
 
り
 
@
 
と
 
・
 ヨ
 の
ま
 ぺ
 c
 「
 
才
 。
 

勾
 C
 ロ
 二
の
し
拍
の
）
 

り
の
ト
 

-
 せ
 ㏄
 

-
%
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
者
で
あ
る
フ
ア
ン
・
 

ヒ
 ネ
ス
・
 デ
 

セ
 プ
ー
ル
 
ベ
ダ
 は
、
イ
ン
デ
ィ
オ
に
 
自
棚
的
 徳
や
理
性
 は
 備
わ
っ
 
て
い
な
い
と
論
じ
、
 
こ
 

メ
 ・
 デ
 ・
ラ
ス
カ
サ
ス
と
論
争
を
繰
り
 
広
げ
た
。
 
セ
 プ
ー
ル
 
ベ
ダ
 著
、
 染
 m
 秀
藤
訳
 
「
征
服
戦
争
は
是
 
が
非
か
 」
 -
 ア
ン
ソ
 

ロ
ジ
ー
新
世
界
の
冒
険
七
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
を
参
 昭
  
 

-
 
㏄
 -
C
-
 「
仁
の
 

-
c
.
C
 

ロ
 ・
 C
-
 

（
：
で
 

口
 ・
 1
0
6
-
1
-
%
 

鮪
 -
 
「
中
小
」
と
「
周
縁
」
は
宗
教
学
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
 

一
 っ
 で
あ
る
。
階
層
化
さ
れ
た
社
会
の
周
辺
に
こ
そ
、
宗
教
的
中
心
 が
 生
ま
れ
、
新
た
な
 共
 

同
体
の
中
心
と
し
て
新
し
い
宗
教
運
動
を
生
み
出
す
と
い
う
論
理
 
は
 、
荒
木
美
智
雄
「
宗
教
の
創
 せ
 臣
一
二
 ｜
 六
二
頁
 
-
 
註
 4
 一
 な
 奉
詔
の
こ
と
。
 

（
㏄
 
何
 -
 
ト
ン
Ⅰ
・
 
c
 戸
往
 （
・
 
司
 
c
-
 
の
ト
 つ
 ・
 ト
 ㌧
 

一
 
㏄
 -
 
例
え
ば
、
ま
 
い
コ
ニ
 
凹
ま
・
ま
り
 S
 巴
 -
 由
ゎ
 i
n
 
コ
メ
 
-
-
 

～
 
ム
 
-
-
-
@
-
i
 

チ
 ・
さ
さ
き
。
 

ま
 Ⅰ
 
ぬ
お
 
0
,
 Ⅰ
 -
 
ヨ
の
 。
 巾
 0
 コ
 ゴ
曲
 
ロ
り
ヒ
コ
 -
 
モ
 の
「
ま
し
り
し
の
 

ぃ
 @
 
臼
 -
 い
り
し
 
巴
 
㌧
の
Ⅰ
 
ロ
 ・
Ⅱ
 c
 コ
し
 
c
 

Ⅱ
 臼
 「
 
c
 「
 巨
 。
 こ
 ㏄
㏄
な
ど
が
顕
著
な
そ
の
一
例
で
あ
る
。
 

窟
 、
泉
な
ど
一
が
再
発
見
さ
れ
た
こ
 

」
れ
ら
に
多
く
の
「
聖
人
」
（
土
着
の
信
仰
と
関
係
が
あ
る
一
が
 

 
 

 
 

っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
 -
 
詐
 る
Ⅱ
 

一
村
 
-
C
T
 ロ
匹
 
o
-
c
 

口
 ・
 ユ
 「
・
。
 

ロ
ロ
 
・
～
の
・
 

き
 



①
青
年
の
旅
 

②
 

一
 高不
敬
事
件
 
@
 
一
 

③
 

一
 高
不
敬
事
件
下
 -
 

④
後
生
へ
残
す
も
の
 

⑤
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
時
代
 

⑥
天
職
に
生
き
る
 

の
平
和
の
道
 

⑧
木
を
植
え
よ
 

⑨
現
世
と
来
世
 

散
文
飾
 

B
6
 

判
 

一
九
九
八
年
二
月
一
 0
 日
刊
 

二
六
五
頁
二
七
 0
0
 同
 

一
九
九
三
年
一
月
三
 0
 日
刊
 

二
七
一
頁
二
三
 
0
0
 月
 

一
九
九
三
年
一
月
三
 0
 日
刊
 

一
九
九
頁
 

二
 0
0
0
 同
 

一
九
九
三
年
九
月
二
五
日
刊
 

二
八
九
頁
二
五
 0
0
 月
 

一
九
九
四
年
五
月
二
 0
 日
刊
 

三
七
九
頁
 

三
 0
0
0
 月
 

一
九
九
四
年
九
月
一
 
0
 日
刊
 

三
九
三
頁
 

三
 0
0
0
 同
 

一
九
九
五
年
四
月
二
五
日
刊
 

四
五
三
頁
三
三
 0
0
 月
 

一
九
九
五
年
七
月
二
五
日
刊
 

三
九
二
頁
三
五
 0
0
 月
 

一
九
九
六
年
五
月
二
 
0
 日
刊
 

三
九
八
頁
三
八
 0
0
 円
 

「
内
村
鑑
三
日
録
」
全
十
二
巻
 

-
 以
下
「
日
録
」
と
略
す
 -
 で
は
  
 

著
者
の
四
 0
 年
に
も
及
ぶ
内
村
研
究
で
収
集
さ
れ
た
多
く
の
史
料
 
と
 主
な
 

出
来
事
と
が
日
付
順
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
「
日
録
」
と
い
う
 
圭
 自
名
の
 所
 

以
 と
な
っ
て
い
る
。
評
者
は
こ
の
「
日
録
」
に
 

、
 次
に
示
す
よ
う
 
な
 特
徴
 

を
 認
め
て
い
る
。
 

@
 、
「
内
村
鑑
三
全
集
」
全
四
十
巻
（
以
下
「
全
集
」
と
略
す
 
-
 に
 未
収
 

録
の
前
史
料
が
収
録
さ
れ
、
「
全
集
」
を
補
完
す
る
意
味
を
有
し
 
て
い
 

8
o
 

2
 、
「
全
集
」
に
は
収
録
さ
れ
な
い
、
内
村
以
外
の
人
々
の
手
に
 
よ
る
 史
 

料
 、
い
わ
ゆ
る
周
辺
史
料
を
中
心
に
「
日
録
」
が
構
成
さ
れ
て
い
 
る
 。
 

3
 、
史
実
、
と
り
わ
け
内
付
自
身
や
社
会
に
と
っ
て
重
要
な
事
件
 
、
あ
る
 

い
は
そ
れ
ま
で
 
暖
昧
 で
あ
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
厳
密
で
多
角
的
 
な
検
 

 
 

討
 が
施
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

4
 、
主
に
周
辺
史
料
に
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
従
来
と
は
異
な
る
 
内
 村
像
が
 

㈱
 

 
  

 

浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

5
 、
「
日
録
」
と
い
う
史
料
整
理
の
方
法
は
、
便
宜
的
な
意
味
だ
 
け
で
は
 

徳
田
幸
雄
 

書
評
と
紹
介
 

鈴
木
艶
人
 著
 

「
内
村
鑑
三
日
録
」
 
（ 全 
12 

巻 ） 

⑩
再
臨
運
動
 

⑪
 
う
 め
く
宇
宙
 

⑫
万
物
の
復
興
 

一
九
九
 セ
年
 
一
月
二
 0
 日
刊
 

三
七
 0
 真
三
六
 0
0
 月
 

一
九
九
七
年
六
月
一
 
0
 日
刊
 

四
六
二
頁
四
七
 0
0
 月
 

一
九
九
九
年
二
月
二
 
0
 日
刊
 

四
五
二
頁
四
二
 0
0
 円
 



①
二
八
六
一
 
@
 
一
八
八
八
一
青
年
の
旅
 

本
書
で
は
、
内
村
の
出
生
か
ら
、
米
国
留
学
か
ら
の
帰
国
ま
で
が
 
扱
わ
 

れ
て
い
る
。
「
全
集
」
に
は
札
幌
農
学
校
入
学
以
前
の
史
料
は
収
 
録
さ
れ
 

て
い
な
い
 為
 、
内
村
の
幼
少
期
を
知
る
上
で
は
、
こ
こ
で
集
め
ら
 
 
 

右
史
な
ど
の
様
々
な
史
料
は
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。
史
実
に
関
し
 
て
は
 

こ
れ
ま
で
と
り
わ
け
 
謎
 と
さ
れ
て
き
た
 
タ
ケ
 と
の
離
婚
を
め
ぐ
っ
 
て
、
タ
 

ケ
の
 実
子
で
あ
る
ノ
ブ
の
証
言
を
も
と
に
興
味
深
い
探
求
が
な
さ
 
 
 

る
 。
な
お
、
著
者
は
内
村
の
青
年
期
を
、
現
世
的
段
階
か
ら
 倫
 理
 的
段
 

階
 、
そ
し
て
宗
教
的
段
階
へ
と
至
る
「
こ
こ
ろ
の
旅
」
と
し
て
 
捉
 え
て
 

る
が
、
本
書
は
そ
の
過
程
を
よ
く
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
全
集
 
し
木
 収
 

録
の
前
史
料
と
し
て
、
一
八
八
五
年
三
月
二
四
日
付
ク
ラ
ー
ク
 
宛
 牛
王
日
間
 

が
 

全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
 

②
二
八
八
八
 ｜
 
一
八
九
一
）
 
一
 高
不
敬
事
件
（
 上
一
 

③
一
一
八
八
八
 
｜
 
一
八
九
二
一
高
不
敬
事
件
 -
 
下
 -
 

こ
の
二
言
の
三
題
は
と
も
に
不
敬
事
件
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
 
こ
れ
 

ら
を
ま
と
め
て
扱
う
。
前
者
で
は
、
北
越
学
館
事
件
及
び
不
敬
事
 
 
 

わ
れ
て
い
る
。
三
題
と
な
っ
て
い
る
不
敬
事
件
に
つ
い
て
は
、
 

当
  
 

全
的
状
況
や
内
村
本
人
の
立
場
、
そ
し
て
一
高
の
内
部
事
情
か
ら
 
多
角
的
 

な
く
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
状
況
を
再
構
成
し
、
読
者
に
そ
れ
を
 
追
 体
験
 

さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
 

「
日
録
し
全
体
の
詳
細
な
紹
介
に
つ
い
て
は
紙
面
の
関
係
上
そ
れ
 
を
避
 

け
 、
先
述
し
た
諸
特
徴
、
と
り
わ
け
史
料
的
側
面
 
@
 
、
 2
 Ⅰ
 
史
実
的
 

側
面
 -
3
-
 
、
描
写
的
側
面
 -
4
 、
 5
-
 を
主
な
観
点
と
し
つ
つ
、
 
そ
れ
ぞ
 

札
の
巷
に
つ
い
て
の
簡
単
な
内
容
紹
介
を
し
た
い
。
 

に
 追
究
さ
れ
、
不
敬
事
件
の
立
体
的
理
解
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
 

後
者
で
 

 
 

は
 不
敬
事
件
に
よ
る
影
響
が
王
 題
 と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
事
件
 を
 契
機
巧
 

に
 、
信
教
の
自
由
や
宗
教
観
の
相
違
を
め
ぐ
る
多
く
の
議
論
が
噴
 
 
 

 
 
 
 

経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

二
書
 と
も
、
巻
末
に
は
不
敬
事
件
の
 
 
 

関
連
史
料
が
収
録
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
こ
の
事
件
の
影
響
の
大
き
さ
 
 
 

は
な
く
歴
史
的
意
味
を
も
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
 

④
二
八
九
二
 @
 
一
八
九
六
 
-
 後
生
へ
残
す
も
の
 

不
敬
事
件
後
、
内
村
は
職
を
求
め
て
各
地
を
転
々
と
す
る
が
、
 

本
 十
 
主
日
は
 

そ
の
五
年
間
を
扱
っ
て
い
る
。
著
者
が
「
内
村
と
い
う
人
間
を
中
 
 
 

成
さ
れ
る
一
種
の
磁
場
を
描
き
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
干
に
 、
「
基
督
 

信
徒
の
慰
」
や
「
永
安
 録
 」
、
「
後
生
へ
の
最
大
遺
物
」
な
ど
こ
の
 
時
期
に
 

執
筆
さ
れ
た
内
村
の
代
表
的
著
作
の
与
え
た
反
響
や
影
響
が
 
、
圭
 目
許
や
田
 

忠
記
な
ど
の
史
料
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
史
実
 と
し
て
 

は
 、
内
村
が
一
度
も
口
に
し
て
い
な
い
「
ま
ぼ
ろ
し
の
結
婚
」
が
 
 
 

れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
全
集
」
未
収
録
の
新
資
料
と
し
て
一
八
九
 
四
年
九
 

月
 二
日
付
警
醒
 社
 宛
書
簡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
 

⑤
一
一
八
九
七
 @
 
一
九
 

0
0
 

一
 ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
時
代
 

こ
こ
で
は
、
内
村
が
「
万
朝
 
報
 」
の
英
文
 欄
 正
筆
で
あ
っ
た
一
年
 
一
二
 
ケ
 

月
と
 、
朗
報
 社
 退
社
後
に
彼
自
分
が
創
刊
し
た
「
東
京
独
立
雑
誌
 
」
の
 王
 

筆
 と
し
て
活
動
し
た
約
二
年
間
の
、
い
わ
ぬ
 

る
 ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
 
時
代
が
 

扱
わ
れ
て
い
る
。
朗
報
時
代
に
か
わ
さ
れ
た
国
内
発
行
の
英
字
 
新
 聞
 と
の
 

応
酬
 や
 、
「
東
京
独
立
雑
誌
」
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
た
 

青
年
た
 

ち
の
手
記
は
、
周
辺
史
料
と
し
て
興
味
深
い
。
史
実
に
関
し
て
は
 
、
こ
れ
 

ま
で
 謎
 と
さ
れ
て
き
た
「
東
京
独
立
雄
 

肚
 凸
の
廃
刊
の
い
き
さ
つ
 や
 理
由
 

が
 追
究
さ
れ
て
い
る
。
 



重訂と紹介 

一 " 
⑥
二
九
 0
0
 
｜
 
一
九
 0
 
一
二
天
職
に
生
き
る
 

こ
の
時
期
に
は
、
天
職
と
な
る
 

冨
 正
書
 之
 研
究
」
が
創
刊
さ
れ
、
 
 
 

や
 札
幌
へ
伝
道
に
も
出
か
け
、
夏
期
講
談
会
を
開
催
し
、
角
筈
 
聖
 書
 研
究
 

会
を
発
足
さ
せ
、
足
尾
鉱
毒
反
対
運
動
と
い
っ
た
社
会
運
動
に
も
 
 
 

た
よ
う
に
、
彼
が
最
も
精
力
的
に
活
動
し
た
期
間
で
あ
る
。
 こ
  
 

ら
 、
内
村
が
当
時
の
青
年
た
ち
に
与
え
た
個
人
的
感
化
が
顕
著
 
と
 な
っ
て
 

お
り
、
と
り
わ
け
夏
期
講
談
会
の
参
加
者
に
よ
る
記
録
や
感
想
は
 
そ
の
 影
 

響
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
全
集
」
未
収
録
の
前
史
料
と
 

 
 

一
九
 0
 
二
年
二
月
一
七
口
行
宮
部
宛
書
簡
が
あ
る
。
 

⑦
二
九
 0
 三
 @
 
一
九
 0
 七
 -
 平
和
の
道
 

本
書
で
扱
う
五
年
間
は
、
内
村
が
戦
争
絶
対
廃
止
論
 い
 わ
ゆ
る
 非
 獣
論
 

を
 唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
と
の
関
わ
り
が
疎
遠
と
な
り
 、
 専
ら
 

記
主
善
之
研
究
」
の
刊
行
と
、
角
筈
聖
書
研
究
会
と
に
専
心
し
て
 

 
 

時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
両
親
の
死
を
契
機
に
「
肉
の
兄
 
弟
 」
に
 

よ
る
反
抗
が
表
面
化
し
て
お
り
、
そ
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
に
つ
 
 
 

極
力
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
肉
の
兄
弟
」
の
反
抗
に
任
 
目
す
 る
こ
と
 

で
、
内
村
を
し
て
「
霊
の
兄
弟
」
と
も
い
え
る
故
友
会
の
結
成
を
 
 
 

こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
「
全
集
」
未
収
録
の
 

史
料
と
 

し
て
は
、
一
九
 
0
 
四
年
四
月
二
九
日
付
宮
部
金
吾
宛
書
簡
、
一
九
 
O
 五
年
 

一
 0 月
 九
日
付
池
田
倉
吉
宛
書
簡
を
は
じ
め
 セ
 通
の
書
簡
と
、
 
新
 た
に
 発
 

見
さ
れ
た
「
故
友
」
一
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
角
筈
聴
講
銭
」
 
、
 及
び
 

「
全
集
」
収
録
漏
れ
の
「
故
友
会
は
何
で
あ
る
 乎 」
が
掲
載
さ
  
 

る
 。
 

⑧
一
一
九
 0
 八
｜
 
一
九
二
こ
木
を
植
え
よ
 

こ
の
巻
で
は
、
聖
書
講
堂
今
井
館
の
完
成
に
伴
い
、
内
村
が
角
筈
 
 
 

一 四文選書付思いれ 全を聖にの て らる 愛のの 代 前 セ 一   

の動年 

家す 娘 
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九
一
六
年
一
 
0
 月
 二
三
日
付
金
井
清
宛
書
簡
、
一
九
一
 

セ
 年
三
月
  
 

金
井
清
宛
書
簡
が
あ
る
。
 

⑩
二
九
一
八
 @
 
一
九
一
九
 -
 再
臨
運
動
 

内
村
が
再
臨
運
動
を
大
々
的
に
展
開
し
た
の
は
本
書
で
扱
う
こ
の
 二
年
 

間
で
あ
る
。
数
十
回
に
及
ぶ
講
演
の
度
に
数
百
人
を
集
め
た
と
い
 
う
 事
実
 

や
 、
講
演
に
よ
っ
て
刻
み
込
ま
れ
た
強
烈
な
印
象
を
記
す
参
加
者
 の手
記
 

は
 、
内
村
の
カ
リ
ス
マ
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
に
 
掲
載
さ
 

れ
て
い
る
再
臨
運
動
に
対
す
る
多
く
の
反
論
は
、
当
時
の
キ
リ
ス
 
ト
 我
男
 

に
 与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
も
物
語
っ
て
い
る
。
「
全
集
」
未
収
 
録
 の
 新
 

史
料
と
し
て
は
、
一
九
一
八
年
一
一
月
五
日
付
ワ
イ
ド
ナ
ー
 
宛
里
 口
笛
、
 一
 

九
一
九
年
一
一
月
一
 
セ
 日
付
宮
部
重
代
宛
書
簡
を
は
じ
め
一
三
通
 の
 書
簡
 

が
 紹
介
さ
れ
て
い
る
。
 

⑪
二
九
二
 0
@
 

一
九
二
四
一
う
め
く
宇
宙
 

本
書
で
扱
う
五
年
間
は
、
内
村
が
五
九
回
に
も
及
ぶ
ロ
マ
書
の
連
 
続
講
 

義
を
展
開
し
、
 
賠
 男
信
仰
と
再
臨
信
仰
と
を
成
熟
さ
せ
た
期
間
で
 
 
 

副
題
の
「
 う
 め
く
宇
宙
」
は
、
 
四
 0
 諸
目
の
ロ
マ
 書
 講
義
「
三
一
  
 

き
 」
か
ら
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
こ
の
期
間
に
は
、
弟
子
た
 
 
 

相
次
ぐ
対
立
・
離
反
が
あ
っ
た
が
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
弟
子
ら
の
 
手
記
は
 

当
時
の
状
況
を
生
々
し
く
物
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ま
た
内
村
 の 考
え
 

方
や
人
柄
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
な
お
、
「
全
集
」
未
収
録
の
新
 
史
料
と
 

し
て
は
、
一
九
二
 
0
 年
 六
月
九
日
付
金
井
清
宛
書
簡
、
一
九
二
一
一
 
一
年
一
一
 

月
 二
四
日
付
照
井
真
里
 
乳
 宛
書
簡
を
は
じ
め
一
一
通
の
書
簡
が
 全
 文
 掲
載
 

さ
れ
て
い
る
他
、
円
 
汀
 Ⅰ
 り
で
り
 
コ
下
色
せ
の
「
（
 

@
 
の
絨
の
一
九
二
四
年
 
六
 月
 二
四
 

日
号
に
掲
載
さ
れ
た
 

"
 ン
コ
 の
生
日
 ヒ
パ
 n
k
,
 

が
あ
る
。
 

⑫
二
九
二
五
 @
 
一
九
三
 0
-
 
万
物
の
復
興
 

以
上
、
各
巻
の
内
容
を
諸
特
徴
に
従
っ
て
概
観
し
た
が
、
内
村
 
研
 究
 め
 

立
場
か
ら
改
め
て
「
日
録
」
を
評
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
 
評
 伝
 に
よ
 

っ
て
描
か
れ
て
き
た
内
村
 
像
が
 、
内
村
の
内
側
か
ら
構
成
さ
れ
た
 
 
 

あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
日
録
」
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
多
く
の
周
辺
 
史
料
に
 

よ
っ
て
内
村
を
外
側
か
ら
構
成
し
て
い
る
。
具
体
的
に
舌
口
え
ば
、
 

一
回
の
 

講
演
で
数
百
人
時
に
は
一
千
人
を
越
え
る
人
々
を
集
め
、
多
く
の
 
若
者
を
 

惹
き
 付
け
た
カ
リ
ス
マ
性
と
、
少
な
か
ら
ず
身
内
や
周
囲
の
者
 
と
  
 

を
も
た
ら
し
た
彼
の
人
間
性
と
を
合
わ
せ
持
つ
内
村
 
像
 で
あ
る
。
 

そ
れ
は
 

「
日
録
」
な
ら
で
は
の
新
し
い
内
村
 
像
 と
言
え
る
。
ま
た
、
多
く
 

 
 

メ
デ
ィ
ア
の
記
事
は
近
代
日
本
と
い
う
時
代
的
背
景
か
ら
内
村
を
 
見
る
こ
 

と
を
も
可
能
に
し
て
い
る
。
 

な
お
、
「
日
録
 ヒ
 で
は
時
間
軸
に
忠
実
な
体
裁
を
と
っ
て
い
る
 
関
 傑
士
、
 

内
村
の
最
晩
年
の
五
年
間
に
は
、
弟
子
た
ち
が
次
々
と
伝
道
者
と
 
 
 

独
立
し
て
 
い
 く
が
、
本
書
に
掲
 
域
ニ
 れ
て
い
る
 故
 々
の
周
辺
史
料
   

れ
ら
の
独
立
が
必
ず
し
も
円
満
な
形
で
な
き
れ
て
い
な
い
こ
と
を
 
物
 ま
血
っ
 

 
  
 

て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
は
そ
れ
を
内
村
の
非
情
さ
と
い
う
よ
り
 
は
、
精
 

神
の
健
全
な
発
達
と
い
う
 観
 占
か
ら
見
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
で
 
 
 

0
 円
熟
し
た
信
仰
の
側
面
と
共
に
、
武
士
意
識
 
や
 ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
 
 
 

っ
た
 古
い
精
神
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
近
代
日
本
を
生
き
抜
い
た
 
 
 

卜
者
内
村
鑑
三
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
全
集
」
未
収
録
の
新
 
史
料
と
 

し
て
は
、
一
九
二
五
年
九
月
三
 

0
 
日
付
金
井
キ
ク
宛
書
簡
、
一
九
 二
九
年
 

七
月
一
九
日
付
山
田
 
有
登
 宛
書
簡
、
一
九
二
九
年
一
二
月
一
四
日
 付
木
村
 

よ
し
宛
書
簡
を
ほ
じ
め
九
通
の
書
簡
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
 
、
巻
末
 

に
 付
さ
れ
た
索
引
は
、
全
巻
の
史
料
検
索
に
非
常
に
便
利
で
あ
る
 
 
 



に
関
す
る
多
く
の
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
そ
の
研
究
に
新
た
 
な
 段
階
 

王
 に
 歴
史
的
事
象
が
追
求
さ
れ
て
い
る
反
面
、
思
想
の
変
遷
あ
る
 い
は
 展
 

と
 可
能
性
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
 

こ
 の
 
〒
 
日
 

開
 と
い
っ
た
精
神
的
事
象
に
関
し
て
は
さ
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
て
 ぃ  
 

録
 」
が
内
村
研
究
の
必
携
の
書
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
 思
わ
れ
 

つ
ま
り
「
日
録
」
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
歴
史
的
人
物
と
 

 
 

る
 。
 

内
村
鑑
三
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
人
物
と
し
て
の
内
村
鑑
三
で
は
な
 @@
@
 

。
 

た
 、
こ
れ
ま
で
の
内
村
研
究
で
な
さ
れ
た
多
く
の
議
論
へ
の
言
及
 
も
 最
小
 

限
 に
留
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
占
は
 、
テ
 日
録
」
の
体
裁
 
故
 の
 限
界
 

あ
る
い
は
犠
牲
に
さ
れ
た
占
で
あ
り
、
他
の
研
究
や
著
書
に
委
ね
 
ら
れ
た
 

占
 と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
極
力
ス
リ
ム
で
分
か
り
や
 
 
 

で
ま
と
め
よ
 う
 と
し
た
著
者
の
意
図
を
反
映
さ
せ
た
結
果
で
あ
り
 
か
え
 

っ
て
「
日
録
」
の
特
徴
や
存
在
意
義
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
 

そ
 の
 特
徴
 

や
 意
義
こ
そ
、
「
日
録
」
が
持
っ
史
料
的
価
値
で
あ
る
。
内
村
 
研
 究
 の
 丘
 

場
か
ら
見
た
場
合
、
そ
の
史
料
的
価
値
こ
そ
が
不
動
の
も
の
で
あ
 
る
が
、
 

著
者
も
こ
の
点
は
十
分
に
留
意
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
史
料
の
掲
 
ぬ
と
 整
 

理
 に
は
最
優
先
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
多
く
の
 
貴
 重
な
史
 

料
 が
日
付
順
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
で
、
史
料
の
検
索
が
非
常
に
都
 
含
 め
よ
 

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
日
録
」
 

の
 体
裁
 

は
 、
内
村
像
を
描
写
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
多
く
の
貴
重
 
な
 史
料
 

を
 検
索
し
や
す
い
形
で
掲
載
す
る
こ
と
が
目
さ
れ
て
い
る
と
言
え
 
よ
う
。
 

内
村
研
究
の
よ
う
に
あ
る
特
定
の
人
物
を
研
究
す
る
際
に
は
、
 

史
  
 

と
り
わ
け
大
き
な
意
味
を
有
す
る
。
見
方
を
換
え
れ
ば
、
史
料
が
 
 
 

ら
い
整
理
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
は
、
そ
の
人
物
に
関
す
る
 
研
 究
 の
 進
 

属
具
合
を
示
す
と
も
言
え
る
。
そ
の
 親
 占
か
ら
言
え
ば
、
 
q
 
内
村
 鑑
 三
合
 

集
 」
全
日
 0
 巷
の
刊
行
が
、
彼
自
身
の
思
想
や
世
界
観
な
 
 
 

 
 

 
 

  



現
在
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
取
り
巻
く
様
々
な
問
題
に
直
面
し
 て
い
 

る
 。
例
え
ば
、
そ
れ
は
編
者
が
述
べ
る
よ
う
な
環
境
破
壊
の
問
題
 や 生
命
 

科
学
・
医
療
技
術
の
発
達
が
も
た
ら
し
た
諸
問
題
で
あ
る
と
言
え
 よ
う
。
 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
本
書
の
諸
論
文
の
展
開
の
な
か
 で 明
ら
 

か
に
な
る
 よ
う
 に
 、
 単
な
る
わ
れ
わ
れ
の
外
の
間
 題
 で
は
な
 

そ
れ
ら
 

は
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
問
題
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
 
自
己
 理
 

解
へ
関
 わ
る
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
価
値
観
や
倫
理
観
は
崩
れ
去
 
 
 

れ
わ
れ
は
今
、
新
た
な
レ
ベ
ル
か
ら
の
価
値
や
倫
理
の
再
構
築
を
 
迫
ら
れ
 

 
 
 
 

て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
今
日
ほ
ど
差
し
迫
っ
て
、
そ
し
て
 
根
源
的
 

に
 
「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
時
代
は
な
 

 
 

書
は
 、
そ
の
書
名
の
示
す
通
り
、
こ
の
人
間
の
自
己
理
解
の
問
 
題
を
、
 

岡
村
康
夫
 

藤
田
正
 

「
欲
望
 勝

 ・
松
丸
 爵
 雄
編
 

・
身
体
・
生
ム
明
人
間
と
は
何
か
１
口
 

昭
和
堂
一
九
九
八
年
八
月
三
 
0
 日
刊
 

A
5
 判
二
五
六
頁
三
五
 0
0
 円
 



第
 I
 部
は
「
欲
望
」
と
題
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
「
  
 

動
 」
の
よ
う
な
狭
義
の
「
欲
望
」
の
問
題
か
ら
、
 

豆
限
 」
へ
と
  
 

た
 
「
本
性
と
し
て
の
音
字
ど
や
「
知
へ
の
欲
求
」
と
し
て
の
哲
学
 

、
さ
ら
 

に
は
新
し
い
三
思
味
の
発
見
」
に
繋
が
る
ニ
ー
チ
ェ
 

的
 
「
力
へ
の
 土
忌
寸
心
」
 

を
も
射
程
に
入
れ
た
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
わ
れ
 
わ
れ
を
 

根
源
的
に
突
き
動
か
す
力
の
本
体
は
何
か
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
な
 
広
義
の
 

「
欲
望
」
か
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
こ
の
 

策
 @
 部
で
あ
る
と
 
@
@
 

ロ
 え
る
。
 

現
在
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
の
解
決
は
、
ま
ず
こ
の
 
よ
う
な
 

 
 

さ
て
、
第
一
論
文
、
秋
高
 克
哉
 氏
の
「
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
 

垂
 
 
 

意
味
の
発
見
 
｜
 」
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
と
す
る
「
欲
望
・
身
体
 
生
ム
叩
 
」
 

の
 問
題
 を
 、
伝
統
的
な
諸
価
値
を
否
定
し
て
世
界
に
新
た
な
意
味
 
を
 与
え
 

よ
う
と
試
み
た
ニ
ー
チ
ェ
の
先
駆
的
な
思
想
に
お
い
て
 
検
 訂
 
-
 し
よ
 う
と
す
 

る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
「
ツ
ァ
ラ
 ト ウ
ス
ト
ラ
ロ
の
 
通
 底
土
日
で
 

あ
壬
 
「
神
の
死
」
と
い
う
こ
と
が
取
り
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
 

ニ
｜
 エ
 #
 工
的
 

な
 
「
大
地
」
と
し
て
の
「
身
体
」
、
「
時
間
と
の
和
解
」
と
し
て
の
 

「
 力
へ
 

の
音
 ギ
ど
 、
そ
し
て
「
水
勒
回
帰
」
の
思
想
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
   

る
 。
こ
の
論
文
は
、
ま
さ
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
に
よ
っ
て
語
り
 
出
さ
れ
 

る
も
の
に
よ
っ
て
、
「
欲
望
・
身
体
・
生
命
」
と
い
う
本
書
の
 

テ
 １
％
 を
、
 

「
土
日
 

@
 味
の
発
見
」
と
い
う
問
題
意
識
を
中
軸
に
明
ら
か
に
し
よ
う
 
と
す
る
 

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
 

-
@
 

ロ
 わ
れ
る
「
意
味
」
と
は
、
 

一
 
 
 

越
 的
な
意
味
や
目
標
を
見
失
っ
た
現
代
的
状
況
下
で
、
飽
く
ま
で
 
そ
の
 状
 

「
欲
望
・
身
体
・
生
命
」
 

 
 

あ
る
。
 

  
そのおクロ「 の 大 い ま   

  



 
  

 

 
   

の
で
あ
る
。
「
本
性
と
し
て
の
音
 
ギ
竺
 
と
は
「
人
間
存
在
が
も
っ
 

て
い
る
 

究
極
目
的
へ
の
根
本
 動
 性
、
究
極
目
的
た
る
伸
へ
の
欲
求
」
で
あ
 
る
が
、
 

そ
の
忘
却
は
神
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
自
律
性
の
意
識
を
確
立
す
 
る
と
 同
 

時
に
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
他
者
を
物
化
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
他
者
 
を
 自
ら
 

の
 盗
に
す
る
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
も
通
じ
る
。
そ
れ
は
 白
殊
 全
体
を
 

「
処
理
可
能
な
対
象
」
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
拡
大
さ
れ
て
 

い
 く
が
  
 

欲
求
は
際
限
な
く
、
決
し
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
 

、
 氏
は
 

ま
さ
に
そ
こ
に
人
間
が
本
当
に
求
め
て
い
る
も
の
が
「
別
の
何
か
 
」
で
あ
 

る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
「
人
間
は
さ
ら
に
深
い
立
 
場
か
ら
 

も
 う
 
一
度
捉
え
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
 述
  
 

る
 。
 

第
四
論
文
、
門
脇
 健
氏
の
 
「
知
へ
の
欲
求
」
は
、
哲
学
を
「
生
き
 

る
こ
 

と
に
根
本
的
に
関
わ
る
問
題
を
解
こ
う
と
す
る
人
間
の
積
極
的
な
 
知
的
 宮
 

み
 」
で
あ
る
と
定
義
し
、
人
間
を
根
源
的
に
捉
え
て
離
さ
な
い
「
 
 
 

欲
求
」
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
 ソ
ク
ラ
 

テ
ス
の
「
無
知
の
知
」
の
解
析
か
ら
「
哲
学
す
る
」
こ
と
の
本
来
 
の
 意
味
 

が
 取
り
出
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
的
な
「
良
識
」
と
「
理
性
 
」
と
に
 

よ
っ
て
成
立
す
る
哲
学
の
根
本
に
あ
る
矛
盾
を
明
ら
か
に
し
、
 

そ
 Ⅰ
 
L
 ヒ
て
 日
取
 

後
に
そ
の
矛
盾
を
決
定
的
に
顕
わ
に
す
る
も
の
と
し
て
、
 へ
｜
  
 

「
 拙
沖
 現
象
学
」
に
現
わ
れ
る
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
 知
 」
に
在
日
  
 

る
 。
氏
が
そ
の
論
述
の
な
か
で
一
貫
し
て
述
べ
る
「
決
定
的
に
受
 
動
的
状
 

態
 」
、
そ
れ
は
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
動
か
し
た
神
託
、
 

デ
ヵ
ル
ト
 を
 沃
土
日
じ
さ
 

せ
た
悪
夢
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
行
動
に
 

駆
り
立
て
た
ガ
イ
ス
 

-
 

ト
の
 現
象
」
の
 

フ
 ち
に
看
取
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
向
か
う
問
い
を
 
問
  
 

勺
 こ
と
に
、
氏
は
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
 本
来
の
 

解
を
踏
ま
え
て
、
そ
こ
か
ら
現
代
的
状
況
下
に
お
け
る
「
身
体
」
 

手
が
か
り
と
さ
れ
る
の
は
西
田
幾
多
郎
、
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
、
 

が
 極
め
て
誠
実
に
答
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
 

ザ
 の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
の
思
想
の
基
 

さ
て
、
次
に
第
Ⅱ
部
は
「
身
体
」
と
題
さ
れ
る
。
そ
の
身
体
論
の
 

礎
 的
理
 

 
 

0
 間
 題
 

 
 

王
な
 

 
 

本
書
の
第
五
論
文
に
当
た
る
松
丸
 尋
雄
 氏
の
「
場
所
的
身
体
」
は
 
、
現
 

代
 に
お
け
る
「
身
体
」
の
意
味
を
、
西
谷
智
治
や
市
川
浩
 
氏
 の
 所
 論
 を
参
 

照
 し
つ
つ
、
か
つ
そ
れ
を
具
体
例
を
通
し
て
説
明
し
、
最
終
的
に
 
は
 西
田
 

幾
多
郎
の
「
場
所
」
か
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
 
所
 論
 を
特
 

に
 
「
身
体
」
の
み
に
絞
っ
て
取
り
出
す
と
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
 

。
西
田
 

の
 
「
場
所
」
と
は
「
血
の
場
所
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
「
 否
 定
 の
 働
 

き
 」
に
よ
っ
て
、
「
於
て
あ
る
場
所
」
と
し
て
の
一
般
者
の
み
な
 
ら
ず
、
 

「
於
て
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
個
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
あ
ら
し
め
 

る
 当
の
 

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
身
体
」
も
本
来
そ
の
「
軸
の
場
 
 
 

「
絶
対
否
定
の
働
き
」
に
媒
介
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
 

「
身
体
」
は
ま
さ
に
こ
の
「
否
定
の
働
き
」
が
媒
介
さ
れ
る
と
こ
 

 
 

て
 
「
場
所
的
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
の
江
 

目
 す
べ
き
指
摘
 
は
、
そ
 

 
 

交
換
あ
る
。
 

も
 

そ
れ
は
氏
に
よ
る
と
「
場
所
的
〒
自
己
」
と
し
て
の
〒
自
己
な
ら
 
ざ
る
 

自
甜
 

 
 

己
 」
が
本
来
の
自
己
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
の
淵
へ
追
い
や
っ
た
こ
 
と
 」
 

「
知
へ
の
欲
求
」
と
し
て
の
哲
学
の
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
 

る
の
で
 

あ
る
。
 



由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

第
六
論
文
、
杉
村
靖
彦
氏
の
「
身
体
と
言
葉
」
は
、
メ
ル
ロ
・
 

ポ
 ン
テ
 

ィ
に
 代
表
さ
れ
る
現
象
学
の
視
占
か
ら
、
身
体
と
舌
口
葉
の
根
源
的
 

な
 位
相
 

で
の
重
な
り
合
い
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
れ
ら
が
と
も
に
わ
た
し
 
た
ち
が
 

生
き
て
活
動
す
る
「
世
界
」
を
開
き
出
す
は
た
ら
き
を
構
成
し
て
 い
る
と
 

い
う
事
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
言
葉
と
身
体
 
と
は
 根
 

源
 的
に
「
重
な
り
」
合
 う
 も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
葉
が
身
体
 に
よ
っ
 

て
 生
き
ら
れ
る
次
元
と
は
別
の
次
元
を
開
く
こ
と
も
否
定
で
き
な
 い 。
 氏
 

は
 、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
次
元
と
舌
口
葉
の
次
元
と
の
「
ず
れ
」
を
 

意
識
さ
 

せ
る
も
の
と
し
て
、
マ
グ
リ
ッ
ト
の
「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
 
」
と
い
 

う
 文
句
の
付
さ
れ
た
パ
イ
プ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
絵
 や
 、
ジ
ョ
イ
ス
の
 

「
 @
 
一
口
話
 

叩
 

実
験
を
極
限
ま
で
突
き
詰
め
」
よ
う
と
し
た
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
」
と
 
 
 

品
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
前
者
は
パ
イ
プ
と
い
う
舌
口
業
 

と
 パ
イ
プ
  
 

現
実
と
の
「
隔
た
り
」
を
 露
わ
 と
し
、
さ
ら
に
は
「
隔
た
り
」
と
 

 
 

言
葉
の
は
た
ら
き
を
白
日
の
も
と
に
さ
ら
す
。
後
者
は
通
常
の
理
 
解
法
則
 

を
 超
え
た
文
字
の
連
な
り
を
前
に
し
た
読
者
の
「
戸
惑
い
」
や
「
 
嫌
悪
」
、
 

あ
る
い
は
逆
に
そ
れ
を
「
面
白
い
と
思
っ
て
楽
し
む
」
よ
う
な
 
様
 々

 な
反
 

応
を
引
き
起
こ
す
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
ず
 
 
 

て
も
身
体
と
舌
口
 葉
 の
問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
体
に
よ
 

っ
て
 生
 

き
ら
れ
る
世
界
と
言
葉
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
世
界
の
「
重
な
り
」
 

と
「
 ず
 

ね
 」
の
あ
い
 た
 を
往
還
し
続
け
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
 

氏
 は
、
現
 

代
 世
界
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
追
う
「
 
ラ
 デ
ィ
カ
 

ル
で
 繊
細
な
思
索
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
締
め
括
っ
て
い
る
。
 

第
七
論
文
、
仲
原
孝
氏
の
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
身
体
論
 ｜神
 
・
身
体
・
 

自
覚
 

｜
 」
は
、
人
間
の
身
体
を
「
単
な
る
生
物
学
的
な
有
機
体
」
 

へ
還
 元
 す
る
 

立
場
を
確
認
し
た
上
で
、
す
な
む
ち
人
間
と
い
う
も
の
は
、
或
る
 一面
に
 

お
い
て
徹
頭
徹
尾
、
生
物
有
機
体
で
あ
る
と
い
う
枠
を
出
る
こ
と
 

 
 

な
い
の
だ
、
と
い
う
事
実
を
し
っ
か
り
ふ
ま
え
た
上
で
、
ス
ピ
 
ノ
 ザ
の
身
 

 
 
 
 

俳
論
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
氏
は
現
代
と
い
う
時
代
 
を
 見
据
 

え
た
極
め
て
冷
静
な
論
点
を
提
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
さ
て
 
、
 氏
に
 

よ
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
人
間
身
体
を
物
質
的
な
次
元
で
 
捉
 え
る
と
 

い
う
思
想
と
、
「
神
へ
の
知
的
 
愛
 」
と
い
う
宗
教
的
と
も
呼
べ
る
 よ
う
な
 

思
想
と
は
、
な
ん
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
氏
は
 
、
 
一
方
で
 

は
 科
学
技
術
の
も
た
ら
し
た
恩
恵
に
浴
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
「
 
神
 な
き
 

世
界
の
空
虚
 
さ
 」
に
耐
え
か
ね
る
と
い
っ
た
現
代
世
界
の
根
本
間
 
題
 を
解
 

決
す
る
手
が
か
り
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
 
 
 

は
 氏
の
述
べ
る
「
精
神
の
自
覚
」
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
「
 
精
 神
 」
は
 

単
な
る
「
身
体
の
観
念
」
で
は
な
い
。
も
し
、
そ
う
な
ら
「
精
神
 
」
は
 機
 

概
論
的
心
殊
性
に
し
た
が
っ
て
動
く
の
み
で
あ
ろ
う
。
氏
は
「
 
精
 神
 」
 の
 

能
動
性
を
「
精
神
が
自
己
自
身
の
あ
り
方
に
対
す
る
明
 
断
 判
明
な
 自
覚
」
 

を
も
つ
と
こ
ろ
に
認
め
る
。
こ
の
「
精
神
の
根
源
的
自
覚
」
は
 
自
 然
 科
学
 

的
 必
然
性
と
「
神
の
必
然
性
」
と
を
矛
盾
な
く
捉
え
る
視
点
を
与
 
え
る
。
 

そ
し
て
、
そ
れ
は
単
な
る
自
然
科
学
の
な
し
 
ぅ
 る
こ
と
で
も
な
く
 
、
ま
た
 

単
な
る
宗
教
の
な
し
う
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
を
な
し
つ
る
の
 
は
 哲
学
 

の
 立
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
氏
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
捨
て
、
哲
学
を
選
ん
 
だ
 
「
 
ス
 

ピ
ノ
ザ
 の
決
意
」
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

第
八
論
文
、
森
本
総
氏
の
「
後
期
西
田
哲
学
と
経
験
科
学
の
立
場
 
１
厘
 

史
的
身
体
論
を
中
心
に
し
て
ー
」
は
、
西
田
の
経
験
科
学
解
釈
 を
 彼
の
 

「
歴
史
的
身
体
論
」
を
軸
と
し
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
西
田
 

哲
 @
 
堂
，
は
 

第
一
義
的
に
は
宗
教
哲
学
で
あ
る
が
、
西
田
は
当
時
の
物
理
学
や
 
他
 の
 経
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さ
て
、
 第
 Ⅲ
部
は
「
生
命
」
と
題
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
現
代
の
わ
 れわ
 

れ
の
も
つ
生
命
 
観
が
 、
ま
ず
 
べ
ル
グ
 ソ
ン
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
 
ヤ
  
 

ス
 等
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
 
が
ま
た
 

「
出
生
前
診
断
」
と
い
う
極
め
て
今
日
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
 

問
 い
 直
さ
 

れ
る
。
 

本
書
の
第
九
論
文
に
当
た
る
安
藤
恵
奈
 氏
の
 
「
生
命
論
へ
の
展
望
 ｜
哲
 

字
と
 科
学
の
狭
間
か
ら
 
｜
 」
は
、
ベ
ル
グ
 
ソ
ン
 か
ら
現
代
に
至
る
 
生
命
論
 

を
 追
跡
し
、
そ
こ
か
ら
展
望
さ
れ
る
「
新
た
な
生
ム
 

叩
 
%
 
珊
の
構
築
」
 を
 問
う
 

も
の
で
あ
る
。
今
日
、
生
命
を
「
物
理
 

｜
 化
学
的
物
質
過
程
」
 

へ
 咀
至
几
 
Q
@
 

上
 

験
 諸
科
学
に
も
興
味
を
も
ち
、
そ
れ
ら
を
彼
の
哲
学
の
立
場
か
ら
 
基
礎
 づ
 

け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
 ム
 
フ
日
の
経
験
科
学
の
立
場
か
ら
 
も
 傾
聴
 

す
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
氏
は
、
中
村
桂
子
氏
の
今
日
 科
学
は
 

「
 ェキ
ソ
 -
 
外
二
の
立
場
か
ら
「
エ
ン
ド
 -
 
内
 二
の
立
場
へ
 交
 わ
 @
 つ
つ
 

あ
る
と
い
う
見
解
を
引
用
し
つ
つ
、
西
田
哲
学
が
徹
底
し
て
「
 ェ
 ン
ド
」
 

の
 立
場
に
立
っ
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
変
貌
し
つ
つ
あ
る
科
学
を
 
哲
学
的
 

に
 理
解
す
る
こ
と
に
役
立
つ
旨
を
述
べ
る
。
一
八
・
九
世
紀
は
 
「
 ェキ
 

ソ
 」
の
立
場
に
立
つ
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
め
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
 
げ
、
そ
 

0
 機
械
論
的
世
界
観
が
正
し
い
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
今
世
 
紀
 最
初
 

に
は
「
エ
ン
ド
」
の
立
場
に
立
つ
と
言
え
る
相
対
性
理
論
と
量
子
 
論
 が
そ
 

の
 根
本
的
立
場
を
打
ち
破
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
物
理
学
の
動
き
に
 
西
田
は
 

既
に
半
世
紀
前
に
江
目
し
、
そ
れ
を
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
操
作
三
菱
 
を
 介
し
 

て
 で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
歴
史
的
身
体
論
」
 

へ
 取
り
入
れ
て
 ぃ
 る
 。
 氏
 

は
 、
こ
の
西
田
の
「
歴
史
的
身
体
論
」
に
つ
い
て
の
考
察
が
今
日
 0 科
学
 

に
 重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
 

る
 考
え
方
が
圧
倒
的
支
持
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
 
な
 見
地
 

は
 科
学
実
証
的
次
元
に
お
い
て
も
決
し
て
証
明
可
能
な
も
の
で
は
 ない
 

わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
「
生
死
と
い
う
人
間
の
直
面
す
る
問
 い 」
に
 十
全
に
 

答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
学
的
論
 
手
 に
お
 

い
て
尽
く
さ
れ
る
問
い
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
の
次
元
に
 

も
 深
く
 

関
 わ
る
問
い
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
 

ょ
う
 な
間
 い
な
 哲
学
の
次
元
の
 
問
い
と
 

し
て
再
度
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
と
 

王
損
 す
る
。
そ
し
て
、
ベ
ル
グ
 
 
 

フ
オ
ン
・
ベ
ル
タ
ラ
ン
フ
ィ
、
モ
ノ
ー
、
エ
ク
ル
ズ
 

竺
 
寸
の
生
命
私
刑
 を
 紹
介
 

し
て
い
る
。
氏
は
 
、
 彼
ら
の
生
命
論
の
展
開
を
た
ど
り
な
が
ら
も
 、
そ
こ
 

で
は
生
命
概
念
は
決
し
て
確
定
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
 
述
 べ
、
 @
 

に
 科
学
的
生
命
論
が
独
走
す
る
傾
向
に
あ
る
今
日
、
哲
学
的
生
命
 
論
 が
そ
 

の
 構
築
を
再
開
す
る
余
地
が
十
分
残
さ
れ
て
い
る
と
舌
口
 
ぅ
 。
 そ
 
し
て
 氏
 

は
 、
そ
の
な
か
で
も
殊
に
わ
れ
わ
れ
の
生
命
の
根
源
に
「
能
動
 的
 自
発
 

性
 」
を
認
め
る
立
場
の
再
興
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
 

第
十
論
文
、
松
田
美
佳
 氏
の
 
「
理
由
な
し
に
生
き
る
 ｜
 エ
ッ
ク
 ハ
  
 

に
お
け
る
生
の
絶
対
肯
定
 ｜
 」
は
、
「
生
き
る
と
い
う
現
実
」
 
そ
  
 

を
 純
粋
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
立
場
か
ら
、
 

現
  
 

れ
わ
れ
の
生
命
観
を
根
源
的
に
問
 い 直
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
 、
現
代
 

に
 生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
「
理
由
な
 
し
に
」
 

肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
理
由
づ
け
 
 
 

に
 初
め
て
肯
定
さ
れ
る
よ
う
な
生
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
 は
そ
の
 

理
由
づ
け
が
否
定
さ
れ
る
状
況
に
立
ち
到
っ
た
時
は
直
ち
に
突
き
 
崩
さ
れ
 

 
 
 
 

る
よ
う
な
生
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
理
由
な
し
に
生
き
る
 

 
 

う
こ
と
を
説
く
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
由
づ
け
 
 
 

放
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
如
何
な
る
状
況
下
で
も
わ
れ
 われ
に
 



生
き
る
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
の
な
 す
 活
動
 

一
 
労
働
 一
は
 欲
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
単
な
る
手
段
に
 
堕
し
て
 

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
労
働
が
 
単
な
る
 

手
段
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
活
動
に
 
よ
っ
て
 

営
 ま
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
活
動
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
、
ま
さ
 
に
 活
動
 

の
た
め
に
活
動
ず
る
の
で
な
け
れ
ば
生
は
充
実
し
た
も
の
と
は
 な
ら
な
 

 
 

味
 に
お
 

い
て
も
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
は
一
考
に
値
す
る
。
第
三
に
 、
 「
 生
 の
 絶
 

対
 肯
定
」
を
説
く
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
は
、
現
代
の
宗
教
に
対
 
す
る
 厳
 

し
い
批
判
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
現
実
の
上
に
積
 
極
 的
に
 

関
 わ
ら
な
い
既
成
宗
教
と
、
ま
た
逆
に
現
実
の
上
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
 
に
 背
を
 

向
け
る
新
宗
教
と
の
両
方
に
対
し
て
、
厳
し
い
問
い
を
突
き
つ
け
 
る
 。
 そ
 

し
て
、
最
後
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
現
代
的
意
義
は
「
身
体
 
的
 活
動
 

の
 意
義
」
を
強
調
し
た
点
に
あ
る
。
何
か
欲
し
い
も
の
を
手
に
入
 
れ
る
た
 

め
に
活
動
す
る
の
で
は
な
く
、
手
足
を
使
い
、
体
を
動
か
す
こ
と
 
 
 

の
に
喜
び
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
単
純
な
生
の
あ
り
 
方
 こ
そ
 

現
代
人
が
見
失
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
 
根
 源
内
生
 

の
宮
 み
へ
立
ち
還
る
こ
と
を
説
い
た
の
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
で
あ
る
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
松
田
氏
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
の
現
代
的
意
義
 
を
ま
と
 

 
 

第
十
一
論
文
、
布
施
圭
司
氏
の
「
生
の
二
元
性
 ｜ ヤ
ス
パ
ー
ス
に
 
 
 

る
昼
 と
夜
の
二
律
背
反
 
｜
 」
は
 、
 王
に
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
独
特
な
 
理
 性
 観
を
 

介
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
持
っ
ム
ロ
 
理
 的
側
面
と
非
合
理
的
側
面
 と
が
、
 

い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
 
そ
の
 先
 

の
二
 側
面
が
思
想
史
上
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
か
が
 
考
 究
 さ
れ
     

  



書評と紹介 

非 のぞさしも   

各べ                                       
と に し そ 後で何決め よ な晶相て よ 

は
 、
そ
の
妥
当
性
を
第
三
者
が
問
 う
 こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
 

し
 氏
に
 

よ
る
と
、
こ
れ
は
い
か
な
る
決
定
も
「
自
己
決
定
」
と
し
て
手
放
 
し
で
 肯
 

定
 さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。
氏
は
、
最
後
に
「
 
決
 定
 が
真
 

正
 な
決
定
と
み
な
さ
れ
得
る
の
は
、
 

欺
臓
 的
に
生
命
を
選
択
す
る
 

負
い
目
 

か
ら
日
を
逸
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
引
き
受
 
 
 

り
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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見
え
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
 
死
 」
を
、
身
近
 
な
 環
境
 

 
 

環
境
を
 

生
 と
死
の
循
環
の
中
で
捉
え
る
と
い
う
視
野
を
与
え
る
こ
と
で
、
 

環
境
を
 

論
じ
る
仕
方
に
と
っ
て
新
た
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
 
死
 」
 を
 研
究
 

対
象
と
し
て
捉
え
る
仕
方
と
し
て
も
、
死
の
儀
礼
や
観
念
の
研
究
 
を
 主
と
 

し
て
き
た
従
来
の
あ
り
方
に
対
し
て
、
新
た
な
視
野
を
与
え
る
も
 
 
 

 
 さ

て
末
巻
の
構
成
は
三
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
ず
冒
頭
に
 
、
編
 

者
で
あ
る
新
谷
尚
紀
氏
の
「
序
章
死
ぬ
と
い
う
こ
と
」
が
置
か
 ね
 、
 そ
 

れ
に
続
い
て
各
二
つ
の
論
文
よ
り
な
る
二
部
が
配
さ
れ
て
い
る
。
 

序
章
で
は
、
歴
史
と
民
俗
の
中
か
ら
、
「
 

死
 」
と
い
う
テ
ー
マ
に
 
つ
 

て
 考
察
し
て
い
る
。
ま
ず
新
谷
 氏
は
 、
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
 
死
 0
 発
見
 

を
 取
り
 ヒ
げ
 、
そ
れ
が
同
時
に
生
命
の
不
思
議
や
、
霊
魂
、
他
界
 
観
念
の
 

生
成
と
し
て
、
宗
教
の
誕
生
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
王
権
の
誕
 
生
 へ
と
 

繋
が
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
文
化
の
発
展
 
の
 契
機
 

と
し
て
重
要
で
あ
り
続
け
た
死
の
意
味
が
、
現
在
、
忘
れ
ら
れ
て
 
い
る
と
 

述
べ
る
。
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
大
量
死
の
後
の
復
興
の
 
や
む
を
 

得
 ざ
る
経
緯
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
看
取
り
や
葬
送
の
あ
り
方
 
 
 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
 

、
 死
が
白
描
な
も
の
と
し
て
 
家
族
に
 

看
取
ら
れ
、
親
族
や
近
隣
に
 よ り
葬
送
さ
れ
た
伝
統
的
な
あ
り
方
 
が
 解
体
 

し
 、
病
院
で
死
に
葬
儀
社
に
葬
送
さ
れ
る
と
い
う
あ
り
方
に
変
 わ
る
 中
 

で
、
死
は
 、
 私
た
ち
の
生
活
に
と
っ
て
 、
 遠
い
も
の
に
な
つ
て
い
 
 
 

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
考
察
に
続
い
て
、
氏
は
 
、
 死
を
考
  
 

方
は
 つ
い
て
、
他
者
の
死
を
一
般
論
と
し
て
考
察
す
る
の
で
は
な
 

 
 

に
と
っ
て
避
け
難
く
切
実
な
自
分
の
死
を
考
え
る
、
と
い
う
視
角
 
を
 提
言
 

す
る
。
そ
れ
に
続
い
て
、
氏
は
。
宗
教
者
に
と
っ
て
の
 
死
 、
死
の
 現
場
に
 

立
ち
会
う
医
者
に
と
っ
て
の
死
を
各
々
考
察
し
、
死
を
医
学
の
敗
 

 
 

え
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
学
、
文
化
人
類
字
、
民
俗
字
、
歴
史
学
 
等
 の
 話
 

 
 
 
 

分
野
の
交
流
の
場
に
お
け
る
「
死
の
臨
床
」
研
究
が
行
わ
れ
る
べ
 
き
で
あ
 

る
 、
と
提
言
す
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
一
環
と
し
て
、
臨
死
体
 
験
 や
死
 

の
 受
容
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
る
研
究
を
取
り
上
げ
る
。
ま
た
葬
儀
 
や
 墓
に
 

つ
い
て
の
、
歴
史
学
的
・
民
俗
学
的
な
研
究
を
取
り
上
げ
て
、
 

墓
  
 

も
の
が
遺
体
の
保
存
と
忘
却
と
の
狭
間
に
あ
り
続
け
た
こ
と
を
 
指
 摘
 す
る
 

 
 

本
巻
は
 、
編
者
の
上
記
の
よ
う
な
方
針
に
従
っ
て
 、 次
の
よ
う
な
 
 
 
一
 
 
 
 
 
@
 
 
 
一
仏
 

吾
 

に
 構
成
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
「
第
一
部
死
に
方
送
り
方
」
 

で
は
 

死
を
臨
終
と
い
う
現
場
や
 
、
崇
 り
な
ど
の
死
者
が
生
者
に
関
わ
る
 場
面
か
 

ら
 考
察
し
て
い
る
。
「
第
二
部
揺
れ
動
く
葬
送
」
で
は
、
現
代
 
に
お
い
 

て
 大
き
く
変
容
の
過
程
に
あ
る
、
葬
儀
や
墓
地
の
あ
り
方
の
現
状
 
 
 

て
 取
り
上
げ
て
い
る
。
「
第
三
部
伝
承
の
な
か
に
」
で
は
、
 宮
 座
 祭
祀
 

の
 見
ら
れ
る
近
畿
村
落
や
沖
縄
、
ま
た
古
代
中
国
の
、
墳
墓
や
そ
 
の
悠
 ふ
印
 

忙
粕
 

の
あ
り
方
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
各
々
、
 

死
 ・
 葬
 
墓
に
 

関
す
る
諸
論
考
よ
り
な
る
三
部
を
見
て
ゆ
く
中
で
、
死
の
意
味
 を
 考
察
 

し
 、
ひ
い
て
は
生
き
る
意
味
を
も
考
え
る
契
機
を
与
え
る
こ
と
が
 
、
末
巻
 

の
 意
図
で
あ
る
。
 

そ
れ
で
は
、
以
下
で
、
各
部
を
構
成
す
る
論
文
一
つ
一
つ
ほ
つ
い
 
て
、
 

  

「
第
一
章
死
を
看
取
る
」
で
は
、
「
 
死
 と
病
と
看
護
の
社
会
史
 
目
 を
一
 

九
八
九
年
に
著
し
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
社
会
史
的
に
考
察
 
し
て
き
 

た
 新
村
 拓
氏
が
 、
明
治
以
降
の
医
療
史
を
概
観
す
る
中
で
、
「
 

死
 の
 希
薄
 



紹
介
 

卍
奉
 

 
 

化
」
が
生
起
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
氏
は
、
神
奈
川
県
北
 
部
 の
 橋
 

本
村
の
名
王
の
次
男
と
し
て
一
八
六
六
年
に
生
ま
れ
た
、
相
沢
 
菊
  
 

い
う
人
物
の
日
記
を
取
り
上
げ
て
、
農
村
部
の
富
裕
な
階
層
に
 お
い
て
 

は
 、
往
診
医
や
派
出
看
護
婦
、
濃
密
な
親
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
 
支
 ぇ
 ら
れ
 

て
 、
家
族
・
親
族
ら
に
看
取
ら
れ
る
在
宅
 死
が
 、
一
般
的
で
あ
っ
 
た
こ
と
 

を
 指
摘
す
る
。
氏
に
 
ょ
 れ
ば
、
こ
う
し
た
臨
終
の
姿
は
 

、
 次
の
 ょ
 う
に
 変
 

化
し
て
い
る
。
即
ち
 
、
 
一
つ
ぼ
は
、
一
九
六
一
年
の
国
民
皆
保
険
 
 
 

降
 、
都
市
化
に
伴
う
家
族
規
模
の
縮
小
、
共
稼
ぎ
に
よ
る
介
護
力
 
不
足
 

ま
た
家
の
狭
さ
等
の
要
因
に
よ
り
て
、
病
院
 
力
 家
の
延
長
の
よ
う
 
 
 

さ
れ
る
状
況
と
な
り
、
病
院
 死
 が
一
般
化
し
た
。
ま
た
、
一
九
 
0
  
 

内
務
省
令
以
降
、
医
師
に
よ
る
死
の
確
認
が
機
務
化
さ
れ
る
こ
と
 
で
、
 臨
 

終
の
場
は
医
師
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
の
ぬ
。
へ
と
変
化
し
た
。
 

こ
  
 

変
化
の
中
で
、
氏
は
、
か
つ
て
家
族
・
親
族
や
近
隣
の
人
々
が
 
担
  
 

た
 
「
看
取
り
の
文
化
」
が
失
わ
れ
、
病
院
や
葬
儀
社
に
よ
っ
て
 

肩
  
 

さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
在
宅
医
療
や
在
宅
死
を
可
能
に
す
る
た
め
 
に
、
 矢
 
-
 

わ
れ
た
こ
の
「
看
取
り
の
文
化
」
を
準
備
教
育
と
し
て
位
置
づ
け
 るこ
と
 

を
胆
信
 
@
 
舌
ロ
す
る
の
で
あ
る
。
 

一
 第
二
章
死
の
現
場
 ｜
 尊
厳
死
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
脳
神
経
  
 

医
 で
あ
る
福
間
 誠
之
 氏
が
、
現
代
の
死
の
姿
に
つ
い
て
、
医
療
 現 場
か
ら
 

考
察
し
て
い
る
。
氏
は
、
そ
の
中
で
、
死
の
場
所
の
殆
ど
が
病
院
 とな
っ
 

て
い
る
こ
と
、
ま
た
死
に
は
、
大
別
し
て
急
死
と
、
ガ
ン
な
ど
の
 
進
行
性
 

の
 死
に
い
た
る
病
気
に
よ
る
緩
や
か
な
死
と
が
あ
る
が
、
そ
の
そ
 
れ
ぞ
れ
 

問
題
点
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
即
ち
、
急
死
の
問
題
 
占
  
 

族
 に
と
っ
て
肉
親
の
死
を
受
容
す
る
困
難
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
 

 
 

問
題
点
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
緩
や
か
な
死
に
お
い
て
は
、
患
者
 
 
 

病
名
告
知
の
問
題
や
、
あ
る
い
は
痴
呆
を
経
る
場
合
や
植
物
状
態
 
 
 

た
 患
者
の
ケ
ア
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
 
氏
  
 

者
の
生
命
を
意
識
的
に
死
の
方
向
 ヘ
 コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
安
楽
死
 
や
、
ガ
 

ン
の
 末
期
等
に
苦
痛
の
な
い
尊
厳
あ
る
死
を
望
む
、
あ
る
い
は
 
尊
 厳
 を
失
 

づ
 た
と
思
わ
れ
る
状
態
で
の
死
を
望
む
と
い
う
尊
厳
死
に
つ
い
て
 
、
オ
ラ
 

ン
ダ
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
状
況
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
い
る
。
 

そ
し
て
 

円
本
に
お
け
る
、
Ⅱ
本
尊
厳
死
協
会
設
立
の
経
緯
、
即
ち
、
一
九
 
七
 @
 
八
年
 

に
 安
楽
死
を
法
制
化
し
よ
う
と
し
て
始
ま
り
、
反
対
運
動
の
中
で
   

三
年
に
尊
厳
死
の
宣
 
@
 書
で
あ
る
リ
ビ
ン
グ
・
ヴ
ィ
ル
の
啓
蒙
 並
 日及
 に
つ
 

と
め
る
よ
う
に
な
り
た
経
緯
を
取
り
上
げ
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
 
述
べ
る
 

中
で
、
氏
は
、
現
在
自
分
の
死
に
つ
い
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
よ
 
り
 必
要
 

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
 

「
第
三
章
癒
さ
れ
る
死
者
癒
す
死
者
 
｜
 民
俗
・
民
衆
宗
教
の
 視
角
 

か
ら
」
で
は
、
民
俗
・
民
衆
宗
教
を
宗
教
学
の
立
場
か
ら
研
究
し
 てき
た
 

池
上
反
正
氏
が
、
「
広
義
の
環
境
」
と
氏
の
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
新
し
 い
 環
境
 

観
を
提
言
す
る
。
そ
れ
は
、
近
代
科
学
が
虚
構
と
し
て
排
除
し
た
 
超
 常
的
 

な
力
や
意
味
の
次
元
を
含
み
込
ん
だ
世
界
全
体
を
、
人
間
が
人
間
 
 
 

生
き
る
こ
と
の
で
き
る
の
一
品
か
な
現
実
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
 

 
 

は
 、
そ
の
よ
う
な
環
境
観
の
中
で
こ
そ
、
可
能
と
な
る
「
癒
し
」
 

 
 

こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
氏
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
竹
森
Ⅲ
 
沖
 産
地
 

方
の
イ
タ
コ
 
と
は
 別
 系
統
の
民
間
巫
女
と
、
奄
美
・
沖
縄
地
方
の
 民
間
 巫
 

者
 ユ
タ
の
事
例
で
あ
る
。
二
つ
の
具
体
的
な
事
例
の
分
析
か
ら
 、
 氏
は
 

 
 
 
 

「
死
者
の
崇
 り
 」
等
と
呼
ば
れ
る
 
災
 国
論
に
は
、
集
団
内
の
平
準
 化
 を
志
 

面
 す
る
規
範
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
規
範
は
 、
氏
   

 
 

「
広
義
の
環
境
」
を
構
成
す
る
象
徴
的
意
味
の
つ
が
が
り
の
中
に
 

定
位
さ
 



れ
た
、
（
象
徴
と
し
て
の
死
者
）
を
媒
介
に
し
て
、
生
者
を
「
 
癒
  
 

導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
氏
は
こ
う
し
た
規
範
 
は
、
閉
 

 
 

 
 

「
互
酬
性
の
倫
理
」
と
い
う
枠
組
み
へ
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
 

そ
 の
 積
極
 

的
な
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
う
し
た
死
者
の
 象
徴
性
 

が
 、
都
市
化
・
産
業
化
の
中
で
失
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
。
 

 
 

こ
の
よ
う
な
「
互
酬
性
の
倫
理
」
が
、
近
代
の
自
我
中
心
的
に
な
 
 
 

な
 人
間
を
抑
止
す
る
「
根
元
的
な
慎
み
」
を
起
動
さ
せ
る
も
の
で
 
あ
る
こ
 

と
 、
そ
れ
が
民
俗
・
民
衆
宗
教
の
中
に
根
強
く
持
続
し
て
い
る
こ
 
と
を
ま
 

ず
 把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
 

「
第
四
章
葬
祭
業
者
を
利
用
す
る
こ
と
と
は
 ｜
 互
助
か
ら
契
約
 へ
 」
 

で
は
、
山
田
 慎
也
 氏
が
、
和
歌
山
県
の
紀
伊
半
島
南
に
あ
る
古
庄
 
 
 

け
る
実
地
調
査
を
も
と
に
、
葬
祭
業
の
成
立
・
浸
透
過
程
に
あ
る
 
 
 

お
け
る
問
題
点
を
分
析
し
て
い
る
。
氏
は
、
ま
ず
首
座
の
伝
統
的
 
な
 時
儀
 

の
あ
り
方
を
描
き
出
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
一
連
の
儀
礼
が
 
テ
ッ
 
タ
イ
ト
 

と
 呼
ば
れ
る
近
隣
の
人
々
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
、
 

喪
王
が
 口
を
出
 す
こ
と
 

は
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。
一
九
六
一
年
に
誕
生
し
た
葬
祭
 
業
 者
は
、
 

地
域
の
人
々
に
よ
る
共
同
作
業
に
影
響
を
与
え
な
い
物
品
の
提
供
 
か
ら
は
 

じ
ま
っ
た
が
、
次
第
に
納
棺
や
司
会
な
ど
の
 テッ
 
タ
イ
ト
の
領
域
 
ま
で
 請
 

け
 負
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
氏
は
、
こ
う
し
た
葬
祭
業
者
 の
 進
出
 

は
 、
地
域
の
人
々
が
そ
の
利
用
を
主
体
的
に
選
択
し
た
も
の
で
あ
 
る
が
、
 

結
果
と
し
て
地
域
の
互
助
関
係
の
解
消
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
 

氏
  
 

再
生
活
の
中
で
葬
儀
の
に
な
い
手
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
 
 
 

葬
祭
業
者
と
の
契
約
で
葬
儀
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
 死
後
 

の
 自
由
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
一
方
で
、
伝
統
的
な
互
助
に
 
ょ
 る
 時
よ
 

  
  



占評   

清
川
道
出
身
者
の
セ
ン
ジ
ャ
ン
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
葬
儀
の
事
例
 
 
 

上
げ
て
、
在
口
韓
国
・
朝
鮮
人
に
と
っ
て
の
花
後
の
環
境
を
考
察
 
す
る
。
 

セ
 レ
 
ン
ヤ
ン
 
と
は
 、
 済
 川
道
独
特
の
言
葉
で
、
日
本
で
の
火
葬
 を
 拒
否
 

し
 、
遺
体
の
ま
ま
 
済
 川
道
に
運
ば
れ
、
埋
葬
き
れ
る
こ
と
を
言
う
 
。
氏
に
 

よ
れ
ば
こ
れ
に
は
、
韓
国
で
は
火
葬
は
子
孫
が
い
な
い
人
の
葬
法
 
 
 

ン
が
 強
い
こ
と
、
日
本
で
は
韓
国
の
よ
っ
に
半
永
久
的
に
墓
を
守
 
る
こ
 

 
 

と
が
で
き
な
い
こ
と
等
の
、
共
通
す
る
思
い
が
あ
る
と
い
う
。
 

氏
  
 

郷
の
親
族
共
同
墓
地
で
親
し
い
先
祖
と
眠
り
た
い
と
い
う
移
住
 一
 
 
 

い
が
、
現
在
故
郷
に
生
き
て
い
る
人
々
 や
 、
故
郷
を
知
ら
な
い
 移
住
 二
 

世
 
・
三
世
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
セ
ン
ジ
ャ
ン
が
 そ
  
 

人
々
の
間
に
 
軋
 礫
を
産
む
場
合
も
あ
る
が
、
ま
た
例
え
ば
二
世
と
 
 
 

の
間
に
 、
 新
た
な
関
係
を
生
み
出
す
 % 台
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
 
指
摘
す
 

る
 。
後
者
の
場
合
、
セ
ン
ジ
ャ
ン
に
よ
っ
て
、
死
後
の
環
境
を
求
 
め
て
 帰
 

郷
 し
た
死
者
が
、
子
孫
た
ち
に
新
た
な
生
の
環
境
を
遺
し
て
い
っ
 
 
 

あ
る
と
、
氏
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
 

「
第
七
章
長
老
 衆
と
死
 ・
 葬
 
・
 墓
 」
で
は
、
関
沢
ま
ゆ
み
氏
が
 、
近
 

能
地
方
の
宮
座
祭
祀
を
行
う
村
落
に
お
け
る
長
老
 制
は
 
つ
い
て
 、
死
 

葬
 
・
 墓
 と
い
う
 視
 占
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
氏
は
、
奈
良
県
東
部
 
 
 

高
原
地
域
の
宮
座
の
長
老
 求
 が
、
 死
 横
を
極
端
に
忌
避
 し
 、
葬
儀
 
へ
の
 参
 

加
や
墓
地
を
避
け
る
様
子
を
描
き
出
す
。
ま
た
氏
は
、
そ
の
地
域
 
で
は
 盆
 

行
事
に
お
い
て
、
本
仏
と
差
別
し
て
餓
鬼
に
は
別
の
供
養
を
行
う
 
様
子
を
 

描
き
出
す
中
で
、
当
該
地
域
で
の
、
遺
骸
と
霊
魂
の
分
離
の
意
識
 
の
 存
在
 

と
 、
そ
の
結
果
と
し
て
の
遺
骸
へ
の
執
着
の
希
博
さ
が
、
こ
う
し
 
た
 習
俗
 

の
 背
景
に
あ
る
と
分
析
す
る
。
氏
は
、
当
地
で
の
 ト
ラ
ノ
コ
オ
ク
 
リ
 
一
党
 

の
子
送
り
一
、
即
ち
 、
 各
々
の
世
代
が
大
切
に
し
た
も
の
を
次
の
   

送
る
、
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
 、
 代
々
の
先
祖
祭
祀
が
支
え
ら
れ
 て
い
る
 

こ
と
、
そ
れ
が
長
老
衆
の
死
後
に
つ
い
て
の
安
心
感
と
信
頼
感
で
 
も
あ
る
 

こ
と
を
指
摘
し
て
、
論
考
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
 

「
第
八
章
草
 と
 祖
先
祭
祀
 ｜
 沖
縄
の
事
例
か
ら
」
で
は
、
比
嘉
 政
夫
 

氏
が
 、
奄
美
か
ら
八
重
山
ま
で
の
琉
球
列
島
の
民
俗
文
化
を
取
り
 
 
 

そ
こ
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
あ
り
方
を
描
き
出
す
。
氏
は
 
、
ソ
 ロ
   

歌
を
取
り
上
げ
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
 イ と
い
う
他
界
へ
霊
魂
を
迭
モ
 
%
 礼
と
崖
 

ト
の
 特
別
な
墓
所
へ
遺
骸
を
運
ぶ
葬
礼
と
い
う
二
つ
の
葬
列
の
 
イ
  
 

の
 見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
氏
は
墓
制
の
通
時
的
、
 

 
 

分
析
を
行
 う
 中
で
、
 
洗
 骨
の
習
俗
や
、
亀
甲
墓
、
破
風
墓
な
ど
の
 
独
特
な
 

墓
の
構
造
を
描
き
出
し
、
ま
た
そ
の
祭
祀
に
お
い
て
お
な
り
神
 
信
  
 

の
女
性
優
位
の
構
造
や
、
檀
家
制
度
の
不
在
等
、
仏
教
と
の
結
び
 
つ
き
の
 

強
い
本
土
と
は
異
な
っ
た
特
徴
の
見
 自 れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
 
 
 

た
 記
述
の
中
で
、
氏
は
沖
縄
の
祖
先
祭
祀
が
、
生
者
と
死
者
、
 

ま
 た
 門
中
 

の
 成
員
相
互
が
交
流
し
、
連
帯
を
強
め
る
場
と
な
っ
て
い
る
と
 
分
 析
 す
る
 

の
で
あ
る
。
 

「
第
九
章
 
墓
と
 貨
幣
 ｜
 古
代
中
国
の
死
柏
の
世
界
」
で
は
、
 

西
 容
人
 

氏
 が
考
古
学
的
な
視
点
か
ら
、
中
国
漠
人
社
会
の
、
葬
儀
や
法
事
 
 
 

0
 機
会
に
燃
や
さ
れ
る
紙
銭
に
着
目
し
、
こ
の
よ
う
に
あ
の
世
で
 
 
 

世
 と
同
様
、
貨
幣
の
必
要
な
生
活
を
送
る
も
の
と
想
定
す
る
他
界
 
 
 

｜
ッ
を
 求
め
て
、
古
代
中
国
人
の
他
界
観
の
変
遷
を
、
文
献
や
発
 
掘
 資
料
 

 
 

か
ら
分
析
す
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
古
代
中
国
で
は
死
後
、
精
神
的
 
な
 魂
は
 

 
 

天
 
へ
、
肉
体
的
な
魂
は
地
に
還
る
が
、
死
後
山
 

世
児
は
 恐
ろ
し
い
 世
界
と
 

考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
戦
国
末
期
に
、
神
仙
思
想
と
 
1
6
5
 

思
想
が
出
現
し
た
こ
と
、
前
漢
中
期
以
降
は
こ
の
 
昇
仙
 思
想
が
吹
 -
 
弔
に
 、
 



 
 

欲
望
を
 

反
映
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
そ
れ
を
反
映
し
て
、
 

墓
 地
 の
 副
 

葬
 品
に
「
明
器
」
と
呼
ば
れ
る
現
世
の
生
活
の
道
具
を
ミ
ニ
チ
ュ
 

 
 

た
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
 同
 じ
 頃
、
 

「
 
買
 地
券
」
と
呼
ば
れ
る
死
者
が
あ
の
世
の
架
空
の
土
地
を
買
っ
 
た
 証
明
 

書
を
副
葬
す
る
習
俗
が
見
ら
れ
る
よ
 う
 に
な
り
、
そ
こ
に
は
、
 
死
 者
の
魂
 

を
様
々
な
動
物
や
霊
獣
に
よ
っ
て
守
る
、
と
い
う
力
へ
の
信
仰
の
 
喪
失
が
 

見
ら
れ
る
と
、
氏
は
指
摘
す
る
。
 

以
上
、
各
章
の
構
成
に
沿
っ
て
そ
の
内
容
を
取
り
上
げ
て
み
た
。
 

上
記
 

で
 見
た
よ
う
に
、
 
本
巷
は
 、
対
象
と
し
て
如
ニ
 葬
 
・
墓
を
取
り
上
  
 

る
 、
と
い
う
意
味
で
、
死
に
つ
い
て
の
研
究
対
象
を
総
覧
す
る
・
 

-
 と
が
で
 

き
る
ば
か
り
で
な
く
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
死
を
め
ぐ
る
研
究
 
 
 

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
第
一
部
で
は
、
社
会
史
、
医
 
学
 、
宗
 

教
学
等
の
各
分
野
の
論
者
が
 

、
 各
々
の
分
野
に
お
け
る
「
 死
 」
 を
 取
り
上
 

げ
る
こ
と
で
、
「
 死
 」
を
め
ぐ
る
学
問
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
様
   

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
第
二
部
で
は
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
 
は
ず
で
 

あ
り
な
が
ら
、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
現
代
の
「
 
死
 」
の
姿
を
 、
 見
る
 

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
第
三
部
で
は
、
民
俗
の
争
 
様
 性
に
っ
 ぃ
  
 

視
野
の
広
が
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
 

本
巷
 よ
、
フ
 

@
 

イ
 ー
ル
ド
に
 入
 る
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
論
理
的
な
視
野
の
広
が
 
 
 

に
 自
ら
の
研
究
を
位
置
づ
け
る
手
が
か
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
 る
と
 共
 

に
 、
評
者
の
よ
う
に
、
文
化
比
較
と
し
て
死
の
研
究
を
行
お
う
と
 
す
る
者
 

に
も
、
自
ら
の
万
法
を
反
省
す
る
視
角
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
も
 
の
で
あ
 

る
 。
 

た
だ
こ
う
し
た
広
い
視
野
に
立
っ
た
編
著
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
 
比
較
 

文
化
と
い
う
視
野
 か
亡
 研
究
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
研
究
者
 
に
と
つ
 

て
、
 気
に
な
る
占
が
次
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
 
思
わ
れ
 

る
 。
一
つ
は
、
第
三
部
が
筆
者
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
民
俗
   

 
 
 
 

差
 」
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
日
本
以
外
の
異
文
化
と
 
し
て
 取
 

り
 上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
中
国
、
あ
る
い
は
第
二
部
の
済
川
道
 
裳
 @
 
、
い
 

ず
れ
も
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
あ
っ
て
、
日
本
と
比
較
的
近
い
と
思
わ
 
れ
る
 文
 

化
で
あ
る
占
で
あ
る
。
比
較
文
化
と
い
う
立
場
か
ら
「
 死 」
の
よ
 

う
な
 

文
 

化
 普
遍
的
な
問
題
を
考
察
す
る
場
合
、
一
方
で
近
 い 文
化
同
士
 
の
 中
の
差
 

違
を
研
究
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
が
な
り
 
異
 質
 で
あ
 

る
と
見
え
る
よ
う
な
文
化
と
の
比
較
に
よ
 
サ
 、
ま
た
別
の
重
要
な
 
発
見
が
 

あ
る
 %
 台
が
多
い
。
例
え
ば
よ
り
自
然
親
和
的
な
ア
ジ
ア
文
化
に
 お
け
る
 

「
 
死
 」
は
、
環
境
問
題
と
い
う
側
面
か
ら
「
 
死
 」
を
考
察
す
る
の
 
に
 有
効
 

な
視
 占
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
曲
論
で
あ
る
が
、
一
万
 
で
一
見
 

日
殊
 
対
立
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
等
の
文
化
に
お
け
る
「
 死
 」
を
 見
 る
こ
と
 

で
、
ま
た
環
境
に
と
っ
て
「
 
死
 」
が
問
題
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
 
 
 

か
を
考
察
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
 

本
吉
 で
 

は
 最
後
に
「
総
合
討
論
現
代
人
と
死
 

死
 は
ど
こ
へ
行
こ
う
と
 
 
 

る
の
か
 ?
 」
と
い
う
章
を
も
う
け
て
お
り
、
一
つ
の
テ
ー
マ
を
 
編
 著
 と
し
 

て
 考
察
す
る
場
合
の
利
古
を
 よ
 り
積
極
的
に
活
用
し
た
試
み
と
 い
え
る
 

が
 、
各
章
の
テ
ー
マ
を
超
え
た
討
議
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
側
面
 
 
 

と
 取
り
上
げ
ら
れ
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
 
現
 代
 社
会
 

と
死
 」
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
察
す
る
に
お
い
て
、
例
え
ば
 ア
り
 
エ
 ス
が
 

「
倒
立
し
た
 死
 」
と
呼
ん
だ
よ
う
な
、
現
代
社
会
に
お
け
る
 
一
 死
の
隠
 

蔽
 」
等
の
、
文
化
の
差
異
を
超
え
て
現
代
社
会
に
共
通
す
る
の
で
 
 
 

か
と
思
わ
れ
る
心
性
の
あ
り
方
の
側
面
で
あ
る
。
こ
う
し
た
側
面
 
は
、
現
 



 
 

で
 積
極
 

的
に
も
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
 
 
 

で
あ
る
。
 

本
巷
は
 、
民
俗
字
が
、
伝
統
的
な
生
活
文
化
の
発
見
、
分
析
と
い
 
う
仕
 

方
で
、
現
代
の
諸
問
題
に
対
時
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
、
と
い
う
 
占
 
 
 

分
野
の
研
究
と
豊
か
な
交
流
を
成
し
遂
げ
て
い
ろ
も
の
で
あ
る
。
 

現
在
の
 

環
境
問
題
は
、
こ
う
し
た
学
問
間
の
交
流
・
対
話
に
よ
っ
て
こ
そ
 
 
 

革
新
的
な
解
決
の
方
途
を
見
 ぃ
 だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
 

だ
ろ
う
 

か
 。
そ
の
点
で
、
 
本
巷
 は
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
晴
天
 と
 言
え
る
  
 

な
 い
 だ
ろ
う
か
。
 

  



 
  

 
 
 

 
 

 
 

戦
前
の
日
本
に
お
け
る
政
教
関
係
を
、
「
国
家
神
道
一
体
制
こ
と
 い，
つ
 

 
 

概
念
を
使
っ
て
捉
え
る
研
究
は
、
藤
谷
俊
雄
戊
や
、
村
上
重
良
民
 
ら
に
よ
 

っ
て
本
格
化
す
る
。
と
り
わ
け
村
上
氏
の
「
国
家
神
道
」
二
九
 セ 0
 
年
 ）
 

乞
 中
心
と
す
る
著
作
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
に
大
き
な
 
拙
 皆
を
 与
 え
た
。
 

藤
井
健
志
 

大
明
堂
一
九
九
七
年
四
月
二
九
日
刊
 

A
5
 
判
三
五
四
頁
四
二
 00
 
円
 

新
出
切
箸
 

「
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究
」
 

村
 L
 
氏
の
所
論
は
そ
の
後
、
主
と
し
て
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
 
、
中
島
 

三
千
男
、
宮
地
正
人
、
阪
本
是
丸
、
山
口
 

輝
目
 ら
の
各
氏
に
よ
っ
 
て
 、
 u
 
円
 

定
 ・
否
定
の
両
面
に
わ
た
っ
て
 
桟
 去
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
 

新
田
氏
の
「
近
代
政
教
関
係
の
甜
 礎
 的
研
究
」
も
、
こ
う
し
た
 流
  
 

中
で
「
国
家
神
道
」
と
い
う
 慨
 古
山
再
検
討
、
お
よ
び
そ
れ
を
 通
 し
て
 近
 

伏
日
本
の
政
教
関
係
の
再
考
を
目
指
す
本
で
あ
る
。
本
書
に
は
 
政
 散
 関
係
 

に
関
す
る
多
岐
に
わ
た
る
論
白
 が
 
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
 国
家
 神
 

道
 」
の
問
題
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
が
新
田
 
 
 

題
意
識
の
中
小
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
氏
の
基
本
 的
立
場
 

は
 、
「
国
家
神
道
」
と
い
う
概
念
が
戦
前
の
日
本
の
政
教
関
係
を
 
捉
え
る
 

上
 で
は
適
切
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
 

阪
 本
 氏
の
 

所
説
に
近
く
、
宮
地
氏
の
対
極
に
あ
 壬 。
新
田
氏
は
「
国
家
神
道
 
 
 

に
か
わ
っ
て
、
近
代
日
本
の
政
教
関
係
を
、
「
日
本
型
公
認
教
判
 
度
 」
と
 

捉
え
た
ら
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
三
四
五
頁
Ⅰ
 

そ
  
 

自
体
は
、
本
書
で
は
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
 

ま
ず
最
初
に
本
書
の
全
体
構
成
を
見
て
お
こ
う
。
 

第
 1
 
部
 

明
治
初
期
の
神
道
政
策
と
浄
土
真
宗
 

第
一
章
帰
朝
以
前
の
島
地
黙
雷
の
政
教
関
係
論
 

第
二
章
帰
朝
世
の
島
地
黙
雷
の
政
教
関
係
論
 

第
三
章
「
神
通
非
宗
教
」
論
の
展
開
 

第
 Ⅱ
邦
明
治
憲
法
制
定
期
の
政
教
関
係
 

第
四
章
井
上
毅
の
構
想
と
内
務
省
の
政
策
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
五
章
公
認
 教
 制
度
の
採
用
に
関
す
る
史
料
の
翻
刻
と
分
析
 

 
 

 
 

第
六
章
「
神
社
改
正
之
 件
 」
に
関
す
る
史
料
の
翻
刻
と
分
析
 

 
 

第
 Ⅲ
 部
 

天
皇
主
権
論
者
の
政
教
関
係
論
 



第
七
章
穂
積
八
束
の
政
教
関
係
論
 

第
八
章
上
杉
慎
吉
の
政
教
関
係
論
 

第
 Ⅳ
 部
 

「
国
家
神
道
」
論
の
二
つ
の
原
由
 

第
九
章
加
藤
支
管
 の
 
「
国
家
的
神
道
」
論
 

第
十
 章
 
W
.
P
.
 

ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
「
国
体
狂
信
主
義
」
 

こ
の
よ
う
に
本
書
は
明
治
初
年
 
@
 第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
の
時
 期
か
 

ら
、
 四
つ
の
局
面
を
選
び
出
し
て
「
国
家
神
通
」
 

A
J
 い
 う
抑
念
の
 
妥
当
性
 

を
 問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
 新 m
 氏
は
 、
 氏
が
批
判
 0
 対
象
 

と
し
て
い
る
「
常
識
」
と
し
て
の
「
国
家
神
道
」
論
 -
 
本
書
一
頁
 。
な
お
 

新
田
氏
が
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
も
の
を
、
こ
こ
で
は
仮
に
「
国
家
 
神
道
」
 

に
関
す
る
ハ
通
辞
）
と
呼
ん
で
お
こ
う
 

-
 が
、
最
初
に
触
れ
た
 
村
 上
童
 良
 

氏
と
 、
宮
沢
俊
義
氏
の
憲
法
に
関
す
る
一
連
の
著
作
に
よ
っ
て
 
形
 成
さ
れ
 

た
と
見
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
 、
 主
と
し
て
こ
の
両
氏
の
 

「
国
家
 

神
道
」
論
の
構
成
要
素
を
抽
出
し
、
そ
の
各
構
成
要
素
の
妥
当
性
 
を
 検
討
 

す
る
、
と
い
う
形
で
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
検
討
 
 
 

は
 、
こ
れ
ま
で
「
国
家
神
道
」
の
研
究
に
か
か
わ
っ
て
き
た
阪
本
 
氏
 、
中
 

島
 氏
ら
の
著
作
が
繰
り
返
し
舌
口
 
反
 さ
れ
て
い
る
こ
と
は
舌
口
う
ま
 
で
も
な
 

 
  

 そ
れ
で
は
新
田
氏
は
（
通
説
）
を
ど
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
の
 
だ
 る
 

う
か
。
ま
と
め
て
み
る
と
、
①
 へ
 通
説
）
に
お
い
て
は
明
治
初
期
 の 宗
教
 

政
束
 に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
役
割
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
、
②
少
な
 
 
 

明
治
憲
法
制
定
時
に
お
い
て
、
神
社
に
特
権
的
な
地
位
が
認
め
ら
 
れ
て
い
 

た
と
は
舌
口
 ぅ
 こ
と
が
で
き
な
い
 

-
 た
だ
し
伊
勢
神
宮
、
靖
国
神
社
 等
は
除
 

く
 -
 、
し
た
が
っ
て
神
社
神
道
が
「
国
教
」
的
地
位
に
あ
っ
た
 と
 は
 舌
口
，
 

っ
，
 

こ
と
が
で
き
な
い
、
③
（
通
説
）
の
よ
う
に
神
社
参
拝
・
神
社
債
 
 
 

一
 一
 

第
 I
 部
に
お
い
て
は
、
一
八
七
 
0
 年
か
ら
七
五
年
の
島
地
致
富
 め
  
 

0
 分
析
 
察
 二章
、
第
二
王
 邑
 、
お
よ
び
七
四
年
か
ら
八
二
年
に
 お
け
る
 

仏
教
、
神
道
そ
れ
ぞ
れ
の
「
神
道
非
宗
教
論
」
の
展
開
と
宗
教
 
行
  
 

導
入
 
-
 第
三
ガ
邑
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
従
来
の
研
究
  
 

て
、
 右
の
①
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
時
期
 
の
 宗
教
 

行
政
に
対
し
て
島
地
 獣
 雷
や
浄
土
真
宗
全
体
の
果
た
し
た
役
割
は
 
、
ム
 「
 ま
 

で
に
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
新
田
氏
は
、
浄
土
 
吉
夫
 
み
下
こ
 

そ
こ
の
時
期
の
宗
教
政
策
三
ロ
 い
 換
え
れ
ば
政
教
関
係
一
の
「
 形
成
 主
 

体
 」
で
あ
る
と
す
る
（
八
七
頁
、
三
四
二
頁
 -
 。
な
お
 第
 Ⅱ
都
築
 五
章
で
 

も
 同
様
の
王
 張
 が
さ
れ
て
お
り
、
明
治
憲
法
下
で
は
真
宗
は
「
 影
の
国
 

教
 」
と
も
言
う
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
書
か
れ
 
て
い
る
 

一
一
五
一
頁
て
こ
れ
だ
け
浄
土
真
宗
の
役
割
を
大
き
く
評
価
し
 た
 研
究
 

は
 他
に
は
な
く
、
新
た
な
問
題
提
起
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
新
田
 
氏
 の
 考
 

え
を
や
や
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
八
通
説
）
に
お
け
る
「
国
家
 

神
 遺
体
制
」
 

を
 作
り
出
し
た
の
が
、
実
は
仏
教
 一
 
浄
土
真
み
ま
で
あ
り
、
仏
教
 が
こ
 

ま
で
深
く
か
か
わ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
政
教
関
係
の
体
制
な
の
だ
 
か
ら
、
 

神
道
の
仏
教
に
対
す
る
優
位
を
前
提
と
し
た
「
国
家
神
道
体
制
」
 

 
 

捉
え
方
は
適
切
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 

に
 
強
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
 
、
 ④
戦
前
に
お
い
て
も
 政
教
関
 

 
 

係
 の
あ
り
方
は
推
移
し
て
お
り
、
「
国
家
神
道
体
制
」
と
い
う
 

一
 つ
の
 

概
騰
 

命
 で
く
く
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
、
と
い
う
諸
点
 
が
 中
心
に
な
っ
  
 

 
 
 
 

と
 思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
  
 

を
、
 

私
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
 



書評と紹介 

こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
新
田
氏
は
、
島
地
獄
Ⅲ
を
は
じ
め
 
と
す
 

る
 仏
教
側
の
論
理
と
、
神
道
側
の
論
理
と
を
、
第
一
次
 
甜
 料
か
ら
 比
較
 分
 

析
 し
て
い
る
。
そ
の
上
で
仏
教
側
の
論
理
が
政
府
に
採
用
さ
れ
た
 
と
 結
ぬ
 珊
 

つ
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
浄
土
真
宗
の
役
割
を
氏
が
言
う
よ
う
 
に
 大
き
 

く
 評
価
す
る
た
め
に
は
、
論
理
の
比
較
分
析
や
、
浄
土
真
宗
僧
侶
 
と
 政
府
 

中
枢
部
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
思
わ
 
れ
る
。
 

当
時
の
政
治
状
況
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
、
神
道
や
仏
教
に
お
 
け
る
 教
 

会
 ・
結
社
運
動
な
ど
、
政
教
関
係
を
め
ぐ
る
諸
側
面
を
含
め
て
 

 
 

に
 考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
点
で
は
論
証
が
甘
い
 
 
 

な
か
ろ
う
か
 

一
 
も
ち
ろ
ん
右
の
よ
う
な
問
題
に
、
新
田
氏
が
ま
っ
 

た
く
 言
 

及
 し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
Ⅱ
言
い
換
え
れ
ば
こ
 う
 し
た
 結
 

論
を
出
す
に
は
、
時
期
が
早
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
 
る
 向
か
。
 

と
は
 =
@
 

ロ
 
ス
 、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
し
ま
う
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
 う多
 

様
な
論
七
が
 
、
 特
に
第
三
章
に
は
含
ま
れ
て
い
て
、
今
後
の
研
究
 
 
 

方
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
 -
 
」
 う
 。
 そ
 -
 
」
で
新
田
 
氏
 の
 指
 

摘
 し
て
い
る
「
神
道
非
宗
教
論
」
の
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 
や
、
こ
 

の
時
期
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
の
天
成
熟
さ
、
と
い
っ
 

た
 問
題
 

は
 、
い
ず
れ
も
今
後
、
近
代
日
本
の
政
教
関
係
を
考
え
る
上
で
、
 

詳
細
な
 

検
討
を
要
す
る
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
 

次
に
第
Ⅱ
部
で
は
、
一
八
八
四
年
 @ 八
六
年
の
宗
教
政
策
が
分
析
 

さ
れ
 

て
い
る
。
こ
こ
は
前
に
書
い
た
新
田
氏
に
よ
る
 へ
 通
説
）
批
判
の
 
②
 お
よ
 

び
 ④
に
か
か
わ
る
部
分
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
八
四
年
の
時
日
 
 
 

る
 井
上
毅
の
構
想
と
内
務
省
政
策
の
分
析
か
ら
、
政
府
が
「
神
道
 ・
神
社
 

非
宗
教
論
」
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
国
家
に
よ
る
神
道
 への
 優
 

遇
や
特
権
の
付
与
と
は
結
び
付
か
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
 第
 

五
章
で
は
、
有
名
な
教
導
職
廃
止
お
よ
び
管
長
制
度
 -
 
新
田
氏
 は
 
「
 
な
曲
 

-
 @
 
叩
 

裁
制
度
」
と
も
呼
ぶ
 
-
 の
設
立
に
関
す
る
太
政
官
布
達
 

-
 
八
四
年
 -
 に
つ
 

て
 内
務
省
が
付
し
た
説
明
書
を
翻
刻
・
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
 
。
さ
ら
 

に
 第
六
章
で
は
、
八
五
年
１
八
六
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
内
務
大
 
臣
 と
大
 

蔵
 大
臣
か
ら
内
閣
に
出
さ
れ
た
「
神
社
改
正
之
 件
 」
 -
 
八
六
年
に
 
裁
可
 -
 

か
の
文
書
の
翻
刻
・
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
 

。
全
体
 

と
し
て
は
、
こ
の
明
治
憲
法
が
制
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
 
に
お
 

て
は
、
か
つ
て
村
上
氏
が
述
べ
た
よ
う
な
、
 

全
 小
数
で
は
な
い
と
 
 
 

て
ま
え
の
国
家
神
田
が
、
教
派
神
道
・
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
の
上
 
に
 君
臨
 

す
る
よ
う
な
体
制
Ⅴ
が
、
成
立
し
た
と
は
と
て
も
舌
ロ
 

い
 難
い
、
 
と
 

,
9
,
9
@
 

」
 

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
中
で
も
、
興
味
深
い
の
は
第
六
章
の
「
神
社
改
正
之
 
件
 」
で
 

あ
る
 
@
 
れ
は
第
四
章
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
㍉
と
い
う
の
も
 、
内
務
 

省
な
ど
が
こ
の
時
期
に
王
 張
 し
た
「
神
社
改
正
」
は
 
、
 明
ら
か
に
 伊
勢
神
 

宮
 以
外
の
神
社
の
地
位
を
下
げ
る
も
の
で
、
八
逆
説
）
の
よ
う
に
 
こ
の
時
 

の
神
社
が
特
権
的
な
地
位
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
、
き
め
 
ぬ
 て
説
 

期
 

得
 的
な
史
料
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
（
通
説
）
批
判
 
だ
け
で
 

は
な
く
、
戦
前
の
政
教
関
係
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
非
常
に
有
 
効
な
史
 

料
 で
あ
り
、
そ
の
翻
刻
が
新
田
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
 
克
 @
 
び
 た
 い
 

と
 申
し
う
。
 

た
だ
し
私
に
と
っ
て
不
可
解
な
の
は
、
か
つ
て
 -
 一
九
七
七
年
 -
 、
や
 

は
り
，
」
の
「
神
社
改
正
之
 件
 」
を
使
っ
て
「
国
家
神
道
」
に
つ
い
 

て
 論
じ
 

 
 
 
 

た
 中
島
三
千
男
氏
の
研
究
 -
 
「
「
明
治
憲
法
体
制
」
の
確
立
と
国
家
  
 

オ
ロ
ギ
ー
政
策
」
「
日
本
史
研
究
」
一
七
六
一
に
新
田
氏
が
あ
ま
 
1
6
9
 

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
新
田
氏
は
第
四
章
お
よ
び
第
六
章
の
中
 
で
、
 中
 



島
 氏
の
論
文
を
紹
介
し
、
依
拠
す
る
史
料
の
若
干
の
違
い
に
は
 壬
一
 

ロ
反
 し
て
 

い
る
が
、
正
面
か
ら
中
島
氏
の
 

論
 占
を
批
判
し
て
 
い
 な
 

 
 

は
ほ
と
ん
ど
同
じ
史
料
を
使
い
な
が
ら
、
か
な
り
異
な
る
結
論
を
 
導
き
出
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
島
氏
は
こ
の
史
料
を
一
つ
の
根
拠
と
し
 
て
 
-
 
他
 

の
 史
料
も
使
っ
て
い
る
 -
 
、
「
国
家
神
道
体
制
」
の
確
立
が
、
憲
法
 

制
定
期
 

で
は
な
く
て
、
日
清
・
日
露
戦
争
 期 だ
と
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
 
。
そ
れ
 

に
 対
し
て
新
田
氏
は
こ
の
史
料
を
、
「
国
家
神
道
体
制
」
と
い
う
 
捉
え
 万
 

そ
の
も
の
を
否
定
す
る
史
料
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

し
 か
も
 中
 

島
民
の
研
究
を
ふ
ま
え
て
本
書
の
第
六
章
を
見
る
と
、
「
神
社
 

改
 正
 +
.
 

」
 
仕
 Ⅱ
」
 

は
、
 必
ず
し
も
「
国
家
神
道
体
制
」
そ
の
も
の
の
存
在
を
否
定
す
 
る
 史
料
 

で
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
中
島
民
の
研
究
が
す
で
に
存
在
し
て
 
 
 

上
 、
こ
の
史
料
は
こ
の
ま
ま
で
は
「
国
家
神
道
」
論
批
判
に
は
 
使
 ぇ
 な
い
 

と
 思
 う
 。
さ
ら
に
は
こ
の
史
料
の
存
在
を
十
分
に
承
知
し
た
上
で
 
、
や
は
 

り
 
「
国
家
神
道
体
制
」
は
明
治
憲
法
制
定
期
に
成
立
し
た
の
だ
、
 

 
 

見
方
も
依
然
根
強
い
 
-
 
た
と
え
ば
宮
地
正
人
氏
の
所
説
㍉
こ
れ
 ら
を
 克
 

服
し
な
い
と
、
せ
っ
か
く
の
貴
重
な
史
料
が
埋
も
れ
て
い
く
可
能
 
 
 

る
と
思
う
。
 

次
に
第
Ⅲ
部
で
あ
る
が
、
 
章
 題
の
通
り
、
穂
積
八
束
と
上
杉
慎
モ
 

口
 
と
い
 

う
 二
人
の
法
学
者
の
著
作
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
取
り
上
 
 
 

る
 二
人
の
著
作
は
、
一
八
九
一
年
 

@
 
一
九
二
八
年
前
後
に
書
か
れ
 
 
 

で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
 
ゥ
 に
、
新
田
氏
の
捉
え
方
で
は
、
戦
後
に
 

な
っ
て
 

法
学
者
の
宮
沢
俊
 拙
氏
が
 
「
国
家
神
道
」
に
関
す
る
へ
通
説
）
 

を
 展
開
 

し
 、
そ
れ
が
大
き
な
世
世
を
与
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

宮
  
 

「
国
家
神
道
体
制
」
の
中
で
は
一
般
国
民
に
対
し
て
も
神
社
参
拝
 

が
 強
制
 

さ
れ
、
ま
た
明
治
憲
法
の
い
う
「
臣
民
の
義
 
朋
 」
の
中
に
は
神
社
 
 
 

含
ま
れ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
法
解
釈
が
戦
前
に
お
い
 
て
も
 行
 

わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
検
証
し
、
宮
沢
氏
の
所
説
を
批
判
し
よ
 
ぅ
と
す
 

る
の
が
、
 

第
 Ⅲ
部
で
あ
る
Ⅱ
（
通
説
）
批
判
の
③
に
直
接
か
か
わ
 

6
 部
分
 

 
 
 
 

だ
が
、
同
時
に
第
八
章
の
上
杉
慎
吉
の
所
説
の
推
移
を
非
常
に
 
丁
 寧
 に
追
 

い
か
け
て
い
く
方
法
に
は
、
④
の
政
教
関
係
の
時
期
的
変
遷
に
 

注
 意
 を
払
 

う
べ
き
だ
、
と
い
う
批
判
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
穂
積
 
と
 上
杉
の
 

二
人
が
研
究
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
、
二
人
と
も
天
皇
主
権
 
説
 を
と
 

っ
て
お
り
、
宮
沢
氏
の
所
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
人
の
 

法
解
釈
 

の
中
に
、
神
社
信
仰
を
「
臣
民
の
義
務
」
と
見
な
す
な
ど
の
解
釈
 
が
 見
ら
 

れ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
う
し
て
二
人
の
分
析
に
入
っ
た
 
新
田
氏
 

は
 、
こ
の
二
人
が
と
も
に
、
神
社
参
拝
や
神
社
信
仰
を
「
臣
民
の
 
義
務
」
 

と
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
新
田
氏
の
言
う
よ
 
 
 

い
ま
だ
に
（
通
説
）
は
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
 
考
え
る
 

と
こ
う
し
た
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
だ
と
思
う
。
ま
た
上
杉
の
所
 
説
 の
 推
 

移
は
、
 
私
に
は
と
て
も
興
味
深
か
っ
た
。
 

た
だ
し
こ
れ
だ
け
で
は
宮
沢
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
 

注
解
 

釈
 に
は
法
学
者
の
学
説
の
レ
ベ
ル
と
、
判
例
の
レ
ベ
ル
と
が
あ
る
 
か
ら
で
 

あ
る
。
新
田
氏
自
身
、
本
書
の
別
の
と
こ
ろ
で
、
別
の
文
脈
で
 は
あ
る
 

が
 、
法
学
説
と
判
例
と
の
相
違
に
言
及
し
て
い
る
一
一
四
五
百
）
 
 
 

が
っ
て
新
田
氏
が
こ
の
よ
う
な
法
解
釈
の
面
か
ら
（
 
拍
曲
 ）
批
判
 を
 続
け
 

て
い
こ
う
と
す
る
の
な
ら
、
今
後
は
判
例
の
分
析
が
必
要
に
な
っ
 

て
く
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
 

最
後
に
第
 W
 部
に
触
れ
て
お
こ
う
。
第
九
章
で
は
加
藤
支
管
の
 一
 九一
 

九
年
 @
 
三
八
年
に
お
け
る
神
道
論
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
 
第
 干
草
 で
 

扱
わ
れ
る
ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
、
一
九
四
六
年
 
@
 四
八
年
の
間
、
 
G
H
 
Q
 民
間
 



 
 評

 
上
口
 

m
 

  

   
 情

報
局
に
勤
務
し
て
、
戦
後
日
本
の
宗
教
行
政
に
深
く
か
か
わ
っ
 
 
 

で
あ
だ
が
、
六
五
年
 
@
 七
二
年
に
「
国
家
神
道
」
に
関
す
る
考
え
 
 
 

つ
か
表
明
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
 

 
 

第
 W
 部
は
 、
他
 と
は
違
っ
て
、
史
料
の
分
析
か
ら
（
通
説
）
批
判
 
を
 構
成
 

す
る
の
で
は
な
く
、
「
国
家
神
道
」
に
関
す
る
研
究
史
の
検
討
と
 
 
 

置
 づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
加
藤
 と
 ウ
ッ
ダ
ー
ド
は
 
、
村
上
 

底
 ら
に
つ
な
が
る
「
国
家
神
道
」
研
究
者
と
し
て
分
析
さ
れ
る
 
@
 -
 と
に
な
 

る
 。
こ
の
二
人
が
「
国
家
神
道
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
た
の
か
 
、
と
 

ぅ
 こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
う
し
た
研
究
史
の
分
析
が
必
要
な
の
は
言
 う ま
で
も
な
い
。
 
た
  
 

こ
う
し
た
問
い
か
け
は
、
加
藤
の
場
合
に
は
妥
当
で
は
な
 

 
 

論
は
 
「
国
家
神
道
」
を
研
究
・
分
析
し
た
も
の
で
は
な
く
、
新
田
 

氏
 自
身
 

親
に
「
国
家
神
道
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
、
研
究
史
の
上
に
 

が
 述
べ
て
い
る
よ
 う
 に
三
一
一
頁
 -
 、
加
藤
の
神
道
に
対
す
る
 位

置
づ
 

理
想
を
 

述
べ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
新
田
氏
が
取
り
上
げ
た
加
藤
 
の
 著
作
 

は
す
べ
て
戦
前
の
も
の
で
、
「
国
家
神
道
」
と
い
う
言
葉
も
あ
ま
 
り
 使
わ
 

れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
加
藤
の
所
論
は
、
井
上
 
毅
 、
 穂
 

積
 八
束
、
上
杉
慎
吉
ら
の
所
論
と
並
ぶ
史
料
と
し
て
捉
え
る
べ
き
 
で
あ
っ
 

た
と
思
う
。
 

そ
れ
に
対
し
て
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
所
論
は
、
村
上
重
良
民
ら
と
ほ
ぼ
 
同
時
 

け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
所
論
は
 神
道
 指
 

白
 に
関
す
る
研
究
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
村
上
氏
ら
を
 
出
発
 占
 

」
す
る
歴
史
学
的
な
研
究
と
は
、
必
ず
し
も
う
ま
く
か
み
合
っ
 て
い
な
 

ウ
ッ
ダ
ー
ド
の
神
道
指
令
に
関
す
る
研
究
は
詳
細
で
も
、
 

近
 伏
日
本
 

）
政
教
関
係
に
つ
い
て
の
論
及
は
大
雑
把
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
 

 
 

一
 一
 

以
上
が
、
本
書
の
概
要
と
そ
れ
に
対
す
る
私
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
 
 
 

っ
 と
も
私
の
整
理
は
、
「
国
家
神
道
」
論
に
引
き
つ
け
す
ぎ
た
か
 
 
 

な
い
。
右
に
見
て
き
た
諸
成
果
の
他
に
も
、
近
代
日
本
の
政
教
関
 
係
 に
関
 

す
る
い
く
つ
か
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

そ
れ
ら
 

に
 触
れ
る
紙
数
は
な
 
い
 の
だ
が
、
政
教
関
係
に
関
す
る
諸
問
題
を
 

広
い
範
 

囲
か
ら
拾
い
上
げ
、
第
一
次
資
料
か
ら
丁
寧
に
分
析
し
よ
う
と
す
 
る
 態
度
 

と
 
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
敬
服
に
値
す
る
。
教
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
 

っ
た
 。
 

特
に
島
地
黙
雷
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
現
行
の
「
島
地
黙
雷
 
全
 集
 」
に
 

も
 検
討
を
加
え
て
お
り
、
こ
の
全
集
に
依
拠
し
て
研
究
を
し
て
き
 
た
 仏
教
 

史
 研
究
者
（
私
も
含
め
て
 
-
 に
対
し
て
、
警
鐘
を
鳴
ら
す
役
割
も
 

 
 

る
と
思
う
。
 

た
だ
し
政
教
関
係
の
研
究
と
し
て
は
、
本
書
は
ま
だ
未
完
成
の
部
 
 
 

多
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
気
に
な
る
の
は
「
国
家
神
道
」
に
関
す
 
る
 研
究
 

史
の
検
討
が
不
十
分
な
こ
と
で
あ
 壬 。
そ
の
た
め
す
で
に
触
れ
た
 こ
と
だ
 

が
 、
せ
っ
か
く
の
論
考
の
説
得
性
が
や
や
失
わ
れ
て
い
る
。
新
田
 
氏
は
、
 

村
上
重
良
民
と
宮
沢
俊
義
氏
の
所
説
を
「
国
家
神
道
」
に
関
す
 る
 
「
 常
 

識
 」
 
一
 私
の
言
葉
で
は
八
通
説
ご
と
し
て
、
批
判
の
対
象
と
し
た
 が
、
実
 

 
 
 
 

際
に
は
す
で
に
一
九
七
 
0
 年
代
後
半
に
は
、
 
村
 L
 氏
ら
の
所
説
に
 
対
す
る
 

批
判
が
、
歴
史
学
界
の
中
か
ら
も
生
ま
れ
て
い
る
。
前
に
あ
げ
た
 
 
 

千
男
氏
の
 論
稿
 
二
九
七
七
年
 -
 
の
中
で
も
、
「
国
家
神
道
」
に
 
 
 

｜
ド
の
 
「
国
家
神
道
」
に
つ
い
て
の
所
論
は
、
直
接
、
村
上
氏
ら
 

 
 

と
 比
べ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
て
、
「
国
家
神
道
」
概
念
の
成
立
 
史
、
と
 

い
う
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
考
え
る
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。
 



の
 
「
通
説
」
が
何
力
 所
 か
に
わ
た
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 
る
 。
 こ
 

ぅ
 し
た
批
判
に
基
づ
い
て
「
国
家
神
道
」
論
も
変
容
し
て
き
て
 
ぃ
 る
 。
 こ
 

う
し
て
変
容
し
て
き
た
「
国
家
神
道
」
論
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
 

新
 臣
民
 は
 

批
判
を
 ニ
 行
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
 

私
が
こ
の
よ
う
に
書
く
の
は
、
次
の
よ
う
に
私
が
考
え
て
い
る
か
 らで
 

あ
る
。
「
国
家
神
道
」
に
関
す
る
研
究
分
野
で
は
、
こ
の
概
念
に
 
肯
定
的
 

な
立
場
の
研
究
と
、
否
定
的
な
立
槻
の
研
究
と
が
、
あ
ま
り
か
み
 
合
わ
な
 

い
ま
ま
、
平
行
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
 

舐
 諭
を
展
開
し
て
き
た
感
が
あ
 る 。
 そ
 

の
た
め
論
占
の
整
理
と
研
究
の
蓄
積
が
、
意
外
な
ほ
ど
進
ん
で
い
 
 
 

し
た
が
っ
て
現
在
は
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
も
、
互
 
い
の
 
論
点
を
 

十
分
に
検
討
し
て
問
題
占
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
を
も
と
に
 
新
た
な
 

議
め
 珊
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

と
は
言
え
、
新
田
氏
も
こ
の
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
て
い
る
よ
う
 
 
 

思
え
る
。
研
究
史
の
検
討
は
こ
れ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
 
 
 

い
 。
書
名
に
「
基
礎
的
研
究
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
の
は
、
 

こ
  
 

こ
と
を
十
分
に
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
  

 



西
 

元
和
夫
 

本
書
の
構
成
は
些
か
込
み
入
っ
て
い
る
。
二
部
構
成
で
、
第
一
  
 

（
 塞
と
即
 」
西
谷
哲
治
先
生
特
別
講
義
 /
 と
し
て
、
第
一
旦
 示
か
う
 
つ
 

第
六
景
ま
で
と
付
録
と
で
全
七
章
。
第
二
部
は
（
 宝 郷
士
沖
れ
 丁
 Ⅴ
 と
し
 

て
 、
佳
一
意
 氏
 の
 論
弘
が
 六
章
。
（
あ
と
が
き
）
で
本
書
の
成
立
 

事
情
が
 

記
さ
れ
て
い
る
。
 

第
一
部
は
者
者
の
伴
 氏
と
柴
 隆
男
氏
と
が
西
谷
再
治
博
士
一
一
九
 
 
 

｜
 
一
九
九
 0
 一
 を
訪
ね
私
的
に
受
け
た
講
義
の
筆
記
で
あ
る
 -
 
以
  
 

略
 ㍉
と
は
い
え
西
谷
の
最
後
の
論
文
「
 空
と
即
 」
（
一
九
八
二
年
 -
 を
 テ
 

キ
ス
ト
に
し
て
対
話
の
形
式
で
行
わ
れ
て
お
り
、
講
義
と
い
う
よ
 
り
 演
習
 

に
 近
い
。
西
谷
の
演
習
は
、
い
か
に
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
 
伝
え
 ろ
 

れ
て
い
る
 
一
 西
谷
再
治
著
作
集
月
報
、
京
都
宗
教
哲
学
会
編
「
 
渓
 聲
 西
谷
 

再
 治
」
 参
膵
 。
こ
こ
に
は
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
 の
 対
話
 

が
 収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
さ
に
 最
 晩
年
の
声
が
収
め
ら
れ
て
 

 
 

け
で
あ
る
。
以
下
順
を
追
っ
て
 

、
 何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
 に
圧
 目
 

し
て
い
き
た
 

一
 
ま
ず
第
一
景
「
「
 空
と
即
 」
の
背
景
」
と
い
う
こ
と
で
何
が
 払
珊
 
じ
ら
 

伴
 

一
意
 著
 

 
  

 
 
 

「
家
郷
を
離
れ
ず
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

創
立
 社
 

一
九
九
八
年
三
月
二
五
日
刊
 

A
5
 

判
三
五
二
頁
五
八
 
0
0
 

円
 



 
 

評
 と
 
一
 

青
竹
 

リ
 Ⅱ
 てぃ
 
壬
の
か
。
 
ヱ
 Ⅰ
こ
で
は
 
力
ノ
 
レ
ス
、
 
ア
ヰ
 
@
 ク
 シ
メ
不
ス
 か
卜
つ
ニ
 イ
チ
エ
 

ま
で
の
哲
学
史
的
概
観
を
通
し
て
「
宇
宙
論
と
「
 
我
 あ
り
」
の
間
 
題
 」
 が
 

見
ら
れ
て
い
る
。
「
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
Ⅲ
自
己
の
存
在
の
源
 
と
 世
界
の
 

存
在
の
源
」
と
が
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
絶
対
的
な
も
の
が
あ
り
、
 

百
字
 の
 

初
め
が
科
学
と
切
り
離
せ
な
い
と
い
う
側
面
、
哲
学
の
立
場
と
宗
 
教
 の
 立
 

場
 、
科
学
主
義
の
台
頭
と
宗
教
の
不
在
等
に
言
及
し
た
上
で
、
 

西
 谷
 に
と
 

 
 

は
 死
せ
 

り
 」
と
何
と
が
結
び
つ
い
て
く
る
処
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
 
述
  
 

る
 。
そ
れ
ら
が
「
 
空
と
即
 」
と
い
う
論
文
の
背
景
に
あ
る
問
題
 連
 関
 で
あ
 

り
、
 逆
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
「
 空
と
即
 」
と
い
う
背
景
か
ら
暗
射
 す
る
こ
 

と
が
目
指
さ
れ
て
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
 

か
か
る
問
題
連
関
は
か
ね
て
か
ら
西
谷
の
思
索
の
本
場
で
あ
り
、
 

伴
に
 

よ
る
「
あ
と
が
き
」
で
は
次
の
よ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
 
 
 

ち
科
学
・
技
術
の
支
配
す
る
世
界
の
中
で
自
分
た
ち
の
安
ら
う
 
佳
 処
 を
先
 

い
つ
つ
あ
る
人
間
に
と
っ
て
 
、
 生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
家
郷
を
 離
れ
て
 

途
中
に
さ
迷
う
人
間
の
落
ち
着
く
処
は
何
処
な
の
か
と
い
う
問
い
 
 
 

実
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
「
 
生
き
て
 

い
る
と
い
う
こ
と
の
根
源
的
な
基
礎
と
何
と
を
何
処
か
ら
汲
み
取
 
っ
て
 

る
か
」
と
い
う
、
そ
の
場
処
を
究
明
す
る
こ
と
が
本
書
を
貫
い
て
 
 
 

額
 で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
第
一
景
で
は
、
伴
に
よ
っ
て
 
一
 

一
 

つ
 の
 間
 

い
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
①
科
学
的
論
理
的
な
方
向
と
 

我
 あ
り
  
 

へ
 帰
る
方
向
と
を
統
一
す
る
よ
う
な
場
は
可
能
か
。
②
仏
教
で
 
=
@
 

ロ
 わ
れ
る
 

董
轟
擬
 に
お
け
る
「
 理
 」
と
は
 
い
 か
な
る
も
の
か
。
①
の
背
景
 

-
.
@
 

@
@
@
@
 

@
 
Ⅰ
 
『
 

@
 
ヰ
 
 
 

@
 
を
ロ
ゴ
ス
と
し
て
、
言
葉
に
内
包
す
る
理
法
を
知
性
の
立
場
 へ
 反
省
 

に
 映
し
て
、
そ
れ
を
「
文
法
」
と
い
う
論
理
的
な
体
系
に
還
元
 する
と
 

い
う
「
哲
学
」
の
方
向
に
対
す
る
西
谷
の
疑
問
が
存
す
る
。
そ
し
 
て
 
「
 文
 

法
 」
に
対
し
「
文
の
脈
絡
」
を
際
立
て
、
詰
ら
れ
た
文
章
と
し
て
 
 
 

す
る
以
前
の
端
的
な
処
を
詩
を
通
し
て
探
り
て
い
る
。
日
本
語
の
 テニ
ヲ
 

ハ
 や
そ
れ
が
も
た
ら
す
「
 語
 黙
の
相
互
 浸
運
 」
な
ど
を
挙
げ
 
そ
れ
を
 

「
論
理
的
」
 
な
 理
と
区
別
し
て
「
事
実
が
与
え
ら
れ
る
本
源
の
と
 - -
 ろ
で
 

体
の
場
が
同
時
に
開
か
れ
て
い
る
」
。
そ
の
現
場
に
「
一
番
根
本
 

反
 さ
れ
る
。
 

が
 現
れ
て
い
る
」
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
日
常
の
事
実
」
で
も
あ
る
 

処
 な
の
か
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
現
場
で
あ
る
。
自
己
が
現
に
 

事
無
 
擬
の
原
初
型
」
と
も
舌
口
わ
れ
る
。
か
く
し
て
①
と
②
は
離
し
 

示
し
て
く
る
と
舌
口
わ
れ
、
こ
の
事
々
無
碍
と
い
う
こ
と
が
舌
口
え
る
 

い
う
 
そ
の
場
、
花
が
咲
い
て
 
い
 て
そ
れ
を
見
て
い
る
、
そ
こ
に
「
 

「
 理
 」
が
消
失
し
「
 
事
 」
が
た
だ
「
 
事
 」
の
み
と
し
て
本
源
的
に
 

「
 
事
 」
と
一
 
つ
に
 
現
成
し
て
い
る
「
 理
ヒ
と
 言
い
、
そ
れ
が
ま
 

そ
し
て
、
事
実
の
原
本
性
ま
で
行
き
着
い
た
窮
極
 処
 に
お
い
て
 

0
 
-
 
こ
こ
 

あ
る
と
 

場
 が
何
 

宇
宙
 全
 

自
ら
を
 

難
く
言
 

た
 
「
 理
 

 
 

 
 

で
 
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
批
判
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
は
最
後
ま
 

で
 日
常
 

性
 の
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
㍉
か
か
る
場
は
本
章
冒
頭
で
述
べ
 ら
れ
て
 

い
 た
「
大
地
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
所
謂
「
天
地
」
を
含
め
た
 全
体
、
 

我
々
の
存
在
の
場
、
現
在
の
場
、
根
本
的
な
現
場
の
こ
と
で
あ
る
 
 
 

み
る
と
初
め
か
ら
答
え
は
与
え
ら
れ
て
い
た
と
も
舌
口
え
る
。
と
は
 

い
え
 扶
 
ム
ロ
 

え
と
は
問
い
と
 佃
 関
係
に
予
め
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
は
 
 
 

で
、
問
い
を
定
め
る
こ
と
に
肺
が
し
ぼ
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 

第
二
景
「
住
処
と
し
て
の
世
界
」
で
は
、
ま
ず
伴
が
論
文
「
 
空
と
   

の
要
 占
を
述
べ
る
。
空
は
目
に
見
え
る
唯
一
の
永
遠
で
あ
る
。
 

目
 
 
 

る
 空
は
け
れ
ど
も
 
形
 な
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
 

形
 な
き
も
  
 



視
的
 現
象
で
あ
る
。
虚
空
が
情
意
の
世
界
に
浸
透
し
た
姿
は
詩
歌
 
に
 現
れ
 

て
い
る
。
詩
に
お
け
る
理
は
、
論
理
的
な
そ
れ
で
は
な
く
文
の
脈
 
絡
 が
響
 

か
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
俳
句
を
通
し
て
説
か
 
れ
る
。
 

そ
し
て
 理
霊
 擬
か
ら
事
々
 
血
 擬
へ
と
移
り
、
「
事
々
 
血
擬
と
信
 
の
世
里
 Ⅰ
 

が
 問
題
に
な
る
。
信
仰
と
呪
術
と
い
う
突
き
詰
め
る
と
矛
盾
を
示
 
 
 

る
も
の
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
根
源
的
に
は
一
体
で
あ
る
と
い
う
 
処
、
そ
 

こ
が
宗
教
的
意
味
で
の
「
 
信
 」
の
成
立
す
る
場
で
あ
り
、
絶
対
的
 に 不
可
 

思
議
不
可
得
な
る
も
の
が
出
会
っ
て
く
る
唯
一
可
能
な
立
場
で
あ
 
る
 。
 そ
 

こ
か
ら
、
人
間
の
世
界
と
そ
れ
を
越
え
る
世
界
と
を
つ
な
ぐ
も
  
 

て
 、
根
源
的
な
構
想
 力
 が
も
ち
だ
さ
れ
る
。
構
想
力
に
つ
い
て
 、
西
谷
 

は
 、
そ
れ
 ぬ
 き
に
は
神
は
考
え
ら
れ
な
い
と
か
、
仏
教
世
界
と
い
 
う
 全
体
 

で
あ
る
。
こ
の
次
元
を
開
く
鍵
が
先
の
「
宗
教
的
な
 
信
 」
で
あ
る
 

が
 
一
種
の
根
本
的
な
構
想
 
力
 と
い
う
感
じ
す
ら
す
る
と
か
言
い
、
 

、
と
舌
口
 

ま
た
 最
 

後
の
問
題
で
あ
る
と
も
舌
口
 
う
 。
そ
の
問
題
は
 、
 伴
に
と
っ
て
は
 
「
 
空
と
 

即
 」
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
選
ん
だ
動
機
で
も
あ
る
。
 

「
理
事
無
 
擬
 法
界
の
脱
 目
 的
な
自
覚
の
所
、
そ
れ
が
事
々
無
碍
 法
 里
 @
 
」
 

で
あ
る
と
言
わ
れ
、
事
々
 
血
擬
 と
い
う
こ
と
が
、
太
郎
が
酒
を
飲
 み 次
郎
 

が
 酔
う
と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
事
実
と
事
実
と
 
が
 不
条
 

理
 
で
あ
り
な
が
ら
意
味
を
も
ち
得
る
の
は
、
宗
教
の
次
元
に
お
い
 
 
 

わ
れ
る
。
 

事
々
 血
擬
 と
は
何
だ
と
言
え
な
い
、
舌
口
れ
な
い
、
そ
こ
に
事
々
 
曲
 
瞬
 が
 

現
れ
て
い
る
。
宗
教
で
あ
れ
ば
そ
れ
で
済
む
が
、
こ
れ
を
哲
学
 
の
 立
場
に
 

移
し
、
現
代
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
る
場
合
、
ま
だ
問
題
の
掘
り
下
 
 
 

残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
別
の
形
で
現
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
、
 

と
 指
摘
 

さ
れ
る
。
 

る   農は 

  
  



 
 

 
 

 
 

@
 上
日
は
 

れ
て
い
る
 水
 （
 
海
 -
 と
 彼
 と
い
う
か
た
ち
で
問
題
に
な
る
。
 

水
 な
く
 

し
て
 

波
 

な
く
、
 波
 な
く
し
て
水
な
し
。
 

本
 と
い
う
こ
と
が
何
処
で
出
会
 わ
れ
る
 

か
 。
水
平
線
が
ず
 ー
 っ
と
見
え
る
よ
う
な
 処
 、
そ
こ
は
 
波
 ひ
と
 つ
 盟
い
 

処
 、
そ
こ
で
波
で
は
な
い
 
水
 そ
の
も
の
が
現
れ
る
。
け
れ
ど
、
 

同
 時
に
荒
 

れ
た
波
に
水
を
見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
水
を
、
と
探
し
て
も
 
何
  
 

な
い
。
あ
る
の
は
い
つ
も
 
波
 ば
か
り
。
言
い
換
え
る
と
、
動
い
た
 
 
 

た
り
、
そ
こ
に
世
界
の
開
け
。
開
こ
う
 レ
岳
ゅ
 
わ
ず
と
も
、
花
が
咲
 

て
 

る
 、
そ
こ
に
世
界
が
あ
る
。
天
の
星
々
も
空
が
な
い
と
有
り
行
な
   

即
 と
い
う
こ
と
で
西
谷
が
言
お
う
と
し
た
こ
と
は
、
自
然
の
世
界
 
に
い
 

ろ
ん
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
一
面
と
 
、
そ
れ
 

を
白
 方
 が
知
る
 、
 花
が
咲
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
一
面
 と
、
 化
 
@
 

が
 咲
い
て
い
る
の
と
同
じ
よ
 

つ
む
 世
界
へ
自
分
も
入
り
こ
ん
で
 

花
 と
一
緒
 

に
 有
る
と
い
う
一
面
と
。
宇
宙
が
そ
こ
で
発
見
さ
れ
る
よ
う
な
 
花
 の
 存
在
 

の
 空
間
に
自
分
も
取
り
こ
ま
れ
、
世
界
の
中
へ
連
れ
戻
さ
れ
る
。
 「
本
当
 

に
 花
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
花
の
存
在
が
、
自
分
と
一
つ
に
、
 

パ
 ツ
と
存
 

在
 と
し
て
開
か
れ
て
い
る
の
か
」
。
「
自
分
が
知
る
、
い
や
自
分
が
 

 
 

で
は
な
い
、
世
外
が
知
る
ん
だ
、
 

い
 や
世
界
が
知
る
ん
で
は
な
い
 

世
界
 

が
 世
界
す
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
に
引
き
つ
け
て
み
て
 
、
直
接
 

の
 生
活
と
結
び
つ
い
た
段
階
で
、
身
近
に
感
じ
る
の
は
ど
う
い
う
 と
こ
ろ
 

で
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
が
出
さ
れ
て
 

本
 景
は
終
わ
る
。
 

第
五
景
「
科
学
と
 
禅
 」
は
本
書
の
山
で
あ
る
。
就
中
、
中
盤
で
の
 西谷
 

0
 機
鋒
の
鋭
さ
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
頂
上
の
よ
う
な
 
尖
端
が
 

一
 
る
が
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
の
、
長
い
 

宜
封
的
 思
索
が
螺
旋
を
描
  
 

一
歩
む
ご
と
に
、
裾
野
は
広
く
ゆ
る
や
か
に
な
っ
て
ゆ
く
。
内
容
 

と
し
て
 

@
 学
と
禅
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
そ
う
言
っ
 
た
の
で
 

ろ 全て な 換義 上   

の は長言 以 と 題   
  



で
あ
る
。
 

西
谷
が
 執
捌
に
 問
 う
 。
「
あ
な
た
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
に
 

、
ど
 
こ
に
 

問
題
が
あ
る
の
か
ご
「
そ
れ
で
」
。
伴
は
問
題
の
所
在
と
し
て
 

末
ロ
 
，
ブ
 

@
 
る
 。
 

「
科
学
の
立
場
で
は
人
間
の
究
明
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
 

@
 
@
 と
 」
 

「
科
学
と
宗
教
の
融
合
」
「
結
局
新
し
い
世
界
 

捕
は
問
距
 で
す
ご
 
「
問
題
 

の
中
心
は
世
界
の
二
重
性
に
つ
い
て
で
す
。
」
こ
れ
ら
は
、
言
わ
 
れ
た
こ
 

と
と
し
て
は
お
そ
ら
く
「
正
し
い
」
が
、
そ
れ
で
は
西
谷
の
問
う
 
て
い
る
 

こ
と
に
中
ら
な
い
。
ズ
レ
 
或
は
 、
場
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

問
題
の
所
在
に
着
地
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
問
題
の
事
柄
 
レ
 -
 
自
己
 

と
の
距
離
を
 、
 問
い
は
暁
光
的
に
縮
め
る
。
そ
れ
で
も
縮
ま
ら
 が
れ
場
 

合
 、
よ
り
緩
や
か
な
導
き
の
言
葉
も
出
さ
れ
る
、
「
僕
の
書
い
た
 
 
 

中
に
あ
る
な
し
の
問
題
で
は
な
し
に
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
 
思
 想
 を
問
 

題
 に
す
る
場
合
に
、
そ
の
新
し
い
思
想
を
ど
う
い
う
形
で
出
し
て
 
 
 

と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ば
そ
う
い
う
問
題
で
 
 
 

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
で
 

@
 」
と
。
し
か
し
そ
れ
に
次
い
で
 
 
 

も
 
「
先
生
は
こ
う
お
っ
し
 
ゃ
 つ
て
い
ま
す
」
と
文
章
を
引
く
。
 

そ
 れ
で
 西
 

谷
の
詰
問
は
や
ま
な
い
。
「
此
処
で
と
い
う
の
は
何
処
で
す
か
」
「
 

今
 あ
な
 

た
は
何
処
に
お
い
で
に
な
る
」
「
あ
な
た
は
ム
コ
宇
宙
に
い
な
い
ん
 

で
す
か
」
 

「
何
処
を
よ
ん
で
宇
宙
と
い
う
の
か
」
ヨ
車
」
は
何
処
に
あ
る
」
 

「
花
が
 

咲
い
て
い
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
「
生
き
て
い
る
と
 
 
 

は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
「
我
も
は
や
生
く
る
に
非
ず
、
キ
リ
ス
ト
 
 
 

に
 在
り
て
生
く
る
な
り
。
」
そ
れ
は
誰
が
言
っ
て
い
る
の
か
、
「
 

我
  
 

と
は
何
処
か
。
「
宇
宙
、
万
物
、
右
ら
ゆ
る
も
の
、
虫
も
花
も
 
、
 す
べ
て
 

此
処
に
あ
る
、
と
い
う
問
題
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
「
此
処
に
在
り
 
」
と
い
 

ぅ
 、
そ
れ
は
何
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
」
。
 

そ
の
問
い
に
は
禅
が
発
動
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
禅
の
話
 
題
に
 

 
 

な
れ
ば
話
し
方
も
禅
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
語
る
立
場
 
レ
丘
 叩
る
 中
身
 

と
の
一
体
一
事
柄
を
「
内
か
ら
」
見
る
こ
と
）
を
求
め
る
西
谷
 
と
 
 
 

 
 

当
伏
 の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
一
体
に
 

、
禅
 と
わ
ざ
わ
ざ
限
定
 
せ
ず
と
 

も
 、
現
場
的
思
惟
の
真
実
性
が
あ
る
。
 

第
六
景
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
で
は
、
阿
頼
耶
識
と
構
想
 
力
 、
 構
想
 

カ
と
 直
接
経
験
、
「
衆
生
無
辺
誓
願
 
度
 」
と
い
う
「
観
音
の
立
場
 」
と
 衆
 

生
 と
の
両
方
か
ら
鑑
み
た
、
迷
 

い
と
 悟
り
と
の
中
間
と
し
て
の
 阿
 頼
耶
識
 

の
 位
置
づ
け
等
が
語
ら
れ
る
。
 

付
録
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
西
谷
」
は
西
谷
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
 
許
 に
留
 

学
し
た
と
き
の
回
想
で
あ
る
。
 

二
 
第
二
部
「
家
郷
を
離
れ
ず
」
は
伴
の
論
集
で
あ
る
が
、
第
一
 

部
 を
基
 

確
 に
し
て
の
論
文
な
の
で
、
 
紋
 切
り
型
の
学
術
論
文
の
よ
う
な
 体
 裁
は
取
 

 
 

第
一
章
は
「
考
え
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
本
当
に
考
え
る
と
 
は
ど
 

う
い
う
こ
と
か
。
西
谷
が
小
し
た
如
く
、
「
世
界
の
内
に
い
る
」
「
 

ム
コ
 
@
 
し
 @
@
 

に
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
は
ず
さ
ず
に
、
そ
こ
で
生
じ
て
 
 
 

題
 を
そ
こ
で
問
い
、
考
え
、
そ
こ
か
ら
語
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
 
あ
る
。
 

第
二
章
「
問
わ
る
べ
き
こ
と
」
で
は
、
現
代
の
技
術
連
関
の
世
界
 にお
 

け
る
 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
と
、
非
舌
口
語
の
部
分
が
重
要
 

な
人
と
 

人
 と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
語
ら
れ
る
。
 

第
三
章
「
家
郷
を
離
れ
ず
」
。
先
述
の
如
く
自
然
が
分
裂
し
て
い
 
る
 。
 

吾
 々
は
ど
の
よ
う
な
形
で
自
殊
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
か
。
 

自
 拭
は
天
 

蛮
地
異
と
い
う
変
化
の
中
で
現
れ
、
か
か
る
負
の
万
回
 で
 
「
天
地
 と
 我
と
 

同
根
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
せ
る
。
「
人
間
の
力
を
否
定
す
 
る
 超
越
 



的
な
力
が
現
実
に
現
れ
た
時
、
そ
の
事
実
が
人
間
の
側
の
立
場
を
 
力
ェ
じ
、
 

そ
の
空
の
場
に
自
 殊
が
 現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
の
白
状
 

は
 加
エ
 
の
 

場
 に
お
い
て
現
成
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
が
 
家
郷
で
 

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
世
界
も
何
も
無
く
な
っ
た
と
こ
ろ
」
か
ら
 
ぼ
 起
し
 

て
く
る
生
ま
れ
た
て
の
白
状
、
そ
れ
は
自
我
の
死
に
よ
っ
て
充
実
 
し
た
 存
 

在
 と
し
て
現
在
す
る
天
地
よ
り
、
も
う
ひ
と
つ
奥
か
ら
ま
く
れ
 
出
 て
 来
た
 

自
殊
 の
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
ま
た
 
空
 と
場
 

と
 身
と
の
微
妙
な
連
関
へ
の
言
及
は
任
 目
 す
べ
き
占
で
あ
る
。
 

第
四
章
「
感
覚
の
根
源
性
」
で
は
「
途
中
」
と
「
 
家
舎
 」
と
を
 結
  
 

け
る
も
の
と
し
て
の
構
想
力
に
任
目
し
、
王
に
「
芸
術
作
品
の
根
 
源
 」
 の
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
感
覚
 
は
 本
源
 

的
に
帰
る
べ
き
家
郷
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
結
ば
れ
る
。
 

第
五
章
「
開
け
へ
の
道
」
で
は
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
西
谷
に
共
通
 
す
る
 

こ
と
は
、
「
有
の
開
け
」
を
思
索
の
事
柄
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

直
接
経
験
の
事
実
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
両
者
の
開
け
へ
の
 
通
 が
れ
 

か
に
し
て
通
じ
た
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
。
 

第
六
章
「
言
葉
と
有
の
内
 景
 」
で
の
間
 ぃ
は
 
「
事
実
の
原
本
の
処
 に
帰
 

っ
て
そ
れ
を
「
内
か
ら
」
見
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
で
あ
る
 

。
そ
れ
 

は
 
「
世
界
か
ら
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伴
は
こ
の
こ
と
を
 

説
明
す
 

る
か
わ
り
に
、
自
ら
部
長
を
勤
め
る
ラ
グ
ビ
ー
部
の
ム
ロ
宿
の
際
に
 

起
，
 」
 つ
 

た
事
故
と
い
う
実
例
で
示
し
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
 
、
 伴
が
「
 カ
 エ
と
即
 」
 

0
 基
調
で
あ
る
と
目
す
る
、
か
っ
本
書
が
そ
れ
で
結
ば
れ
て
い
る
 
句
 
「
 鯨
 

ひ
く
沖
に
一
濱
家
あ
け
て
」
と
よ
く
呼
応
し
て
い
る
 

よ
う
に
思
わ
れ
 

 
 吉

二
さ
て
、
筆
者
の
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
二
三
挙
げ
て
 お
き
た
い
。
 

「
花
が
咲
い
て
い
る
、
そ
こ
に
 
我
 あ
り
」
。
と
は
い
え
、
「
 我
 あ
り
 」
と
 

「
 我
 あ
り
と
言
う
」
と
の
違
い
を
際
だ
て
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
 
，
 
 
 

前
者
は
必
ず
し
も
後
考
 に
 繁
が
ら
な
い
。
後
者
だ
け
で
は
た
だ
の
 自
己
主
 

張
 で
あ
る
。
 

@
 ま
曲
を
「
見
て
」
い
る
。
分
け
る
の
は
言
葉
の
働
き
で
あ
る
か
ら
 

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
言
葉
は
ま
ず
聞
く
も
の
で
あ
る
、
 

或
 

言
語
と
非
言
語
と
を
 
哉
殊
と
 分
け
て
い
る
、
つ
ま
り
ぎ
語
連
関
の
 

言
葉
が
人
間
の
所
有
で
あ
る
か
の
よ
う
な
考
え
方
の
残
 
倖
 で
は
な
 

を
、
 言
え
る
と
か
言
え
な
い
と
か
い
う
こ
ち
ら
の
能
力
の
よ
う
に
 

「
言
葉
で
は
言
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
始
終
出
て
く
る
が
、
 

そ
 

捉
え
る
 

。
言
葉
 

万
か
ら
 

は
 、
 @
 
目
 

@
 
l
V
 
Ⅰ
 
カ
  
 

れ
は
 

葉
 で
は
言
え
な
い
こ
と
が
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
ど
う
か
 
。
聞
き
 

開
か
れ
る
，
」
と
、
 

そ
，
 」
か
ら
「
聞
い
て
言
 
う
 」
即
ち
「
場
所
の
 自
己
 限
 

定
 」
と
し
て
の
「
言
う
」
が
、
事
柄
に
適
っ
た
仕
方
で
語
ら
れ
る
 こと
が
 

少
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
 

人
間
の
家
郷
と
し
て
、
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
姿
と
し
 
て
挙
 

げ
ら
れ
る
の
は
、
春
が
来
れ
ば
花
が
咲
き
、
空
腹
に
な
れ
ば
食
べ
 
6
 等
の
 

こ
と
で
、
い
か
に
も
白
状
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏
法
の
現
前
 
 
 

わ
れ
て
も
自
炊
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
動
車
が
走
る
、
そ
れ
が
自
己
 
を
 修
訂
 

し
て
い
る
姿
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
処
に
こ
そ
、
よ
り
深
い
間
 
題
 連
関
 

が
あ
る
。
五
口
々
の
日
常
で
は
、
冬
に
花
を
咲
か
せ
、
空
腹
で
な
 

い
 の
に
 食
 

べ
る
一
方
で
空
腹
な
の
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
食
糧
危
機
回
 
避
 の
た
 

め
と
言
っ
て
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
を
作
り
、
自
動
車
は
地
球
温
 
暖
 化
を
 

 
 
 
 

促
進
し
な
が
ら
 
曲
闇
に
 走
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
日
常
 
の
 只
中
 

で
、
し
か
も
そ
れ
を
花
が
咲
く
の
と
同
じ
と
こ
ろ
で
同
時
に
問
わ
 
1
7
7
 

ば
 、
仏
法
の
日
常
性
を
語
る
に
は
、
牧
歌
的
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
 
。
す
べ
 



て
は
家
郷
で
の
足
踏
み
だ
と
「
お
分
か
り
に
な
っ
た
ら
、
ひ
と
つ
 一
歩
 

歩
い
て
み
て
下
さ
い
」
、
そ
の
一
歩
一
歩
に
 

佳
 占
を
結
ん
で
く
る
 問
題
 連
 

関
に
 -
 
」
 そ
 
「
寒
害
に
あ
っ
て
途
中
を
離
れ
ず
」
と
い
う
こ
と
が
 

験
 さ
れ
て
 

  

一
 他
人
の
死
と
自
分
の
死
と
何
処
で
一
つ
ぼ
結
び
つ
い
て
い
る
か
」
 

、
そ
 

こ
は
人
間
と
い
う
存
在
が
自
鉄
の
内
に
根
ざ
し
て
い
る
一
番
も
と
 
 
 

言
わ
れ
る
、
そ
の
「
何
処
」
。
「
何
処
で
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
の
 
か
 」
 の
 

「
何
処
」
。
こ
の
「
何
処
」
こ
そ
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

こ
 れ
は
 西
 

田
 哲
学
に
お
い
て
「
場
所
の
論
理
」
と
命
名
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
 
を
 西
谷
 

は
 日
常
で
自
分
に
か
つ
他
人
に
問
い
続
け
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
 
。
そ
れ
 

は
 、
学
問
と
い
う
知
的
な
営
み
に
お
い
て
は
、
殆
ど
省
み
ら
れ
る
 こと
な
 

く
 殊
も
そ
の
思
考
や
研
究
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
も
の
。
し
か
も
 
十
本
数
 
に
 

関
 わ
る
字
に
と
っ
て
も
、
即
ち
 

口
 ホ
数
研
究
」
の
読
者
に
と
っ
て
 
も
、
自
 

ら
の
根
幹
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
。
本
書
は
確
か
に
読
み
に
く
い
 
。
話
し
 

言
葉
の
冗
漫
 
さ
 、
あ
い
ま
い
な
「
そ
れ
」
の
頻
出
。
け
れ
ど
思
索
 の
 現
場
 

の
 実
録
と
い
う
性
格
を
も
つ
本
書
の
醍
醐
味
は
、
対
話
の
場
の
空
 
気
 を
伝
 

て
て
く
る
処
に
あ
る
。
そ
こ
に
触
れ
、
 

臨
掲
感
 
の
あ
る
思
惟
が
 
崩
 し
た
な
 

ら
ば
、
本
書
を
読
め
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

  
  



J
.
 

ロ
ー
ル
ズ
が
一
九
七
一
年
に
「
正
義
論
 

ヒ
を
 著
し
て
以
来
、
 
ア
メ
 

 
 

と
し
た
 

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
理
論
が
隆
盛
を
き
わ
め
て
い
た
。
 

八
 0
 年
代
に
 

入
る
と
、
こ
れ
に
対
し
異
義
中
立
を
し
た
 A
.
 

マ
ッ
キ
ン
タ
 

イ
  
 

M
.
 サ
ン
デ
ル
を
中
心
と
す
る
共
同
体
論
者
と
呼
ば
れ
る
人
達
 
と
  
 

だ
に
、
様
々
な
問
題
に
つ
い
て
多
く
の
議
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
 
。
細
か
 

い
 議
論
の
内
容
は
省
く
が
、
彼
ら
の
論
争
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
 
 
 

上
に
挙
げ
た
論
者
達
の
著
作
が
日
本
で
も
続
々
と
訳
出
さ
れ
て
い
 るこ
と
 

を
見
れ
ば
、
言
う
に
及
ば
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
共
同
体
 
論
者
と
 

一
口
に
は
舌
口
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
玉
帳
に
違
い
が
あ
る
の
だ
が
 

、
そ
の
 

共
同
体
論
者
の
一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
る
 M
.
 

ウ
ォ
 

最
新
作
 

が
 本
書
「
寛
容
に
つ
い
て
 
ヒ
 で
あ
る
。
 

ウ
オ
 ル
ツ
ァ
ー
は
、
一
九
三
五
年
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
ま
れ
の
ユ
ダ
 
ヤ
系
 

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
 
0
 現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
高
等
 研究
所
 

0
 社
会
科
学
の
教
授
を
つ
と
め
て
お
り
、
政
治
思
想
家
・
政
治
 
埋
 論
 家
と
 

し
て
名
声
を
得
て
い
る
。
 

主
著
 と
 目
さ
れ
る
の
は
記
主
徒
の
革
命
 ヒ
 と
「
正
義
の
領
域
 

ソ
ロ
 

山
梨
有
希
子
 

ぺ
 の
す
 C
 已
く
 e
 「
 
乱
 （
 
せ
 ㌧
「
 
e
 拐
 ・
）
の
の
「
・
）
 

い
 っ
 つ
口
 
・
 C
 の
㏄
）
の
Ⅰ
 

O 目 

こミ の 甘 

  
さ 由 

オ 

  



害
 
あ
り
 

 
 

訊
 

論
 と
平
等
の
擁
護
 ヒ
 で
あ
る
。
邦
訳
さ
れ
た
本
も
多
い
。
「
 

出
エ
  
 

と
 解
放
の
政
治
学
」
 
宰
 北
井
草
三
課
、
新
教
出
版
社
、
一
九
八
七
 

-
 、
「
 義
 

務
 に
関
す
る
十
一
の
 試
 ヨ
型
 -
 
山
口
 晃
訳
 、
而
立
書
房
、
一
九
 九
一
一
 
コ
 

「
解
釈
と
し
て
の
社
会
批
判
 
L
-
 大
川
正
彦
・
川
本
隆
史
記
、
風
 何
社
、
 

一
九
九
六
 -
 の
三
冊
に
続
き
、
今
年
二
九
九
九
年
 
-
 に
入
っ
 
て
 先
の
 

「
正
義
の
領
域
 ヒ
も
 出
版
さ
れ
た
。
タ
オ
ル
ツ
ァ
ー
の
関
心
が
非
 常
に
多
 

岐
 に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
書
名
か
ら
も
推
察
 
さ
れ
よ
 

う
 。
正
義
論
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
思
想
と
宗
教
と
の
結
び
つ
き
を
 
論
じ
た
 

も
の
も
あ
れ
ば
、
解
釈
理
論
も
こ
な
す
の
で
あ
る
。
 

で
は
、
本
書
「
寛
容
に
つ
い
て
」
で
の
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
主
眼
 
は
 ど
こ
 

に
 圧
が
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
よ
う
に
 

思
わ
れ
 

る
 。
冒
頭
で
も
述
べ
た
自
由
主
義
と
共
同
体
主
義
の
論
争
の
ひ
と
 つ
は
、
 

人
間
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
理
解
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
 
に
あ
っ
 

た
 。
本
書
に
は
、
共
同
本
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
 0 人
間
 

観
 が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
ま
ず
最
初
の
ポ
イ
ン
ト
で
 
あ
る
。
 

二
つ
目
は
、
「
一
で
あ
る
よ
り
も
多
で
あ
る
こ
と
を
望
む
」
多
元
 

主
義
者
 

で
も
あ
り
、
政
治
と
い
う
実
践
に
重
き
を
お
く
彼
ら
し
く
、
「
 
寛
 容
 」
に
 

つ
い
て
ロ
ー
ル
ズ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
よ
う
な
哲
学
上
の
議
論
を
 
ほ
と
ん
 

ど
し
て
い
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
政
治
思
想
へ
の
歴
史
家
 
の
ア
プ
 

ロ
ー
チ
に
飽
き
て
き
て
、
現
代
に
つ
い
て
政
治
的
に
考
え
た
く
」
 

な
っ
た
 

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
 
六
 0
 年
代
に
公
民
権
運
動
と
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
 反
 戦
 運
動
 

と
い
う
二
つ
の
政
治
運
動
に
参
加
し
た
。
そ
の
経
験
が
彼
の
土
台
 

い
る
の
で
あ
ろ
う
、
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
政
治
は
面
倒
で
 

と
な
っ
 

 
 

 
 

し
 結
論
の
で
な
い
も
の
で
す
。
政
治
と
は
本
当
に
際
限
の
な
い
 
紛
 争
で
 

，
、
哲
学
者
が
模
索
し
て
い
る
よ
う
な
理
性
的
な
合
意
を
も
た
ら
 

し
ま
 

せ
ん
」
 
宅
 み
す
 ず
 ヒ
四
六
二
号
、
一
九
九
九
年
九
月
㍉
「
民
主
政
 治
の
中
 

心
 問
題
は
ま
さ
に
、
何
ら
か
の
平
等
主
義
を
現
実
の
も
の
と
す
る
 こ
と
に
 

あ
る
」
と
考
え
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
 
、
 誰
も
が
平
等
で
あ
る
と
い
 

う
 理
論
 

か
ら
出
発
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
排
除
し
て
す
 
す
め
る
 

哲
学
議
論
を
、
現
実
問
題
を
と
ら
え
て
い
な
い
と
し
て
批
判
す
る
 の
で
あ
 

る
 。
 

し
た
が
っ
て
、
本
書
で
は
普
遍
的
で
最
も
優
れ
た
形
態
を
も
つ
 
「
中
白
 

匁
 

容
 」
 宙
 三
 %
 ぃ
 （
 一
 
0
 コ
 -
 
の
姿
は
示
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
理
念
と
し
 て
 提
示
 

さ
れ
る
よ
り
実
践
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
い
ま
だ
に
 
目
 指
さ
れ
 

て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
実
践
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
人
々
の
 
住
 む
 地
域
 

の
 文
化
や
歴
史
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
最
善
だ
か
ら
で
 
あ
る
。
 

一
見
相
対
主
義
と
も
み
ら
れ
る
、
こ
の
、
文
脈
を
重
視
す
る
姿
勢
 

に
貫
か
 

れ
た
本
書
の
内
容
は
、
 
当
嫉
 
抑
制
の
効
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
   

次
に
本
書
の
内
容
を
章
だ
て
に
そ
っ
て
、
お
お
ま
か
に
示
し
て
お
 き
た
 

 
  

 第
三
早
で
本
書
に
お
け
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
が
 示
さ
 

れ
た
後
、
第
二
章
で
は
、
「
寛
容
な
五
つ
の
統
治
形
態
」
と
題
し
 
、
世
界
 

史
上
に
存
在
し
た
「
宗
教
的
・
文
化
的
に
、
そ
し
て
生
活
様
式
に
 お
い
て
 

差
異
」
の
あ
る
諸
集
団
が
、
許
容
さ
れ
、
平
和
的
に
共
存
し
て
い
 るそ
の
 

有
り
様
が
描
写
さ
れ
、
各
々
の
長
所
と
短
所
が
寸
評
さ
れ
て
い
る
 
 
 

ど
も
、
ラ
ン
ク
付
け
は
な
さ
れ
な
い
。
五
つ
の
統
治
形
態
と
し
て
 
挙
げ
ら
 

れ
て
い
る
の
は
、
古
代
ロ
ー
マ
を
代
表
と
す
る
多
国
籍
帝
国
、
 国
際
社
 

 
 
 
 

会
 、
ベ
ル
ギ
ー
や
ス
イ
ス
な
ど
の
連
合
国
家
、
現
代
の
主
流
で
あ
 
る
 国
民
 

国
家
、
ア
メ
リ
カ
 

-
 移
民
社
 ふ
 き
で
あ
る
。
第
三
章
で
は
、
こ
れ
 7
9
 

 
 

テ
ゴ
リ
ー
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
複
雑
な
ケ
ー
ス
が
三
つ
フ
ラ
ン
 
ス
 
・
 イ
 



ス
ラ
エ
ル
・
カ
ナ
ダ
 
一
 紹
介
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
フ
ラ
ン
 
 
 

立
 学
校
に
お
け
る
「
非
宗
教
性
」
に
か
か
わ
る
ム
ス
リ
ム
女
生
徒
 
 
 

｜
フ
 
問
題
、
 
ヵ
ナ
ダ
 の
ケ
ベ
ッ
ク
 州
 独
立
問
題
な
ど
が
取
り
上
げ
 

ら
れ
て
 

い
る
。
続
く
第
四
章
で
は
「
寛
容
」
に
ま
つ
わ
る
幾
つ
か
の
問
題
 
点
が
検
 

討
 に
付
さ
れ
る
。
 
-
 克
容
 」
に
は
寛
容
す
る
側
と
さ
れ
る
側
と
い
 う
 権
力
 

問
題
が
見
え
 牡
 れ
す
る
の
は
事
実
で
あ
る
し
、
「
不
寛
容
を
寛
容
 

す
べ
き
 

か
 」
の
よ
う
な
難
し
い
パ
ラ
ド
 ク
ス
 へ
の
言
及
も
あ
る
。
 

最
後
の
二
つ
の
卓
立
男
五
章
 とエ
 
ピ
ロ
ー
 ご
 
で
は
、
そ
れ
ま
で
 
 
 

値
 中
立
的
態
度
と
は
か
わ
っ
て
、
共
同
体
論
者
そ
し
て
政
治
学
者
 
で
あ
る
 

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
持
ち
味
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
を
 
見
る
こ
 

と
が
で
き
る
。
近
代
に
入
り
、
寛
容
は
そ
の
対
象
を
集
団
か
ら
 
個
 人
の
選
 

択
 も
し
く
は
個
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
選
択
の
自
由
に
う
つ
し
 
 
 

を
一
気
に
自
律
し
た
一
正
体
約
一
存
在
に
押
し
上
げ
る
こ
と
に
 貢
献
し
 

た
 。
し
か
し
、
何
も
か
も
自
分
の
こ
と
を
自
分
で
決
め
ら
れ
る
よ
 
う
 な
韻
 

い
、
自
律
し
た
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
固
と
し
 
 
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
て
な
い
人
間
が
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
 
 
 

ル
ツ
ァ
ー
は
こ
の
 
ょ
う
 な
疑
問
を
投
げ
か
け
、
共
同
体
に
根
ざ
し
 
 
 

の
あ
り
方
を
崔
 
叶
す
モ
 。
そ
し
て
、
人
間
を
確
た
る
ア
イ
デ
ン
テ
   

を
 持
っ
た
上
で
選
択
の
で
き
る
よ
う
な
存
在
と
す
る
に
は
ど
の
よ
 っ
に
寛
 

容
 が
機
能
す
る
の
が
 
託
 い
の
か
を
論
じ
、
最
後
に
ア
メ
リ
カ
の
 

多
 

で
あ
る
 多
 文
化
正
義
 
-
 
多
元
三
毒
 -
 に
お
け
る
寛
容
と
ウ
ォ
ル
 
ツ
 文

化
主
 

 
 

義
 に
そ
の
寛
容
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
、
本
書
は
結
ば
れ
て
い
る
 
 
 

わ
れ
わ
れ
の
興
味
を
ひ
く
の
は
、
や
は
り
現
代
の
ト
ピ
ッ
ク
の
 
ひ
 と
 
っ
 

共
同
体
論
的
人
間
観
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
次
に
こ
れ
ら
を
 
少
  
 

く
 紹
介
し
、
現
代
の
多
元
社
会
に
本
当
に
必
要
な
寛
容
と
は
何
な
 
 
 

え
る
手
掛
か
り
と
し
た
 

 
 

「
寛
容
」
と
い
う
こ
と
ば
を
 
き
い
 て
人
は
何
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ
 る
で
 

Ⅸ
 

あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
寛
容
の
精
神
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
 。
つ
ま
 

 
 
 
 

り
 、
個
人
の
内
面
・
心
の
状
態
の
話
で
あ
る
、
と
考
え
る
人
が
ほ
 
 
 

で
は
な
い
か
 
ト
目
心
 わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
こ
の
種
 
の
 寛
容
 

宙
 0
 一
 
0
 「
 り
コ
ぃ
 
巴
を
五
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。
Ⅲ
一
六
世
紀
の
士
 ホ
教
 的
 

寛
容
に
起
源
を
持
つ
、
平
和
の
た
め
に
差
異
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
 
れ
る
と
 

い
う
態
度
、
㈲
無
関
心
、
㈹
一
種
の
道
徳
的
禁
欲
主
義
、
㈲
他
者
 
に
 好
奇
 

心
を
持
ち
、
時
に
は
尊
敬
の
意
さ
え
あ
ら
わ
し
な
が
ら
喜
ん
で
 

他
 者
か
ら
 

学
び
聞
く
と
い
う
開
放
的
態
度
、
㈲
 
人
 傾
の
繁
栄
に
と
っ
て
多
様
 
 
 

要
 で
あ
る
と
す
る
、
差
異
の
熱
狂
的
支
持
。
こ
れ
ら
の
「
 
徳
 」
 を
 持
っ
人
 

を
 
「
寛
容
の
徳
を
持
つ
人
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
 

と
ウ
オ
 

ル
ツ
ァ
ー
は
続
け
る
。
「
こ
の
寛
容
の
徳
に
依
存
し
な
い
、
と
い
 

 
 

何
ら
か
の
形
で
う
ま
く
寛
容
が
成
り
立
っ
て
い
る
統
治
形
態
の
特
 
徴
 な
の
 

で
あ
る
」
。
す
な
 む
 ち
 、
 彼
の
 
い
う
 
「
寛
容
」
 
宙
 0
 一
 
0
 「
 り
 （
 
一
 
0
 巳
と
 は
 
「
 
里
 @
 

な
る
歴
史
・
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
背
負
っ
て
人
々
の
 
集
  
 

和
約
共
存
」
を
可
能
に
す
る
具
体
的
な
政
治
的
政
策
 す
 r
r
a
n
g
e
 

日
り
 

@
 0
 コ
円
一
 

な
い
 う
の
で
あ
る
。
「
寛
容
」
と
は
心
の
状
態
を
さ
す
の
で
は
な
 
 
 

治
的
 
・
道
徳
的
政
策
で
あ
る
と
す
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
見
解
は
 

、
 今
日
の
 

ア
メ
リ
 ヵ
 の
多
元
的
状
況
を
考
え
た
と
き
、
 

説
咄
力
 を
増
す
。
 

「
共
存
の
形
式
に
つ
い
て
今
日
ほ
ど
ひ
ろ
く
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
 
た
こ
 

と
は
か
つ
て
な
か
っ
た
 
0
 そ
れ
ほ
ど
ム
コ
日
に
お
い
て
、
他
者
・
 
差
 異
 と
の
 

出
会
い
は
幅
広
く
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
ア
メ
リ
カ
に
 

限
ら
ず
、
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
お
い
て
も
 

多
 文
化
正
義
は
大
き
な
問
題
と
 な
っ
て
 

い
る
。
そ
れ
ま
で
の
国
民
国
家
と
い
う
幻
想
の
下
で
の
文
化
的
 民
族
的
 



均
質
性
は
見
事
に
打
ち
砕
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
 

日
取
近
で
 

は
 多
文
化
主
義
を
手
放
し
で
ほ
め
そ
や
す
議
論
が
多
く
見
ら
れ
る
 
 
 

な
っ
て
き
て
い
る
。
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
異
文
化
 
間
 交
流
 

と
い
っ
た
聞
こ
え
の
い
い
標
語
の
も
と
、
異
な
る
文
化
同
士
の
接
 
触
は
互
 

い
を
高
め
豊
か
に
し
て
く
れ
る
と
い
っ
た
考
え
や
、
 

多
 文
化
社
会
  
 

個
人
は
有
意
義
な
選
択
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
意
味
 
 
 

人
の
自
律
と
い
う
自
由
主
義
的
理
想
は
多
文
化
主
義
社
会
で
実
現
 
さ
れ
る
 

と
い
う
議
論
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
現
実
に
私
た
ち
の
生
き
る
世
界
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
 

事
 態
は
 

そ
う
楽
観
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
ぐ
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
世
界
 
各
地
で
 

勃
発
す
る
民
族
対
立
・
宗
教
戦
争
は
、
異
文
化
の
接
触
が
互
 いの
  
 

豊
撰
 化
を
約
束
し
て
く
れ
る
な
ど
と
い
う
 キ
 え
が
単
な
る
幻
想
に
 
す
ぎ
な
 

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
わ
れ
わ
れ
に
抱
か
せ
る
。
 

ま
  
 

オ
 ル
ツ
ァ
ー
が
描
く
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
国
ア
メ
リ
カ
は
 

、
諸
  
 

調
和
と
は
程
遠
い
状
況
に
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
集
団
は
差
異
の
 
表
明
を
 

ま
す
ま
す
 強
列
 に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
さ
に
、
「
 

多
元
主
 

義
の
描
く
イ
メ
ー
ジ
、
共
感
の
い
き
わ
た
っ
た
状
態
に
な
ど
な
っ
 
 
 

ぃ
 。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
を
奏
で
て
い
る
の
で
 
 
 

騒
音
は
ひ
 ビ
い
 」
の
で
あ
る
。
 

ウ
オ
 ル
ツ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
こ
の
異
文
化
間
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
 

ョ
ン
 

 
 

 
 

在
 と
な
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。
近
代
以
 
 
 

間
は
主
体
的
・
自
律
的
存
在
と
し
て
、
一
切
を
自
己
の
選
 

 
 

す
る
自
由
を
権
利
と
し
て
か
ち
と
っ
た
。
一
見
、
人
間
に
 
と
っ
て
こ
れ
 
以
 

 
 

 
 

自
由
を
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
価
値
は
認
め
て
い
 ると
 @
 ヨ
 

え
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
自
由
の
 -
 
丁
に
構
成
さ
れ
た
自
己
は
 、
 「
ま
と
 

ま
り
の
な
 
い
 分
裂
し
た
自
己
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
 
。
な
ぜ
 

な
ら
、
自
己
の
同
一
性
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
大
切
な
価
値
 
や
コ
，
  
 

ン
ト
 で
さ
え
も
、
 

よ
 り
善
い
も
の
が
あ
れ
ば
変
更
可
能
な
選
択
の
 
対
象
に
 

す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
「
自
分
の
し
た
い
 
こ
と
を
 

す
る
た
め
の
手
段
も
力
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
自
分
の
し
た
 目
 

と
は
何
な
の
か
さ
え
見
い
だ
せ
な
い
」
 

人
 
ぽ
か
な
り
多
い
か
ら
で
 
あ
る
。
 

こ
う
し
た
人
々
に
自
己
同
一
性
を
保
た
せ
る
の
は
彼
ら
が
 
所
屈
十
 ろ
 共
同
 

体
で
共
有
さ
れ
て
い
る
諸
価
値
や
詩
 き 生
の
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
 、
 
り
を
 実
 

行
 す
る
，
」
と
に
よ
Ⅰ
て
得
ら
れ
る
社
会
的
存
在
と
し
て
の
白
ら
の
 

認
識
で
 

あ
る
。
ま
た
、
自
分
の
し
た
 

い
 こ
と
が
何
な
の
か
そ
れ
を
発
見
し
 

そ
れ
 

を
 実
際
に
行
う
能
力
を
与
え
る
の
は
、
「
家
族
 

」
な
の
 

で
あ
る
。
 

し
か
し
現
実
に
は
、
共
同
体
や
集
団
と
い
う
も
の
の
 
力
 は
多
元
社
 ム
 ム
ド
に
 

お
い
て
は
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
。
佃
人
が
屈
す
る
共
同
体
や
集
 団
 で
さ
 

え
 、
個
人
の
選
択
の
対
象
と
な
っ
て
い
ろ
か
ら
で
あ
る
。
共
同
体
 
 
 

力
は
 弱
ま
り
、
個
人
と
し
て
生
き
ろ
 刺
油
 に
満
ち
た
生
活
に
く
 
，
 

べ
 
れ
 ば
・
 

共
同
体
は
魅
力
を
失
っ
て
い
る
、
と
舌
口
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
共
同
 

体
 を
離
 

ね
 、
ま
っ
た
く
の
個
人
と
し
て
生
き
る
道
を
選
ぶ
人
は
少
な
く
な
 
 
 

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
多
 文
化
社
会
に
は
 
確
 た
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
 
テ
ィ
を
 

 
 

持
つ
個
人
を
つ
く
る
た
め
、
共
同
体
の
存
在
が
不
可
欠
だ
と
い
っ
 
た
と
こ
 

 
 

ろ
で
、
そ
こ
に
見
え
る
の
は
、
当
の
共
同
体
が
弱
体
化
し
て
し
ま
 
Ⅰ
 て
い
 

る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
 

 
 

 
 

の
 選
択
の
自
由
を
「
移
民
社
会
の
強
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
」
と
し
 
て
 木
目
 疋
 



し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
、
各
個
人
が
そ
の
選
択
を
自
ら
 爪
り
 
土
忌
亡
心
 

で
、
自
ら
が
 善
 と
す
る
よ
う
な
生
の
構
想
の
下
に
行
え
る
よ
う
な
 「
強
く
 

自
信
に
満
ち
た
」
個
人
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
  
 

自
由
と
は
相
反
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
 
諸
 集
団
は
 

強
化
し
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
 
考
え
る
 

の
で
あ
る
。
 

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
考
え
る
 
多
 文
化
社
会
に
最
適
な
寛
容
と
は
、
 

ま
 
さ
に
 

こ
の
二
つ
の
必
要
性
を
実
現
さ
せ
る
政
治
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
 
 
 

人
的
自
由
を
評
価
す
る
と
同
時
に
、
「
抑
圧
さ
れ
た
り
、
不
可
視
 
的
 存
在
 

と
さ
れ
て
き
た
集
団
を
ム
ロ
洪
化
し
、
そ
れ
ら
の
利
用
で
き
る
財
一
 

資
源
一
 

を
め
ぐ
り
競
争
で
き
る
よ
う
に
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
を
 
強
化
す
 

る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
た
だ
諸
共
同
体
を
平
等
に
あ
っ
か
う
の
 
で
は
な
 

く
 、
平
等
に
す
る
た
め
に
国
が
な
ん
ら
か
の
政
策
を
講
じ
る
こ
と
 
を
 認
め
 

る
 、
い
わ
ゆ
る
「
積
極
的
寛
容
」
を
 ウオ
 
ル
ツ
ァ
ー
は
説
く
。
 

多
元
社
会
に
お
い
て
、
差
異
を
持
っ
た
者
同
士
が
平
和
的
に
共
存
 
す
る
 

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
「
寛
容
」
は
、
た
だ
 
漠
殊
と
 開
か
れ
た
 精
  
 

う
だ
け
で
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ
な
い
。
社
会
空
間
に
お
い
て
す
 
 
 

人
や
集
団
を
平
等
に
す
る
に
は
、
哲
学
的
議
論
の
上
で
平
等
と
は
 
 
 

状
態
か
を
考
え
て
い
て
も
始
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
た
ん
に
寛
容
 
の
 精
神
 

と
 似
た
働
き
し
か
も
た
ら
さ
な
い
。
必
要
な
の
は
、
個
人
や
集
団
 
を
 実
際
 

に
平
等
に
扱
う
こ
と
、
平
等
に
さ
せ
る
た
め
政
治
的
配
慮
を
行
う
 
こ
と
な
 

 
 

宗
教
の
世
界
に
お
い
て
も
、
今
や
、
多
元
主
義
は
当
 
殊
 
の
こ
と
と
 し
て
 

認
め
ら
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
異
な
る
宗
教
が
平
和
 
裡
 の
う
ち
 に
 共
存
 

す
る
た
め
、
寛
容
の
精
神
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
 
 
 

る
 。
そ
の
際
、
そ
の
寛
容
の
根
拠
は
、
諸
宗
教
を
根
底
で
は
っ
 
な
 が
っ
た
 

 
 

も
の
と
見
る
こ
と
や
、
自
ら
の
真
理
の
認
識
に
お
け
る
限
界
性
の
 認
識
に
田
 

 
  
 

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
哲
学
上
の
議
論
で
 
 
 

 
 

 
 

そ
の
意
味
で
現
実
に
あ
る
諸
宗
教
の
あ
り
万
に
な
ん
ら
の
影
響
を
 
及
ぼ
す
 

も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
が
提
言
 

ロ
 す
る
 
「
積
極
 

的
 寛
容
」
は
、
宗
教
の
世
界
で
は
と
か
く
 暖
 味
な
使
わ
れ
方
を
す
 
る
 
「
 寛
 

容
 」
の
意
味
を
考
え
直
す
の
に
い
い
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
 
。
つ
ま
 

り
 、
哲
学
上
の
議
論
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
「
寛
容
」
に
は
具
体
 
的
に
実
 

@
 
さ
れ
る
政
策
も
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
ひ
し
ひ
し
 
と
 感
じ
 

さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
 



本
書
は
、
ド
イ
 

フ
ラ
イ
ム
・
レ
ッ
 

解
明
し
よ
う
と
し
 

ン
グ
 を
近
代
キ
リ
 

木
村
勝
彦
 

ツ
 啓
蒙
正
義
を
代
表
す
る
思
想
家
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
 

エ
 

シ
ン
グ
に
つ
い
て
、
そ
の
独
自
な
宗
教
哲
学
の
内
実
を
 

た
も
の
で
あ
る
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
は
レ
ッ
シ
 

ス
ト
 教
 思
想
史
の
分
水
嶺
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
 

著
 

安
 酸
敗
 眞
著
 

「
レ
ッ
シ
 
ン
 

 
 

グ
と
 ド
イ
ツ
啓
蒙
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主
 

@
 
"
 

者
の
関
心
は
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
も
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
 
 
 

シ
ン
グ
そ
の
人
の
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
思
想
に
向
け
ら
れ
て
ゆ
 

く
 。
 そ
 

し
て
、
真
に
宗
教
哲
学
的
な
研
究
で
あ
る
た
め
に
は
主
体
的
・
 

実
 存
的
要
 

素
 が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
確
信
に
基
づ
い
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
 
著
  
 

内
的
会
話
を
試
み
た
成
果
が
本
書
な
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
 
い
  
 

ず
し
も
本
格
的
な
研
究
が
充
実
し
て
い
る
と
は
舌
口
え
な
い
こ
の
 

偉
 大
な
思
 

想
 家
に
つ
い
て
、
体
系
的
で
説
得
力
を
有
す
る
研
究
書
が
産
み
出
 
さ
れ
た
 

こ
と
を
ま
ず
喜
び
た
 
い
 。
以
下
、
本
書
の
各
章
の
内
容
を
順
次
 紹  
 

 
 

ま
 ・
 
す
 
「
序
論
」
に
お
い
て
著
者
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
精
神
史
的
 

位
 置
づ
 

け
 を
お
こ
な
う
と
共
に
 
、
 自
ら
の
研
究
の
視
 占
と
 方
法
論
的
課
題
 
と
を
 明
 

ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
「
神
学
の
愛
好
者
」
レ
ッ
シ
ン
グ
の
神
学
的
 ・
宗
教
 

哲
学
的
思
想
は
、
同
時
代
の
啓
蒙
主
義
の
思
想
家
た
ち
の
地
平
を
 
遥
か
に
 

超
 出
し
て
お
り
、
思
考
や
著
作
活
動
の
本
質
的
な
部
分
に
よ
っ
て
 ま
さ
に
 

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
新
し
い
概
念
を
定
式
化
し
得
て
い
る
 
 
 

舌
口
 
え
、
 彼
が
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
に
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
 
 
 

か
は
な
お
 未
 解
決
 つ
 問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
 謎
 」
あ
る
 

い
は
「
秘
密
」
と
も
言
う
べ
き
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
 
著
者
は
 

そ
の
理
由
を
、
本
来
的
に
弁
証
法
的
な
思
想
家
で
あ
る
レ
ッ
シ
  
 

思
想
・
著
作
が
つ
ね
に
「
論
争
的
・
反
定
立
的
性
格
」
あ
る
い
は
 「
杣
川
一
話
 

・
暫
定
的
性
格
」
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
大
部
分
が
「
断
片
 

的
 」
で
 

あ
る
こ
と
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
こ
と
に
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
 
田
じ
相
称
 

に
 

 
 

つ
い
て
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
 
分
 け
に
表
明
さ
れ
て
い
る
「
心
教
的
 教説
 」
 

と
そ
の
裏
に
秘
め
ら
れ
た
「
秘
教
的
 

教
説
 」
と
を
区
別
す
る
こ
と
 
が
 不
可
 

欠
 で
あ
る
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
特
有
の
考
え
方
や
書
き
方
の
ゆ
え
に
 
 
 

想
の
実
質
に
迫
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
 
0
 著
者
に
よ
れ
  
 

ッ
 シ
ン
グ
の
神
学
・
宗
教
哲
学
に
は
不
変
不
動
の
思
想
的
な
中
核
 
が
 確
固
 

と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
学
・
宗
教
哲
学
的
思
想
 
家
 と
し
 

て
の
 レ
ッ
シ
ン
グ
は
「
真
理
探
求
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
人
類
 
の
払
 
利
休
大
月
 

者
 」
で
も
あ
る
と
い
う
役
割
の
二
重
性
を
引
き
受
け
て
お
り
、
 

し
 た
が
っ
 

て
 彼
自
身
は
高
次
の
真
理
を
時
代
に
先
駆
け
て
認
識
し
て
 い
 て
 も
 、
「
 人
 

グ
の
 キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
関
わ
り
方
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
 

史
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
宗
教
哲
学
的
 
田
 

本
問
題
を
別
棟
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
 

を
 得
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
歴
史
の
生
成
過
程
に
あ
る
思
想
家
と
し
 

類
の
教
育
者
」
と
し
て
は
そ
れ
を
同
時
代
の
人
タ
 
に
 対
し
て
秘
匿
 

と
「
秘
教
的
 
教
説
 」
と
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

こ
 

こ
と
を
基
本
的
視
座
と
し
て
著
者
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
想
を
本
 

ッ
 シ
ン
グ
の
そ
う
し
た
思
想
史
的
な
自
覚
の
ゆ
え
に
、
「
心
教
的
 

「
第
一
章
レ
ッ
シ
ン
グ
と
キ
リ
ス
ト
教
」
に
お
い
て
は
、
レ
ッ
 

心
想
の
根
 

教
説
 」
 

来
 の
 歴
 

 
 せ

ざ
る
 

 
 

 
 

 
 

概
観
さ
れ
て
い
る
。
牧
師
の
子
と
し
て
先
主
れ
な
が
ら
も
、
キ
リ
 ス
ト
 教
 

を
 
「
賢
明
に
疑
う
」
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
に
レ
ッ
シ
ン
ク
の
 

宗
教
的
 

探
求
の
出
発
点
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
 
信
  
 

あ
り
か
た
の
ゆ
え
に
、
彼
は
正
統
主
義
神
学
と
啓
蒙
主
義
と
が
せ
 
人
し
，
ぎ
 

ム
口
 

う
そ
の
狭
間
に
あ
っ
て
独
自
の
新
し
い
宗
教
的
世
界
観
を
開
く
こ
 
と
が
で
 

き
た
の
だ
と
、
著
者
は
王
 
損
 す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
レ
ッ
シ
 

ン
  
 

学
的
立
場
は
伝
統
的
な
啓
示
信
仰
や
そ
れ
に
対
立
す
る
理
神
論
、
 

さ
ら
に
 

 
 
 
 

は
そ
れ
ら
を
安
易
に
調
停
し
よ
う
と
す
る
ネ
オ
ロ
ギ
ー
の
い
ず
れ
 
を
も
 超
 

出
し
た
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
の
神
学
的
立
場
の
各
々
に
 「
敬
虔
㏄
 

 
 

な
る
懐
疑
」
を
も
っ
て
弁
証
法
的
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
レ
ッ
 
 
 



独
自
の
し
か
た
で
神
学
の
発
展
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
寄
与
し
 よ
う
と
 

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
神
学
思
想
の
内
 
実
に
関
 

す
る
こ
と
と
し
て
、
著
者
は
四
つ
の
点
に
任
意
を
喚
起
す
る
。
 

ま
 ず
 第
一
 

に
、
 （
敬
虔
）
と
へ
 啓
珪
ゾ
 

と
の
関
係
で
あ
る
。
真
の
キ
リ
ス
ト
 者
の
あ
 

り
か
た
と
は
啓
蒙
さ
れ
た
キ
リ
ス
卜
者
た
る
こ
と
で
あ
り
、
「
 
低
  
 

虔
 」
を
理
性
毛
義
的
に
突
破
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
「
高
次
の
敬
虔
 
」
と
し
 

て
の
「
真
の
敬
虔
」
が
立
ち
現
れ
て
く
る
と
レ
ッ
シ
ン
グ
は
 考
 
え
て
い
 

た
 。
第
二
に
は
、
宗
教
と
は
（
頭
脳
）
の
事
柄
で
は
な
く
、
（
 
、
心
 
）
の
事
 

柄
 な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
「
感
じ
る
こ
と
」
「
経
験
す
る
こ
と
 
」
こ
そ
 

重
要
だ
と
し
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
信
仰
の
明
証
性
を
内
面
的
経
験
 
に
 基
づ
 

け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
点
と
し
て
は
、
レ
ッ
シ
  
 

へ
 文
字
）
と
へ
 
聖
 幸
一
五
）
 

、
 （
聖
書
）
と
（
宗
教
）
と
を
峻
別
し
て
、
 

ム
 口
理
主
 

義
的
 聖
書
批
判
か
ら
霊
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
救
う
一
 

万
 、
聖
 

青
を
無
謬
 
と
 考
え
て
そ
の
字
句
に
拘
泥
ず
る
ル
タ
ー
派
正
統
主
義
 神学
を
 

も
 退
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
 
プ
ロ
テ
 

ス
タ
ン
ト
の
「
聖
書
原
理
」
に
関
わ
 モ
 そ
う
し
た
大
胆
な
主
張
 を
、
 
「
 
ル
 

タ
 ー
の
精
神
」
に
拠
る
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
 
真
理
の
 

認
識
に
お
い
て
は
独
自
の
判
断
に
従
う
」
と
い
う
レ
ッ
シ
ン
グ
の
 
理
解
に
 

よ
る
こ
の
「
ル
タ
ー
の
精
神
」
に
関
連
し
て
、
第
四
に
著
者
は
、
 

 
 

ン
グ
 
が
何
よ
り
も
「
宗
教
の
内
的
真
理
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
 
を
 挙
げ
 

る
 。
レ
ッ
シ
ン
。
 ク
 に
よ
れ
ば
「
宗
教
の
内
的
真
理
」
と
は
、
「
 

啓
 示
 の
 現
 

実
性
」
が
人
間
三
体
の
内
的
参
与
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
真
理
 
性
 を
自
 

ら
 開
示
す
る
と
こ
ろ
に
 
明
 証
に
な
る
真
理
に
ほ
か
な
ら
な
 

-
 

 
 

う
 な
、
巨
視
的
な
視
点
か
ら
の
概
説
を
前
提
と
し
て
、
著
者
は
次
 
 
 

の
 著
作
に
示
さ
れ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
恵
和
 

ゆ
め
 特
質
 

ほ
 つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
 

 
 

「
第
二
章
若
き
レ
ッ
シ
ン
グ
の
宗
教
思
想
」
に
お
い
て
は
、
 若
 き
自
 

Ⅸ
 

主
著
作
家
レ
ッ
シ
ン
グ
の
宗
教
思
想
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
考
察
 
が
な
さ
 

 
 
 
 

れ
て
い
る
。
若
き
レ
ッ
シ
ン
グ
の
 

回
 心
想
的
軌
跡
に
は
、
愛
が
キ
リ
 
ス
ト
 教
 

0
 本
質
で
あ
り
、
愛
の
実
践
こ
そ
が
真
の
キ
リ
ス
ト
教
の
徴
表
で
 
あ
る
と
 

す
る
信
念
を
堅
持
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
つ
ね
に
「
真
理
探
求
者
 
」
で
も
 

あ
る
と
い
う
自
負
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
著
者
に
よ
れ
ば
、
 

レ
  
 

グ
の
 思
想
形
成
は
自
己
認
識
，
」
そ
が
宗
教
に
至
る
最
も
近
く
 

、
最
 も
 確
か
 

な
 道
だ
と
い
う
強
固
な
確
信
に
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 

そ
  
 

確
信
は
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
認
識
す
る
の
 
は
 自
己
 

の
う
ち
に
悪
徳
を
見
い
だ
 
ず
 
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
い
う
自
覚
 に 基
づ
 

い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
人
間
と
は
何
か
 ?
 人
間
は
ど
こ
か
ら
 来
た
の
 

か
 ?
 神
か
ら
来
た
に
し
て
は
悪
す
ぎ
る
し
、
 

偶
 妖
か
ら
来
た
に
し
 
て
は
 良
 

す
ぎ
る
」
と
い
う
、
人
間
の
「
悲
惨
さ
」
に
関
す
る
認
識
を
 
レ
ッ
 
シ
ン
グ
 

は
 自
ら
の
「
 &
 丁
教
へ
の
道
案
内
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
占
で
あ
ら
 

ゆ
る
 種
 

類
の
啓
蒙
正
義
神
学
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
摯
な
 
自
 己
 認
識
 

に
 基
づ
く
賢
明
な
懐
疑
に
導
か
れ
て
、
若
き
レ
ッ
シ
ン
グ
は
教
条
 主義
的
 

な
 正
統
主
義
神
学
と
思
弁
的
な
啓
蒙
主
義
神
学
と
の
双
方
 
に
 対
し
  
 

的
 た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
し
た
な
か
で
信
仰
と
知
識
と
の
峻
別
 敬
虔
 

な
 信
仰
の
重
視
、
形
而
上
学
的
思
弁
に
対
す
る
行
為
的
実
践
の
重
 
視
、
愛
 

の
 実
践
を
中
核
に
据
え
た
キ
リ
ス
ト
教
理
解
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
 
を
 特
徴
 

と
す
る
固
有
の
宗
教
回
ル
想
を
熟
成
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
 

と
は
 @
=
 

ロ
 

え
、
 
若
き
レ
ッ
シ
ン
グ
は
い
ま
だ
確
固
た
る
神
字
的
立
場
に
到
達
 
 
 

お
ら
ず
、
相
互
に
対
立
し
合
う
時
代
の
種
々
の
思
潮
の
間
を
揺
れ
 
動
い
て
 

い
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
期
の
最
も
充
実
 
し
た
 著
 



卍
抽
 

上
目
 
マ
 

 
 

作
 で
あ
る
 ド
倒
 
「
ユ
ダ
ヤ
人
 
L
 
お
よ
び
「
キ
リ
ス
ト
教
の
合
理
性
 」
を
 証
 

明
し
ょ
う
と
し
た
「
理
性
の
キ
リ
ス
ト
教
 
L
 な
ど
に
は
、
普
遍
的
 
人
間
 愛
 

の
 理
想
や
「
一
元
論
的
人
格
主
義
」
と
も
い
う
べ
き
 
神
 概
念
な
ど
 、
 成
執
 

斯
 の
 豊
鏡
 な
思
想
を
予
想
さ
せ
る
も
の
が
既
に
明
確
に
提
示
さ
れ
 てい
る
 

と
 、
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
 

続
く
「
第
三
章
レ
ッ
シ
ン
グ
 
と
 ゲ
ッ
ツ
 
ェ
 の
論
争
」
に
お
い
て
 
 
 

ヴ
 
オ
ル
フ
ェ
ン
ビ
ュ
ッ
テ
ル
大
公
図
書
館
の
館
長
に
就
任
し
た
 
レ
  
 

グ
が
 、
理
神
論
考
ヘ
ル
マ
ン
・
 
ザ
 ー
ム
エ
ル
・
ラ
イ
マ
ー
ル
ス
の
 

遺
稿
を
 

図
書
館
に
埋
も
れ
て
い
た
文
献
 昆
 各
氏
の
断
片
」
と
し
て
公
刊
 し
た
こ
 

と
に
端
を
発
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
断
片
論
争
」
の
経
緯
が
紹
介
さ
 
 
 

る
 。
著
者
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
と
ル
タ
ー
派
正
統
主
義
の
牧
師
 ョ
｜
  
 

メ
ル
ヒ
 オ
ー
ル
・
ゲ
ッ
ツ
 
ェ
 と
の
論
争
が
と
も
す
れ
ば
人
格
攻
撃
 や
誹
訪
 

の
 応
酬
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
、
レ
ッ
シ
ン
ク
自
身
が
「
 
対
話
で
 

あ
っ
て
対
話
で
な
 
い
 」
と
嘆
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
内
容
の
も
 
 
 

ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
「
警
語
 

L
 や
「
 反
 ゲ
ッ
ツ
 
エ
 
」
な
ど
 

に
お
け
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
弁
明
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
争
の
 
過
程
で
 

示
さ
れ
た
彼
の
思
想
実
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
ろ
 
 
 

て
い
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
宗
教
の
本
質
的
真
理
に
つ
い
て
の
  
 

情
 、
い
わ
ば
「
ル
タ
ー
的
精
神
の
火
花
」
を
獲
得
し
た
キ
リ
ス
ト
 
教
 信
者
 

の
う
ち
に
宗
教
は
動
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
続
け
る
は
ず
で
  
 

「
断
片
 L
 
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
の
書
物
に
対
し
て
も
過
剰
 反
応
す
 

る
 必
要
は
な
い
と
い
う
信
念
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
な
お
 
敢
え
て
 

ラ
イ
マ
ー
ル
ス
の
遺
稿
を
発
表
し
た
の
は
、
「
よ
り
鋭
い
 

疑
惑
は
よ
り
 鋭
 

一
な
解
決
を
生
む
」
と
信
ず
る
弁
証
法
的
思
想
家
レ
ッ
シ
ン
グ
が
 

、
 ラ
イ
 

｜
 ル
ス
の
う
ち
に
「
宗
教
の
真
正
な
る
論
駁
者
の
理
想
」
を
見
い
 

 
 

た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、
著
者
は
指
摘
す
る
。
そ
う
し
た
 
論
 験
者
 ぅ
 

イ
マ
ー
ル
ス
に
対
抗
し
て
「
宗
教
の
真
理
の
擁
護
者
の
理
想
」
 

た
 る
べ
き
 

人
物
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
、
真
理
の
発
展
が
促
さ
れ
る
こ
と
 
を
レ
ッ
 

シ
ン
グ
は
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
 
血
名
 氏
の
 断
 片
 」
は
 

「
真
理
探
求
の
手
段
」
と
し
て
分
け
に
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
 

 
 

て
 正
統
主
義
、
啓
蒙
主
義
、
ネ
オ
ロ
ギ
ー
の
い
ず
れ
を
も
超
克
し
 
た
 
「
 
ひ
 

と
つ
の
高
み
」
を
開
く
こ
と
を
レ
ッ
シ
ン
グ
は
目
指
し
て
い
た
。
 

結
局
、
 

レ
ッ
シ
ン
グ
の
企
図
は
、
「
要
塞
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
」
の
持
ち
 

王
 で
あ
る
 

ゲ
ッ
ツ
 
ェ
 の
登
場
に
よ
り
頓
挫
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
 
、
 -
 
」
 

「
断
片
論
争
」
を
通
じ
て
真
に
近
代
的
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 

ム
か
成
 

立
 す
る
た
め
の
一
つ
の
重
要
な
契
機
が
与
え
ら
れ
た
と
、
著
者
は
 
そ
の
 憩
 

義
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
 

「
第
四
章
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
厭
わ
し
い
広
い
 
濠
二
 
に
お
い
て
 
@
 
ユ
 
｜
 ナ
、
 

「
偶
然
的
な
歴
史
の
真
理
」
と
「
必
然
的
な
理
性
の
真
理
」
と
の
 
間
 の
 断
 

絶
を
比
倫
的
に
表
現
し
た
「
厭
わ
し
い
広
い
 濠 」
の
問
題
が
取
り
 
上
げ
ら
 

れ
て
い
る
が
、
 
馨
五
と
 力
の
証
明
に
つ
い
て
」
に
見
ら
れ
る
こ
の
 =
 
@
 
口
廿
 

下
木
は
 、
 

「
い
か
な
る
歴
史
的
真
理
も
論
証
さ
れ
得
な
い
と
し
た
ら
、
歴
史
 
的
 真
理
 

に
よ
っ
て
は
何
も
の
も
ま
た
論
証
さ
れ
得
な
い
。
す
な
 
ね
 ち
、
 偶
 煕
 的
な
 

歴
史
の
真
理
は
必
然
的
な
歴
史
の
真
理
の
証
明
と
は
な
り
得
な
い
 
」
と
い
 

う
 
「
レ
ッ
シ
ン
グ
の
命
題
」
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
 
 
 

ば
 、
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
の
歴
史
的
 信
忍
 性
を
問
 う
 と
い
う
か
た
 ち
で
、
 

実
は
レ
ッ
シ
ン
グ
は
間
接
的
に
は
、
実
存
的
な
（
自
己
化
）
 

と
い
 う
き
わ
 

 
 
 
 

め
て
現
代
的
な
問
題
を
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
 そ
 こ
で
 問
 

わ
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
人
は
い
か
に
す
れ
ば
理
性
の
「
 
蹟
き
 」
 
 
 

よ
う
な
内
容
を
含
む
宗
教
的
便
信
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
 
で
き
る
 



 
 

て
は
 既
 

に
 、
 近
 ・
現
代
人
の
本
質
的
標
徴
で
あ
る
理
性
の
自
律
性
と
、
 

伝
  
 

宗
教
的
便
信
の
真
理
要
求
に
含
意
さ
れ
る
他
律
性
と
の
間
に
架
橋
 
し
 難
い
 

濠
が
 存
し
て
い
る
 
-
-
 
と
が
問
題
と
し
て
把
捉
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
 
、
著
者
 

は
 主
張
す
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
宗
教
の
内
的
真
理
」
 

 
 

概
念
で
あ
る
が
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
 ょ れ
ば
そ
れ
は
、
宗
教
の
事
柄
 そ
れ
 自
 

体
 に
内
在
的
な
真
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
明
証
性
は
第
一
義
的
に
対
 
衆
 
-
 
事
 

柄
 -
 そ
れ
自
体
の
う
ち
に
存
し
て
お
り
、
人
間
に
と
っ
て
は
そ
れ
 への
 
王
 

性
的
参
与
と
い
う
仕
方
で
の
み
証
し
さ
れ
得
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
 な
 
し
 
@
 

換
言
す
る
な
ら
 
ぼ
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
性
は
歴
史
学
的
批
判
に
 よ
っ
て
 

も
 揺
る
ぐ
こ
と
の
な
い
信
仰
者
の
内
的
体
験
と
感
情
の
う
ち
に
 
基
 礎
 づ
け
 

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
察
に
基
づ
い
 
て
 著
者
 

は
 、
レ
ッ
シ
 
ン
ダ
 に
お
け
る
理
性
は
啓
示
や
信
仰
を
排
除
す
る
も
 
 
 

な
く
、
む
し
ろ
啓
示
や
田
伸
を
自
己
の
発
展
に
役
立
て
る
よ
う
な
 
 
 

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
宗
教
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
理
性
 概
 念
 」
 や
 

「
理
性
の
信
心
性
」
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
 

結
論
づ
 

け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
著
者
は
、
「
厭
わ
し
い
広
い
 

濠
 」
 0
 間
 題
 

と
し
て
の
真
正
性
を
疑
う
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
見
解
に
反
対
し
て
 
 
 

と
い
う
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
 

シ
ン
グ
の
「
厭
わ
し
い
広
い
 
濠
 」
に
は
「
時
間
的
な
 濠
 」
「
影
面
 
工
学
的
 

な
濠
 」
「
実
存
的
な
 濠
 」
の
三
つ
の
異
な
る
次
元
が
内
包
さ
れ
て
 い
る
こ
 

と
 、
そ
し
て
「
実
存
的
な
 濠
 」
と
い
う
次
元
が
含
ま
れ
て
い
る
 限
  
 

い
て
、
「
レ
ッ
シ
ン
グ
の
 
濠
 」
は
す
ぐ
れ
て
「
宗
教
的
な
問
題
」
 

で
あ
る
 

「
第
五
章
「
賢
者
ブ
ー
タ
ン
」
と
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
人
間
性
の
思
 
柱
心
し
」
 

に
お
い
て
は
、
こ
の
名
作
の
な
か
に
表
明
さ
れ
て
い
る
「
新
し
い
 

生
 の
 理
   
      
背理をちはにの 取でなをいと 賢最ぅ のうかの的中 提 日祭 

  



 
 

 
   

後
に
深
い
キ
リ
ス
ト
教
 的
 敬
虔
を
湛
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
 

著
者
は
 

明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

「
第
六
章
「
人
類
の
教
大
旦
に
お
け
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
根
本
恵
和
 

卜
 
」
 -
@
@
 

」
 
@
 

お
い
て
は
、
レ
ッ
シ
ン
グ
 抽
 後
の
著
作
で
あ
り
、
な
お
か
つ
 彼
 の
神
字
 

・
宗
教
哲
学
的
思
想
を
解
Ⅶ
す
る
た
め
の
最
も
重
要
な
鍵
で
 も
あ
る
 

「
人
類
の
教
大
旦
が
考
察
の
対
象
と
さ
れ
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
の
神
 

学
的
・
 

宗
教
哲
学
的
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
り
な
が
ら
、
「
断
片
的
、
反
定
 
立
 的
、
 

仮
説
的
で
戦
略
的
、
そ
し
て
と
り
わ
け
教
育
的
」
な
こ
の
書
物
 で
は
、
 

「
啓
示
」
と
「
教
育
」
の
問
題
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
 
、
現
在
 

に
お
い
て
は
い
ま
だ
真
理
が
両
義
的
で
あ
る
と
い
う
「
歴
史
的
 
ア
 ン
ビ
ヴ
 

プ
 レ
ン
ス
」
の
立
場
を
レ
ッ
シ
ン
グ
は
自
覚
し
て
お
り
、
ま
さ
に
 
そ
の
 自
 

覚
か
ら
、
人
類
の
歴
史
（
特
に
宗
教
史
 -
 は
 人
間
理
性
を
発
展
さ
 
せ
 山
刀
 
成
 

へ
と
導
く
教
育
の
場
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
が
は
じ
ま
る
の
だ
 

と
、
著
 

者
は
述
べ
て
い
る
。
「
人
類
の
教
大
旦
の
基
本
的
命
題
は
、
「
個
々
 

の
 人
間
 

に
お
い
て
教
育
に
あ
た
る
も
の
が
、
全
人
類
に
お
い
て
は
宮
下
 に
あ
た
 

る
 」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
「
教
育
と
は
個
々
の
 
人
 間
 に
生
 

起
す
る
啓
示
で
あ
る
。
そ
し
て
啓
示
と
は
人
類
に
生
起
し
た
、
 

そ
  
 

ま
も
な
お
生
起
す
る
教
育
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 そ
 し
て
、
 

胆
 さ
と
は
、
そ
こ
に
「
理
性
の
発
展
」
と
い
う
思
想
内
容
を
盛
り
 

捉
え
た
こ
と
に
あ
る
。
す
な
 

ね
 ち
、
神
は
人
間
理
性
の
発
展
の
度
 

「
人
類
の
教
育
」
と
い
う
考
え
方
に
お
け
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
新
し
 

さ
ら
に
そ
れ
と
対
応
さ
せ
て
、
神
の
啓
示
を
「
進
展
的
な
啓
示
」
 

心
 じ
て
、
漸
進
的
・
段
階
的
な
仕
方
で
啓
示
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
 

ム
ロ
い
に
 

込
み
、
 

さ
と
 大
 

と
し
て
 

い
 ,
 
つ
 田
し
 

怒
 な
の
で
あ
る
。
人
間
理
性
に
は
限
界
が
あ
り
、
啓
示
に
よ
っ
て
 
の
み
 接
 

虹
 可
能
な
知
識
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
一
方
で
、
レ
ッ
 
 
 

は
神
的
啓
示
の
超
越
性
と
人
間
理
性
の
内
在
的
発
展
と
の
関
係
  
 

て
 、
啓
示
さ
れ
た
真
理
を
理
性
の
真
理
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
 
、
啓
示
 

さ
れ
た
真
理
が
人
類
の
役
に
立
っ
た
め
に
は
絶
対
的
に
必
要
だ
と
 
述
べ
て
 

い
る
。
こ
の
と
き
レ
ッ
シ
ン
グ
が
考
え
て
い
る
の
は
、
啓
示
さ
れ
 
た
 真
理
 

が
地
な
る
真
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
人
間
形
成
に
と
っ
て
本
質
 
的
な
真
 

理
 と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
啓
示
的
真
理
の
体
得
な
い
し
自
己
化
 
 
 

な
ら
な
い
と
、
著
者
は
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
も
 
の
 -
 
」
 そ
 

「
新
し
い
永
遠
の
福
音
」
と
レ
ッ
シ
ン
グ
が
呼
ぶ
も
の
、
す
な
わ
 

ち
 完
全
 

な
 啓
蒙
と
心
の
純
粋
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
理
性
の
発
 
展
 あ
る
 

い
は
人
類
の
完
成
を
「
永
遠
の
福
音
の
再
発
見
」
と
結
び
つ
け
て
 
い
る
と
 

こ
ろ
に
、
著
者
は
超
越
的
信
仰
者
た
る
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
摂
理
 
信
  
 

見
 け
だ
し
、
一
般
の
啓
蒙
的
理
性
と
は
異
な
る
レ
ッ
シ
ン
グ
的
 
理
 性
 の
 特
 

徴
を
認
め
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
レ
ッ
シ
ン
グ
的
理
性
の
本
質
 は
 、
「
 宗
 

教
 的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
理
性
概
念
」
と
い
う
占
に
存
す
る
の
で
 
 
 

理
性
の
完
成
と
い
う
思
想
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
 

成
功
 し
 

た
 人
間
の
深
い
宗
教
的
自
覚
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自
律
と
し
て
の
 
「
日
神
 

律
 」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
 
啓
ぉ
 永
の
目
標
 

は
 、
自
律
が
同
時
に
神
津
で
あ
る
よ
う
な
啓
示
の
真
理
が
理
性
の
 
真
理
と
 

な
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
、
著
者
は
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
「
第
七
章
レ
ッ
シ
ン
グ
の
「
ス
ピ
ノ
ザ
 

義
 」」
に
お
 い
て
 

は
 、
レ
ッ
シ
ン
グ
没
後
に
彼
が
ス
ピ
ノ
ザ
正
義
者
で
あ
っ
た
か
 
否
 か
を
め
 

 
 

 
 

 
 

・
ヤ
コ
ー
ビ
と
の
間
に
繰
り
広
げ
ら
れ
、
や
が
て
同
時
代
の
 

 
 

 
 

思
想
界
全
体
を
巻
き
込
む
こ
と
と
な
っ
た
「
汎
神
論
論
争
」
の
 
考
 
 
 

じ
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
の
思
想
の
一
面
が
照
射
さ
れ
る
。
レ
ッ
シ
 
ン
  
 



ピ
ノ
ザ
 主
義
者
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
ヤ
コ
ー
ビ
と
、
レ
ッ
シ
 ン
  
 

人
 と
し
て
彼
の
立
場
を
「
純
化
さ
れ
た
汎
神
論
」
あ
る
い
は
「
 
ム
 日
興
約
百
 

神
 論
者
」
で
あ
っ
た
と
す
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
主
張
と
を
 
交
  
 

し
な
が
ら
、
し
か
し
レ
ッ
シ
ン
グ
の
真
の
立
場
は
万
有
在
神
論
で
 
あ
っ
た
 

の
だ
と
、
著
者
は
王
 
張
 す
る
。
著
者
に
 
ょ
 れ
ば
、
レ
ッ
シ
ン
グ
は
 
決
し
て
 

「
人
格
神
論
」
そ
の
も
の
を
 
甜
足
 し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
界
 
 
 

超
然
と
し
て
君
臨
す
る
他
律
的
な
神
を
否
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
 
 
 

が
、
 彼
の
神
 観
 
・
世
界
観
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
 

ス
 の
思
想
的
 ラ
ホ
 
誠
明
に
 

連
な
る
万
有
在
神
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
著
者
は
、
そ
う
 
し
た
 方
 

右
左
神
論
 
は
 つ
い
て
、
レ
ッ
シ
ン
グ
が
白
ら
の
思
想
の
本
来
的
 

定
 式
 と
し
 

て
い
た
の
は
「
ヘ
ン
・
カ
イ
・
パ
ー
ン
」
で
は
な
く
「
ヘ
ン
・
 

エ
 コ
 ｜
 
l
 

カ
イ
・
パ
ン
タ
」
 
-
 
わ
た
し
は
一
に
し
て
全
で
あ
る
 

-
 で
あ
っ
た
 と
し
て
、
 

そ
れ
を
通
常
の
㌧
 ぃ
昌
 （
ア
ム
の
 

ヨ
 宅
で
は
な
く
、
㌧
リ
コ
「
 u
.
 
の
 コ
 ・
 
ニ
 四
 の
 
ヨ
 仁
の
 

と
 名
付
け
て
い
る
。
 

以
ヒ
 紹
介
し
て
き
た
よ
 
う
 に
、
著
者
は
移
し
い
研
究
文
献
に
日
を
 

通
し
 

な
が
ら
も
、
つ
ね
に
レ
ッ
シ
ン
グ
の
原
典
に
立
ち
戻
り
、
レ
ッ
シ
 
 
 

思
考
の
軌
跡
を
忠
実
に
辿
り
直
す
と
い
う
作
業
を
重
ね
て
い
る
。
 

 
 

う
に
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
時
代
 
に
 先
駆
 

け
た
思
索
を
遂
行
し
て
い
た
レ
ッ
シ
ン
グ
の
、
新
鮮
か
つ
魅
力
的
 
な
 田
山
 
ね
し
 

家
 と
し
て
の
風
韻
で
あ
っ
た
。
レ
ッ
シ
ン
グ
Ⅲ
思
想
家
と
し
て
の
 
独
自
性
 

と
 先
進
性
と
を
、
彼
の
原
典
に
即
し
て
解
き
明
か
し
た
労
作
と
し
 
て
、
わ
 

が
 国
に
お
け
る
レ
ッ
シ
ン
グ
研
究
に
新
局
面
を
開
い
た
も
の
と
 舌
口
え
よ
 

う
 。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
実
存
的
・
主
体
的
理
解
の
努
力
の
結
 
黒
 な
の
 

だ
が
、
 詣
廿
 は
と
き
に
同
じ
 
地
 ハ
を
 遷
巡
 す
る
か
に
見
え
、
同
様
 
 
 

が
た
び
た
 ぴ
 な
さ
れ
る
た
め
に
文
脈
の
展
開
が
煩
雑
な
様
相
を
呈
 
 
 

る
 。
ま
た
逆
に
、
「
断
片
論
争
」
や
「
汎
神
論
論
争
」
を
取
り
 
ヒ
 げ
、
そ
 

の
 思
想
史
的
立
義
を
力
説
す
る
割
に
は
、
そ
れ
ら
の
論
争
そ
の
も
 

 
 

い
て
の
掘
り
下
げ
が
淡
泊
で
、
通
り
一
遍
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
 
 
 

 
 
 
 

な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
は
い
ず
れ
も
本
書
を
評
価
す
 る
 上
で
 

の
 、
 微
暇
 に
過
ぎ
な
い
。
西
洋
近
代
の
あ
り
よ
う
に
決
定
的
な
影
 
響
 を
与
 

え
た
啓
蒙
正
義
に
関
す
る
重
要
な
研
究
と
し
て
、
ま
た
何
よ
り
も
 
 
 

ン
グ
研
究
の
指
標
と
し
て
、
本
書
の
音
主
我
は
大
き
い
と
言
わ
な
け
 

 
 

ら
な
い
。
な
お
、
「
人
類
の
教
育
」
の
丹
念
な
翻
訳
と
、
詳
細
な
 
参
考
 文
 

献
表
 、
そ
し
て
英
文
ア
フ
ス
ト
ラ
ク
 ト が
巻
末
に
付
け
ら
れ
て
い
 
 
 

ね
 ら
も
読
者
・
研
究
者
に
益
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
る
こ
と
を
 
付
 記
し
て
 

お
き
た
 



矢
内
義
 
顕
 

本
書
は
、
著
者
が
過
去
四
十
年
に
わ
た
っ
て
発
表
し
 ァ
 、
き
た
論
文
  
 

か
ら
十
一
編
 
甘
 選
ん
で
加
筆
訂
正
し
、
新
た
に
執
筆
し
た
一
編
な
 

 
 

創
立
 社
 

一
九
九
九
年
二
月
一
五
日
刊
 

Ⅷ
十
一
一
八
一
一
十
 

-
 
八
一
百
 
只
 
-
 
八
一
二
 

0
0
 

円
 

坂
口
昂
苦
茗
 

「
中
世
の
人
間
観
 と
 歴
史
 

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
 コ
 ア
キ
ム
・
 

ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
 

  



 
 と

ハ
 

吉
 
評
   

編
集
し
、
一
書
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
表
題
 
と
 副
題
 

が
 示
す
と
お
り
ア
 
ン
ジ
 
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
 

一
 
Ⅰ
「
 
ぃ
コ
 
O
 の
 
m
n
o
L
-
 

下
お
 @
 
れ
 
Ⅰ
Ⅰ
㏄
Ⅰ
 

Ⅰ
の
㏄
・
）
り
り
 

ひ
 -
 、
フ
ィ
 斗
 Ⅱ
 レ
の
コ
 マ
 ノ
 上千
ム
㊤
 

o
p
n
 

三
ヨ
黛
 Ⅰ
 す
 
つ
「
 
乙
 
。
 い
 ・
 --
 
い
い
 

1
 品
 寵
き
巴
 、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
 

@
0
 コ
ミ
の
 コ
 （
 
仁
 「
 ぃ
 ）
 り
 ）
「
 
て
り
 
）
 
l
 Ⅱ
仝
 
-
 山
リ
 

三
人
を
め
ぐ
っ
て
 
、
 彼
ら
の
中
に
新
た
に
生
ま
れ
た
人
間
の
尊
厳
 
と
 歴
史
 

の
 進
歩
の
思
想
を
中
小
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
 

著
者
は
、
本
論
に
先
立
ち
、
「
中
世
に
お
け
る
人
間
観
の
発
展
 
｜
  
 

グ
ス
テ
ィ
 
ヌ
ス
 か
ら
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
 

ヘ
 」
「
中
世
に
お
け
る
歴
史
 

お
 「
の
 
拍
 0 「
三
 

m
H
 

ぎ
甲
 き
邑
 
そ
し
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
取
り
上
げ
、
 

観
 の
 発
 

修
道
 

展
｜
ア
ウ
 ク
ス
テ
ィ
 メ
 ス
の
終
末
論
か
ら
 
コ
 ア
 キ
ム
 の
新
し
い
 歴
 史
 神
学
 

へ
 」
と
題
さ
れ
る
二
つ
の
序
論
を
設
け
、
十
三
世
紀
に
い
た
る
ま
 
 
 

世
の
人
間
観
 
と
 歴
史
観
を
概
観
し
、
こ
の
二
つ
の
思
想
に
関
す
る
 十
三
世
 

 
 

ま
ず
人
間
観
に
つ
い
て
は
、
古
代
末
期
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 

メ
 
ス
 

戸
ロ
 ね
目
簗
ぎ
括
 

い
 い
乍
提
 ㊥
と
中
世
初
期
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
 
一
世
 

と
 禁
欲
の
場
に
お
け
る
三
者
の
肉
体
現
が
比
較
さ
れ
る
。
ア
ウ
グ
 ス
テ
ィ
 

ヌ
ス
 
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
托
身
 

一
 
受
肉
 -
 の
玄
義
が
仕
 迫
 生
活
と
 

い
う
褐
に
お
い
て
は
生
か
さ
れ
ず
、
肉
体
に
対
す
る
不
信
 と
疑
 惑
 が
強
 

く
 、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
お
い
て
は
そ
れ
が
極
限
に
ま
で
達
す
る
  
 

し
 、
禁
欲
的
修
行
の
厳
格
さ
に
お
い
て
は
人
後
に
落
ち
な
い
 
ブ
 ラ
  
 

コ
が
 
肉
体
を
「
兄
弟
肉
体
」
（
（
「
 ぃ
 （
の
「
 
c
o
 「
 
つ
目
 
s
 ）
「
兄
弟
駝
馬
」
 

宙
い
 ㍉
 
円
 
。
㍉
 

ぷ
ぎ
 亮
一
と
親
し
み
を
込
め
て
呼
び
か
け
る
。
こ
う
し
た
彼
の
 
肉
体
現
 

は
 、
精
神
と
肉
体
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
真
の
人
間
と
な
っ
た
キ
リ
 
 
 

り
 崇
敬
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
 

次
に
歴
史
観
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
著
者
は
ま
ず
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
 

を
 取
り
上
げ
る
。
彼
は
そ
の
終
末
論
に
お
い
て
オ
リ
ゲ
ネ
ス
正
義
 
と
 千
年
 

王
国
主
義
⑤
 丁
ヨ
ま
 ョ
目
色
 
と
 対
決
し
、
前
者
を
否
定
す
る
こ
 
と
に
よ
 

り
 
永
劫
回
帰
的
な
古
代
的
歴
史
 
甜
 の
 残
 倖
を
払
拭
す
る
が
、
他
方
 、
千
年
 

王
国
説
を
否
定
す
る
，
」
と
に
よ
り
、
 
そ
，
 」
に
内
蔵
さ
れ
て
い
た
 
末
 来
 主
義
 

的
 志
向
を
Ⅰ
拝
殿
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
終
末
観
は
グ
レ
ゴ
リ
 ウス
 
一
 

世
を
初
め
と
し
中
世
前
半
の
思
想
家
た
ち
に
受
け
継
が
れ
る
。
 

，
 @
 う
し
た
 

伝
統
と
決
別
し
、
革
命
的
と
も
言
え
る
末
末
主
義
的
・
進
歩
的
 
歴
 史
 神
学
 

を
 構
想
す
る
の
が
 
@
 
二
世
紀
の
 シ
ト
 １
食
フ
ィ
オ
レ
 
修
 族
の
設
立
 
者
コ
 ア
 

キ
ム
 で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
固
有
の
三
位
一
体
論
か
ら
出
発
し
、
 

 
 

代
 、
子
の
時
代
、
聖
霊
の
時
代
と
い
う
時
代
区
分
を
設
定
す
る
。
 

各
時
代
 

は
 
一
二
六
 0
 
年
の
期
間
を
も
ち
、
現
在
は
子
の
時
代
で
あ
る
。
 

し
  
 

そ
れ
は
間
も
な
く
終
わ
り
、
聖
霊
の
時
代
が
こ
の
地
上
に
到
来
す
 
る
 。
 そ
 

し
て
こ
の
新
時
代
は
既
存
の
教
会
、
社
会
制
度
が
消
滅
し
、
霊
的
 
修
道
士
 

が
 支
配
す
る
神
秘
的
な
時
代
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
既
存
の
秩
序
 
を
 否
定
 

す
る
危
険
を
苧
ん
だ
 コ
 ア
 キ
ム
 の
歴
史
神
学
を
、
フ
ラ
ン
シ
ス
  
 

ユ
 ー
マ
ニ
ズ
ム
 
と
 統
合
し
、
修
正
を
施
こ
す
こ
と
に
よ
り
受
容
 し
、
キ
 

リ
ス
ト
中
心
の
歴
史
神
学
を
構
想
す
る
の
が
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
  
 

（
 
円
丁
 0
 ヨ
餌
 
戸
コ
三
コ
 餌
 
忘
り
仝
 て
叩
元
 ～
 巴
と
双
壁
 を
な
す
 ト
 三
世
  
 

ラ
ン
シ
ス
コ
金
神
学
者
 
ボ
ナ
 ヴ
ェ
ン
ト
ウ
 
ラ
 で
あ
る
。
 

こ
う
し
て
著
者
は
、
人
間
の
尊
厳
と
歴
史
の
進
歩
と
い
う
近
代
に
 
 
 

6
 世
界
観
の
基
盤
を
な
す
二
つ
の
思
想
が
 、ト
 三
世
紀
に
そ
の
 
宗
 教
的
源
 

泉
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
 、コ
 ア
 キ
ム
  
 

 
 
 
 

ウ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
 
と
を
よ
 

 
  

 

り
 詳
細
に
論
じ
て
い
く
の
が
本
論
で
あ
る
。
 

 
 

本
論
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
を
中
心
に
論
じ
る
 
第
一
 



章
か
ら
第
五
章
ま
で
の
前
半
部
と
、
フ
ィ
オ
レ
の
 コ
 ア
 キ
ム
と
ボ
 ナ
ヴ
ェ
 

ン
ト
ゥ
ラ
の
歴
史
神
学
を
論
じ
る
第
六
章
か
ら
第
十
 
章
 ま
で
の
後
 半
部
の
 

二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

前
半
部
で
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
生
い
立
ち
と
人
柄
か
ら
始
ま
り
 
 
 

ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
形
成
過
程
 -
 第
三
号
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
合
成
 主
当
時
 

の
他
の
民
衆
宗
教
運
動
と
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
ム
 

ム
 と
の
相
違
（
第
一
二
 享
一
、
 フ
 

ラ
ン
シ
ス
コ
と
カ
タ
リ
派
 一
 
第
三
上
呈
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
教
 

団
 組
織
 

-
 第
四
章
 -
 、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
金
内
の
党
派
対
立
の
原
因
（
第
五
 %
 
享
一
 が
 

論
じ
ら
れ
る
。
 

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
宗
教
運
動
は
十
二
世
紀
か
ら
勃
興
し
た
富
裕
な
 
都
市
 

民
 ・
貴
族
に
よ
る
民
衆
宗
教
運
動
に
端
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
 

占
 で
は
、
 

同
時
代
の
フ
ル
デ
ス
派
 や
フ
 ミ
リ
ア
テ
ィ
 

-
 
謙
遜
派
一
な
ど
と
 
同
  
 

宗
教
的
個
人
主
義
・
主
観
主
義
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
 け
れ
ど
 

も
 、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
他
の
宗
教
運
動
が
異
な
る
点
は
 
、
 彼
の
 キ
  
 

の
 人
性
に
対
す
る
激
し
い
愛
で
あ
る
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
そ
 して
 キ
 

リ
ス
ト
の
模
倣
・
随
順
が
、
聖
体
と
そ
の
保
管
者
で
あ
る
教
会
へ
 
と
つ
な
 

が
り
、
彼
の
宗
教
運
動
に
客
観
的
聖
職
者
の
秩
序
へ
の
畏
敬
と
い
 
う
 強
い
 

教
会
内
的
志
向
を
与
え
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
お
い
て
は
清
貧
の
 キ
リ
ス
 

ト
を
 模
倣
す
る
宗
教
的
脱
社
会
運
動
と
教
会
内
志
向
と
い
う
相
対
 
立
 す
る
 

要
素
は
全
く
消
失
す
る
。
「
カ
リ
ス
マ
が
 

オ
 ル
ド
ー
を
も
っ
と
も
 
深
い
内
 

両
 性
に
お
い
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
」
（
七
三
頁
Ⅱ
 

券
 、
こ
れ
 は
、
物
 

小
 二
元
論
、
肉
体
の
軽
視
、
キ
リ
ス
ト
仮
現
論
、
聖
体
の
秘
跡
の
 
否
定
を
 

三
振
 し
 、
十
二
世
紀
以
来
 南
 仏
を
中
心
に
猛
威
を
ふ
る
っ
た
 カ
タ
  
 

異
端
を
根
本
的
に
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
 

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
宗
教
運
動
が
脱
社
会
性
と
い
う
性
格
 
を
持
 

ち
な
が
ら
、
な
お
世
俗
社
会
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
理
想
を
実
現
し
 よ
う
と
 

す
る
な
ら
、
修
道
会
と
い
う
制
度
化
さ
れ
た
組
織
と
な
ら
ざ
る
 
 
 

い
 。
こ
の
制
度
化
に
お
い
て
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
の
「
第
一
会
則
」
 「
第
二
 

 
 

会
則
」
は
い
ず
れ
も
法
的
に
は
不
備
な
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
 

そ
れ
は
 

法
的
知
識
の
欠
如
で
は
な
く
、
兄
弟
 愛
 と
互
助
に
よ
る
霊
的
団
体
 と
い
う
 

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
本
来
の
精
神
か
ら
す
る
と
「
意
図
的
な
作
為
で
 
あ
る
と
 

い
っ
て
よ
か
ろ
う
」
二
三
 0
 貞
 -
 と
 著
者
は
指
摘
す
る
。
き
ら
 に
 十
三
 

世
紀
、
十
四
世
紀
に
は
組
織
化
さ
れ
た
教
団
内
で
聖
霊
派
 
と
修
院
  
 

党
派
分
裂
が
連
続
的
に
生
じ
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
 でに
も
 

様
々
な
見
解
が
提
出
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
こ
の
党
派
対
立
へ
 
の
 托
鉢
 

修
道
会
論
争
の
も
つ
意
味
を
解
明
し
、
こ
の
論
争
の
中
で
フ
ラ
ン
 シ
ス
コ
 

金
内
に
 コ
 ア
キ
ム
手
妻
が
受
容
さ
れ
て
い
く
経
過
を
明
ら
か
に
す
 
る
 。
 こ
 

の
 テ
ー
マ
を
よ
り
詳
細
に
論
ず
る
の
が
本
書
の
後
半
部
で
あ
る
。
 

後
半
部
は
 ボ
 ナ
ウ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
 
と
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
関
係
 -
 
策
 

六
章
一
か
ら
始
ま
り
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
 

ラ
 の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
 
伝
 に
つ
い
 

て
 
（
第
七
寸
 邑
 、
 コ
 ア
 キ
ム
 の
歴
史
神
学
と
ス
コ
ラ
学
者
 ｜
 ト
マ
 
ス
と
ボ
 

ナ
 
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
 ー
 
-
 
第
八
寸
 邑
 、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
 と
ョ
 
ア
キ
ム
 

（
第
九
章
）
そ
し
て
 ボ
ナ
 ヴ
ェ
ン
ト
ウ
 
ラ
 の
歴
史
神
学
に
お
け
る
 
キ
リ
ス
 

ト
 0
 位
置
一
第
十
寸
 邑
が
 論
じ
ら
れ
る
。
 

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
と
伝
統
的
な
 

ア
ウ
 ク
ス
テ
ィ
 
メ
 ス
 的
 神
学
  
 

関
係
は
十
三
世
紀
の
思
想
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
ボ
ナ
 
ヴ
エ
 
 
 

う
の
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
 

こ
 れ
ま
で
 

も
様
々
な
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
書
で
は
彼
の
生
涯
の
前
半
 圭
三
 

一
五
七
年
ま
で
一
と
晩
年
と
に
時
期
を
区
切
り
、
そ
の
態
度
の
変
 

化
 を
明
 

ら
か
に
す
る
。
そ
の
前
半
生
に
お
い
て
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
 
好
意
的
 



 
 評

 
@
 
生
日
 

 
 

 
 

で
あ
り
な
が
ら
も
、
厳
格
な
神
学
的
世
界
観
の
ゆ
え
に
 
ア
ゥ
グ
ス
 
テ
ィ
ニ
 

ズ
ム
の
立
場
を
堅
持
し
た
が
、
晩
年
（
一
二
六
 
セ
 年
以
降
）
に
は
 
 
 

ト
テ
レ
ス
に
対
し
批
判
的
姿
勢
を
と
る
。
こ
う
し
た
変
化
の
理
由
 
と
し
て
 

は
、
 ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
正
義
の
進
展
に
対
す
る
危
機
感
が
あ
る
こ
と
 
は
 @
 ロ
 ラ
 

ま
で
も
な
い
が
、
著
者
は
こ
こ
に
 

コ
 ア
キ
ム
幸
義
の
歴
史
神
学
の
 

影
響
が
 

あ
る
こ
と
を
、
 
冒
 王
土
曜
日
の
説
教
」
 
@
 
ぬ
め
 ぬ
か
 
ぬ
 ～
 
Q
 

き
 
@
 
ぃ
 ～
 
ら
 ）
 ㏄
の
「
一
 

な
 

始
め
と
す
る
晩
年
の
著
作
か
ら
立
証
す
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
彼
の
「
 
聖
 
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
大
仏
 -
 
記
 」
 バ
ぬ
幡
 い
さ
㌔
 
ぬ
 

ま
 さ
 ～
 
ら
ぺ
鰹
さ
ぅ
 ～
～
 
毛
 遷
さ
Ⅰ
 汁
 q
@
.
 

）
㏄
の
こ
に
も
あ
て
は
ま
る
。
著
者
は
 
,
-
 Ⅰ
 

伝
記
が
聖
霊
派
 対
修
 院
派
の
対
立
を
緩
和
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
 の
で
は
 

な
い
と
し
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
控
え
め
な
が
ら
も
托
鉢
修
道
会
 
論
争
が
 

意
識
さ
れ
て
お
り
、
何
よ
り
も
、
 

コ
 ア
キ
ム
主
義
の
影
響
を
受
け
 

て
ブ
 ラ
 

ン
シ
ス
コ
の
生
涯
全
体
を
歴
史
神
学
的
に
意
味
づ
け
た
こ
と
に
そ
 
の
 特
色
 

が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

同
時
代
の
ド
ミ
ニ
コ
金
神
学
者
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
神
学
の
 
重
占
 

を
 啓
示
の
真
理
そ
の
も
の
の
客
観
的
把
握
に
置
い
て
、
 

コ
 ア
 キ
ム
 に
は
 批
 

判
 的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
、
啓
示
の
真
 
理
 を
歴
 

史
 と
人
生
の
中
で
内
面
的
・
主
観
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
そ
の
 
神
学
的
 

姿
勢
か
ら
、
 

コ
 ア
キ
ム
主
義
を
積
極
的
に
自
ら
の
神
学
に
取
り
入
 
れ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
彼
は
こ
の
カ
ラ
フ
リ
ア
の
修
道
七
の
説
を
盆
批
判
に
 
受
容
 す
 

る
の
で
は
な
い
。
本
書
の
最
後
の
二
章
は
 
、
コ
 ア
 キ
ム
 
の
晦
渋
 と
 も
い
え
 

る
 
「
黙
示
録
註
解
 L
@
 
館
 ③
Ⅰ
～
～
ら
ぎ
 曽
 
Q
Q
 
む
ち
 
③
 ま
 
）
 こ
 9
 
 と
 ボ
ナ
ヴ
 

ン
ト
ゥ
ラ
の
 
最
 晩
年
に
書
か
れ
た
「
天
地
創
造
講
話
 ヒ
巳
ら
 ～
～
 

ぬ
 ～
～
 
ら
や
 
@
 
氏
 
い
 

一
生
め
こ
 鸞
ぬ
 さ
さ
に
Ⅱ
じ
と
の
 対
昭
 、
お
よ
び
後
者
の
二
つ
の
 版
 、
す
 

わ
ち
全
集
版
 
と
デ
ロ
 ル
ム
版
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
、
ボ
ナ
 

ヴ
 
ェ
ン
 @
 

ゥ
ラ
 が
 コ
 ア
キ
ム
正
義
を
批
判
的
に
受
容
 
し
 、
か
つ
 彼
 独
自
の
 キ
  
 

中
心
的
な
歴
史
神
学
を
構
想
し
ょ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
 
る
 。
 

本
論
の
最
後
で
、
著
者
は
、
「
結
局
、
真
の
神
で
あ
り
な
が
ら
 
真
  
 

間
 と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
に
従
う
 ア
シ
ジ
 
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
 修
 道
理
想
 

と
 、
未
来
に
新
時
代
を
望
む
フ
ィ
オ
レ
の
 コ ア
 キ
ム
 の
歴
史
神
学
 
は
、
ボ
 

ナ
 ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
お
い
て
み
ご
と
に
綜
合
に
達
し
た
と
言
う
べ
 

き
で
あ
 

ろ
 う
 」
三
一
 セ
六
｜
ニ
セ
セ
 
直
一
と
結
論
す
る
。
こ
こ
に
本
書
の
 す
べ
て
 

が
 表
現
さ
れ
て
い
る
。
 

以
上
、
本
書
の
内
容
を
大
ま
か
に
紹
介
し
て
き
た
。
本
書
の
各
 論
文
 

は
 、
数
多
く
の
先
行
の
研
究
を
参
照
し
つ
つ
も
、
著
者
な
ら
で
は
 
の
 綿
密
 

な
 
テ
キ
ス
ト
の
読
解
に
裏
付
け
ら
れ
た
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
結
論
 
を
 提
出
 

し
 、
そ
の
論
旨
は
極
め
て
明
快
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
以
下
に
二
七
だ
け
筆
者
の
抱
い
た
疑
問
を
述
べ
た
い
。
 

肉
体
 

の
 蔑
視
に
つ
い
て
著
者
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
の
「
対
話
コ
口
 
ぎ
ざ
 校
し
 

で
 語
ら
れ
る
べ
ネ
デ
ィ
ク
 
ト
タ
 ス
㊨
の
 コ
 の
 日
ぃ
 （
仁
の
繍
 

Z
c
 

「
の
田
ぃ
 

り
 ・
 ト
 ㏄
 つ
｜
 

㎝
 膵
 Ⅱ
Ⅰ
 

0
0
 

一
の
禁
欲
的
修
行
に
お
け
る
肉
体
酷
使
の
場
面
 二
 一
巻
 一
 主
星
 
を
 

取
り
上
げ
る
。
確
か
に
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
描
く
べ
ネ
デ
ィ
ク
 
ト
  
 

姿
 に
は
壮
絶
な
ま
で
の
精
神
と
肉
体
と
の
闘
争
が
見
出
さ
れ
る
  
 

し
 、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
が
著
し
た
と
さ
れ
る
「
戒
律
 ヒ
 
英
武
 ま
 ～
已
に
 

お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
、
「
心
と
何
と
を
、
 

王
 0
 ム
 叩
ム
 
Ⅰ
 

に
 対
す
る
服
従
の
戦
い
の
た
め
に
準
備
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
 -
 
句
Ⅰ
 
0
 一
 

膵
 。
Ⅰ
そ
の
修
道
院
に
お
い
て
は
「
過
酷
な
こ
と
、
耐
え
難
い
こ
 と
は
 定
 

 
 
 
 

め
な
い
」
 

釜
 「
 日
 ・
 p
 巳
と
 述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
戒
律
」
に
は
 

肉
 体
へ
の
 

極
端
な
不
信
、
疑
念
は
見
出
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
著
者
自
身
が
 、
本
書
㎝
 

 
 

に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
論
文
「
品
玉
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
修
道
 
規
則
 ヒ
 



に
お
け
る
 
臼
 m
n
 
「
の
（
ざ
の
理
念
」
三
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
 
ツ
ス
と
修
 追
院
文
 

仕
口
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
、
一
九
九
八
年
、
三
 
｜
三
 0
 貞
一
に
 

お
い
て
詳
細
に
論
じ
る
と
お
り
、
「
戒
律
」
を
貫
く
 臼
 m
n
 
「
の
㎡
 

@
 
。
 -
 分
別
 -
 

の
 理
念
で
は
な
い
だ
 
る
 向
か
。
も
ち
ろ
ん
、
本
書
で
も
 べ
 ネ
デ
ィ
  
 

ス
は
 
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
 -
 
セ
五
｜
セ
 
セ
頁
 ㍉
 

し
か
し
、
西
欧
中
世
の
人
間
観
に
及
ぼ
し
た
べ
ネ
デ
ィ
ク
 
ト
ヴ
ス
 の
 
「
 
戒
 

律
 三
の
影
響
は
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
、
大
変
細
か
い
こ
と
で
恐
縮
だ
が
、
二
七
一
頁
 
一
 @ 
二
行
 目
の
 

「
…
 ボ
ナ
 ヴ
ェ
ン
ト
ウ
 ラ
 は
そ
れ
を
祈
願
す
る
人
々
㌃
三
も
由
 ぃ
 ㏄
 侍
 
0
 Ⅱ
 
い
 
し
 

と
 超
絶
す
る
人
々
③
耳
組
 ョ
 p
n
 
㎡
 
才
 ご
に
分
類
す
る
」
と
あ
る
が
 
「
…
 ボ
 

ナ
 ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
そ
れ
を
祈
願
す
る
人
々
 家
 二
口
口
 
由
 np
 ㎡
 
o
 「
の
 
w
-
 と
 観
想
 

す
る
人
々
一
名
の
 c
 三
ミ
 0
 「
の
り
）
と
超
絶
す
る
人
々
（
 
s
u
r
s
u
 

ヨ
 a
c
 
（
 
モ
 ご
に
 分
 

類
す
る
」
で
は
な
い
だ
ら
つ
か
こ
 ヰ
 Ⅰ
 鞍
 ：
Ⅹ
Ⅹ
 目
，
き
 ㍉
 

本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
三
人
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
つ
い
 
て
は
 

我
が
国
に
お
い
て
も
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
、
親
し
ま
れ
て
き
た
  
 

し
、
コ
 ア
キ
ム
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
 ラ
 
に
関
し
て
は
、
こ
の
 十
 年
 ぐ
ら
 

い
、
よ
う
や
く
そ
の
著
作
の
翻
訳
や
研
究
書
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
 
る
よ
う
 

に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
も
、
長
年
に
わ
た
り
、
こ
の
分
野
 
に
お
い
 

て
 先
駆
的
な
研
究
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
著
者
の
論
文
が
一
室
 

ロ
 と
し
て
 

ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
 
-
&
 
尽
 り
た
 

「
あ
と
が
き
」
の
中
で
、
著
者
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
西
欧
的
 
終
末
 

観
が
 仏
教
思
想
、
東
洋
的
末
法
思
想
を
取
り
入
れ
て
い
く
必
要
を
 
説
き
、
 

そ
れ
を
今
後
の
思
索
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
今
後
の
研
 
究
 の
ご
 

発
展
を
願
っ
て
や
ま
な
 

  
 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   



本
書
は
、
 

功
一
を
中
心
 

書
 で
あ
る
。
 

は
じ
め
に
 

ユ
ダ
ヤ
人
 

を
追
わ
れ
、
 

ア
フ
リ
カ
か
 

に
は
、
既
に
 

に
な
り
、
西
 

は
、
独
自
の
 

て
い
っ
た
。
 

@
@
 

ロ
ま
叩
は
、
 

を
使
っ
た
。
 

と
り
わ
け
 

 
 

 
 

田
口
貞
夫
 

一
八
八
一
年
に
お
こ
っ
た
ポ
グ
ロ
ム
 
-
 
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
 
暴
 

に
 、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
歴
史
に
つ
い
て
記
し
た
 

内
容
を
要
約
す
る
。
 

は
 、
紀
元
 七
 0
 年
 、
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
り
祖
国
パ
レ
ス
チ
ナ
 

少
数
の
残
留
者
を
除
き
、
主
に
二
つ
の
方
向
へ
、
一
 

つ
 は
化
 

ら
 ス
ペ
イ
ン
 
ヘ
、
 他
は
中
欧
か
ら
東
欧
へ
離
散
し
た
。
東
欧
 

十
三
世
紀
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
居
住
し
て
い
た
が
、
十
五
世
紀
 

欧
か
ら
迫
害
を
逃
れ
て
多
数
が
東
欧
へ
移
住
し
た
。
か
れ
ら
 

共
同
体
を
形
成
し
、
多
様
な
経
済
活
動
を
し
な
が
ら
発
展
し
 

ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
中
世
ド
イ
ツ
語
の
混
交
し
た
イ
デ
ッ
シ
ュ
 

語
 

ポ
ー
ラ
ン
ド
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
セ
ン
タ
ー
と
な
り
発
展
し
 、
 

ラ
イ
ナ
に
も
ユ
ダ
ヤ
移
民
が
増
加
し
た
。
 

に
な
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
に
よ
り
、
 

伐
 っ
て
ロ
シ
ア
帝
国
 

黒
川
畑
支
署
 

「
ロ
シ
ア
仕
ム
 
ム
と
 ユ
ダ
ヤ
人
 

 
 

ヨ
ル
ダ
ン
 社
 

一
九
九
六
年
一
二
月
一
六
口
 
刊
 

A
5
 判
 
三
 0
 四
頁
三
三
 0
0
 円
 

  



 
  

 
 
 

 
 

主
日
 

が
 約
百
万
人
の
ユ
ダ
ヤ
移
民
の
住
む
世
界
最
大
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
 
セ
  
 

と
な
っ
た
。
十
九
世
紀
末
、
一
八
八
一
年
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
 
二
 世
が
暗
 

殺
さ
れ
、
そ
の
 
一
ケ
 用
後
、
ポ
グ
ロ
ム
が
勃
発
し
た
。
更
に
 、第
 
一
次
 革
 

命
期
の
一
九
 
0
 四
年
１
六
年
に
、
第
二
次
ポ
グ
ロ
ム
が
発
生
、
内
 
戦
期
の
 

一
九
一
九
年
１
三
一
年
に
第
三
次
ポ
グ
ロ
ム
が
発
生
し
た
。
 

序
章
本
書
の
問
題
関
心
 

ポ
グ
ロ
ム
発
生
に
よ
っ
て
、
一
八
八
一
年
か
ら
一
九
一
 

0
 年
 ま
で
  
 

百
五
十
万
人
以
上
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
ロ
シ
ア
を
離
れ
て
他
国
へ
移
住
 
 
 

そ
の
七
割
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
目
ざ
し
た
。
 

又
 、
祖
国
イ
ス
ラ
 
エ
ル
 ヘ
 

移
っ
た
の
が
、
ア
リ
ヤ
ー
運
動
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
に
 
残
っ
た
 

ユ
ダ
ヤ
人
、
と
り
わ
け
青
年
の
一
部
は
、
自
由
と
権
利
を
得
よ
う
 

と
し
て
 

革
命
運
動
に
参
加
し
た
。
 

こ
の
よ
う
に
、
帝
政
ロ
シ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
を
大
き
く
変
化
さ
 
せ
た
 

ポ
グ
ロ
ム
に
つ
い
て
、
そ
し
て
ポ
グ
ロ
ム
に
代
表
さ
れ
る
帝
政
 ロ シ
ア
 に
 

お
け
る
 反
 ユ
ダ
ヤ
幸
義
 
は
 つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
現
代
に
お
 

け
る
ュ
 

グ
 ヤ
人
問
題
の
解
明
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
 

第
一
章
で
は
、
東
欧
と
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
と
、
 

ュ
 ダ
ヤ
 

人
の
宗
教
活
動
に
つ
い
て
概
観
し
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
で
は
、
 

 
 
一
 ・
Ⅰ
・
Ⅰ
 

/
 『
 
，
 

一
年
ポ
グ
ロ
ム
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
終
章
で
は
、
ポ
グ
ロ
ム
 

以
 後
の
 ュ
 

ダ
ヤ
社
会
と
知
識
人
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
 

第
三
手
東
欧
と
ロ
シ
ア
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
 

東
欧
ロ
シ
ア
に
亡
命
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
独
自
の
共
同
体
（
 ヴ
 ァ
ア
 

「
）
を
形
成
し
て
、
其
処
を
根
拠
に
生
活
し
た
。
ヴ
ァ
ア
ド
は
 

国
 家
 を
奪
 

じ
 れ
 た
 ユ
ダ
ヤ
人
に
と
り
、
国
家
に
代
 

る
 機
関
で
あ
っ
た
。
こ
の
 
共
同
体
 

は
 ユ
ダ
ヤ
教
を
基
盤
に
し
た
自
治
形
態
を
と
り
、
政
治
や
宗
教
上
 

o
 間
 題
 

を
 管
轄
し
た
。
 

か
れ
ら
は
、
又
、
其
処
で
、
西
欧
で
や
っ
て
き
た
高
利
貸
業
を
継
 
続
し
 

て
 蓄
財
し
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
貴
族
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
植
民
活
動
 へ 必
要
 

な
 資
金
を
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
借
り
、
担
保
と
し
て
土
地
を
預
け
た
。
 

ユ
ダ
ヤ
 

人
は
そ
の
土
地
を
基
に
、
農
業
、
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
な
ど
を
し
 
て
 発
展
 

し
た
。
こ
の
制
度
は
ア
レ
ン
ダ
 

制
 と
い
っ
た
。
 

宗
教
共
同
体
 

カ
 
ラ
イ
派
は
伝
統
派
と
異
な
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
派
で
聖
書
の
み
に
 
基
づ
 

い
て
法
規
を
決
め
、
伝
統
派
よ
り
も
厳
し
く
、
宗
教
規
定
を
守
っ
 

 
 

世
紀
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
で
興
り
、
そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 ヘ 移
動
し
 、
ス
ペ
 

イ
 ン
で
は
 迫
 生
口
さ
れ
た
が
、
十
九
世
紀
以
降
、
東
欧
へ
移
り
、
 

ビ
  
 

帝
国
で
活
動
に
成
功
し
た
。
十
三
世
紀
後
半
に
、
カ
ラ
 
イ
 派
は
 ク
  
 

に
 移
住
し
、
伝
統
派
が
定
住
し
て
い
な
い
地
域
に
共
同
体
を
形
成
 
し
て
、
 

伝
統
派
と
対
立
し
た
。
ク
リ
ミ
ア
・
カ
ラ
イ
派
は
、
 

@
 五
 m
 、
風
俗
 、
習
慣
 

・
タ
タ
ー
ル
系
で
、
黒
 
い
 ユ
ダ
ヤ
人
と
呼
ば
れ
た
。
 

ン
ュ
 
テ
ッ
ト
ル
は
、
ヴ
ァ
ア
ド
の
基
礎
と
な
る
最
小
単
位
で
、
 

イ
  
 

ン
ュ
 
語
で
「
小
さ
な
町
」
を
意
味
す
る
。
中
心
に
市
場
と
 シ
ナ
  
 

一
 ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
堂
 
-
 が
あ
っ
た
。
 

ユ
ダ
ヤ
住
民
の
日
常
生
活
で
は
、
安
息
日
の
礼
拝
が
重
要
と
さ
れ
 

-
@
 

@
@
.
@
 

。
 

シ
ナ
ゴ
ー
グ
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
殿
に
代
 
る
 礼
拝
堂
で
、
集
会
場
 で
も
あ
 

っ
た
 。
個
々
の
家
の
家
庭
行
事
に
は
、
シ
ュ
テ
 ツ ト
ル
の
住
民
 
全
 員
 が
集
 

っ
て
 @
 
っ
た
。
 

 
 
 
 

ノ
ュ
 
テ
ッ
ト
ル
は
一
九
三
九
年
以
後
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
侵
入
し
た
 

 
 

3
 9

 

ツ
 軍
に
よ
り
崩
壊
し
た
。
 

 
 

第
二
章
一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
の
実
態
 



 
 一

八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
暗
殺
事
件
の
 

一
 ケ
月
 

後
に
 南
 ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
平
野
や
鉄
道
沿
い
に
集
中
し
て
興
っ
た
。
 

加
害
者
 

は
 、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
農
民
、
町
人
、
下
級
労
働
者
で
、
都
市
で
は
 
 
 

ら
の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
多
か
っ
た
。
被
害
者
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
町
 
人
 、
商
 

大
 で
、
家
屋
や
商
店
は
破
壊
さ
れ
た
が
、
殺
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
 
な
か
っ
 

@
@
 

辛
 
@
@
 

。
 

ヘ
ル
ソ
ン
県
に
お
け
る
ポ
グ
ロ
ム
 

発
生
直
前
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
命
令
が
政
府
か
ら
出
た
と
い
う
 
噂
 が
弘
 

ま
り
、
民
衆
は
、
そ
の
噂
を
信
じ
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
家
屋
、
商
店
、
 

居
酒
屋
 

な
ど
を
、
特
定
の
扇
動
者
な
し
に
、
無
計
画
、
感
情
的
に
破
壊
し
 
た
 

第
三
章
一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
の
お
目
見
 

只
 

経
済
的
利
害
状
況
 

都
市
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
 人
と
 
ユ
ダ
ヤ
人
の
下
層
民
同
志
が
対
 立
し
 

た
 。
出
稼
ぎ
労
働
者
は
、
都
会
に
定
住
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
に
 
就
職
難
 

で
あ
り
、
又
、
 
穀
価
 騰
貴
が
都
市
下
層
 民
 に
大
影
響
を
与
え
た
。
 

農
村
で
は
、
都
市
に
比
べ
て
、
市
場
で
争
い
が
多
く
興
っ
た
。
 

市
 場
で
 

は
 、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
農
民
の
物
価
上
昇
の
不
満
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
商
店
   

て
 爆
発
し
た
。
な
お
、
都
市
で
も
農
村
で
も
、
襲
撃
の
対
象
が
 ュ
 
 
 

に
 限
ら
れ
た
の
は
、
住
民
の
伝
統
的
反
ユ
ダ
ヤ
感
情
に
よ
る
。
 

伝
統
的
反
ユ
ダ
ヤ
感
情
 

ロ
シ
ア
に
お
け
る
 
反
 ユ
ダ
ヤ
正
義
 

A
 
 調
和
共
存
 期
 

ハ
ザ
ー
ル
国
は
、
東
欧
、
黒
海
沿
岸
地
域
に
形
成
さ
れ
た
ト
ル
コ
 

茶
国
 

家
で
、
七
世
紀
に
お
こ
り
、
十
一
世
紀
に
滅
亡
し
た
。
ハ
ザ
ー
ル
 
国
 の
 支
 

配
 者
は
 カ
 ラ
イ
派
の
信
仰
を
う
け
い
れ
た
。
ハ
ザ
ー
ル
国
で
、
 

ュ
  
 

 
 

は
 賢
い
商
人
、
文
化
の
伝
播
者
と
し
て
尊
敬
き
れ
て
い
た
。
な
お
 、
宗
教
㎎
 

寛
容
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
迫
害
さ
れ
な
か
 
 
 

 
 
 
 

B
 
 
反
 ユ
ダ
ヤ
主
義
萌
芽
 
期
 

ハ
ザ
ー
ル
国
は
ロ
シ
ア
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
攻
撃
に
よ
り
、
 

一
 0
 
一
 -
 
、
ノ
 

年
に
滅
亡
し
た
。
ロ
シ
ア
帝
国
に
は
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
く
 
、
 彼
ら
が
 

ロ
シ
 

ア
の
 ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
公
に
ユ
ダ
ヤ
教
改
宗
を
進
言
し
た
が
、
公
は
 
 
 

年
に
正
教
を
国
教
と
し
た
。
以
後
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
ロ
シ
ア
人
に
 
改
宗
を
 

せ
 ま
っ
た
と
し
て
敵
意
を
も
た
れ
る
様
に
な
っ
た
。
 

ロ
シ
ア
で
は
、
十
五
世
紀
以
後
、
次
第
に
反
ユ
ダ
ヤ
感
情
が
弘
ま
 

 
 

又
 、
ユ
ダ
ヤ
人
を
キ
リ
ス
ト
殺
し
の
悪
人
と
み
な
す
、
宗
教
的
反
 ユダ
ヤ
 

正
義
も
根
強
く
な
っ
た
。
啓
蒙
君
王
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
を
の
ぞ
い
 

て
、
殆
 

ど
の
皇
帝
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
追
放
 策
 を
と
っ
た
。
 

C
 
 
同
化
政
策
 期
 

ェ
カ
 
テ
り
 ナ
二
世
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
居
住
地
を
限
定
し
た
。
ア
レ
ク
 
 
 

ド
ル
一
世
は
 
ユ
 タ
 ヤ
 人
を
矯
正
し
て
、
ロ
シ
ア
文
化
に
同
化
さ
せ
 よ
う
と
 

し
た
。
ニ
コ
ラ
イ
一
世
は
 
、
ユ
 
タ
 ヤ
 人
を
強
制
的
に
ロ
シ
ア
正
教
 に
政
山
下
 

さ
せ
よ
う
と
し
た
が
失
敗
し
た
。
 

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世
は
再
び
自
由
主
義
的
な
同
化
策
を
と
っ
た
 
 
 

一
八
六
一
年
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
反
乱
以
後
は
、
政
策
を
変
更
し
て
、
 

ユ
ダ
ヤ
 

人
な
ど
、
少
数
民
族
を
差
別
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
 

反
 ユ
ダ
ヤ
 的
ユ
 
タ
 ヤ
人
 像
の
背
景
 

搾
取
者
的
ユ
ダ
ヤ
人
 像
 と
異
人
種
的
ユ
ダ
ヤ
人
 
像
 が
あ
る
。
搾
取
 
音
的
 

ユ
 タ
 ヤ
 人
傑
 は
 、
シ
エ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
中
の
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
 
 
 

１
ム
 ズ
 
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
又
、
ゴ
ー
ゴ
リ
の
「
タ
ラ
ス
 
 
 



 
 

 
 

 
 

書
評
 

バ
 」
 や
 、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
死
の
家
の
記
録
」
な
ど
に
 
出
 て
く
る
 

 
 

異
人
種
的
ユ
ダ
ヤ
人
 像
は
 、
排
他
的
な
独
自
の
共
同
体
に
住
み
 、
一
三
口
 

語
 、
服
装
な
ど
の
違
い
か
ら
お
こ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 

宗
教
的
背
景
 

ユ
ダ
ヤ
人
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
独
自
の
共
同
体
を
形
成
し
、
イ
デ
ッ
 

ン
ュ
 

語
を
用
い
、
政
府
の
同
化
政
策
を
拒
否
し
つ
づ
け
た
の
も
、
 

ユ
 ダ
  
 

宗
教
に
起
因
し
て
い
た
。
 

ユ
ダ
ヤ
教
の
宗
教
運
動
 

十
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
教
宗
教
運
動
に
は
、
伝
統
派
の
連
動
 
 
 

ス
カ
ラ
ー
運
動
、
ム
サ
ー
ル
運
動
、
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
運
動
が
あ
っ
 

 
 

伝
統
的
ユ
ダ
ヤ
教
は
、
十
七
世
紀
の
 フ
メ
リ
 
ニ
ツ
キ
 ィ
 の
ユ
ダ
ヤ
 

共
同
 

体
へ
の
迫
害
に
よ
り
弱
化
し
た
。
ハ
ス
カ
ラ
ー
運
動
は
、
十
八
世
 
 
 

イ
 ソ
 か
ら
ロ
シ
ア
に
入
っ
た
。
非
ユ
ダ
ヤ
教
文
化
を
積
極
的
に
う
 
 
 

て
ゆ
く
啓
蒙
運
動
で
あ
り
、
少
数
の
上
層
階
級
に
は
う
け
い
れ
 ら
れ
た
 

が
 、
一
般
民
衆
は
反
対
し
た
。
 

ム
サ
ー
ル
運
動
は
、
ハ
ラ
ハ
１
 

%
 
ダ
ヤ
教
の
法
規
 -
 に
 基
づ
い
 て
、
 

個
人
の
倫
理
や
信
仰
の
あ
り
方
を
強
調
し
、
地
域
の
慣
習
に
影
 
型
 @
 
き
 -
 
れ
ず
 

こ
 、
ト
ー
ラ
ー
 

一
 ユ
ダ
ヤ
 教
け
胡
書
 -
 を
 守
っ
て
生
活
す
る
こ
と
 
を
目
標
 

 
 

と
し
た
。
だ
が
、
ム
サ
ー
ル
 
迎
 肺
の
進
展
で
、
ユ
ダ
ヤ
社
会
は
益
 々
 、
ト
ト
 

ゴ
，
 

ユ
ダ
ヤ
社
会
か
ら
孤
立
し
て
い
っ
た
。
 

ハ
、
 
ヨ
丁
イ
ズ
ム
運
動
は
、
カ
バ
ラ
 

一
 ユ
ダ
ヤ
教
神
秘
主
義
 
-
 を
理
 論
的
 

小
柳
と
し
、
 胱
惚
感
 
と
大
衆
的
熱
気
が
結
合
し
た
宗
教
運
動
で
あ
 る 。
 

ロ
シ
ア
正
教
と
の
相
違
 

ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
と
ロ
シ
ア
正
教
 

ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
神
論
は
、
ロ
シ
ア
正
教
に
似
て
い
る
が
、
礼
拝
 
五
 
-
-
 

Ⅱ
 
冊
、
 

祈
り
、
人
間
論
で
は
全
く
異
っ
て
い
た
。
 

ハ
、
 Ⅹ
 ア
 イ
ズ
ム
の
祈
り
 
は
、
集
 

団
 的
、
熱
狂
的
で
、
ロ
シ
ア
正
教
と
は
全
く
対
 躁 的
で
あ
っ
た
。
 

ユ
ダ
ヤ
教
と
ロ
シ
ア
正
教
 

ダ
ヤ
人
で
あ
り
、
共
に
、
選
民
思
想
、
メ
シ
ア
主
義
、
共
同
体
の
 

ベ
ル
ジ
ャ
 エ
 フ
は
、
世
界
中
で
最
も
宗
教
的
民
族
は
、
ロ
シ
ア
人
 

理
念
、
 

と
ユ
 

同
胞
性
の
精
神
が
根
強
い
と
い
っ
た
。
 

第
四
章
一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
の
性
格
 

画
策
 説
 と
自
然
発
生
 説
 

一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
画
策
 

説
 と
自
然
発
 

主
税
 

の
 二
つ
が
あ
る
。
 

画
策
 説
は
、
 

王
に
ユ
ダ
ヤ
系
学
者
に
よ
り
、
説
か
れ
た
。
政
府
が
 

民
衆
 

の
心
を
革
命
運
動
か
ら
そ
ら
す
た
め
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
む
け
 よう
と
 

画
策
し
て
興
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
 

自
然
発
生
 説
は
 、
民
衆
の
反
ユ
ダ
ヤ
感
情
が
高
じ
て
、
自
然
に
発
 
生
し
 

た
と
い
う
説
で
あ
る
。
 

内
戦
 期
 ポ
グ
ロ
ム
と
の
比
較
 

一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
は
復
活
祭
の
週
に
発
生
し
、
 

一
ケ
月
 あ
と
  
 

ほ
と
ん
ど
終
結
し
た
。
 

内
戦
 期
の
 ポ
グ
ロ
ム
は
、
特
定
の
宗
教
的
祭
日
に
関
係
な
く
、
 

長
 期
間
 

発
生
し
た
。
特
に
一
九
一
九
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
六
二
五
 
件
 発
生
 

し
 、
一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
よ
り
か
な
り
規
模
が
大
き
か
っ
た
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

結
論
 

一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
は
民
衆
の
反
ユ
ダ
ヤ
感
情
が
高
じ
て
自
炊
 

 
 

的
に
お
こ
つ
た
。
 



一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
は
、
宗
教
的
反
 

ユ
 ダ
 
ア
 感
情
に
基
づ
く
 
噂
  
 

布
 、
ロ
シ
ア
民
衆
の
皇
帝
崇
拝
の
念
の
強
さ
、
 

担
活
弗
の
週
 
に
口
 
シ
ア
 正
 

教
会
と
シ
ナ
ゴ
ー
グ
が
隣
接
す
る
地
域
で
興
っ
た
こ
と
、
ロ
シ
ア
 
正
教
会
 

の
 急
進
的
セ
ク
ト
の
参
加
な
ど
か
ら
、
宗
教
的
性
格
が
強
か
っ
た
 
 
 

る
 。
 

ロ
シ
ア
正
教
会
は
 
、
 ポ
グ
ロ
ム
は
民
衆
の
ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
 反
 宗
教
 

感
情
 

と
 、
ユ
ダ
ヤ
人
の
搾
取
活
動
か
ら
お
こ
っ
た
と
し
た
が
、
ポ
グ
ロ
 
 
 

策
は
殆
ど
と
ら
な
か
っ
た
。
 

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
 
、
 ポ
グ
ロ
ム
は
予
期
し
な
い
 
突
 外
の
苦
難
で
 
あ
っ
 

た
が
、
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
運
命
で
あ
る
と
し
て
、
自
衛
策
は
 
殆
 ど
、
と
 

ら
な
か
っ
た
。
 

終
章
民
族
自
治
の
思
想
 

一
八
八
一
竿
ポ
グ
ロ
ム
以
後
、
亡
命
ユ
ダ
ヤ
人
達
の
三
つ
の
動
き
 

、
口
 
耳
 

ち
 、
他
国
移
住
、
祖
国
復
帰
、
革
命
運
動
参
加
の
い
づ
れ
に
も
 
加
 わ
ら
ず
 

に
 、
ロ
シ
ア
に
残
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
自
治
の
思
想
の
研
究
に
没
 
頑
 し
た
 

ユ
ダ
ヤ
知
識
人
の
一
派
が
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
、
オ
デ
ッ
サ
で
、
 

ロ
シ
ア
 

文
化
へ
の
同
化
を
避
け
、
ユ
ダ
ヤ
文
化
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
 
 
 

ユ
ダ
ヤ
人
民
族
委
員
会
を
結
成
し
、
ド
ゥ
ブ
ノ
ー
フ
が
議
長
と
な
 

っ
た
 。
 

こ
の
思
想
と
運
動
は
 
、
 他
の
三
つ
の
ポ
グ
ロ
ム
へ
の
反
応
と
は
 異 な
る
 

極
め
て
重
要
な
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

学
者
 

の
家
に
生
れ
、
幼
少
の
頃
か
ら
執
心
に
宗
教
や
哲
学
に
つ
い
て
が
 

子
 んだ
。
 

一
八
八
 0
 年
 二
十
 オ
 に
な
り
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
居
住
、
ロ
シ
ア
 

・
 ユ
 ダ
 

ヤ
 史
の
研
究
を
自
ら
の
使
命
と
す
る
に
到
っ
た
。
一
八
八
一
年
 古
田
ロ
シ
 

ア
に
 発
生
し
た
ポ
グ
ロ
ム
は
 
ド
ゥ
フ
 ノ
ー
フ
に
も
衝
撃
を
与
え
た
 
 
 

  

  

か 充 

ヤ 東へ 世族人相互   
  



書評 

梅 

 
  

 
 
 

あ
と
が
き
で
、
著
者
は
本
書
を
著
す
に
到
っ
た
動
機
に
つ
い
て
 
述
 べ
て
 

い
る
。
大
学
生
の
頃
、
東
欧
ユ
ダ
ヤ
文
学
者
シ
ャ
ロ
ー
ム
・
ア
ラ
 
イ
 ヘ
ム
 

の
 
「
 テ
 ヴ
ィ
エ
の
 
セ
 人
の
娘
た
ち
」
を
原
作
と
す
る
映
画
を
見
 て
い
た
 

時
 、
映
画
の
中
で
、
長
女
ツ
ア
 イ
 テ
ル
が
結
婚
式
の
時
に
、
突
然
 

ツ
ク
ラ
 

イ
ナ
人
に
襲
わ
れ
た
の
に
衝
撃
を
つ
け
た
。
な
ぜ
こ
の
様
な
暴
動
 
が
 生
じ
 

た
の
か
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
な
ぜ
憎
悪
さ
れ
る
の
か
。
そ
し
て
、
ロ
シ
 
ア
と
ュ
 

ダ
ヤ
 に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
が
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
自
分
の
使
 
命
で
あ
 

る
と
 信
じ
、
研
究
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
東
京
外
 

-
 

国
語
大
 

学
 大
学
院
、
エ
ー
ル
大
字
大
学
院
、
一
橋
大
学
大
学
院
、
そ
し
て
 
東
京
大
 

学
 大
学
院
で
研
究
す
る
。
 
又
 、
一
年
間
留
学
し
た
 

へ
 ブ
ラ
 4
 大
字
 で
は
 現
 

代
 ヘ
ブ
ラ
イ
語
 や
 イ
デ
ッ
シ
ュ
語
を
学
び
、
東
欧
ユ
ダ
ヤ
 史 だ
け
 で
な
く
 

世
界
ユ
ダ
ヤ
史
に
つ
い
て
も
研
究
す
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
字
の
夏
 
期
セ
 -
-
.
 

ナ
 ー
で
 は
 三
年
に
わ
た
り
イ
デ
ッ
シ
ュ
語
を
習
い
、
同
時
に
 Y
 l
V
O
 

一
 
東
欧
ユ
ダ
ヤ
文
化
研
究
所
一
で
多
：
の
資
料
を
収
集
し
た
。
 

一
九
八
九
年
ソ
連
邦
が
崩
壊
し
、
禁
じ
ら
れ
て
い
た
ロ
シ
ア
宗
教
 

や
民
 

一
 問
題
に
関
す
る
資
料
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
り
、
一
八
 
八
一
年
 

｜
 と
な
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
た
が
、
そ
の
予
言
の
様
に
、
米
国
 
は
 離
散
 

ユ
ダ
ヤ
人
の
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
。
 

彼
は
、
一
九
三
二
年
八
月
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
自
治
の
存
在
す
る
 ラト
 ビ
ア
 

の
 リ
ガ
 ヘ
稗
 っ
た
。
一
九
四
一
竿
、
ド
イ
ツ
軍
が
同
市
を
占
領
、
 

 
 

ユ
ダ
ヤ
人
ゲ
ッ
ト
 
ウ
 を
廃
止
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
老
人
、
婦
人
、
柄
 
 
 

を
 バ
ス
で
収
容
す
る
 
命
ム
 Ⅰ
を
発
し
た
。
十
二
月
八
日
、
彼
 
は
 高
熱
 で
 歩
行
 

困
難
で
あ
っ
た
が
、
停
留
場
で
バ
ス
を
待
つ
間
に
、
ラ
ト
ビ
ア
 
丘
 @
 
士
に
よ
 

り
 射
殺
さ
れ
た
。
 

当
時
の
ロ
シ
ア
正
教
会
発
行
の
雑
誌
を
人
手
し
て
同
時
代
の
資
料
 
 
 

 
 

一
九
九
四
年
四
月
二
日
か
ら
二
週
間
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
シ
ア
 

 
 

ラ
イ
ナ
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ
に
調
査
旅
行
を
し
た
。
一
八
八
一
年
 
ボ
グ
 ロ
ム
 発
 

生
 の
 他
 、
キ
ロ
 ゼ
 オ
グ
ラ
ー
ド
 
-
 円
エ
リ
サ
ヴ
ェ
ト
グ
ラ
ー
ド
 - 市
 を
実
 

際
に
歩
い
て
、
ポ
グ
ロ
ム
が
白
秋
発
生
的
に
お
こ
っ
た
こ
と
を
 
追
 体
験
し
 

 
 

以
上
か
ら
、
著
者
は
、
一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
 
ほ
 歴
史
的
に
も
 
稀
  
 

自
然
発
生
的
な
暴
動
、
宗
教
的
性
格
の
強
 い
 暴
動
で
あ
る
こ
と
 を
 実
感
 

し
 、
博
士
論
文
を
書
い
た
。
本
書
は
そ
の
論
文
を
基
に
成
り
 丈
 っ
て
 
い
 

 
 

本
書
を
読
み
、
評
者
は
、
著
者
が
ロ
シ
ア
・
ユ
ダ
ヤ
史
に
つ
い
て
 史
 

実
に
基
づ
く
沢
山
の
資
料
を
丹
念
に
克
明
に
調
査
し
、
更
に
 
、
一
 
 
 

年
 ポ
グ
ロ
ム
発
生
の
現
地
を
実
地
調
査
に
よ
っ
て
追
体
験
し
て
 
著
  
 

貴
重
な
文
献
で
あ
る
と
感
じ
た
。
 

さ
て
、
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
筆
者
は
終
章
の
一
八
八
一
年
 
ポ
グ
 

ロ
ム
と
ユ
ダ
ヤ
知
識
人
の
項
の
終
り
で
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
自
治
主
義
 
Ⅲ
 
り
思
 ぬ
山
 

と
 運
動
に
は
、
一
八
八
一
年
ポ
グ
ロ
ム
の
結
果
生
じ
た
、
 

ユ
 タ
 ヤ
  
 

国
へ
の
移
動
、
祖
国
復
帰
、
革
命
運
動
参
加
の
三
つ
の
反
応
と
は
 
本
質
的
 

に
 異
な
る
極
め
て
重
要
な
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ
 
 
 

っ
て
い
る
が
、
評
者
も
ユ
ダ
ヤ
民
族
自
治
主
義
の
理
念
に
は
、
 

大
 変
 重
要
 

が
 ま
 
目
 
@
 義
が
あ
る
と
思
う
。
 

 
 
 
 

評
者
は
、
宗
教
に
は
正
邪
が
あ
る
と
お
も
う
。
ポ
グ
ロ
ム
や
戦
争
 
、
民
 

 
 

9
 

族
 紛
争
は
誤
っ
た
宗
教
観
に
よ
っ
て
お
こ
る
と
信
じ
て
い
る
。
 

 
 

宗
教
の
正
邪
に
つ
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
厄
恋
衣
エ
リ
ヒ
・
フ
ロ
ム
 -
 
，
 "
 
一
 



九
 0
0
 
｜
 
一
九
八
 0
 一
は
 、
宗
教
に
は
人
間
主
義
的
宗
教
と
権
威
 主
義
的
 

宗
教
が
あ
る
と
し
、
前
者
を
正
し
い
宗
教
、
後
者
を
誤
っ
た
宗
教
 とし
て
 

い
る
。
人
間
主
義
 
的
 宗
教
は
、
こ
の
世
で
最
も
貴
い
の
は
個
々
の
 
 
 

生
命
、
人
格
で
あ
る
。
か
け
が
え
の
な
 い
 生
命
を
自
己
実
現
し
て
 
 
 

が
 人
間
主
義
的
宗
教
の
生
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
権
威
 
主
 義
的
宗
 

教
は
個
々
の
生
命
、
人
格
以
外
の
何
ら
か
の
権
威
、
神
、
国
家
、
 

皇
帝
な
 

ど
に
対
し
て
、
服
従
、
献
身
し
て
ゆ
く
こ
と
を
理
想
と
す
る
。
 

白
 分
 と
世
 

赤
人
類
の
た
め
、
徹
底
的
に
生
き
抜
く
の
が
人
間
主
義
的
宗
教
、
 

国
家
の
 

た
め
、
民
族
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
の
が
権
威
主
義
的
宗
教
な
  
 

る
 。
 

人
間
主
義
的
宗
教
は
、
あ
く
迄
も
一
人
一
人
の
人
格
、
生
命
が
 
至
 高
 め
 

価
値
が
あ
る
と
す
る
。
戦
争
、
民
族
紛
争
、
ポ
グ
ロ
ム
等
は
極
 黒
 で
あ
 

る
 。
 

釈
迦
、
イ
ェ
ス
 
、
 マ
ホ
メ
ッ
ト
な
ど
は
 
皆
 、
人
間
主
義
的
宗
教
の
 
開
祖
 

で
あ
っ
た
。
釈
迦
は
一
切
衆
生
に
は
仏
性
が
あ
る
と
い
い
、
 イ
 エ
ス
は
 

「
汝
の
敵
を
愛
せ
よ
」
と
い
っ
た
。
 

だ
が
、
人
間
主
義
的
宗
教
の
信
者
は
、
権
威
主
義
的
宗
教
に
よ
っ
 
て
迫
 

害
さ
れ
て
き
た
。
釈
迦
や
日
蓮
は
大
難
に
遭
い
、
イ
エ
ス
は
十
字
 
架
上
で
 

刑
死
し
た
。
殉
教
と
は
、
人
間
主
義
的
宗
教
信
者
が
、
権
威
主
義
 

つ
く
、
民
族
自
治
主
義
の
理
念
に
殉
じ
た
と
い
え
よ
う
。
 

に
よ
っ
て
追
星
白
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
ド
ゥ
 
フ
 ノ
ー
フ
は
人
間
 
主
 義
 に
基
 

的
 宗
教
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キ 約日 

  
の 

  り 円 十 

  



た
い
。
 
一
 
原
書
で
は
、
章
節
の
数
目
は
算
用
数
字
に
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

第
一
部
「
 
尹
致
 臭
の
政
治
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
」
は
 尹 敏
晃
の
 生
 涯
を
 

辿
り
つ
つ
、
彼
の
思
想
の
構
造
を
分
析
し
、
そ
の
変
遷
を
追
っ
て
 
 
 

ま
ず
第
一
章
「
儒
教
的
な
世
界
観
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
帝
国
主
義
 
」
の
 世
 

界
 観
へ
」
で
は
彼
の
生
立
ち
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
入
信
ま
で
が
 述
  
 

る
 。
第
一
節
「
初
期
の
政
治
思
想
」
を
見
る
と
、
朝
鮮
王
朝
の
高
 
級
 武
官
 

で
あ
っ
た
父
の
長
男
と
し
て
一
八
六
五
年
に
生
ま
れ
た
 
尹
致
臭
は
 、
伝
統
 

的
な
儒
教
教
育
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
時
は
一
八
 
セ
 六
年
の
 

江
華
島
 

条
約
を
き
っ
か
け
と
す
る
激
動
の
時
代
に
入
っ
て
い
た
。
彼
は
 一
   

年
十
セ
 歳
で
朝
鮮
の
改
革
の
意
図
を
抱
い
て
、
日
本
視
察
の
一
行
 
 
 

っ
て
演
目
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
日
本
に
留
ま
っ
て
二
年
間
学
ん
だ
 

。
留
学
 

中
 彼
は
執
心
に
英
語
を
学
ん
だ
が
、
そ
れ
は
、
彼
が
日
本
の
近
代
 
化
 を
な
 

さ
し
め
た
の
は
「
西
欧
近
代
」
の
吸
収
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
 
 
 

認
識
を
得
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
が
 尹
 政
美
 0
m
b
 無
形
成
で
重
 
要
な
占
 

で
あ
る
。
彼
は
清
 
国
 を
力
も
な
 
い
 の
に
朝
鮮
に
内
政
干
渉
す
る
「
 

非
道
徳
 

的
 国
家
」
と
み
な
し
、
ロ
木
 肚
び
 西
欧
の
資
本
主
義
的
な
国
際
秩
 序
を
道
 

義
 的
に
意
義
あ
る
も
の
と
 位
 ℡
付
け
、
後
者
に
好
意
を
抱
い
た
。
 

 
 

現
実
の
政
治
に
お
い
て
は
、
彼
は
帰
国
後
に
金
玉
均
し
開
化
派
の
 「
甲
申
 

政
変
」
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
て
た
ち
ま
ち
失
脚
し
、
上
海
へ
亡
命
 
す
 る
 羽
目
 

に
な
っ
た
。
彼
は
社
会
秩
序
の
近
代
化
を
目
指
す
改
革
を
志
し
た
 
が
、
著
 

者
の
目
か
ら
見
れ
ば
改
革
の
主
体
は
あ
く
ま
で
「
 
王
 」
で
あ
り
、
 

政
治
は
 

「
王
に
よ
る
徳
治
」
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
 

 
 

想
は
上
海
亡
命
と
い
う
事
態
の
前
に
大
き
く
挫
折
す
る
。
 

 
 

第
二
節
「
キ
リ
ス
ト
教
と
「
帝
国
主
義
的
知
」
の
受
容
」
に
よ
れ
 
 
 

評
 -
 
@
 
@
 

善
一
八
八
五
年
亡
命
先
の
上
海
で
、
 

尹
 故
実
 は
 ア
メ
リ
カ
 南
   

の
中
西
学
院
に
入
学
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に
触
れ
る
。
彼
は
倫
理
的
 
自
己
 完
 

成
の
面
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
惹
か
れ
る
が
、
入
信
ま
で
に
は
た
め
 
ち
い
 が
 

あ
っ
た
。
こ
の
た
め
ら
い
を
著
者
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
 
の
 儒
教
 

の
 
一
元
主
義
的
世
界
像
 対
 プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
二
元
主
義
 的
 世
界
 

像
の
理
念
型
を
援
用
し
て
叙
述
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
 

儒
教
 世
 

界
の
人
間
は
「
克
己
的
厳
格
主
義
の
修
身
完
成
の
欲
求
」
に
 
よ
 り
  
 

ス
ト
教
に
接
近
し
や
す
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
奇
跡
と
い
っ
 

た
 理
神
 

論
 に
解
消
で
き
な
い
部
分
に
対
し
て
は
、
拒
否
反
応
を
示
す
と
 
壬
一
 

口
 ,
9
,
@
 
-
 

一
一
一
 

三
頁
㍉
実
際
 尹
致
 昇
の
場
合
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
か
っ
た
。
 

彼
  
 

八
七
年
に
洗
礼
を
受
け
る
が
、
そ
れ
は
自
己
完
成
の
一
手
段
で
あ
 
 
 

翌
年
彼
は
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
、
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
社
会
進
化
論
 
と
 田
ム
 五
 

う
 。
そ
こ
で
彼
は
「
適
者
生
存
」
こ
そ
「
神
の
み
心
に
か
な
う
」
 

こ
と
と
 

考
え
、
そ
の
裏
返
し
と
し
て
社
会
進
化
論
が
有
す
る
「
非
適
者
の
 
排
除
」
 

論
 に
も
共
鳴
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
第
三
節
目
キ
リ
ス
ト
教
 帝
国
主
 

義
 」
の
世
界
観
」
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
進
化
論
を
も
っ
て
 
故
国
を
 

眺
め
る
 尹
 政
美
が
ど
の
よ
う
に
思
想
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
が
 
述
べ
 ろ
 

れ
る
。
産
業
文
明
絶
対
視
の
帝
国
主
義
的
世
界
像
は
、
 

尹
致
 異
に
 と
つ
て
 

は
 
元
来
自
己
同
一
化
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
 
 
 

被
 圧
迫
民
族
と
し
て
の
自
己
を
空
虚
で
あ
る
と
自
覚
し
、
帝
国
主
 
義
 の
 自
 

己
 正
当
化
論
理
を
そ
の
ま
ま
自
己
内
在
化
し
て
し
ま
う
。
そ
の
 
結
 果
 、
彼
 

は
 絶
え
ず
正
体
喪
失
と
自
己
破
壊
の
衝
動
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
 と
に
な
 

る
 。
そ
の
彼
の
信
仰
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
、
表
面
的
に
は
倫
理
的
 
キ
  
 

 
 
 
 

教
 を
標
 博
 し
て
い
て
も
、
実
は
「
赦
す
 

神
 」
、
「
 愛
 」
の
神
と
し
て
  
 

ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
自
己
否
定
に
よ
る
虚
無
に
陥
っ
た
自
己
を
赦
 
し
て
 受
 

け
 入
れ
て
く
れ
る
神
へ
の
信
仰
は
、
以
後
彼
の
中
で
比
重
を
増
し
 
 
 



が
、
 彼
の
思
想
自
体
は
、
彼
自
身
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
 
を
 破
壊
 

し
て
ゆ
く
結
果
と
な
っ
た
。
 

第
二
章
「
政
治
思
想
の
論
理
構
造
と
そ
の
適
用
」
で
は
一
八
九
 
0
  
 

降
 、
一
九
一
 0
 午
に
朝
鮮
が
独
立
を
失
 う
 ま
で
の
 尹
 散
日
天
の
政
治
 的
立
場
 

を
 辿
り
っ
 
っ
 、
前
章
の
世
界
観
が
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
発
現
し
 
 
 

が
 述
べ
ら
れ
る
。
第
一
節
「
状
況
認
識
の
論
理
構
造
」
で
は
、
 

尹
 散
日
天
が
 

「
良
心
的
な
教
師
」
と
し
て
の
西
欧
と
「
優
等
生
」
日
本
、
そ
れ
 

に
 対
す
 

る
 
「
劣
等
生
」
朝
鮮
と
い
う
認
識
を
抱
き
、
ま
た
「
良
心
的
な
教
 

 
 

あ
る
は
ず
の
欧
米
が
行
う
人
種
差
別
に
絶
望
し
て
、
学
ぶ
べ
き
は
 
 
 

の
 
「
優
等
生
」
日
本
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
こ
と
、
 

そ
 の
 結
果
 

「
正
の
存
在
」
と
し
て
の
日
本
と
「
負
の
存
在
」
と
し
て
の
朝
鮮
 

を
 絶
え
 

ず
 対
置
し
、
つ
い
に
は
「
代
理
的
な
心
の
祖
国
」
で
あ
る
日
本
 に
よ
っ
 

て
 、
朝
鮮
の
近
代
化
を
願
 う
に
 至
る
思
想
構
造
の
形
成
過
程
が
述
 べ
ら
れ
 

る
 。
し
か
し
彼
の
日
本
へ
の
期
待
は
現
実
に
は
「
 開妃
 殺
生
口
事
件
 
」
な
ど
 

で
 大
き
く
裏
切
ら
れ
る
。
そ
こ
で
彼
が
出
会
っ
た
の
が
一
八
九
 
セ
 手
結
成
 

さ
れ
た
「
独
立
協
会
」
運
動
で
あ
る
。
こ
の
運
動
 
は
 国
王
を
中
心
 
と
す
る
 

守
旧
派
か
ら
憎
ま
れ
、
一
八
九
八
年
に
武
力
を
も
っ
て
強
制
 解
 故
 さ
れ
 

る
 。
第
二
節
「
政
治
理
念
の
具
体
化
」
に
 ょ
 れ
ば
、
こ
の
後
地
方
 
官
吏
 と
 

し
て
転
々
と
し
て
過
ご
し
た
 

尹
 政
美
 は
 、
一
九
 0
 四
年
日
露
戦
争
 
の
 勃
発
 

に
 際
し
て
中
央
に
呼
び
戻
さ
れ
る
。
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
 
 
 

た
だ
ち
に
朝
鮮
の
王
権
喪
失
を
招
く
が
、
彼
は
こ
の
事
態
に
対
し
 
て
、
第
 

一
章
で
述
べ
た
彼
自
身
の
思
想
か
ら
、
「
強
者
の
不
義
」
は
「
 

弱
 者
へ
の
 

懲
罰
」
で
あ
り
、
か
え
っ
て
「
弱
者
の
教
育
」
に
必
要
な
も
の
で
 
あ
る
と
 

い
う
論
理
的
帰
結
を
引
き
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
エ
八
六
頁
Ⅱ
 

さ
て
第
三
章
「
世
界
観
の
変
容
と
「
朝
鮮
独
立
不
可
能
論
」
」
の
 
第
一
 

節
 
「
「
百
五
人
事
件
」
と
「
強
者
」
へ
の
屈
従
の
論
理
」
で
は
、
 

一
九
一
 

一
年
十
月
「
寺
内
総
督
暗
殺
未
遂
事
件
」
で
無
実
の
罪
で
連
座
し
 

て
 獄
中
 

生
活
を
送
っ
た
戸
数
 臭
 が
現
実
的
「
強
者
」
の
 力
 を
身
を
も
っ
 
て
 体
験
 

 
 
 
 

し
 、
日
本
を
「
恐
る
べ
き
継
母
」
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
る
 
過
 程
 が
描
 

か
れ
る
。
こ
こ
で
彼
の
思
想
が
「
強
者
の
不
義
」
を
「
弱
者
へ
の
 
懲
罰
」
 

「
弱
者
へ
の
教
育
」
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
強
者
の
不
 

義
 」
は
 

「
強
者
」
の
「
正
当
な
権
利
」
で
あ
る
と
認
め
、
「
強
さ
」
自
体
 

を
 肯
定
 

す
る
方
向
に
確
信
的
に
変
容
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
 
 
 

尹
 散
日
天
は
旧
約
聖
書
の
ア
モ
ス
書
の
よ
う
な
歴
史
に
介
入
す
る
 

神
 に
 嫌
悪
 

を
 
示
す
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
は
 
、
 先
に
 述
べ
た
 

「
愛
の
神
」
へ
の
情
緒
的
ム
ロ
一
の
み
を
希
求
す
る
「
私
事
的
 

キ
  
 

教
 」
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
第
二
節
「
状
況
認
識
と
民
 
族
 約
ニ
 

ヒ
リ
ズ
ム
」
で
は
、
 
戸
 数
日
天
が
現
実
の
植
民
地
朝
鮮
の
状
況
を
見
 
つ
め
つ
 

つ
も
、
「
弱
さ
は
 罪
 」
と
い
う
論
理
の
丁
に
、
朝
鮮
が
早
く
強
く
 な
る
た
 

め
に
は
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
重
要
だ
と
の
認
識
を
 
持
ち
、
 

自
国
や
満
州
の
独
立
運
動
家
た
ち
を
非
難
し
続
け
た
こ
と
が
 述
 べ
，
 
づ
れ
 

る
 。
 

最
後
の
第
四
章
「
民
族
の
「
発
展
的
」
解
体
へ
の
道
」
に
は
、
 

尹
 故
実
 

の
 晩
年
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
一
節
「
「
受
動
的
順
応
」
の
態
度
 
と
「
 皇
 

民
 化
」
政
策
」
で
は
、
独
立
運
動
に
木
口
 
定
 的
で
あ
る
と
同
時
に
植
 民
地
権
 

力
 に
も
「
冷
笑
的
で
受
動
的
」
で
あ
っ
た
 

男
 故
実
は
、
も
っ
ぱ
ら
 
教
育
面
 

で
の
啓
蒙
活
動
に
力
を
任
い
で
い
る
。
し
か
し
彼
の
「
受
動
的
」
 

な
 姿
勢
 

は
 、
第
二
節
 ヨ
 興
業
倶
楽
部
」
事
件
と
「
転
向
三
で
記
さ
れ
て
 い
る
よ
 

う
に
、
こ
の
事
件
で
大
い
に
転
換
を
迫
ら
れ
る
。
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
 
教
は
反
 

日
の
温
床
で
あ
り
、
総
督
府
に
と
っ
て
は
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
を
国
 
際
 社
会
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  か
ら
切
り
離
し
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
下
に
入
れ
る
こ
と
が
火
急
 
o
 課
題
 

と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
有
力
者
で
あ
る
 尹
 散
日
天
に
要
請
さ
れ
た
の
 は
 、
主
日
 

年
 層
に
、
「
内
鰐
一
体
」
の
根
本
は
「
皇
国
臣
民
」
た
る
こ
と
に
 
あ
る
と
 

悟
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
言
行
一
致
を
説
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

そ
 し
て
 第
 

三
節
「
倒
錯
の
諸
様
態
と
「
親
日
」
の
論
理
」
に
よ
れ
ば
、
 

尹
致
 晃
は
、
 

「
真
に
皇
国
臣
民
」
た
る
と
き
に
は
内
鰐
間
の
差
別
は
解
消
さ
れ
 

 
 

倒
錯
的
確
信
の
も
と
に
、
朝
鮮
で
の
徴
兵
制
実
施
を
も
、
内
鰐
 
平
 等
 化
の
 

兆
し
で
あ
る
と
し
て
、
民
族
の
発
展
的
解
消
を
喜
ぶ
べ
き
こ
と
 と
し
、
 

「
親
日
」
を
説
い
て
回
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
に
は
 

朝
 鮮
 独
立
 

の
 日
が
来
た
時
、
自
死
の
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
著
者
 
は
結
払
冊
 

付
け
る
。
こ
の
結
論
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
る
。
 

第
二
部
「
全
教
臣
の
思
想
と
「
朝
鮮
度
キ
リ
ス
ト
教
三
で
は
、
 同
様
 

に
 全
教
臣
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。
第
五
章
「
思
想
の
形
成
過
程
と
 
 
 

特
質
」
で
は
、
第
一
節
「
思
想
の
形
成
過
程
」
で
 
主
 立
ち
と
彼
の
 
思
想
が
 

語
ら
れ
る
。
一
九
 0
 
一
年
伝
統
あ
る
儒
家
の
家
門
に
生
ま
れ
た
 全
教
 臣
 

は
 、
一
九
一
九
年
「
三
・
一
運
動
」
に
参
加
後
、
渡
 口 し
、
一
九
 
二
 O
 年
 

六
月
東
京
の
 
ホ
リ
 ネ
ス
教
会
で
受
洗
す
る
。
教
会
の
内
紛
に
 嫌ヒ
摂
 
が
 差
し
 

て
 去
っ
た
後
、
一
九
二
一
年
一
月
か
ら
内
村
鑑
三
の
聖
書
研
究
会
 
に
 出
席
 

す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
二
七
年
帰
国
す
る
と
無
教
会
主
義
の
立
 
場
 に
立
 

っ
て
伝
道
を
行
い
つ
つ
「
朝
鮮
度
キ
リ
ス
ト
教
」
を
目
指
し
て
「
 
耶
 
王
室
月
一
朝
 

鮮
 」
を
一
九
四
二
年
ま
で
発
行
し
つ
づ
け
た
。
一
九
四
二
年
の
「
 耶
 
玉
ま
日
朝
 

鮮
 事
件
」
で
逮
捕
さ
れ
、
一
年
後
に
出
獄
し
て
、
窒
素
肥
料
工
場
 
で
 働
き
 

,
 つ 労
働
者
の
教
育
を
は
か
る
が
、
一
九
四
五
年
に
発
疹
チ
フ
ス
 の 看
護
 

T
 に
自
ら
も
発
病
し
、
「
解
放
」
 
ニ
 ケ
月
前
に
世
を
去
る
。
彼
の
信
 
 
 

回
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
し
た
上
で
、
己
の
罪
性
を
深
く
認
識
 

し
た
 結
 

果
の
入
信
で
あ
つ
た
。
し
か
し
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
、
東
洋
 
で
よ
く
 

誤
解
さ
れ
る
一
元
的
「
 愛
 」
の
神
と
し
て
の
神
で
は
な
く
、
「
 

義
 」
と
し
 

て
の
怒
り
の
側
面
を
持
ち
つ
つ
も
な
お
そ
の
中
か
ら
自
己
を
犠
牲
 
に
し
て
 

独
り
子
を
賜
る
愛
の
神
と
い
う
 義
 と
愛
の
二
面
を
認
識
し
て
い
た
 

。
第
二
 

節
 
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
特
質
」
に
よ
れ
ば
、
全
教
臣
の
信
仰
は
 

、
完
全
 

な
 
「
復
活
信
仰
」
で
あ
り
、
「
再
臨
信
仰
」
で
あ
っ
て
「
万
人
 

故
 済
説
 」
 

の
 立
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
彼
の
目
指
す
「
近
代
超
克
」
 -
 所
謂
 
「
近
代
 

の
 超
克
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
か
 
?
-
 
的
な
面
か
ら
見
れ
ば
、
彼
は
 、
申
へ
 

干
 

の
 
「
垂
直
」
 
な
 
「
蛇
形
」
の
信
仰
と
、
歴
史
と
い
う
「
水
平
」
の
 

次
元
に
 

お
け
る
キ
リ
ス
卜
者
の
隣
人
愛
的
な
「
有
形
」
の
上
が
交
わ
る
 
交
 錯
内
 に
 

「
救
わ
れ
た
存
在
Ⅱ
 毎
 資
格
の
存
在
」
と
し
て
の
自
己
を
据
え
、
 

，
 」
の
 交
 

錯
占
に
 現
れ
る
十
字
架
こ
そ
キ
リ
ス
卜
者
が
仰
い
で
歩
む
べ
き
も
 
 
 

観
じ
た
の
で
あ
る
。
 

第
六
章
「
全
教
 臣
 に
お
け
る
無
教
会
主
義
」
で
は
第
一
節
「
全
教
 
臣
の
 

無
教
会
主
義
論
」
で
内
村
鑑
三
の
無
教
会
主
義
が
述
べ
ら
れ
た
 
後
 

そ
れ
 

を
 受
け
た
全
教
卓
 が
 、
「
 神
 絶
対
中
心
主
義
」
の
キ
リ
ス
ト
教
 、
 
つ
ま
り
 

彼
の
舌
口
 業
 で
は
、
「
救
わ
れ
た
存
在
Ⅱ
無
資
格
の
存
在
」
と
い
う
 

 
 

自
覚
を
全
て
の
生
活
の
領
域
で
貫
徹
し
ょ
う
と
す
る
「
全
的
 キ
  
 

教
 」
を
説
い
た
過
程
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
二
節
「
全
教
 
臣
 と
日
 

本
無
 教
会
」
で
は
、
内
村
鑑
三
死
後
の
無
教
会
第
二
世
代
と
ど
の
 
よ
う
に
 

交
流
し
た
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
第
二
世
代
は
戦
争
に
対
し
て
 預
 舌
口
 

看
的
立
場
を
捨
て
て
福
音
第
一
主
義
を
説
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
 
戦
 争
 協
力
 

 
 
 
 

す
る
と
い
う
結
果
を
来
た
し
た
塚
本
虎
二
に
代
表
さ
れ
る
流
れ
と
 
、
預
言
 口
 

看
的
立
場
を
捨
て
ず
非
戦
論
を
取
り
続
け
た
矢
内
原
忠
雄
の
流
れ
 
と
に
 分
 

 
 

か
れ
て
い
た
。
全
教
 
臣
が
 前
者
を
批
判
し
、
後
者
と
近
い
立
場
を
 保
ち
つ
 



つ
 、
朝
鮮
産
 
め
 キ
リ
ス
ト
教
を
目
指
し
た
こ
と
を
著
者
は
評
価
す
 
 
 

か
し
、
同
時
に
矢
内
原
ら
の
非
戦
論
も
結
局
は
植
民
地
の
側
に
立
 
っ
て
は
 

お
ら
ず
、
日
本
中
心
の
立
場
だ
っ
た
と
い
う
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
 
を
 著
者
 

は
 指
摘
し
て
い
る
。
 

第
七
章
「
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
会
に
対
す
る
姿
勢
」
で
は
、
全
教
 
臣
 が
既
 

成
の
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
に
対
し
て
と
っ
た
態
度
が
述
べ
ら
れ
 
る
 。
 め
市
 

一
節
「
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
会
に
対
す
る
批
判
」
を
見
る
と
、
彼
が
 

教
派
 心
 

の
 克
服
を
目
指
し
、
民
族
主
義
的
な
全
朝
鮮
レ
ベ
ル
で
の
キ
リ
ス
 
ト
 教
を
 

目
指
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
彼
は
「
三
・
一
運
動
」
以
来
 
社
会
問
 

題
 に
積
極
的
に
参
加
す
る
「
社
会
派
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
、
現
実
 
か
ら
 目
 

を
 背
け
宗
教
的
カ
タ
ル
シ
ス
を
追
求
す
る
「
復
興
会
的
信
仰
 
形
能
 ど
の
 二
 

つ
 め
 流
れ
が
生
じ
て
い
た
当
時
の
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
、
後
 
者
を
特
 

に
 厳
し
く
批
判
し
た
。
こ
れ
は
塚
本
ら
福
音
第
一
主
義
を
批
判
し
 
た
視
占
 

と
 共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
「
社
会
的
 旧
 
旧
土
日
」
 

の
 影
響
を
受
け
た
社
会
的
キ
リ
ス
ト
教
運
動
に
も
、
社
会
改
革
の
 
意
義
は
 

認
め
て
も
、
そ
こ
に
 
萌
罪
も
 片
字
架
も
見
出
せ
な
い
と
い
う
点
で
 
 
 

で
あ
っ
た
。
 

第
二
節
「
無
教
会
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
」
か
ら
は
教
会
側
か
ら
 
金
 教
臣
 

に
 対
し
て
な
さ
れ
た
批
判
に
対
す
る
彼
の
応
答
が
窺
え
る
。
「
 
復
 臆
 二
五
」
 

信
仰
的
立
場
の
金
鱗
 喘
 が
行
っ
た
批
判
は
、
内
村
の
無
教
会
主
義
 は 日
本
 

主
義
の
産
物
で
あ
り
、
朝
鮮
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
、
と
い
う
も
の
 で
あ
っ
 

た
 。
彼
の
批
判
は
民
族
的
心
情
か
ら
出
た
単
一
眼
 的 批
判
で
あ
っ
 
 
 

て
も
、
そ
の
裏
に
日
本
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
 
全
体
の
 

不
信
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
は
無
教
会
主
義
が
批
 
判
 を
受
 

け
ざ
る
を
え
な
い
最
大
の
問
題
点
で
あ
っ
た
。
全
教
 
臣
は
 、
こ
れ
 
ほ
 つ
い
 

て
は
自
分
は
普
遍
的
な
も
の
だ
け
を
無
教
会
主
義
か
ら
学
び
、
 

副
  
 

 
  

 

日
本
的
な
点
は
朝
鮮
的
な
も
の
に
変
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
 
竺
 口
 え
る
。
 

 
 

ま
た
 崔
泰
 熔
か
ら
は
、
 

軸
 教
会
主
義
は
間
違
っ
た
人
間
中
心
的
な
 
教
ム
 至
正
 

 
 
 
 

義
 に
対
す
る
反
動
と
し
て
の
み
意
義
が
あ
り
、
誤
謬
が
正
さ
れ
れ
 
ば
 不
用
 

と
 化
す
も
の
で
あ
っ
て
 
、
 神
と
個
人
の
関
係
を
強
調
し
す
ぎ
る
 
皿
 教
会
主
 

義
は
孤
立
し
た
個
人
主
義
に
陥
り
や
す
い
、
と
い
う
教
会
論
的
立
 
場
か
ら
 

の
 批
判
を
受
け
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
全
教
 臣は
崔
泰
熔
の
 
誤
解
を
 

逐
次
指
摘
し
て
反
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
も
無
教
会
主
義
 
 
 

ラ
メ
ン
ト
 と
 同
時
に
組
織
と
し
て
の
 
キ
ル
ヒ
ェ
 
（
な
ぜ
か
こ
こ
で
 の
み
 唐
 

英
に
「
キ
ル
 
ヒ
ェ
 
」
が
使
わ
れ
て
い
る
 
-
 を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
 
結
果
、
 

具
体
的
に
エ
ク
レ
シ
ア
を
ど
う
や
っ
て
建
て
る
か
と
い
う
問
題
が
 
残
っ
て
 

し
ま
っ
た
点
は
、
 
皿
 教
会
正
義
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ
る
、
 

と
 主
張
 

 
 

最
後
の
第
八
章
「
「
朝
鮮
 
産
 キ
リ
ス
ト
教
 ロ
の
 論
理
構
造
と
実
践
 」
で
 

は
 第
一
節
「
伝
統
の
創
造
的
継
承
と
キ
リ
ス
ト
教
」
に
お
い
て
、
 

全
教
 臣
 

の
朝
鮮
キ
リ
ス
ト
教
批
判
が
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
朝
鮮
キ
リ
 ス
ト
 教
 

が
 、
宣
教
師
が
も
た
ら
し
た
ア
メ
リ
カ
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
用
い
 
て
、
在
 

来
の
朝
鮮
文
化
を
全
て
軽
視
し
て
い
る
点
を
批
判
し
た
。
彼
は
四
 
つ
の
 占
 

か
ら
儒
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
し
て
後
者
の
優
位
を
説
い
た
が
 
、
そ
の
 

一
方
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
律
法
に
キ
リ
ス
ト
の
福
音
が
接
木
さ
れ
 

た
よ
う
 

に
 、
伝
統
的
儒
教
の
申
に
あ
る
人
倫
面
に
お
け
る
福
音
的
な
要
素
 
に
、
キ
 

リ
ス
ト
教
の
福
音
が
接
木
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
 

こ
う
し
 

て
見
る
と
き
、
歴
史
に
関
し
て
も
、
「
朝
鮮
の
精
神
的
な
伝
統
を
 
 
 

ト
 教
の
媒
介
を
経
て
創
造
的
に
継
承
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
朝
鮮
 
の
 現
在
 

と
 未
来
の
歴
史
に
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理
を
関
わ
ら
せ
」
ら
れ
る
 -
  
 
一
 Ⅰ
一
一
 

@
 
/
 



 
 

 
 書

旺
 

頁
 ）
と
金
数
日
 
が
 考
え
た
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
受
け
 て
、
第
 

二
節
「
歴
史
形
成
と
「
創
造
的
受
苦
 者
巳
 
に
お
い
て
、
彼
は
歴
 丈
 に
は
 

「
 力
は
 正
義
で
あ
る
」
と
い
う
思
考
を
打
破
し
て
「
義
は
力
に
勝
 つ
 」
と
 

い
う
原
則
が
顕
現
し
て
い
る
と
看
取
し
 

、
 義
の
実
現
に
は
一
人
一
 
人
 が
歴
 

史
的
現
実
の
中
の
苦
難
を
受
け
と
め
て
、
歴
史
形
成
に
創
造
的
に
 
参
与
し
 

て
 行
く
「
創
造
的
な
自
己
 受
苦
 」
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
 
 
 

に
 民
族
の
歴
史
の
創
造
的
形
成
と
共
に
「
 神 」
と
い
う
絶
対
的
な
 
視
点
の
 

も
と
に
「
民
族
」
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
出
来
た
金
 
教
 臣
の
民
族
  
 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
表
明
を
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
が
日
本
 
呵
 内
で
 

も
 朝
鮮
で
も
神
社
参
拝
が
強
要
さ
れ
た
一
九
三
五
年
以
降
の
教
ム
 

互
に
 L
 Ⅰ
 つ
 

て
の
 歎
 難
の
時
代
に
 
、
 彼
が
日
本
の
国
家
主
義
に
対
抗
し
て
信
仰
 
 
 

性
を
保
っ
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
民
族
教
育
に
力
を
入
れ
、
 

尹
 散
日
 天
の
よ
う
 

な
 対
日
協
力
者
を
強
く
批
判
す
る
力
の
源
で
あ
っ
た
。
「
聖
書
 

朝
 鮮
 事
件
」
 

で
 逮
捕
後
、
出
獄
し
て
窒
素
肥
料
工
場
で
働
く
こ
と
を
通
し
て
、
 

彼
は
労
 

勘
者
と
共
に
生
き
る
こ
と
で
「
自
己
晋
吉
」
を
初
め
て
体
感
し
な
 
が
ら
 死
 

ん
で
い
っ
た
、
と
著
者
は
締
め
く
く
る
。
 

結
論
に
お
い
て
、
著
者
は
尹
敏
晃
と
金
 教
 臣
の
両
者
を
民
族
的
 ア
 ィ
デ
 

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
の
あ
り
方
か
ら
捉
え
直
す
。
 

芳
札
 
甜
払
 
日
天
 

は
 
「
華
夷
思
想
」
を
残
し
た
ま
ま
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
、
「
 

適
 着
生
存
」
 

0
 社
会
進
化
論
の
影
響
を
受
け
て
、
心
の
代
理
的
祖
国
と
し
て
の
 
日
本
と
 

劣
等
生
 的
 負
の
存
在
と
し
て
の
朝
鮮
と
い
う
、
自
我
ア
イ
デ
ン
テ
 ィ
 テ
ィ
 

が
 欠
如
し
た
歪
ん
だ
世
界
像
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
ら
 

-
 
」
希
望
的
態
度
か
ら
「
強
さ
自
体
が
正
義
で
あ
る
」
と
考
え
る
 
 
 の

 祖
国
 

-
 
本
か
ら
迫
害
を
加
え
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
「
強
者
に
倫
理
性
を
 期
待
す
 

@
 
向
し
、
そ
の
結
果
滅
び
に
至
る
。
一
方
の
金
 教臣
は
 、
十
字
架
 を
 
「
 
神
 

0
 表
と
怒
り
」
と
一
神
の
愛
」
と
が
交
錯
す
る
 
占
 と
し
て
と
ら
え
 
、
十
字
 

架
 の
 死
 と
復
活
が
世
界
歴
史
の
転
換
 
占
 
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
世
界
 
救
済
の
 

完
成
と
し
て
の
再
臨
信
仰
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
歴
史
の
場
に
も
 
創
造
的
 

変
革
が
起
こ
る
と
確
信
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
闇
雲
な
民
族
的
 
ア
 イ
デ
 

ン
テ
ィ
テ
 ィ
 の
称
揚
に
陥
る
こ
と
な
く
、
伝
統
的
な
儒
教
と
の
 

接
 木
 を
考
 

え
つ
つ
、
「
無
資
格
性
」
の
自
覚
を
通
し
て
「
創
造
的
受
苦
 
者
 」
 
と
し
て
 

の
 民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
築
し
え
た
の
で
あ
っ
た
 。
著
者
 

は
 、
こ
の
両
者
を
通
し
て
、
植
民
地
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
 
何
 と
 結
び
 

つ
く
か
に
よ
っ
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
ど
の
よ
う
に
 

働
 き
、
 
何
 

を
 生
み
出
す
の
か
、
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
一
方
は
社
会
進
 
比
 論
と
 

結
び
つ
き
、
自
我
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
と
帝
国
主
義
的
支
 
配
へ
の
 

隷
従
エ
ー
ト
ス
を
生
じ
さ
せ
、
他
方
は
伝
統
の
創
造
的
継
承
と
民
 
族
的
ア
 

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
構
築
に
よ
る
歴
史
の
玉
体
的
形
成
の
役
割
 
を
 果
た
 

 
 

以
上
、
本
書
に
つ
い
て
お
お
ま
か
に
述
べ
て
き
た
。
本
書
は
一
九
 
九
五
 

年
 東
京
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
で
あ
る
が
、
こ
の
 ょう
 な
 研
究
が
 

宗
教
学
の
中
に
現
れ
た
こ
と
は
、
大
変
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

ト
教
 と
政
治
思
想
と
の
関
連
、
近
代
朝
鮮
と
い
う
扱
い
に
く
い
 
テ
 １
 7
 を
 

比
較
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
捌
き
、
こ
の
よ
う
に
鮮
や
か
な
対
比
 
を
 見
事
 

に
 浮
き
上
が
ら
せ
た
著
者
の
手
法
に
は
感
服
を
禁
じ
得
な
い
。
 

し
か
し
、
前
に
述
べ
た
一
つ
の
小
さ
な
疑
問
 
点
は
 つ
い
て
は
触
れ
 
て
お
 

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
尹
 政
美
 は
 、
今
ま
で
対
日
協
力
者
と
し
て
 断
罪
さ
 

 
 
 
 

ね
 、
そ
の
思
想
も
初
期
は
と
も
か
く
、
後
期
の
も
の
は
断
罪
の
中
 
で
 顧
み
 

ら
れ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
彼
を
一
方
的
に
断
罪
 
す
 る
こ
と
㏄
 

 
 

な
く
、
彼
の
思
想
の
内
的
連
関
を
含
む
全
体
に
光
を
当
て
た
点
で
 
、
著
者
 



の
視
 占
は
評
価
さ
れ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
彼
の
死
を
「
 
自
死
」
 

と
 捉
え
る
こ
と
は
、
自
殺
を
罪
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
 ら
 見
れ
 

ば
、
 
彼
を
人
生
の
敗
北
者
と
し
て
断
罪
し
て
い
る
以
外
の
何
物
 
で
も
な
 

実
は
第
四
市
 
注
 （
 
蝸
 ）
で
著
者
が
良
心
的
に
も
述
べ
て
い
る
よ
 
 
 

詞
致
臭
の
死
に
は
自
殺
 説
 ・
自
然
死
 説
 ・
他
殺
説
の
三
通
り
の
 
誰
 が
あ
 

る
 。
詳
細
に
つ
い
て
は
本
書
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
が
、
彼
の
生
 
涯
 を
一
 

つ
の
類
型
と
し
て
示
す
時
、
こ
の
三
通
り
の
説
の
ど
れ
を
取
る
  
 

り
 、
結
論
が
か
な
り
違
っ
て
き
て
し
ま
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
 
。
著
者
 

は
 、
遺
族
の
主
張
す
る
 
自
 殊
死
 説
 を
も
調
査
し
た
上
で
、
通
説
で
 

あ
る
 日
 

殺
 説
を
採
用
し
た
た
め
に
遺
族
と
ト
ラ
フ
ル
を
起
こ
し
た
と
聞
い
 て
い
る
 

が
 、
自
殺
説
の
方
が
劇
的
効
果
が
高
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
 
う
か
っ
 

任
 だ
け
で
な
く
立
ち
入
っ
て
論
じ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
た
だ
、
 

学
問
が
 

政
治
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
 当殊
 
で
あ
り
、
 

尹
 政
美
を
こ
こ
ま
 
で
 評
価
 

し
た
の
な
ら
ば
、
自
殺
 説
 と
い
う
否
定
的
評
価
で
締
め
く
く
ら
ね
 

ば
な
ら
 

な
い
思
想
的
状
況
が
存
在
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
些
細
 
な
 問
題
 

で
は
あ
る
が
、
本
書
全
体
の
姿
勢
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
 
 
 

に
 、
こ
の
占
の
究
明
が
本
書
の
中
で
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
 
残
ム
芯
に
 

感
じ
る
。
 

尚
 、
本
書
は
参
考
文
献
の
人
名
に
誤
記
が
少
々
目
立
つ
 
 
 

し
ま
れ
る
。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
を
通
し
て
、
近
代
朝
鮮
に
お
い
て
、
キ
リ
 
 
 

教
を
通
じ
て
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
を
試
み
た
植
民
 
地
 知
識
 

人
の
二
つ
の
 
卸
型
 が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
 
研
 究
 が
今
 

ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
だ
け
に
、
意
義
あ
る
成
果
で
あ
る
。
こ
の
 よう
な
 

方
向
性
の
研
究
が
宗
教
学
で
い
よ
い
よ
な
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
 
望
 ま
れ
る
 

で
あ
ろ
う
。
 

  



黒
崎
浩
行
 

米
国
で
生
ま
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
一
九
九
 
0
 年
代
中
盤
以
 
降
 

日
本
に
お
い
て
も
急
速
に
拡
大
し
、
普
及
し
た
。
そ
れ
は
人
々
に
 
 
 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
環
境
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
 

 
 

ッ
ト
 
上
で
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
の
ニ
ュ
ー
ス
が
、
従
来
の
 マ
ス
メ
 

デ
ィ
ア
な
ど
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
、
そ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
 
や
イ
  
 

ネ
ッ
ト
を
そ
れ
ま
で
直
接
 
利
 m
 し
た
経
験
の
な
い
人
々
の
耳
に
も
 届
く
と
 

い
 う
仕
方
で
、
そ
の
社
会
的
な
認
知
を
高
め
っ
 

っ
 あ
る
。
本
書
は
 
、
研
究
 

者
の
立
場
か
ら
、
こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
現
代
の
宗
教
と
の
 
関
 係
 を
主
 

軸
 に
扱
っ
た
、
お
そ
ら
く
日
本
で
初
め
て
の
単
行
本
で
あ
る
。
 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
宗
教
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
さ
ま
ざ
 
ま
な
 

問
題
 肌
 
歪
正
 が
 想
起
さ
れ
る
が
、
著
者
は
、
ま
ず
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
 
ト
 
に
兄
 

ら
れ
る
膨
大
な
宗
教
に
つ
い
て
の
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
で
特
別
 
な
 成
果
 

を
 引
き
出
」
 

二
 
0
 貞
 -
 す
こ
と
を
め
ざ
す
。
こ
の
方
向
は
 、
宗
 教
 研
究
 

の
 
「
道
具
」
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
有
用
性
を
検
討
す
る
 

こ
と
 

と
 舌
ロ
 
い
 換
え
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
著
者
自
身
の
次
の
よ
う
 
な
 関
心
 

が
あ
る
と
い
う
。
「
共
感
」
を
主
要
な
ポ
リ
シ
ー
と
し
、
日
常
の
 「
静
か
 

土
佐
昌
樹
 著
 

 
  

 

 
 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 と
 由
ホ
 
教
 

 
 

 
 

・
原
理
主
義
・
サ
イ
バ
ー
宗
教
の
現
在
 

ヒ
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書評と紹介 

立 ム ぬ 
な
顔
 」
を
通
じ
て
彼
ら
の
中
心
的
な
価
値
に
至
ろ
 う と
す
る
学
問
 
内
方
法
 

は
 、
 二
 0
 世
紀
末
の
世
界
に
お
け
る
宗
教
の
荒
々
し
い
相
貌
を
前
   

限
界
を
露
わ
に
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
複
眼
的
な
理
解
の
道
具
が
 
求
め
ら
 

れ
て
い
る
。
他
方
、
出
来
事
に
対
し
て
持
続
的
と
い
う
よ
り
は
 
断
  
 

共
感
よ
り
は
批
判
的
な
と
ら
え
方
を
旨
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
 
 
 

な
 ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
提
供
す
る
 
 
 

な
 ニ
ュ
ー
ス
を
、
そ
の
背
景
を
踏
ま
え
て
明
瞭
に
理
解
す
る
の
は
 

困
難
で
 

あ
る
。
そ
こ
で
必
要
な
の
は
、
「
そ
の
場
そ
の
場
で
主
体
的
に
知
 
的
 資
源
 

を
 探
し
に
い
く
と
い
っ
た
方
法
」
一
一
六
頁
 

一
 を
確
立
す
る
こ
と
 
 
 

ま
さ
に
そ
の
点
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
便
利
な
の
だ
と
い
う
。
 

な
ぜ
な
 

ら
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
話
題
性
・
事
件
性
が
決
定
要
因
と
 
な
っ
て
 

情
報
の
凝
集
離
散
が
起
こ
る
が
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
の
は
た
 
ん
 な
る
 

「
デ
ー
タ
」
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
信
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
 

ぉ
 円
月
尻
 

と
 

し
た
意
見
で
あ
り
、
と
き
に
は
「
深
み
」
と
持
続
性
を
も
っ
た
 
議
 論
 が
展
 

聞
 さ
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
こ
の
よ
う
な
「
政
治
的
な
次
元
 
」
を
 浮
 

き
 出
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
だ
か
ら
、
と
い
う
。
 

本
書
は
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
に
し
た
が
っ
て
、
八
章
に
わ
た
り
 現
 

代
の
宗
教
に
か
か
わ
る
生
種
な
ト
ピ
ッ
ク
を
と
り
あ
げ
、
イ
ン
タ
 
 
 

ト
 上
の
情
報
を
利
用
し
な
が
ら
、
議
論
を
展
開
し
て
い
く
。
そ
こ
 で 選
ば
 

ね
 た
ト
ピ
ッ
ク
は
 
、
 次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
第
一
章
ヘ
ブ
ン
 
ズ
 
・
 ゲ 

｜
ト
が
 残
し
た
も
の
」
、
「
第
二
章
 

反
 カ
ル
ト
の
免
疫
力
」
、
「
 
第
三
章
 

U
F
0
 

の
千
年
王
国
的
使
命
」
、
「
第
四
章
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
 

に
 棲
む
 

塊
土
た
ち
」
、
「
第
五
章
原
理
主
義
と
ア
メ
リ
カ
社
会
」
、
「
第
六
 

葦
 
生
 

叩
の
耐
え
ら
れ
な
い
軽
さ
 
｜
 脳
死
と
堕
胎
を
め
ぐ
る
文
化
戦
争
」
 

「
第
七
 

早
 
ア
ジ
ア
 的
 価
値
を
め
ぐ
る
宗
教
論
争
と
儒
教
的
家
族
の
可
能
 忙
し
」
 

、
 

「
第
八
章
ラ
シ
ュ
デ
イ
ー
事
件
と
「
文
明
の
葛
藤
」
 ｜
 激
動
の
 世
界
に
 

お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
正
し
い
」
理
解
法
」
。
 

各
章
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
概
略
が
説
明
日
 
-
 れ
る
 

と
と
も
に
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
学
問
的
な
議
論
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
 
の
 報
道
 

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
認
識
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
得
ら
れ
る
 
情
報
と
 

の
 微
妙
な
 ズ
レ
 が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
考
察
が
展
開
さ
  
 

く
 。
た
と
え
ば
第
一
章
「
ヘ
ブ
ン
ズ
・
ゲ
ー
ト
が
残
し
た
も
の
」
 

で
は
、
 

一
九
九
七
年
三
月
に
米
国
力
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
起
き
た
「
 

ヘ
ブ
 
 
 

。
ゲ
ー
ト
」
教
団
の
集
団
自
殺
事
件
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
 

 
 

っ
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
 
ツ
ド
 
の
役
割
を
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
大
々
的
に
 

報
道
し
 

た
が
、
そ
れ
は
過
大
評
価
で
あ
り
、
多
く
の
信
者
は
へ
 

フ
 
ン
 ズ
 

 
 

の
 ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
以
前
か
ら
の
布
教
活
動
を
通
じ
て
入
信
 し
て
お
 

り
 、
む
し
ろ
教
祖
個
人
と
信
者
と
の
濃
密
な
相
互
作
用
が
深
く
影
 
饗
 し
た
 

で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
 
メ
ッ
 
セ
ー
ジ
 

0
 玉
 要
 な
内
容
は
、
ア
メ
リ
カ
の
 
六
 0
 年
代
以
降
の
ニ
ュ
ー
エ
イ
 ン
 運
動
 

や
 新
宗
教
運
動
の
流
れ
に
属
す
る
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
 
 
 

タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
を
手
が
か
り
に
考
察
し
て
い
る
 
 
 

第
七
章
「
ア
ジ
ア
的
価
値
を
め
ぐ
る
宗
教
論
争
と
儒
教
的
家
族
の
 
可
能
 

性
 」
で
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
中
国
の
政
治
家
た
 
ち
が
 政
 

治
 哲
学
と
し
て
掲
げ
る
「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
と
 
 
 

た
ウ
ェ
 
フ
サ
イ
ト
を
も
と
に
論
じ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
 
 
 

ァ
的
 価
値
の
固
有
性
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
意
見
は
見
ら
れ
な
  
 

 
 
 
 

の
 、
経
済
成
長
や
、
植
民
地
支
配
を
乗
り
越
え
た
伝
統
発
見
に
 
ア
 
 
 

価
値
が
現
実
的
な
効
力
を
も
ち
う
る
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
 そ
   

き
 、
西
洋
か
ら
の
偏
見
へ
の
反
撃
と
、
伝
統
・
文
化
を
政
治
的
道
 
具
 と
し
 



て
 利
用
す
る
こ
と
と
の
す
り
替
え
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
惜
し
い
 
問
題
提
 

起
 が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
い
、
と
り
わ
け
家
族
の
問
題
に
注
目
 
 
 

る
 。
こ
こ
で
は
、
個
人
的
な
意
見
や
マ
イ
ナ
ー
な
動
き
が
い
く
ら
 
 
 

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
拾
い
上
げ
ら
れ
 

ぅ
 る
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
 
 
 

こ
の
よ
う
な
、
ま
さ
に
多
岐
に
わ
た
る
論
考
に
つ
い
て
仔
細
に
批
 
許
 す
 

る
 能
力
は
評
者
に
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 
と
 石
下
 
那
仏
 
」
 

ほ
 つ
い
て
や
や
別
の
角
度
か
ら
関
心
を
も
ち
、
調
査
研
究
に
取
り
 

組
ん
で
 

い
る
者
と
し
て
、
著
者
が
と
 
つ
た
 手
法
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
 
し
た
  
 

ま
ず
、
全
体
を
読
み
終
え
た
さ
い
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
宗
教
 
」
と
 

い
う
タ
イ
ト
ル
に
や
や
違
和
感
を
覚
え
た
。
終
章
で
は
、
第
一
 

｜
 八
章
 ま
 

で
と
は
異
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 

と
 宗
教
と
の
直
接
的
関
係
が
 
扱
わ
れ
 

て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
全
体
と
し
て
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
 
見
る
現
 

代
 世
界
の
宗
教
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
っ
た
 よう
に
 

思
う
。
さ
ら
に
、
本
書
の
意
図
が
序
章
に
述
べ
ら
れ
た
主
張
の
と
 
お
り
で
 

あ
る
な
ら
ば
、
「
道
具
」
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
わ
れ
わ
 
れ
宗
教
 

研
究
者
と
の
か
か
わ
り
が
全
体
に
わ
た
っ
て
押
し
出
さ
れ
た
ほ
う
 
 
 

っ
 た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
現
代
世
界
の
宗
教
を
研
究
す
る
さ
 
 
 

「
道
具
」
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
著
者
の
王
 張
 だ
が
、
本
主
 目
の
場
 

合
 、
著
者
は
独
り
で
サ
ー
チ
ェ
ン
ジ
ン
を
駆
使
し
、
ハ
イ
パ
ー
リ
 ンク
 を
 

た
ど
っ
て
探
索
す
る
と
い
う
手
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
 

イ
  
 

ネ
ッ
ト
と
は
何
よ
り
も
 
W
W
W
-
 

言
 ゴ 「
己
ま
日
の
ま
の
已
に
よ
 

っ
て
立
臼
 

反
 し
、
一
般
的
に
も
 
W
W
W
 
に
よ
る
情
報
収
集
の
道
具
と
し
て
 

使
 わ
れ
て
 

い
る
と
い
う
知
見
に
よ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
な
り
に
説
得
的
で
は
 
あ
る
。
 

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
、
研
究
者
自
身
も
参
画
し
て
い
 
る
ネ
ッ
 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
次
元
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
 

ば
な
ら
 

 
 

な
い
だ
ろ
う
。
一
般
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
双
方
向
的
で
あ
る
と
 
言
わ
れ
 

る
が
、
社
会
学
的
に
は
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
が
存
在
す
る
 -
 
安
川
 

 
 

一
 ・
杉
山
あ
か
し
「
生
活
世
界
の
情
報
化
」
児
島
和
人
偏
「
講
座
 

社
会
学
 

8
 
 
社
会
情
報
」
東
京
大
字
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
七
三
 ｜
 
一
一
五
 

頁
 -
 。
他
者
が
公
開
し
た
既
成
の
ぺ
 ー
 ジ
 な
 独
り
で
検
索
し
 、
リ
 ン
ク
 を
 

た
ど
り
、
得
ら
れ
た
情
報
を
分
析
し
て
な
ん
ら
か
の
結
論
を
得
る
 
 
 

レ
ベ
ル
と
、
参
加
者
を
集
め
、
ト
ピ
ッ
ク
を
選
択
し
、
議
論
を
展
 
聞
 し
 、
 

成
果
を
共
有
す
る
、
と
い
う
レ
ベ
ル
と
で
は
、
社
会
関
係
の
形
成
 
 
 

面
 で
大
き
な
開
き
が
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
後
者
の
 
レ
ベ
 
 
 

開
か
れ
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
見
過
ご
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 

 
 

１
手
 ッ
ト
 
以
前
の
パ
ソ
コ
ン
通
信
の
時
代
か
ら
、
こ
の
可
能
性
に
 
着
目
し
 

た
 動
き
が
脈
々
と
あ
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
 
普
及
川
 

降
 あ
ま
り
知
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
書
の
各
 
土
 
早
は
刊
行
 

前
に
、
岩
波
書
店
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
順
次
公
開
さ
れ
て
い
た
の
 
を
 評
者
 

は
 目
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
読
者
か
ら
ど
の
よ
う
な
反
応
が
 
 
 

そ
の
痕
跡
は
本
書
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
 で
 刻
印
さ
れ
た
の
か
が
 気
に
な
 

る
 。
本
書
で
は
参
照
し
た
ぺ
 
ー
 ジ
の
 U
R
L
 

一
 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 
 
 

在
 -
 が
 記
さ
れ
、
ま
た
そ
の
内
容
を
付
属
 C
D
,
R
O
M
 

に
収
録
 す
る
と
 

い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
逆
に
本
書
が
外
部
の
サ
イ
ト
 
か
  
 

ク
 さ
れ
る
可
能
性
に
も
開
か
れ
て
い
れ
ば
、
「
道
具
」
と
し
て
の
 
有
効
性
 

ほ
 
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
点
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
 思
わ
れ
 

る
 。
 

最
後
に
、
終
章
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 と 宗
教
の
明
日
」
で
は
、
 
八
 土
 
早
ま
 

で
の
「
道
具
」
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
 ツ
ド
 
に
替
わ
っ
て
、
「
 世
 界
 」
と
 



書評   

し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
宗
教
の
直
接
的
な
関
係
が
問
わ
れ
て
 
い
る
。
 

こ
こ
で
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
始
ま
っ
た
イ
ン
タ
ー
 不
ツ
ト
 が
、
ビ
ュ
 
 
 

ニ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
価
値
観
を
運
ぶ
、
「
非
ア
メ
リ
カ
化
さ
れ
た
 

 
 

力
 」
の
世
界
的
普
及
と
い
う
側
面
を
帯
び
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
 

 
 

｜
 ネ
ッ
ト
の
「
高
速
性
」
「
雑
居
性
」
「
匿
名
性
」
「
イ
メ
ー
ジ
 
中
 心
 」
「
 流
 

勤
仕
」
「
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
」
「
関
係
性
」
と
い
っ
た
特
性
を
と
り
 

あ
げ
、
 

こ
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
 
運
 動
 に
と
 

っ
て
親
和
的
で
あ
り
、
多
数
を
占
め
る
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
は
イ
ン
 

 
 

ッ
ト
 の
可
能
性
を
生
か
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
述
べ
 ろ
 
れ
て
い
 

る
 。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
 ムフ
後
 さ
ら
に
普
及
す
る
に
つ
 
ね
 、
 社
 

全
的
存
在
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 
と
い
 う
 新
し
 

い
 社
会
関
係
を
も
た
ら
す
メ
デ
ィ
ア
に
何
ら
か
の
仕
方
で
か
か
わ
 う ざ
る
 

を
え
ず
、
そ
こ
で
の
対
応
を
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
に
 
な
る
。
 

こ
の
点
は
、
む
し
ろ
こ
の
萌
芽
的
な
領
域
に
関
心
を
も
つ
研
究
者
 
の
 務
め
 

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
課
題
だ
ろ
う
。
 

以
上
の
よ
う
に
、
著
者
の
い
う
「
世
界
」
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
 
 
 

と
 宗
教
と
の
関
わ
り
に
関
心
を
抱
い
て
本
書
を
手
に
と
っ
た
読
者
 に
は
 疑
 

問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
占
が
存
す
る
も
の
の
、
本
書
冒
頭
で
投
 
 
 

ら
れ
た
宗
教
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
さ
ら
に
 
広
 汎
な
関
 

旧
居
に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
占
で
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
 
意
 義
は
大
 

き
い
と
思
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



本
書
は
、
記
紀
神
話
に
い
か
に
向
か
い
あ
う
か
と
い
う
こ
と
を
 
旺
 
-
m
 
者
に
 

試
す
書
で
あ
る
が
、
筆
者
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
本
書
に
い
か
に
 立ち
向
 

か
ぅ
 か
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
読
し
た
印
象
は
 
、
著
者
 

の
 果
敢
な
攻
め
と
意
欲
的
な
論
の
展
開
、
著
者
自
身
に
内
在
す
る
 
 
 

い
ら
だ
ち
、
そ
し
て
み
 -
m
 
者
と
し
て
ど
こ
か
で
取
り
残
さ
れ
は
し
な
   

い
う
不
安
で
あ
る
。
 

も
し
も
記
紀
神
話
自
体
を
解
明
す
る
研
究
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
 
本
 書
に
 

向
か
い
あ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
大
い
に
そ
の
目
論
見
は
は
ず
さ
れ
 る
た
 ろ
 

う
 。
私
た
ち
が
、
記
紀
神
話
と
い
う
素
材
を
ま
え
に
し
て
、
そ
の
 内容
を
 

理
解
し
よ
う
と
、
古
事
記
あ
る
い
は
日
本
書
紀
と
し
て
刊
行
さ
れ
 て
い
る
 

書
物
を
ひ
も
と
く
と
き
、
ご
く
普
通
に
は
、
記
紀
の
本
文
を
追
 
い
な
が
 

ら
、
 時
に
は
校
異
に
目
を
や
り
、
語
句
や
文
の
展
開
を
、
頭
注
や
 補注
、
 

は
た
ま
た
現
代
語
訳
を
参
考
に
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
が
 
多
 ぃ
 だ
 る
 

 
 

う
 。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
所
与
の
記
紀
を
読
む
と
い
う
 
行
 為
が
、
 

本
書
で
は
対
象
化
さ
れ
、
そ
れ
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
が
問
わ
 
 
 

 
 

る
と
言
っ
て
よ
い
。
 

櫻
井
治
男
 

吉
川
弘
文
館
一
九
九
八
年
八
月
一
日
刊
 

四
六
判
 

三
 一
五
頁
 
二
 0
0
0
 円
 

磯
煎
順
一
 著
 

ヨ
 記
紀
神
話
の
メ
タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
 



著
者
は
、
こ
の
こ
と
を
論
じ
る
に
あ
た
り
記
紀
神
話
解
釈
史
上
に
 
 
 

る
 重
要
人
物
と
し
て
、
天
武
天
皇
・
本
居
宣
長
・
津
田
左
右
吉
・
 

石
母
田
 

正
を
抽
出
の
 
う
え
、
 
彼
ら
の
解
釈
を
通
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
歴
史
 
意
識
を
 

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
刺
激
的
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
最
初
に
 
目
次
を
 

掲
げ
て
お
こ
う
。
 

記
紀
解
釈
史
へ
の
問
い
 

@
 
 
記
紀
神
話
に
お
け
る
理
解
の
位
相
１
本
居
宣
長
の
創
成
神
話
 
 
 

2
 
貫
長
の
古
道
論
 

Ⅰ
神
話
理
解
の
差
異
 

4
 
始
原
的
過
去
と
い
う
根
拠
 

3
 
 理
解
の
位
相
 

Ⅱ
正
典
 と
 ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
ー
ス
サ
ノ
 
ラ
 
一
書
論
 ｜
 

@
 
揺
ら
ぐ
「
正
伝
」
信
仰
 
2
 
分
立
す
る
神
話
 

3
 
 正
典
の
形
成
 

4
 
更
新
さ
れ
る
神
話
 

Ⅲ
変
貌
す
る
伝
承
 ｜
 古
代
・
中
世
の
 
ヤ
 

l
 
記
紀
編
纂
 斯
 の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
 

2
 
平
安
期
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
 
 
 

3
 
中
世
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
 

4
 
近
世
へ
の
き
ざ
は
 
し
 

Ⅳ
神
話
と
合
理
主
義
 
｜
 近
世
 

2
 
近
世
に
お
け
る
合
理
主
義
 

l
 
近
世
的
解
釈
の
布
置
 

3
 
近
代
に
お
け
る
合
理
工
 義
 

4
 
歴
史
と
い
う
根
拠
 

V
 
 
歴
史
的
言
説
の
空
間
 ｜
 石
母
田
英
雄
時
代
論
 ｜
 

Ⅰ
戦
後
思
潮
と
石
母
田
正
 
2
 
「
古
代
貴
族
の
英
雄
時
代
」
論
 
文
 

つ
り
舌
口
説
の
へ
ゲ
モ
ニ
ー
 

注
 

あ
と
が
き
 

初
出
一
覧
 

し も 届書   々な いとス草 るも サ で響な 影 的所 究 いとのいい「」 うのはううつと か く 」 でい て とに草丈 で同者 認 

  



 
 
 
 

 
 

 
 

思
想
や
世
界
観
が
せ
め
ぎ
あ
 ぅ
 言
説
の
場
」
と
な
る
と
い
う
と
き
 

由
 
左
心
 

想
や
世
界
観
を
語
る
舌
口
業
や
そ
れ
に
根
拠
を
与
え
る
テ
ク
ス
ト
 
 
 

が
 、
「
真
正
な
理
解
」
と
い
う
思
い
こ
み
を
中
断
し
つ
つ
な
さ
れ
 る
こ
と
 

は
な
 い
 の
か
と
い
っ
た
点
で
、
筆
者
は
ま
だ
た
め
ら
 い
 の
な
か
に
 あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
著
者
が
主
張
す
る
解
釈
の
立
場
、
す
な
わ
ち
 
記
 己
と
 

ム
小
 

い
う
 
「
テ
ク
ス
ト
は
 道
 理
解
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
念
」
、
 

す
 な
わ
ち
 

テ
ク
ス
ト
が
「
明
確
な
意
味
を
も
っ
た
内
的
構
造
体
で
あ
り
、
 

だ
 か
ら
こ
 

そ
 解
釈
者
は
そ
の
意
味
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
 

解
 釈
 者
別
 

の
 信
念
が
暗
黙
の
前
提
と
な
っ
て
」
お
り
、
こ
の
こ
と
は
結
局
、
 

私
た
ち
 

か
 
「
自
分
の
認
識
地
平
内
で
テ
ク
ス
ト
の
意
味
を
汲
み
と
っ
て
 

い
 る
 」
 行
 

為
 で
し
か
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
充
分
認
識
し
て
お
く
必
要
 
が
あ
ろ
 

 
 ま

た
、
記
紀
解
釈
 
丈
 に
お
け
る
思
想
が
 
、
 単
な
る
思
想
史
と
し
て
 
 
 

扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
受
容
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
 が 果
た
 

す
 社
会
的
機
能
、
解
釈
承
認
の
た
め
の
証
明
過
程
が
問
題
と
さ
れ
 、さ
ら
 

に
 テ
ク
ス
ト
の
正
典
の
位
置
、
書
物
と
し
て
の
流
布
形
態
、
圧
状
 
の
形
式
 

な
ど
各
時
代
に
結
び
つ
け
る
要
素
へ
の
検
討
を
含
め
て
取
り
扱
わ
 れる
こ
 

 
 

記
紀
 研
 

先
史
の
資
料
と
し
て
、
諸
住
 釈
 等
の
翻
刻
や
複
製
が
な
さ
れ
る
 場
 ム
ロ
 
、
そ
 

の
こ
と
に
携
わ
る
者
の
認
識
と
し
て
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
る
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
テ
ク
ス
ト
受
容
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
が
記
述
と
い
 
 
 

態
 を
と
る
も
の
だ
け
に
留
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

例
え
 ば
 記
紀
 

仰
 話
に
登
場
す
る
神
々
が
、
現
実
の
祭
神
観
念
に
及
ぼ
さ
れ
る
 
ょ
 う
な
 場
 

一
口
も
含
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
各
時
代
に
 

結
び
っ
 

り
ら
れ
る
要
素
な
り
そ
の
波
及
状
況
を
昭
 

対
 す
る
こ
と
は
、
今
後
 
の
 課
題
 

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
社
会
的
機
能
が
知
的
レ
ベ
ル
 
 
 

い
に
終
始
す
る
な
ら
ば
、
記
紀
に
は
な
に
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
 
 
 

ご
く
素
朴
な
問
い
か
け
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
応
え
ら
れ
 

る
 理
由
は
 、
 彼
の
解
釈
が
「
今
日
の
神
話
理
解
の
ひ
と
つ
の
 祖
 型
 を
な
 

る
で
あ
 

 
 

l
 は
、
 「
は
し
が
き
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
 

王
張
が
 、
貫
長
の
解
  
 

あ
り
か
た
を
論
ず
る
こ
と
で
詳
細
に
示
さ
れ
る
。
貫
長
が
こ
こ
に
 登場
す
 

す
 」
三
頁
一
点
に
あ
る
。
貫
長
に
よ
っ
て
「
近
世
前
期
に
い
た
 
る
ま
で
 

正
典
の
地
位
を
独
占
し
っ
づ
け
て
き
た
」
（
七
頁
一
国
日
 

紀
 」
で
は
 
よ
、
 

え
 く
 

「
物
の
あ
わ
れ
論
的
注
釈
の
読
み
こ
み
、
 

彼
 流
の
感
情
移
入
を
可
 能
 と
す
 

る
 構
造
を
も
つ
」
入
貢
 -
 「
古
事
記
 
ヒ
が
 選
ば
れ
た
こ
と
は
、
「
 
神
話
の
 

古
層
発
見
の
争
い
か
ら
解
放
さ
れ
、
古
代
的
な
神
話
像
か
ら
近
世
 さ
ら
に
 

は
 近
代
的
な
神
話
像
へ
の
転
回
を
し
め
す
出
来
事
」
 -
 
七
｜
 八
頁
 ）
 と
さ
 

れ
る
。
貫
長
が
記
紀
神
話
を
「
個
人
の
感
性
を
基
底
と
す
る
秩
序
 あ
る
 世
 

界
 」
二
三
頁
 -
 と
い
う
認
識
地
平
で
そ
れ
を
読
ん
だ
こ
と
は
、
「
 

ヤ
マ
ト
 

王
権
の
た
め
の
政
治
的
機
能
を
も
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
神
話
」
 二
一
 O 頁
 -
 

が
 開
放
さ
れ
た
こ
と
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
 開
 放
は
、
 

「
記
紀
神
話
お
よ
び
天
皇
制
と
地
域
共
同
体
に
根
ざ
し
た
人
々
 

と
  
 

つ
 き
を
可
能
に
し
た
」
こ
と
で
あ
り
「
非
支
配
 
層
 に
よ
る
支
配
 層
 の
 伝
統
 

の
 換
骨
奪
胎
」
 
二
 一
四
 
｜
 五
頁
 一
と
 論
じ
ら
れ
る
。
官
長
 は
 
「
 
古
 事
記
 ヒ
 

に
 高
い
評
価
を
与
え
た
が
、
彼
が
評
価
し
た
も
の
は
、
つ
ま
る
と
 こ
ろ
 彼
 

が
 独
自
に
形
成
し
た
「
古
事
記
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
と
い
う
こ
 
と
に
な
 

 
 
 
 

る
 。
そ
れ
が
「
民
衆
の
日
常
生
活
と
一
体
化
し
た
記
紀
解
釈
」
 

二
 一
四
頁
 一
 

 
 

 
 

と
な
っ
て
い
る
実
態
は
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
 
 
 

 
 

や
が
て
近
代
に
お
い
て
「
国
民
と
よ
ば
れ
る
広
汎
な
非
支
配
属
 
の
 人
々
を
 



大
畠
 制
 国
家
の
も
と
に
観
念
的
に
収
 飯
 さ
せ
る
役
割
を
は
た
し
 た
 」
 二
一
 

五
百
 -
 こ
と
と
、
記
紀
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
求
心
性
と
が
、
本
質
 
的
に
ど
 

こ
で
つ
な
が
る
の
か
な
お
分
か
り
に
く
い
点
で
も
あ
る
。
 

テ
ク
ス
ト
と
い
う
問
題
が
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
Ⅱ
「
 
正
典
 

と
 ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
」
の
章
で
あ
る
。
本
書
で
ほ
、
記
紀
・
記
紀
 
神
 託
 と
し
 

て
 表
記
さ
れ
る
場
合
、
ヨ
日
本
書
紀
」
と
「
古
事
記
」
の
併
称
、
 

あ
る
い
 

は
そ
れ
ら
を
中
心
と
す
る
ヤ
マ
ト
王
権
の
神
話
・
伝
承
世
界
」
 -
 一
七
一
 

貞
 -
 を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
ヤ
マ
ト
王
権
の
支
配
の
正
当
 
性
 の
 書
 

物
 と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 
性
 」
と
「
各
物
語
部
分
を
規
定
す
る
 神
 話
 そ
チ
 

｜
フ
 0
 次
元
」
三
三
 ｜
 四
頁
 -
 と
い
う
異
な
っ
た
性
質
を
も
つ
 こ
れ
ら
 

テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
研
究
が
、
「
諸
仏
間
の
ち
が
い
を
同
時
期
の
 

併
存
問
 

題
 と
し
て
と
ら
え
ず
、
詳
伝
を
組
み
あ
わ
せ
る
こ
と
で
一
系
的
な
 
申
話
 

甲
，
 。
 の
 

変
化
、
あ
る
い
は
神
話
の
古
型
や
正
伝
を
求
め
よ
う
と
し
、
詳
伝
 
間
 の
ち
 

が
い
を
解
消
し
よ
う
と
」
 

三
 0
 百
 -
 な
さ
れ
て
き
た
「
対
象
 認
 識
 の
 
一
 

元
 論
的
態
度
」
 
二
 二
二
頁
 -
 と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 

親
 占
か
ら
、
 

記
紀
編
纂
の
開
始
時
期
に
存
在
し
た
天
武
天
皇
が
本
書
で
の
解
釈
 
史
上
に
 

お
け
ら
起
点
と
し
て
重
視
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
 

著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
「
古
事
記
し
 及
び
 

峯
 ロ
祖
」
本
文
が
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
一
部
で
あ
り
、
「
大
武
朗
 

頃
 に
は
 各
 

氏
族
の
帝
紀
，
旧
辞
と
い
う
か
た
ち
で
数
多
く
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
 
が
 
一
般
 

的
に
存
在
し
…
基
本
的
に
記
紀
同
様
に
信
癌
性
を
有
し
て
い
た
   

百
 ご
と
い
う
併
存
状
況
が
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
れ
で
は
そ
の
意
味
 す
る
と
 

こ
ろ
が
「
神
話
が
本
来
的
に
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
産
出
す
る
構
造
を
 

@
 
っ
て
 

い
る
」
一
同
）
と
い
う
理
由
と
、
記
紀
神
話
が
「
大
八
洲
国
の
国
 

作
 り
を
 承
 

け
て
天
孫
が
天
下
の
主
者
と
し
降
臨
す
る
と
い
う
粗
筋
」
三
四
 頁
 ）
 を
 

共
通
三
題
と
し
て
持
つ
こ
と
と
の
関
連
性
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
 てお
け
 

 
 

 
 

  

 
 

本
章
の
論
題
と
な
る
「
正
典
化
」
と
は
「
特
定
の
立
場
か
ら
の
神
 
詰
め
 

 
 

限
定
化
」
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
「
古
事
記
し
を
、
天
武
天
皇
 によ
る
 

「
各
氏
族
の
所
伝
の
も
つ
妥
当
性
・
独
立
性
」
の
否
定
で
あ
り
「
 

王
権
の
 

も
と
に
一
本
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
 

一
 
以
上
、
五
 0
 真
一
と
さ
 
れ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
記
の
序
文
や
氏
族
の
系
譜
記
事
、
あ
る
い
は
神
話
 
群
 の
 結
 

台
形
態
な
ど
か
ら
も
今
ま
で
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
 
で
あ
ろ
 

う
が
、
正
典
化
の
過
程
で
、
天
武
天
皇
の
前
に
あ
っ
た
の
は
、
 

ど
 ，
つ
い
，
 

つ
 

状
況
の
記
紀
神
話
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
 て
い
な
 

 
 

の
三
要
 

素
 」
 -
 
四
七
頁
 -
 か
ら
な
る
神
話
・
伝
承
世
界
と
し
て
の
記
紀
 と
 
「
日
本
 

書
紀
」
「
古
事
 記
 
-
 」
を
「
記
紀
」
と
し
て
総
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
 に
 関
連
 

す
る
が
、
本
書
が
従
前
の
研
究
の
転
換
を
促
す
上
で
は
、
そ
れ
ら
 
 
 

を
さ
ら
に
具
体
的
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
 思
わ
れ
 

る
 。
 

正
典
化
と
い
う
問
題
は
室
日
 紀
 」
も
同
じ
で
あ
る
が
、
書
紀
に
お
 い
て
 

は
 
「
一
書
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
同
時
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

こ
 の
 -
 
」
と
 

ほ
 つ
い
て
著
者
は
、
書
紀
本
文
の
「
事
実
認
定
の
慎
重
さ
、
す
な
 

わ
ち
 記
 

述
の
客
観
性
」
 
@
 
四
頁
）
獲
得
と
説
明
さ
れ
る
が
、
編
纂
の
意
 誠
 な
り
 

記
述
の
形
式
と
も
相
ま
っ
て
「
一
書
」
と
し
て
敢
え
て
掲
げ
ら
れ
 
た
 意
味
 

に
 迫
っ
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
 て
は
、
 

「
 4
 
 更
新
さ
れ
る
神
話
」
で
「
正
典
形
成
と
分
立
が
解
釈
に
本
 
質
的
に
 

と
も
な
う
 
力
 動
的
な
構
造
」
二
八
四
頁
）
と
い
う
 

観
 占
か
ら
準
備
 さ
れ
て
 

い
る
が
、
今
後
の
記
紀
神
話
論
の
言
説
場
面
に
お
い
て
、
本
文
で
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
書
の
内
容
を
逆
に
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
な
ど
に
よ
る
、
新
た
 

な
解
釈
 

地
平
の
形
成
へ
の
警
鐘
と
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
 

Ⅲ
「
変
貌
す
る
伝
承
」
は
、
正
典
化
さ
れ
た
「
書
紀
三
が
、
の
ち
 0
 話
 

テ
ク
ス
ト
 
ヘ
 及
ぼ
す
規
制
力
と
、
そ
れ
に
対
す
る
担
い
手
の
対
処
   

か
た
を
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
に
生
魚
を
あ
て
て
論
じ
ら
れ
て
い
 

る
 。
 こ
 

の
国
内
征
伐
と
霊
剣
 譚
 と
い
う
内
容
を
伝
え
る
物
語
の
解
釈
 史
 は
、
 V
 

「
歴
史
的
舌
口
説
の
空
間
」
で
詳
述
さ
れ
る
英
雄
時
代
論
争
を
論
じ
 

る
 先
触
 

れ
を
な
し
て
い
る
。
 

著
者
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
を
、
「
記
紀
・
風
土
記
の
テ
ク
ス
 ト
編
 

纂
期
 、
そ
の
解
釈
の
お
こ
な
わ
れ
る
平
安
期
お
よ
び
中
世
」
 -
 
七
 O
 貞
一
 

の
 三
期
に
分
け
て
理
解
の
変
遷
を
照
射
す
る
。
テ
ク
ス
ト
編
纂
 
期
  
 

は
 、
著
者
が
す
で
に
述
べ
て
き
た
、
記
紀
神
話
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
 を 示
す
 

状
況
が
、
風
土
記
も
含
め
て
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
分
立
す
る
 伝承
の
 

存
在
を
示
す
風
土
記
と
て
も
、
そ
の
述
作
研
究
な
ど
に
お
け
る
 
成
 立
 の
 問
 

題
な
ど
に
も
日
を
向
け
て
お
く
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

記
紀
に
お
い
て
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
人
物
像
及
 
び
 父
子
関
係
を
 
軸
に
 

物
語
の
展
開
を
み
て
い
た
物
語
論
理
が
、
平
安
期
か
ら
中
世
に
 
か
け
て
 

は
 、
「
望
日
 
紀
 」
本
文
の
つ
よ
い
規
制
下
に
お
か
れ
…
一
方
で
抜
粋
 箇
所
は
 

テ
ク
ス
ト
編
者
の
意
向
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
…
抜
粋
箇
所
を
選
択
し
 
組
 *
 
ひ
ム
 
ロ
ム
 
り
 

せ
る
こ
と
で
、
文
章
面
の
規
制
を
か
い
く
ぐ
り
、
記
紀
が
も
っ
て
 
 
 

マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の
内
容
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
く
わ
え
…
そ
の
結
果
 
、
登
場
 

人
物
へ
の
関
心
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
「
旧
事
本
紀
」
 

の
よ
う
 

東
西
 征
や
 、
「
古
語
拾
遺
」
の
よ
う
な
草
薙
剣
霊
威
 

譚
に
 吸
飲
 す
 る
 」
 

八
二
ー
三
頁
 -
 と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
要
因
を
「
書
紀
 」 の
 

全
的
機
能
面
か
ら
指
摘
す
る
 視
 占
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
 、
そ
 

れ
る
の
論
を
覆
う
の
が
「
王
権
」
と
い
う
説
明
用
語
で
あ
る
の
は
 
、
 逆
に
 

い
え
ば
王
権
と
い
う
問
題
で
す
べ
て
が
処
理
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
 

 
 

う
 問
題
性
を
も
つ
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

特
に
、
中
世
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
で
は
草
薙
剣
霊
威
 
譚
 と
し
て
 
の
関
 

心
 が
高
く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
、
伊
勢
神
宮
や
執
田
社
に
関
わ
る
 テ
ク
ス
 

ト
を
 取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
が
、
中
世
の
三
種
神
器
へ
の
意
識
の
 
一
 
@
 
ロ
 ま
り
と
 

関
連
づ
け
ら
れ
る
。
著
者
が
取
り
上
げ
る
「
倭
姫
命
世
記
」
や
「
 
熱
田
 縁
 

起
 」
な
ど
と
「
記
紀
 目
 「
古
語
拾
遺
 目
 と
の
記
載
内
容
の
レ
ベ
ル
  
 

較
 研
究
の
上
で
、
「
肝
心
の
王
 
張
文
 が
削
除
さ
れ
て
い
る
」
と
か
 

三
日
は
 

く
 」
か
ら
「
宣
は
く
」
に
格
上
げ
さ
れ
」
一
八
五
頁
 

-
 と
断
定
さ
 
れ
る
こ
 

と
が
、
な
ぜ
そ
う
 
=
@
 

ロ
 え
る
の
か
の
論
証
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
 は
 著
者
 

の
 論
に
合
う
解
釈
を
も
た
ら
し
は
し
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
 
 
 

し
な
が
ら
、
古
代
か
ら
中
世
の
解
釈
典
に
お
け
る
 室
 目
細
」
の
 位
 置
 づ
け
 

の
 変
化
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
形
成
さ
れ
る
記
紀
神
話
の
解
釈
と
し
   

世
の
神
社
縁
起
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
研
究
に
対
す
る
本
書
の
指
摘
は
 重要
な
 

課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

Ⅳ
 V
 の
 両
章
は
 、
そ
の
論
証
の
多
面
性
へ
と
及
ぶ
と
こ
ろ
と
な
り
 筆
者
 

の
 内
容
紹
介
よ
り
も
、
む
し
ろ
各
章
の
内
容
を
集
約
し
た
小
見
山
 しが
 語
 

る
 枠
組
み
そ
の
も
の
が
読
者
の
関
心
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
願
 い  
 

特
に
解
釈
上
の
王
思
想
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
布
置
と
し
て
 
機
 託
 し
て
 

き
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
占
は
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

著
者
は
 

い
う
、
「
い
つ
の
時
代
も
解
釈
主
体
は
複
数
存
在
す
る
た
め
、
 

先
 行
 解
釈
 

 
 

の
 統
合
の
あ
り
か
た
に
お
い
て
、
解
釈
は
ふ
た
た
び
侍
立
す
る
こ
 
と
に
な
 

り
 、
相
互
の
ち
が
い
が
次
代
の
解
釈
の
呼
び
水
と
な
る
。
つ
ま
り
 、

解
釈
Ⅱ
 
2
 

行
為
は
つ
ね
に
分
立
と
統
合
を
弁
証
法
的
に
く
り
か
え
し
、
新
た
 な
る
 地
 



ザ
の
 更
新
を
お
こ
な
い
続
け
る
」
二
八
八
 

｜
 九
頁
 一
と
 。
そ
の
 ダ
  
 

近
代
・
現
代
へ
と
記
紀
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
を
 
 
 

て
き
た
様
相
は
同
時
に
記
紀
の
求
心
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
 

本
吉
は
、
意
欲
的
な
著
作
で
あ
る
。
解
釈
行
為
の
引
き
起
こ
す
、
 

あ
る
 

い
は
内
包
す
る
問
題
性
が
 
緩
 々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
記
紀
神
話
と
 

い
う
 語
 

題
 を
め
ぐ
っ
て
の
論
調
は
、
日
本
に
お
け
る
歴
史
意
識
と
い
う
 
課
 題
 を
考
 

え
さ
せ
る
内
容
と
い
え
よ
 
う
 。
本
書
で
は
、
そ
の
捉
え
か
た
に
お
 
 
 

支
配
 と
被
 支
配
と
い
う
枠
組
み
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
、
し
ば
し
 
 
 

れ
わ
れ
」
と
い
う
表
現
に
出
会
う
。
 

宜
 ・
Ⅱ
以
来
、
閉
ざ
さ
れ
た
 記
 紀
 神
話
 

が
 、
被
支
配
者
に
開
放
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
解
釈
史
を
形
成
 
し
て
き
 

た
の
は
、
あ
る
意
味
で
閉
ざ
さ
れ
た
知
識
者
層
で
も
あ
る
。
こ
 
う
  
 

現
下
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
は
ど
こ
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
 き
る
の
 

 
 

ら
さ
れ
 

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
書
の
意
図
を
充
分
に
明
ら
か
に
し
え
ず
、
 

ま
た
 紹
 

介
の
機
会
が
近
辻
し
た
こ
と
を
著
者
に
お
詫
び
し
筆
を
お
き
た
い
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 廿

 

"
 

仰
を
事
例
と
し
て
 

第
二
部
沖
縄
県
の
巫
者
信
仰
 

第
六
章
ユ
タ
的
宗
教
者
の
基
本
性
格
 

第
七
章
集
落
社
会
に
お
け
る
立
者
消
長
の
動
態
 

第
八
章
立
者
信
仰
に
お
け
る
 
牧
 済
の
諸
相
（
 -
 こ
 

タ
信
 

仰
を
事
例
と
し
て
 

第
九
章
 

巫
 着
信
仰
の
現
代
的
展
開
 

終
章
総
括
と
展
望
 

第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
が
大
き
く
二
部
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
 れ青
 

森
 地
域
と
沖
縄
地
域
の
巫
者
信
仰
の
実
態
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
 る
 。
 こ
 

 
 

で
、
 
一
 

見
 ま
と
ま
り
が
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
内
容
を
 
ヰ
 
-
 
輻
 

み
 進
ん
 

で
い
く
と
、
あ
え
て
両
地
域
の
分
析
テ
ー
マ
を
揃
え
て
関
連
づ
け
 
る
 必
要
 

が
な
れ
こ
と
が
わ
か
る
し
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様
な
側
面
か
 
 
 

す
る
こ
と
が
良
い
結
果
を
生
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
 

本
書
は
 

そ
の
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
仕
組
み
は
「
霊
威
的
次
元
 
 
 

う
 概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
 
 
 

こ
の
「
霊
域
的
次
元
」
に
つ
い
て
は
樺
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
 
 
 

序
章
で
は
、
分
析
の
枠
組
み
と
全
体
の
見
通
し
が
明
ら
か
に
さ
れ
 て
 

る
 。
そ
の
第
一
節
「
本
書
の
目
的
・
で
は
、
本
書
の
目
的
が
 、
 「
 青
森
 

沖
縄
両
県
に
お
け
る
民
問
立
者
信
仰
を
王
た
る
題
材
と
し
て
、
 

こ
 れ
を
 日
 

本
に
お
け
る
「
民
俗
・
民
衆
宗
教
」
研
究
の
視
角
に
位
置
づ
け
る
 こ
と
に
 

一
 っ
て
、
現
象
の
具
体
的
諸
相
を
宗
教
学
的
な
立
場
か
ら
考
察
す
 る
こ
 

二
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
民
間
 立
 者
は
従
来
、
 
「
正
当
 

@
 
教
 者
 」
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
 自
律
性
 

を
も
た
な
い
低
次
元
の
職
能
者
と
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
 っ
 。
 そ
 

れ
に
対
し
て
、
著
者
は
民
間
 巫
 者
を
「
 ヨ
皿
威
的
 次
元
」
の
自
律
 的
 指
導
 

性
の
内
に
生
き
る
宗
教
者
」
と
捉
え
る
。
第
二
節
「
民
俗
・
民
衆
 
宗
教
を
 

め
ぐ
る
問
題
」
で
は
、
日
本
に
お
け
る
民
俗
宗
教
研
究
 
史
が
、
日
 
本
 民
俗
 

学
を
中
核
と
し
て
日
本
固
有
信
仰
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
方
向
 へ
と
 特
 

化
し
た
字
統
と
、
欧
米
で
開
発
さ
れ
た
理
論
を
導
入
し
て
、
よ
り
 
 
 

野
か
ら
比
較
研
究
を
行
お
う
と
す
る
学
統
と
の
二
大
潮
流
と
し
て
 
整
理
さ
 

れ
て
い
る
。
そ
の
研
究
系
譜
の
中
に
、
一
九
七
 
0
 年
代
後
半
か
ら
 
民
俗
 

民
衆
宗
教
を
、
成
立
宗
教
と
同
じ
く
自
律
的
な
宗
教
性
を
備
え
た
 
宗
教
規
 

象
 と
し
て
 把
 催
し
、
そ
の
「
霊
的
側
面
」
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
 
 
 

出
て
き
た
こ
と
に
ふ
れ
、
そ
の
動
向
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
 ぃ る
 。
 ま
 

た
 、
「
民
俗
・
民
衆
宗
教
」
と
い
う
概
念
の
導
入
は
、
制
度
的
 
教
 団
 の
 権
 

威
 の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
理
念
や
儀
礼
が
、
一
般
生
活
者
の
中
で
 
、
 現
に
 

語
ら
れ
、
実
践
さ
れ
て
い
る
現
実
態
に
着
目
す
る
と
い
う
意
味
を
 
含
ん
で
 

お
り
、
そ
れ
は
著
者
が
宗
教
研
究
に
取
り
組
む
際
の
「
祝
月
の
 
構
  
 

と
つ
」
で
あ
る
と
い
う
。
第
三
節
「
民
間
正
音
信
仰
を
め
ぐ
る
 
問
 題
 」
で
 

は
 、
ま
ず
、
用
語
に
関
し
て
、
「
瓦
硯
」
「
ミ
コ
」
と
称
さ
れ
る
 

宗
 教
 者
の
 

系
譜
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
「
制
度
宗
教
や
田
家
権
力
の
鴇
 
絆
 」
  
 

較
 的
自
由
で
、
一
般
住
民
か
ら
も
「
こ
の
土
地
に
昔
か
ら
あ
る
」
 

と
 見
な
 

さ
れ
た
宗
教
表
象
の
様
態
を
強
く
保
持
し
て
き
た
人
々
を
「
民
間
 
巫
 一
 
一
向
」
 

@
 

と
 呼
ぶ
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
そ
れ
に
対
す
る
分
析
局
面
に
  
 

は
 、
「
民
俗
宗
教
の
「
宗
教
性
」
を
正
面
か
ら
論
じ
う
る
 

視
占
 」
 を
 確
保
 

 
 
 
 

し
つ
つ
、
「
民
間
 巫
 百
円
 丑
が
姦
 正
敏
胸
次
元
二
の
 力
 や
意
味
に
 触
発
さ
 

僻
 

れ
る
局
面
、
お
よ
び
「
 

一
 盟
の
依
頼
者
・
信
者
が
正
音
と
交
渉
 す
 る
 過
程
 

 
 

に
お
い
て
 
宰
並
威
 胸
次
元
」
の
 
力
 や
意
味
が
顕
現
す
る
局
面
」
に
 

注
目
 す
 



る
と
い
う
。
第
四
節
「
宗
教
学
的
な
立
場
を
め
ぐ
る
問
題
」
で
 は
、
ま
 

ず
 、
著
者
の
い
う
「
宗
教
学
的
な
立
場
」
か
ら
の
研
究
の
在
り
方
 
が
 示
さ
 

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
「
 帝
 一
正
成
約
次
元
」
の
力
や
意
味
に
触
発
 
さ
れ
た
 

人
々
の
生
の
様
態
に
ま
ず
 視
 占
を
定
め
、
そ
こ
か
ら
個
々
の
文
化
 的
 ・
 社
 

全
的
・
制
度
的
な
拘
束
性
と
の
対
決
・
葛
藤
・
融
合
・
妥
協
と
い
 
 
 

柑
 
へ
と
、
可
能
な
限
り
開
い
て
い
く
」
と
い
う
研
究
方
向
で
あ
 る
と
い
 

う
 。
さ
ら
に
、
近
代
宗
教
学
お
よ
び
隣
接
 諸
 字
の
潮
流
を
概
観
   

ら
 、
オ
ッ
ト
ー
の
 
宙
王
 な
る
も
の
し
に
一
定
の
評
価
を
与
え
た
う
 え
で
、
 

立
場
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
本
書
に
導
入
さ
れ
 

本
書
で
い
う
「
宗
教
学
的
な
立
場
」
が
 、
 「
オ
ッ
ト
ー
が
 ヌ
 ミ
ノ
  
 た

 
「
 
帝
 一
正
 

呼
ん
だ
、
あ
る
い
は
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
か
っ
た
 

力
 や
意
 

味
の
次
元
を
積
極
的
に
視
野
に
収
め
つ
つ
、
そ
の
次
元
に
触
発
さ
 
ね
 、
 そ
 

0
 次
元
に
関
り
な
が
ら
生
き
る
人
々
の
生
存
の
在
り
万
を
究
明
す
 
る
 字
の
 

成
約
次
元
」
概
念
の
出
所
が
明
か
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
オ
ッ
ト
 ｜ 0
%
 い
 の
 

Z
 三
目
 コ
 0 の
の
か
ら
借
用
さ
れ
た
 コ
仁
ヨ
 -
 
コ
 0 巳
 臼
ヨ
 の
コ
ど
 
0
 コ
 0
 日
本
 
訳
 五
曲
 
Ⅰ
 
*
 

あ
る
。
す
な
 
ね
 ち
、
「
霊
威
的
次
元
」
と
は
、
「
日
常
経
験
と
は
 
里
 一
な
る
 次
 

元
 に
属
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
日
常
経
験
を
補
強
し
、
リ
ア
ル
 

な
 意
味
を
 

付
与
し
 
ぅ
る
 知
識
，
表
象
・
力
が
生
成
さ
れ
、
獲
得
さ
れ
る
 時
 空
 の
 地
 

平
 」
を
さ
し
、
そ
れ
は
人
々
の
信
念
や
修
行
を
介
し
て
現
成
し
、
 

当
事
者
 

に
と
っ
て
は
「
全
き
真
理
性
を
備
え
た
実
在
」
と
し
て
感
得
さ
れ
 
 
 

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
霊
威
的
次
元
」
に
対
す
る
著
者
の
態
 度
は
 

「
共
感
的
」
理
解
で
あ
る
と
い
う
占
も
こ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
る
 

 
 

以
上
の
分
析
の
枠
組
み
と
全
体
の
見
通
し
の
も
と
に
、
第
一
章
 
か
 ら
 -
 
弟
 

九
章
ま
で
青
森
・
沖
縄
両
県
地
域
の
民
間
立
者
信
仰
が
具
体
的
 
事
  
 

し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
第
一
章
か
ら
第
九
章
 
ま
  
 

で る ム 

  
  



介
 
拍
 

+
 

 
 

"
 
ヨ
 
i
 
一
 
@
 
目
 幸

 
年
代
か
ら
昭
和
二
 
0
 年
代
の
民
間
立
者
信
仰
の
存
続
の
様
態
が
明
 
 
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
状
況
の
中
で
の
マ
ス
コ
ミ
の
 
民
 間
 立
者
 

に
 対
す
る
厳
し
い
ま
な
ざ
し
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
が
、
 

そ
 の
 一
方
 

で
、
国
家
や
社
会
の
厳
し
い
干
渉
を
受
け
つ
つ
も
、
 

還
 し
く
し
た
  
 

生
き
続
け
る
民
問
立
者
の
姿
も
明
か
さ
れ
て
い
る
。
 

第
四
章
で
は
、
カ
ミ
サ
 

マ
 系
立
者
が
赤
 倉
に
 開
設
し
た
修
業
生
を
 
母
体
 

と
し
て
、
一
教
団
化
」
、
「
 脱
 ・
立
者
信
仰
化
」
を
志
向
し
て
い
く
 

状
況
が
 

「
 
赤
倉
 山
神
社
」
と
い
う
具
体
的
事
例
に
即
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
 て
い
る
。
 

そ
れ
が
、
教
団
化
を
志
向
し
っ
 

っ
 も
十
分
な
教
団
化
を
果
た
せ
な
 

い
 実
情
 

を
 指
摘
し
、
そ
の
要
因
を
、
信
者
の
流
動
性
が
依
 択 と
し
て
高
い
 
点
 、
神
 

社
を
模
範
と
し
た
教
団
化
が
図
ら
れ
た
 占
 、
教
祖
，
教
師
間
の
階
 層
序
列
 

が
 確
立
し
に
く
い
 
占
 、
私
的
な
教
祖
 家
 と
公
的
な
教
団
の
公
私
が
 
 
 

て
い
な
い
と
い
う
点
、
お
よ
び
後
継
者
の
継
承
原
理
が
確
立
し
て
 
 
 

点
 に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
、
 

カ
こ
 、
サ
マ
系
 

立
者
の
組
織
が
十
分
な
教
団
化
を
果
た
し
え
な
 い
 の
は
、
「
人
の
 幸
一
正
体
Ⅱ
 

し
 
」
 

を
 基
盤
と
し
た
信
仰
体
系
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
 であ
る
 

と
 論
じ
ら
れ
て
い
る
。
 

第
五
章
で
は
、
ま
ず
、
カ
ミ
サ
 マ
 信
仰
の
現
場
で
実
現
さ
れ
る
 
「
 
救
 

済
 」
の
具
体
例
を
紹
介
し
つ
つ
、
「
救
済
」
に
は
「
運
命
 観
 

よ
る
 救
 

済
 」
、
「
共
振
に
よ
る
救
済
」
、
そ
し
て
「
怨
念
の
感
得
と
そ
の
 

解
 消
 に
よ
 

る
 救
済
」
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
  
 

る
 。
次
に
、
カ
ミ
サ
 
マ
 信
仰
に
お
け
る
中
小
的
 災
 国
論
と
し
て
「
 
先
祖
・
 

小
ト
ケ
 の
因
縁
罪
障
」
の
具
体
例
を
示
し
つ
つ
、
「
祓
い
」
と
「
 

供
養
」
 

」
い
う
そ
れ
へ
の
対
処
法
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
救
済
」
の
 

実
 現
 を
通
 

し
 
て
 カ
 ミ
サ
 マ
 系
立
者
が
提
示
す
る
意
味
世
界
を
「
宇
宙
Ⅱ
生
命
 的
 」
 世
 

界
像
と
 捉
え
、
そ
の
よ
う
な
 
カ
 ミ
サ
 マ
 系
立
者
に
よ
る
「
救
済
」
 

達
成
の
 

背
景
に
、
「
互
酬
性
の
倫
理
」
が
存
在
す
る
と
も
論
じ
ら
れ
て
い
 
る
 。
 こ
 

こ
ま
で
が
青
森
県
地
域
に
お
け
る
民
間
立
者
信
仰
の
分
析
で
あ
る
 
 
 

第
六
章
で
は
、
沖
縄
地
域
に
お
い
て
一
般
に
 ユ タ
 と
 呼
ば
れ
て
き
 
た
民
 

門
立
者
も
ま
た
、
ヨ
霊
威
的
次
元
」
の
自
律
的
主
導
性
の
内
に
生
 
き
る
小
小
 

教
者
 」
と
し
て
の
基
本
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
 
 
 

ま
た
、
近
世
 
期
 に
作
成
さ
れ
た
説
話
 
や
ユ
 
タ
 的
 宗
教
者
の
行
動
 パ
  
 

0
 分
析
を
通
し
て
、
 
ユ
 タ
 的
 宗
教
者
の
成
立
過
程
に
お
け
る
 行
 動
に
、
 

「
遊
行
」
と
同
型
の
行
動
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
 

 
 

第
七
章
で
は
、
沖
縄
本
島
中
部
の
一
村
落
を
と
り
あ
げ
、
 

ユ
 タ
 的
 宗
教
 

者
、
門
中
祭
祀
の
祈
願
者
、
あ
る
い
は
村
落
祭
祀
の
神
役
な
ど
 
一
般
に
 

「
カ
ミ
ン
チ
ュ
 
-
 神
人
二
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
人
々
の
動
向
が
  
 

に
さ
れ
た
。
全
体
的
傾
向
と
し
て
は
、
地
域
共
同
体
が
カ
ミ
ン
チ
 
ュ
 を
文
 

え
る
基
盤
は
弱
体
化
し
て
い
る
一
方
、
「
人
の
霊
性
」
へ
の
住
民
 
の
 信
頼
 

度
は
依
然
と
し
て
高
く
、
そ
の
担
い
手
で
あ
る
 ユ タ
 的
 宗
教
者
や
 
そ
の
類
 

似
者
 
三
世
相
や
ヤ
 フ
 
ー
な
ど
）
に
対
す
る
需
要
は
根
強
く
存
在
 
 
 

て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
 

ユ
 タ
 的
 宗
教
者
の
存
続
を
支
え
て
い
 

る
コ
ス
 

モ
ロ
ジ
ー
の
基
盤
と
し
て
の
聖
地
や
拝
所
二
場
所
の
霊
性
」
一
が
 
依
然
と
 

し
て
豊
か
に
存
在
し
続
け
て
い
る
し
、
若
年
の
ユ
タ
的
 
宗
救
 者
に
 
お
い
て
 

さ
え
、
近
代
的
家
族
親
 と 抵
触
す
る
「
系
譜
の
霊
性
」
に
対
す
る
 固
執
も
 

根
強
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
沖
縄
の
民
間
立
者
の
存
続
を
支
え
 
て
い
る
 

人
々
は
、
依
然
と
し
て
「
人
の
霊
性
」
、
「
場
所
の
霊
性
」
お
よ
び
 

「
兵
ま
 咀
 

 
 
 
 

の
霊
性
 」
と
し
て
モ
デ
ル
化
し
た
「
霊
威
的
次
元
」
の
影
響
下
に
 
あ
る
と
 

 
 

 
 

 
  

 

第
八
章
で
は
、
津
軽
地
域
の
民
間
立
者
に
お
け
る
救
済
問
題
の
考
 
察
に
 



用
い
た
枠
組
み
が
沖
縄
で
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
 い
る
。
 

こ
こ
で
は
、
民
問
立
者
が
依
頼
者
の
救
済
を
実
現
す
る
さ
い
に
 
語
 る
 民
俗
 

用
語
を
考
察
し
、
沖
縄
の
民
間
立
者
に
よ
る
救
済
に
も
、
津
軽
の
 
場
合
と
 

同
様
、
「
運
命
観
に
 よ
 る
救
済
」
、
「
共
振
に
 よ
 る
救
済
」
、
お
よ
び
 
「
外
心
ム
心
 

の
 感
得
と
そ
の
解
消
に
よ
る
救
済
」
と
い
う
三
つ
の
テ
ー
マ
が
 
め
 る
こ
と
 

が
 示
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
も
、
津
軽
同
様
、
「
癒
さ
れ
 

る
弔
 一
五
 

が
 

人
々
を
癒
す
」
あ
る
い
は
「
救
済
さ
れ
る
幸
一
正
 @
 
」
そ
が
世
界
を
救
済
 す
る
」
 

と
 定
式
化
で
き
る
「
互
酬
性
の
倫
理
」
が
存
在
す
る
と
い
う
。
 

こ
 の
 
「
 
互
 

酬
 性
の
倫
理
」
は
前
近
代
的
な
共
同
体
倫
理
と
い
っ
た
も
の
で
は
 ま
、
 

力
く
 

「
霊
威
的
次
元
」
の
圧
倒
的
な
力
の
前
に
立
ち
す
く
む
人
間
の
中
 
に
 埋
め
 

込
ま
れ
た
根
元
的
な
「
慎
み
」
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
倫
理
で
あ
る
 
と
も
 考
 

察
 さ
れ
て
い
る
。
 

第
九
章
で
は
、
現
代
社
会
の
中
で
 ユ
 タ
 的
 宗
教
活
動
が
ど
の
よ
う
 に
展
 

聞
 し
つ
る
の
か
が
二
つ
の
具
体
的
事
例
に
即
し
て
考
察
さ
れ
て
い
 
る
 。
 そ
 

の
事
例
と
は
、
那
覇
市
で
活
躍
す
る
女
性
霊
能
者
と
キ
リ
ス
ト
教
 
聖
霊
 運
 

動
 で
あ
る
。
女
性
霊
能
者
に
つ
い
て
は
、
「
自
ら
の
教
義
・
世
界
 
観
 ・
 救
 

済
 観
な
ど
の
体
系
化
、
と
く
に
文
字
を
媒
体
と
し
た
体
系
的
整
序
 への
 指
 

向
性
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
「
沖
縄
地
域
全
体
を
射
程
に
 
 
 

聖
地
の
統
合
的
体
系
化
や
歴
史
の
再
構
築
」
が
試
み
ら
れ
て
い
る
 
点
 に
任
 

目
し
、
そ
れ
は
、
村
落
社
会
に
基
盤
を
持
つ
在
来
型
で
は
な
く
 、
「
都
市
 

的
 」
特
徴
を
も
っ
た
霊
能
者
の
特
徴
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
 
。
後
半
 

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
聖
霊
運
動
を
取
り
上
げ
、
そ
の
運
動
を
 、
 「
 民
俗
 

民
衆
宗
教
」
研
究
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
位
置
づ
け
つ
つ
、
在
来
 
 
 

的
 宗
教
者
に
よ
る
宗
教
活
動
と
の
連
続
と
断
絶
と
い
う
 
視
 占
か
ら
 検
討
が
 

行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
聖
霊
運
動
は
、
「
人
の
霊
性
 
」
お
よ
 

  
  



 
 

 
 

評
 

至
日
 
ヰ
 

こ
と
に
し
た
 

第
一
は
、
「
霊
威
的
 
択
元
 」
と
い
う
概
念
の
導
入
に
関
し
て
で
あ
 る
 。
 

本
書
で
は
、
青
森
・
沖
縄
両
県
の
民
間
立
者
信
仰
に
対
し
て
、
 

そ
 れ
ぞ
れ
 

多
様
な
側
面
か
ら
分
析
が
行
わ
れ
、
し
か
も
、
従
来
の
机
 
川
甜
 @
 @
 
収
ま
ら
 

な
い
変
則
的
事
例
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
 
多
  
 

た
る
議
論
が
、
最
終
的
に
は
「
 ヨ
並
 成
約
次
元
口
の
自
律
的
主
導
   

に
 生
き
る
宗
教
者
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
 
 
 

性
 が
図
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
形
式
が
個
々
の
脈
絡
の
な
か
 
 
 

な
 説
得
力
を
発
揮
す
る
。
最
初
は
こ
の
形
式
が
醸
し
出
す
説
得
力
 
を
 不
思
 

諦
に
 感
じ
た
。
し
か
し
、
「
霊
威
的
次
元
」
が
「
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
ゼ
」
 
 
 

借
 Ⅲ
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
思
い
至
っ
た
と
き
目
か
ら
鱗
が
 落
 ち
た
。
 

「
宗
教
体
験
」
を
経
験
し
た
者
同
士
の
間
で
 

ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 が
理
解
 し
 ム
ロ
ヒ
人
 

た
よ
う
 に
、
「
宗
教
学
的
体
験
」
を
共
有
し
て
い
る
者
同
士
の
間
 

で
は
 

本
書
の
個
々
の
文
脈
で
の
「
「
 
ヨ
皿
威
的
 
次
元
口
の
自
律
的
主
導
性
   

生
き
る
」
と
い
う
生
き
万
が
何
で
あ
る
の
か
が
理
解
し
合
え
た
と
 いつ
 こ
 

と
で
あ
る
。
著
者
が
心
が
け
た
「
共
感
的
理
解
」
が
、
読
者
に
対
 
 
 

仕
組
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
こ
の
点
に
自
覚
 
的
で
あ
 

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

第
二
も
そ
れ
に
関
連
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
「
宗
教
学
 
 
 

立
場
か
ら
の
研
究
の
方
向
性
と
し
て
、
「
霊
威
的
次
元
」
概
念
の
 
重
要
性
 

を
 玉
帳
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
民
問
 

立
 者
の
多
様
な
宗
教
体
験
 の
 立
円
 
後
 

に
あ
る
力
や
意
味
の
源
泉
を
想
定
し
、
そ
れ
に
「
霊
威
的
次
元
」
 

 
 

口
称
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
し
や
す
く
な
っ
た
。
し
か
 

し
、
そ
 

り
 段
階
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
多
少
物
足
り
な
さ
を
感
 
 
 

4
 ツ
ト
 
ー
は
 、
 自
ら
が
提
示
し
た
「
 ヌ
 ミ
ノ
ー
ゼ
」
に
関
し
て
 

」
れ
 る
 

さ
ら
に
考
察
し
、
宗
教
体
験
を
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
々
に
も
 
理
解
 可
 

能
な
 普
遍
的
概
念
と
し
て
仕
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
 
だ
ろ
う
 

か
 。
「
霊
威
的
次
元
」
が
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
 あ
る
な
 

ら
ば
、
オ
ッ
ト
ー
が
 
ヌ
 ミ
ノ
ー
 ゼ
 に
対
し
て
 待
 つ
た
よ
う
な
掘
り
  
 

考
察
へ
の
志
向
性
が
、
「
霊
威
的
次
元
」
に
対
し
て
も
あ
っ
て
も
 
 
 

た
の
で
は
な
い
だ
 る
 向
か
。
本
書
で
は
、
「
霊
威
的
次
元
」
を
さ
 

 
 

り
，
 
下
げ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
若
干
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

第
三
も
そ
れ
に
関
連
し
て
い
る
。
「
 
目
 五
戒
 的
 次
元
」
の
自
律
的
 王
 導
性
 

の
 内
に
生
き
る
」
と
い
う
生
き
万
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
の
 生
き
方
 

は
 、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
民
間
立
者
に
限
ら
ず
、
す
べ
 
て
 0
 々

 
不
 

教
 者
に
当
て
は
ま
る
生
き
方
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

に
 、
本
書
で
は
、
民
問
 巫 君
が
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
正
当
な
 宗教
者
 

と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
 そ
の
 親
 

点
か
ら
す
れ
ば
、
民
問
立
者
 も
 
「
享
正
 
威
的
 次
元
」
の
自
律
的
 主
 導
 佳
の
 

内
に
生
き
る
宗
教
者
」
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
 
る
と
い
 

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
民
問
立
者
を
正
当
な
宗
教
者
と
し
て
 
 
 

げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
書
の
い
わ
ば
前
提
と
さ
れ
て
い
る
わ
  
 

ら
 、
そ
の
民
間
立
者
を
「
 軍
 五
戒
 的
 次
元
」
の
自
律
的
主
導
性
の
   

き
る
宗
教
者
」
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
は
、
同
語
反
復
と
い
う
 
印
 象
も
受
 

け
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
 

第
四
は
、
第
九
章
で
、
 

ユ
 タ
 的
 宗
教
者
に
関
し
て
、
村
落
社
会
に
 基
盤
 

を
も
つ
「
在
来
型
」
お
よ
び
「
都
市
的
」
霊
能
者
と
い
う
類
型
化
 
が
さ
れ
 

 
 
 
 

て
い
る
占
で
あ
る
。
著
者
は
、
「
都
市
的
」
特
徴
と
し
て
、
自
身
 
の
 教
生
 我
 

や
世
界
観
の
体
系
化
、
お
よ
び
沖
縄
全
域
的
視
点
に
た
っ
た
聖
地
 
2
1
7
 

仁
志
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
平
均
的
な
 ユ
 タ
 的
 宗
教
 



者
を
み
た
場
合
、
都
市
部
で
活
動
し
て
い
る
者
と
村
落
社
会
に
活
 
動
拠
占
 

を
 持
つ
者
の
間
に
有
意
義
な
差
が
見
い
だ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
そ
も
そ
 

も
 、
村
落
的
な
「
在
来
型
」
と
呼
べ
る
特
徴
が
あ
る
の
だ
ら
つ
か
 
o
@
@
 

占
が
 若
干
気
に
か
か
る
。
本
書
で
は
、
霊
能
者
 K の
宗
教
活
動
が
 
「
 
ぬ
 @
@
 

十
 Ⅱ
 

的
 」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
彼
女
ほ
、
都
市
部
で
活
動
 
 
 

る
 他
の
宗
教
者
に
比
べ
て
も
特
殊
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
 

@
@
@
 

)
7
 
カ
 Ⅰ
 
カ
 

で
あ
ろ
う
か
。
 

最
後
に
、
本
書
は
、
「
宗
教
学
」
的
立
場
か
ら
の
民
間
 

立
 者
の
分
   

方
向
性
と
可
能
性
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
が
、
今
後
も
宗
教
学
の
 
立
場
か
 

ら
の
民
間
立
者
信
仰
の
研
究
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
 と
 同
時
 

に
 、
「
霊
威
的
次
元
」
の
本
質
へ
と
向
か
う
方
向
へ
と
研
究
が
展
 
聞
 さ
れ
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所
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会
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定
道
、
安
達
義
弘
、
石
井
研
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に
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氏
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長
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審
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査
 読
者
を
決
定
し
、
書
評
 本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

来
年
度
の
特
集
号
 
三
 二
五
号
、
二
 0
0
0
 年
 九
月
刊
行
予
定
 
-
 の
 テ
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テ
ー
マ
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民
間
信
仰
」
研
究
の
百
年
 

論
文
の
査
 読
 に
関
し
、
そ
の
結
果
の
表
示
に
つ
い
て
議
論
が
な
 
さ
れ
、
 

判
定
基
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を
若
干
変
更
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
 

石
井
委
員
よ
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総
目
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体
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等
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い
て
説
明
が
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れ
 
-
@
 

キ
 
@
@
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が 票の金一一 
有有候井 五一 

  
ら が 宮 古田 
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大友 
二 輪 
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神
田
学
士
会
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出
席
者
青
山
女
、
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
新
井
昭
 
廣
 、
 洗
 建
 

 
 

 
 

井
門
富
 
二
夫
、
池
上
泉
正
、
大
村
英
昭
、
小
田
淑
子
、
金
井
 

新
三
、
河
 波
昌
 、
古
賀
 和
 則
、
佐
藤
憲
昭
、
鈴
木
正
宗
、
 

薗
 

m
 坦
 、
高
田
信
良
、
田
島
照
久
、
谷
口
茂
、
田
丸
 
徳
昔
 、
月
 

本
 昭
男
、
土
屋
 
博
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
中
村
恭
子
、
甘
 ヨ
 m
 ぴ
毛
 

-
 （
㏄
 
@
 
ぴ
痔
 、
 華
 国
穂
 麿
 、
藤
井
正
雄
、
堀
尾
 孟
 、
間
瀬
 啓
允
 、
 

松
丸
幸
雄
、
宮
家
 準
 、
渡
遺
賢
 陽
 、
 -
 南
山
大
が
こ
渡
辺
 
学
 

議
事
 

一
 、
第
五
八
回
学
術
大
会
発
表
者
の
承
 穏
 

開
催
 校
 が
準
備
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
原
案
を
検
討
し
、
個
人
研
究
 
発
表
 

二
七
二
名
、
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
 

五
 0
 名
を
承
認
し
た
 
 
 

一
 、
新
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
 

井
門
 会
長
よ
り
経
過
の
説
明
の
後
、
金
井
常
務
理
事
よ
り
委
員
名
 
が
発
 

表
さ
れ
た
。
 

・
庶
務
委
員
 

宇
都
宮
輝
夫
、
金
井
新
三
 
-
 長
 -
 、
鈴
木
 君
弓
 、
鈴
木
正
 宗
 、
関
一
 
 
 

田
島
照
久
、
棚
沢
正
和
、
藤
田
正
勝
 

・
国
際
委
員
 

阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
 -
 長
 -
 、
小
田
淑
子
、
 
コ
い
 す
 い
 「
 d
 の
 り
 「
 ユ
、
 

コ
の
 
Ⅰ
 

木
村
武
史
、
澤
井
義
次
、
島
南
進
、
竹
沢
尚
一
郎
、
月
水
昭
男
、
 

土
屋
 

博
 、
中
野
 毅
 、
十
枚
弘
光
、
中
村
 廣
 治
郎
、
渡
辺
 
学
 

・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
 

池
澤
 優
 、
石
井
研
 士
 、
堀
越
期
日
一
良
）
、
間
瀬
 啓
允
 



0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
一
日
 -
 
土
 -
 一
 三
時
 @
 
一
一
五
時
 

場
所
国
際
文
化
会
館
セ
ミ
ナ
ー
 
室
 D
 

出
席
者
荒
木
工
竹
雄
、
井
間
宮
二
夫
、
金
井
新
三
、
木
村
清
孝
 、
島
 

薗
進
 、
Ⅲ
 島
 照
久
、
田
丸
 徳
善
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
藤
井
正
 

雄
 、
宮
 末
郵
 、
渡
海
 質
陽
 

議
題
 

一
 、
会
長
選
挙
第
二
次
投
票
開
票
 

開
票
結
果
 

 
 

有
権
者
数
 

投
票
者
数
 

五
一
二
（
投
票
率
二
八
・
三
 
%
 ）
 

有
効
投
票
者
数
 

五
一
一
  

 

無
効
投
票
者
数
 

五
 O
 七
 

有
効
投
票
 牧
 

四
 

白
票
 

有
効
投
票
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
 

-
-
0
 
八
面
一
下
 

宮
家
 

準
 

農
園
 

進
 

一
一
八
四
面
一
丁
 

金
井
新
三
 

一
 三
五
色
 示
 

一
 、
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
三
九
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
院
生
会
費
に
つ
い
て
 

庶
務
委
員
会
に
お
い
て
引
き
続
き
検
討
ず
る
こ
と
が
 
井
門
 会
長
よ
 0
 部
 

古
 さ
れ
た
。
 

0
 第
五
八
回
学
術
大
会
 

日
本
宗
教
学
会
第
五
八
同
学
術
大
会
は
、
九
月
一
七
口
 -
 
金
 ）
 
@
 
一
 九
日
 

-
 
日
 -
 に
か
け
て
・
南
山
大
学
に
お
い
て
以
下
の
口
程
で
開
催
さ
れ
 
、
上
、
 

三
一
人
の
参
加
者
、
三
一
四
人
の
研
究
発
表
が
あ
っ
た
。
 

・
九
月
一
七
日
（
金
）
 

開
会
式
 

一
 三
時
 ｜
 
一
二
時
二
 
0
 分
 

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 

一
 三
時
二
 0
 分
｜
 
一
七
時
二
 
0
 分
 

テ
ー
マ
「
宗
教
研
究
の
新
た
な
動
向
」
 

「
日
本
に
お
け
る
「
宗
教
学
」
の
特
質
と
今
後
の
問
題
」
 

土
屋
博
 
-
 北
海
道
大
字
教
授
 -
 

「
宗
教
研
究
は
社
会
科
学
た
り
う
る
か
」
 

竹
沢
尚
一
郎
（
九
州
大
学
教
授
 -
 

 
 

「
複
数
の
ア
メ
リ
カ
褐
色
の
千
年
記
・
三
つ
の
根
元
 

形
 ・
 ェ
  
 

ユ
ノ
 ノ
ポ
リ
ス
 

ダ
ビ
ッ
ド
・
カ
ラ
ス
コ
 

@
 
リ
ン
ス
ト
ン
大
字
教
授
一
 

「
宗
教
研
究
に
お
け
る
国
際
協
力
の
功
罪
」
 

ロ
ー
レ
ン
ス
・
 E
.
 
サ
リ
 ヴ
 ア
ン
 

-
 ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
字
教
授
）
 

「
竹
沢
、
土
屋
 両
 教
授
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
」
 

マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
 
R
.
 
マ
イ
ル
ズ
 

（
バ
ー
ク
リ
ー
神
学
連
合
大
学
院
大
学
教
授
一
 

「
カ
ラ
ス
コ
教
授
、
サ
リ
 
ヴ
 
ア
ン
教
授
へ
の
応
答
」
 

金
井
新
 三
 
-
 
東
京
人
学
教
授
一
 

と
な
り
、
宮
家
 
準
氏
 が
会
長
当
選
者
に
決
定
し
た
。
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0
 日
本
案
教
学
会
賞
選
考
委
 @
 ム
コ
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
七
口
（
金
）
 
一
 三
時
三
 0
 分
 @
 
一
五
 晴
二
一
 

 
 

場
所
南
山
大
学
 F
 棟
 二
三
教
室
 

出
席
者
小
田
淑
子
、
古
賀
 和
 則
、
田
島
照
久
、
立
川
武
蔵
、
 

松
本
 

滋
 、
宮
田
 登
 

書
面
参
加
 一
 井
上
順
孝
 

議
事
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
三
時
三
 0
 分
｜
 
一
五
時
三
 0
 分
 

一
八
時
 @
 二
 0
 時
 

理
事
会
 

九
月
一
八
日
一
圭
 -
 

研
究
発
表
・
パ
ネ
ル
九
時
 @
 
一
二
時
 

一
二
時
 @
 
一
 三
時
三
 0
 分
 

評
註
 ぬ
 -
 
貝
金
 

一
 三
時
三
 0
 分
｜
 
一
六
時
一
 0
 分
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
三
 0
 分
｜
 
一
五
時
三
 0
 分
 

庶
務
委
員
会
 

一
 三
時
三
 0
 分
｜
 
一
四
時
三
 0
 分
 

国
際
委
員
会
 

一
六
時
二
 0
 分
｜
 
一
七
時
四
 0
 分
 

会
員
総
会
 

一
八
時
 @
 二
 0
 時
 

懇
親
会
 

九
月
一
九
日
 
-
 
日
一
 

研
究
発
表
・
パ
ネ
ル
九
時
 ｜
 
一
二
時
 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
一
一
時
 
｜
 
一
二
時
 

「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
会
一
二
時
 
｜
 
一
四
時
 

一
 三
時
三
 0
 分
｜
 
一
六
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
 

。
 
パ
 小
ル
 

一
四
時
 @
 
一
七
時
 

閉
会
式
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
 
理
事
会
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
七
日
一
金
 
-
 一
八
時
 @
 
二
 0
 時
 

場
所
南
山
大
学
本
部
 棟 三
階
会
議
室
 

出
席
者
青
山
立
、
阿
部
美
哉
、
新
井
昭
 
廣
 、
 洗
建
 、
荒
木
美
音
 雄
、
 

弁
円
高
二
夫
、
池
上
長
正
、
市
川
裕
、
宇
都
宮
輝
夫
、
大
村
 

英
昭
、
岡
亮
二
、
小
田
淑
子
、
加
藤
智
見
、
金
井
新
三
、
河
 

波
昌
 、
幸
木
 頁
 、
古
賀
 和
 則
、
坂
井
信
 生
 、
佐
々
木
 宏
幹
 、
 

佐
藤
憲
昭
、
島
 
君
 、
 島
 貢
進
、
鈴
木
右
目
、
鈴
木
正
宗
、
 

関
 

一
敏
、
薗
田
 坦
 、
薗
田
 稔
 、
高
田
信
良
、
竹
沢
尚
一
郎
、
田
 

島
 照
久
、
立
川
武
蔵
、
谷
口
茂
、
田
丸
徒
書
、
月
水
昭
男
、
 

土
屋
 博
 、
鶴
岡
 賀
雄
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
西
村
急
信
、
西
山
 

茂
 、
 甘
ヨ
 e
s
 ミ
 ・
 コ
の
 一
の
 
俺
 、
橋
本
武
人
、
花
岡
水
子
、
華
 園
 

聴
麿
 、
平
敷
台
 治
 、
間
瀬
 啓
允
 、
 松
 長
官
 慶
 、
松
丸
善
雄
、
 

松
本
 渡
 、
宮
家
 準
 、
宮
田
元
、
宮
田
 登
 、
渡
海
 實
陽
 

議
事
 

一
 、
庶
務
報
告
 

金
井
常
務
理
事
よ
り
、
一
九
九
八
年
度
の
庶
務
報
告
が
な
さ
れ
、
 

承
認
 

さ
れ
た
。
一
別
記
参
照
 -
 

一
 、
会
計
報
告
 

金
井
常
務
理
事
よ
り
、
一
九
九
八
年
度
の
収
支
決
算
報
告
と
一
九
 
 
 

年
度
の
予
算
案
が
提
出
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
 

-
 別
記
参
照
 -
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

一
、
ム
 
「
年
度
学
会
賞
受
賞
者
と
し
て
推
薦
す
べ
き
業
績
の
審
査
 

慎
重
な
審
査
の
結
果
、
今
年
度
学
会
賞
は
該
当
な
し
と
決
定
し
た
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渡
逼
實
陽
 
選
挙
管
理
委
員
長
ょ
り
、
同
選
挙
の
結
果
が
報
告
さ
れ
 
 
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 

松
本
 滋
 選
考
委
員
長
よ
り
、
審
査
結
果
の
報
告
が
あ
り
、
報
告
通
 
り
決
 

 
 

Ⅰ
新
人
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
一
八
人
の
入
会
が
承
認
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
名
誉
天
台
兵
 は
 つ
い
て
 

本
年
度
は
高
木
き
よ
子
、
戸
田
義
雄
、
山
口
恵
昭
の
 三
 氏
を
名
誉
 -
 
ム
ム
 
@
 
貝
 

に
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

東
京
都
世
田
谷
区
の
 
駒
澤
 大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
 -
 
」
と
が
 同
 大
字
 

教
授
の
佐
々
木
 宏
幹
 常
務
理
事
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
続
い
て
、
 

日
 程
等
 

ほ
 つ
い
て
同
大
学
教
授
の
洗
連
理
事
よ
り
報
告
さ
れ
た
。
 

日
程
 

二
 0
0
0
 
午
 九
月
一
三
日
（
永
一
 @
 
一
五
日
（
金
一
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
 

従
来
編
集
委
員
で
あ
っ
た
鈴
木
正
実
 氏
 に
代
わ
っ
て
 、
 新
た
に
 関
 
一
敏
 

氏
 に
編
集
委
員
を
委
嘱
し
た
こ
と
、
ま
た
、
総
目
録
写
担
当
委
員
 
 
 

て
一
年
間
任
期
を
延
長
し
た
石
井
研
土
民
が
九
月
末
の
刊
行
を
も
 って
 

委
員
を
辞
さ
れ
る
こ
と
が
 
井
門
 会
長
よ
り
報
告
さ
れ
、
承
認
さ
れ
   

一
 、
国
際
委
員
ム
五
の
委
員
に
つ
い
て
 

木
村
清
孝
氏
に
国
際
委
員
を
委
嘱
し
た
こ
と
が
 井門
 会
長
よ
り
 報
 生
ロ
 
キ
ご
 

ね
 、
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
各
種
委
員
会
の
内
規
に
つ
い
て
 

委
員
の
選
出
方
法
・
任
期
・
委
員
へ
の
委
嘱
 状 手
交
等
の
内
規
を
 
印
呪
 

-
-
-
,
@
 

ヰ
ノ
 

る
こ
と
が
 井
門
 会
長
ょ
り
報
告
さ
れ
た
。
 

0
 評
議
員
会
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
四
日
 -
 
月
 -
 一
二
時
 ｜
一
 三
時
三
 0
 分
 
分
 

場
所
南
山
大
学
 M
 棟
 B
 一
一
教
室
 

出
席
者
一
 0
0
 名
 

223 (869) 

一
 、
院
生
会
費
に
つ
い
て
 

井
門
 会
長
よ
り
、
個
人
会
員
の
約
二
割
が
学
生
会
員
で
あ
る
こ
と
 
、
ま
 

た
 、
予
備
費
や
各
種
委
員
会
の
活
動
費
な
ど
も
考
慮
し
な
が
ら
、
 

引
き
 

続
き
検
討
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
 
@
A
H
R
 

に
つ
い
て
 

荒
木
常
務
理
事
よ
り
、
 
二
 0
0
 五
年
世
界
大
会
に
招
 塙
 立
候
補
を
 
 
 

こ
と
、
ア
ジ
ア
地
区
プ
ロ
ッ
ク
を
つ
く
る
こ
と
に
つ
い
て
 
ム
フ
 
後
、
 国
際
 

委
員
会
で
検
討
す
る
こ
と
、
 

二
 0
0
0
 年
の
ダ
ー
バ
ン
で
の
世
界
 大
会
 

か
ら
す
べ
て
が
パ
ネ
ル
を
組
ん
で
の
参
加
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
 
報
告
 

さ
れ
た
。
 

Ⅰ
 
S
I
S
R
 

に
つ
い
て
 

島
薗
 常
務
理
事
よ
り
、
本
年
七
月
二
六
 ｜
三
 0
 日
に
べ
ル
ギ
ー
の
 
ノ
ン
 

ヴ
ァ
ン
で
開
か
れ
た
第
二
五
回
大
会
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
は
 つ
い
て
 

宮
家
常
務
理
事
よ
り
、
六
月
二
八
日
に
行
わ
れ
た
宗
教
学
研
達
士
 
催
の
 

シ
ン
 坤
 
小
い
 
ン
う
ノ
ム
 
に
つ
い
て
報
土
ロ
 ぶ
 T
 わ
仏
 
*
 
ヒ
 ゼ
札
 
ト
に
 
。
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
道
 は
 つ
い
て
 

華
 国
常
務
理
事
よ
り
、
一
二
月
一
四
日
に
行
わ
れ
る
哲
学
研
達
士
 
催
の
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
、
な
ら
び
に
本
学
会
か
ら
金
井
新
三
 

氏
 に
講
 

演
を
依
頼
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
一
別
記
 

参
昭
じ
 



0
 庶
務
委
員
会
 

Ⅱ
 
時
 

一
九
九
九
年
九
月
一
八
Ⅱ
 
-
 
十
 -
 一
三
時
三
 0
 分
 @
 
一
五
 時
 二
一
 

 
 

場
所
南
山
大
学
 F
 棟
 二
三
教
室
 

出
席
者
宇
都
宮
輝
夫
、
金
井
新
三
一
長
 -
 、
鈴
木
右
目
、
鈴
木
正
 
当
下
 

関
一
敏
、
田
島
照
久
、
棚
 次
 正
和
、
藤
田
正
勝
 

議
事
 

一
 、
庶
務
委
員
の
業
務
内
容
お
よ
び
そ
の
分
担
に
つ
い
て
 

庶
務
委
員
の
行
う
業
務
内
容
を
確
認
し
、
ま
た
次
の
よ
う
に
分
担
 
を
決
 

 
 

各
種
会
合
準
備
（
金
井
 -
 、
会
員
・
名
簿
関
係
 一
 
田
島
 -
 、
学
術
大
 全
開
 

議
事
 

一
 、
庶
務
報
告
 -
 
金
井
常
勝
理
事
 -
 

一
 、
会
計
報
告
 
一
 
金
井
常
務
理
事
 -
 

一
 、
会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
一
旗
 漫
 選
苧
管
理
委
員
長
 -
 

H
 本
 宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
一
松
本
学
会
賞
選
考
委
員
長
一
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 -
 
佐
々
木
常
務
理
事
、
洗
理
事
  
 

一
 、
編
集
委
員
の
交
代
に
つ
い
て
（
 井
門
 会
長
）
 

一
 、
新
委
員
会
に
つ
い
て
 -
 
件
門
 会
長
一
 

名
誉
会
員
に
つ
い
て
一
升
 門
 会
長
一
 

一
、
 I
A
H
R
 

に
つ
い
て
 

宰
 川
本
常
務
理
事
一
 

一
 、
 W
I
S
R
 

に
つ
い
て
一
員
 

薗
 常
務
理
事
一
 

一
 、
 H
 本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
 に
つ
い
て
一
宮
家
常
務
理
事
 -
 

一
 、
 H
 本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
 -
 
幸
 国
 常
務
理
事
 -
 

係
 
-
 鈴
木
正
景
事
務
厄
運
営
 -
 
金
井
 -
 、
学
会
の
組
織
 ・
 運
 

 
 

 
 

 
 

営
 に
関
す
る
検
討
と
提
案
一
食
 
昂
 -
 

 
 
 
  
 

一
 、
院
生
会
費
の
値
下
げ
の
可
能
性
に
つ
い
て
 

 
 

懸
案
で
あ
る
大
学
院
生
の
会
費
 モ
 値
下
げ
す
る
件
に
つ
い
て
 討丑
 俄
し
た
 

結
果
、
次
の
諸
白
 
が
 検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
 
 
 

生
 会
費
値
下
げ
の
 幅
 
釜
日
通
会
費
の
半
額
 拉
 が
望
ま
し
い
 
-
 
、
並
 日
 
@
 陥
入
 
云
 

費
の
値
上
げ
、
会
費
納
入
シ
ス
テ
ム
の
再
検
討
、
地
学
会
の
例
 の
参
 

照
 、
十
分
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
会
員
の
各
種
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
 
見
直
 

し
 、
「
宗
教
研
究
 ヒ
誌
 販
売
・
交
換
の
方
法
、
な
ど
。
 

ま
た
こ
の
問
題
の
検
討
は
 、
 新
た
に
設
置
さ
れ
る
べ
き
財
務
委
 @
 
見
ム
 
云
 

-
 
後
述
）
に
ゆ
だ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
 

一
 、
財
務
委
員
会
設
置
の
提
案
 

上
記
の
会
費
問
題
を
ふ
く
め
て
、
学
会
財
務
・
会
計
関
係
に
つ
  
 

は
 、
庶
務
委
員
会
の
管
轄
と
せ
ず
に
、
こ
れ
を
管
轄
す
る
新
委
員
 
余
を
 

設
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
が
議
さ
れ
、
ま
た
さ
し
迫
っ
 
た
二
 

つ
の
国
際
学
会
開
催
の
費
用
捻
出
の
必
要
か
ら
も
、
財
務
委
員
会
 
0
 字
 

急
な
新
設
を
提
案
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。
 

Ⅰ
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
発
行
に
つ
い
て
 

懸
案
と
な
っ
て
い
た
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
 

ホ
  
 

ぺ
 ー
 ジ
 な
 開
設
し
、
そ
の
一
部
を
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
と
し
て
 
会
 @
 
貝
 に
送
 

付
す
る
の
が
適
当
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
 
日
 を
合
 

め
 、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
に
こ
の
問
題
を
ゆ
だ
れ
る
こ
と
で
 
合
 貢
 し
 

 
 

一
 、
複
写
 権
 に
関
す
る
「
宗
教
研
究
 
口
 掲
載
事
項
に
つ
い
て
 

学
術
著
作
権
協
会
と
の
複
写
 権
 委
託
契
約
に
し
た
が
い
、
「
宗
教
 
研
究
 口
 



0
 国
際
委
員
会
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
七
口
 一
 
金
 -
 一
三
時
三
 0
 分
｜
 
一
四
 時
 二
一
 

 
 

場
所
南
山
大
字
 F
 棟
二
 二
教
室
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
一
長
 
-
 
、
小
田
淑
子
、
 
乙
ぃ
 下
り
Ⅰ
 

巨
 

G
a
 「
ロ
コ
 

戟
 、
木
村
武
史
、
澤
井
義
次
、
島
貢
進
、
竹
沢
尚
一
 

郎
 、
月
水
昭
男
、
土
屋
 博
 、
中
野
 毅
 、
中
村
 廣
 治
郎
、
渡
辺
 

学
 

議
事
 

一
 、
国
際
委
員
会
の
役
割
と
課
題
に
つ
い
て
 

宗
教
学
会
の
国
際
的
な
諸
問
題
に
つ
い
て
審
議
し
、
対
応
を
考
え
 
る
 。
 

宗
教
学
の
国
際
的
な
展
開
に
つ
い
て
情
報
を
学
会
に
知
ら
せ
る
。
 

一
 、
 l
A
H
R
 
二
 O
0
 五
年
世
界
大
会
の
招
 璃
 立
候
補
に
つ
い
て
 

日
本
 招
璃
 立
候
補
に
つ
い
て
は
、
理
事
会
で
承
認
さ
れ
た
。
本
妻
 -
 
貝
ム
ム
 

は
 、
そ
の
方
向
で
努
力
す
る
。
実
際
に
 ク
ラ
コ
プ
 の
理
事
会
で
日
 
本
に
 

決
定
さ
れ
た
時
点
か
ら
準
備
を
進
め
、
ダ
ー
バ
ン
で
最
終
決
定
 
す
れ
 

会
の
開
催
 校
 で
あ
る
東
京
大
学
と
連
係
し
て
準
備
を
進
め
る
。
 

予
 

ば
 、
実
行
委
員
会
を
設
立
す
る
。
実
行
委
員
会
は
、
日
本
宗
教
学
 

算
そ
 

全
人
 

の
他
、
過
去
の
大
会
に
つ
い
て
の
情
報
を
収
集
す
る
。
 

O
 総
会
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
八
日
一
十
）
一
六
時
二
 0
 分
 @
 
一
七
 時
四
 

 
 

場
所
南
山
大
学
 E
 棟
 B
 
一
 
教
室
 

出
席
者
大
会
参
加
会
員
数
五
八
二
名
、
定
足
数
一
九
四
名
、
出
 店
 者
 

敬
一
委
任
状
提
出
者
を
含
む
一
三
三
一
名
、
よ
っ
て
総
会
は
 

成
立
し
た
。
 

議
事
 

一
 
、
開
会
 

一
 、
議
長
に
南
山
大
学
名
誉
教
授
の
青
山
玄
理
事
を
選
出
 

一
 、
庶
務
報
告
 
一
 
金
井
常
務
理
事
 
-
 

一
 、
会
計
報
告
 
一
 
金
井
常
務
理
事
 
-
 

掲
載
論
文
の
複
写
に
は
同
協
会
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
た
 
 
 

の
 旨
を
常
時
「
宗
教
研
究
」
に
記
載
し
、
ま
た
複
写
 
権
 が
宗
教
学
 
ム
五
片
 

に
 

属
す
る
旨
の
文
言
を
常
時
「
投
稿
規
定
」
中
に
掲
載
す
る
こ
と
に
 
 
 

て
 検
討
し
た
が
、
な
お
不
分
明
な
点
が
あ
る
た
め
検
討
を
継
続
す
 る
こ
 

と
と
な
っ
た
。
 

で
き
る
だ
け
多
く
パ
ネ
ル
を
組
ん
で
ダ
ー
バ
ン
大
会
に
参
加
し
て
 
、
日
 

本
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
同
時
に
大
会
の
や
り
方
を
研
究
す
る
。
 

 
 

バ
ン
大
会
に
は
、
で
き
れ
ば
団
体
を
組
ん
で
出
か
け
る
。
 

一
 、
 S
I
S
R
 

二
 O
0
 

一
年
大
会
の
日
本
開
催
の
可
能
性
に
つ
い
 

 
 

大
会
の
候
補
地
の
一
つ
ぼ
、
日
本
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
 

い
 ず
れ
 

の
 候
補
 他
 に
も
問
題
が
あ
り
、
今
後
の
展
開
の
成
り
ゆ
き
を
見
守
 らね
 

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
組
織
は
個
人
会
員
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
 
お
  
 

l
A
H
R
 

と
組
織
の
性
質
も
異
な
り
、
取
り
組
み
方
も
異
な
る
の
 で、
 

そ
の
成
り
ゆ
き
に
よ
っ
て
、
協
力
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

一
 

緊
急
事
態
に
備
え
、
東
京
の
常
務
理
事
を
中
心
に
国
際
委
員
会
 
せ
 訴
人
 

会
 を
も
っ
て
 
二
 0
0
 
五
年
招
致
問
題
に
当
た
ら
し
め
る
。
 

  



0
 デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
九
日
 -
 
日
 -
 一
一
時
㌧
一
二
時
 

場
所
南
山
大
学
 F
 棟
二
 二
教
室
 

出
席
者
池
澤
 優
 、
石
井
研
 士
 、
堀
越
知
己
 
-
 
長
 Ⅰ
間
瀬
 啓
允
 

議
事
 

一
 、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
の
業
務
内
容
お
よ
び
活
動
方
針
に
っ
 
 
 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
委
員
会
の
業
務
は
「
宗
教
研
究
」
掲
載
論
文
等
 
索
  
 

｜
 タ
ベ
ー
ス
の
作
成
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
た
め
に
は
 
科
 学
研
 

先
賢
補
助
金
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
に
、
当
面
は
同
補
助
金
の
獲
 
得
に
 

全
力
を
傾
け
る
方
針
が
了
承
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
補
助
金
を
獲
得
 
 
 

場
合
、
現
在
作
成
中
の
「
宗
教
研
究
」
総
目
録
の
デ
ー
タ
を
利
用
 
し
て
 

C
D
l
R
O
M
 化
す
る
可
能
性
が
議
論
さ
れ
た
。
 

0
 
 ヨ
下
散
研
究
」
編
集
委
員
会
 

日
時
一
九
九
九
年
九
月
一
九
日
 -
 
月
 -
 一
二
時
 @
 
一
 三
時
四
 0
  
 

場
所
南
山
大
学
 F
 棟
 二
三
教
室
 

出
席
者
声
名
定
道
、
安
達
義
弘
、
石
井
研
 

士
 、
市
川
裕
、
 
薄
 井
篤
 

干
 、
気
 多
 雅
子
、
佐
藤
憲
昭
、
下
田
正
弘
、
鈴
木
 君
弓
 、
 鈴
 

大
正
 宗
 、
関
一
敏
、
星
川
 
啓
慈
 

議
事
 

一
 、編
集
方
針
 

三
 二
二
号
一
九
九
手
一
二
月
刊
行
予
定
 

-
 以
降
の
投
稿
論
文
に
 
対
す
る
 

背
読
者
を
決
定
し
、
書
評
 本
 お
よ
び
評
者
候
補
を
選
定
し
た
。
 

・
石
井
委
員
よ
り
九
月
末
刊
行
予
定
の
総
日
録
骨
堂
二
一
口
 
芭
 
 
 

て
 報
告
が
な
さ
れ
た
。
 

投
稿
論
文
関
係
で
以
 T
 の
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
 

一
 、会
長
選
挙
の
結
果
に
つ
い
て
 

-
 
渡
漫
 選
挙
管
理
委
員
長
一
 

一
 、
田
本
宗
教
学
会
賞
ほ
つ
い
て
 -
 
松
本
学
会
賞
選
考
委
員
長
 -
 

一
 、
次
年
度
学
術
大
会
に
つ
い
て
 -
 
洗
 理
事
 -
 

一
 、
複
写
に
関
わ
る
総
合
的
権
利
委
託
契
約
に
つ
い
て
 -
 
金
井
常
務
 理
事
一
 

一
 
、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
 

-
 
升
 門
 会
長
 -
 

@
A
H
R
 

に
つ
い
て
 

宰
 札
木
常
務
理
事
 -
 

一
 、
 c
s
l
I
S
R
 

に
つ
い
て
一
員
 
薗
常
俺
理
 
Ⅱ
）
 

一
 、
田
本
学
術
会
議
宗
教
学
研
 連
は
 
つ
い
て
 
-
 
宮
家
常
務
理
事
 
-
 

一
 、
日
本
学
術
会
議
哲
学
研
 連
は
 つ
い
て
一
車
国
常
務
理
事
 
-
 

井
門
富
 
二
夫
会
長
の
挨
拶
 

一
 、
宮
家
草
次
期
会
長
の
挨
拶
 

一
 、閉
会
 

Ⅰ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
に
つ
い
て
 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設
に
つ
い
て
は
、
技
術
的
に
は
可
能
で
あ
り
、
 

2
2
6
 

レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
調
査
す
る
方
針
が
了
承
   

 
 
 
 

た
 。
た
だ
し
、
ホ
ー
ム
 
ペ
 ー
 ザ
 に
何
キ
相
せ
ろ
か
は
デ
ー
 
ア
べ
｜
 ス
委
 

@
 食
単
独
で
は
決
め
が
た
い
の
で
、
理
事
会
 -
 
ま
た
は
庶
務
委
員
 
ム
石
 
-
 

の
 決
定
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
 

二
 
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
発
行
に
つ
い
て
 

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
同
様
 
 
 

｜
 タ
ベ
ー
ス
委
員
会
単
独
で
決
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
何
を
ど
こ
 
ま
で
 

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
に
掲
載
す
る
の
か
、
理
事
会
 
-
 ま
た
は
庶
務
 委
員
 

ム
 巴
の
決
定
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
こ
と
で
 ム
呈
 
思
し
た
。
 



0
 常
務
理
事
会
 

日
時
一
九
九
九
年
一
一
月
二
七
日
 -
 十
二
八
時
 @
 
二
 0
 持
 

場
所
国
際
文
化
会
館
セ
ミ
ナ
 ｜
 重
 C
 

出
席
者
阿
部
美
哉
、
荒
木
美
智
雄
、
金
井
新
三
、
木
村
清
孝
、
  
 

木
宏
幹
 、
 島
薗
進
 、
田
島
照
久
、
田
丸
 徳
善
 、
土
屋
 博
 、
 中
 

付
庸
治
郎
、
長
谷
正
宮
、
宮
家
 準
 

議
事
 

0
 委
員
長
会
議
 

日
時
一
九
九
九
年
一
一
円
二
 セ
日
 一
十
一
一
一
八
時
 

@
 
一
八
時
 

場
所
国
際
文
化
会
館
 

出
席
者
荒
木
美
智
雄
、
市
川
裕
、
金
井
新
三
、
堀
越
知
己
、
 
宮
 末
輩
 

議
事
 

一
、
今
後
の
委
員
会
運
営
に
つ
い
て
 

荒
木
国
際
委
員
長
、
金
井
庶
務
委
員
長
、
堀
越
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
 
委
 貫
 長
 

よ
り
九
月
に
行
わ
れ
た
各
委
員
会
の
報
告
、
市
川
編
集
委
員
会
主
 
任
よ
 

り
査
読
 制
度
、
論
文
・
書
評
の
申
し
合
わ
せ
事
項
の
報
告
が
な
さ
 
 
 

徒
 、
今
後
の
連
 
宮
は
 つ
い
て
議
論
し
た
。
 

①
提
出
さ
れ
た
論
文
が
規
定
枚
数
 ぜ
 超
え
て
い
た
 
場
 A
 山
は
 、
規
 @
 
 
 

内
に
お
さ
め
て
か
ら
新
た
に
投
稿
し
て
も
ら
う
。
 

②
改
稿
を
提
出
す
る
際
は
、
直
読
者
の
指
摘
に
対
す
る
回
答
を
つ
 
 
 

一
 改
訂
箇
所
を
鉛
筆
等
の
手
書
き
で
改
稿
の
余
白
に
明
記
す
る
、
あ
る
 

 
 

い
は
別
紙
に
よ
っ
て
示
す
ご
 

③
参
考
文
献
一
覧
の
類
は
認
め
な
い
。
但
し
、
略
号
は
可
。
 

O 
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連絡 大月 一 ム   -     悪   
会主催       

一 一 ン 

時 、 ノ   
      

  生 セ ヴ 

す 
  

  
  

        

  

一
 、
日
本
学
術
ム
コ
議
に
つ
い
て
 

第
一
八
期
会
員
の
候
補
者
を
宮
家
 準
氏
に
 、
推
薦
人
を
藤
井
正
雄
 、
金
 

井
 新
 三
 、
鈴
木
節
人
の
 
三
 氏
に
、
ま
た
推
薦
 人
 予
備
者
を
島
貢
進
 
 
 吉
 几
 

木
 美
智
雄
、
 

m
 島
 照
久
の
三
氏
に
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
、
ム
 「
後
の
委
員
会
運
営
に
つ
い
て
 

宮
家
会
長
よ
り
委
員
長
会
議
の
報
告
が
あ
り
、
検
討
事
項
等
に
つ
 て
 

議
論
が
な
さ
れ
た
。
 

一
、
二
 

0
0
0
 

年
 八
月
に
南
ア
フ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
る
 
@
A
H
R
 

世
界
大
 

会
は
 つ
い
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、
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通
公
社
よ
り
旅
行
計
画
の
説
明
が
あ
っ
た
 

 
 

一
、
二
 

0
0
0
 

年
 九
月
に
前
澤
大
字
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
学
術
 
大
ム
ム
山
リ
 

進
行
状
況
に
つ
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、
佐
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木
常
務
理
事
よ
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報
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あ
っ
た
。
 

一
 、
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 常
務
理
事
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り
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二
 O
0
 

一
年
大
会
を
日
本
 
で
 開
催
 

す
る
可
能
性
に
つ
い
て
 
報
 上
口
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
学
術
大
会
で
の
 
ハ
 ・
 
不
 

か
め
 
持
ち
方
に
つ
い
て
発
言
が
あ
っ
た
。
 



0
 
一
九
九
八
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一
事
業
 

Ⅲ
学
術
大
会
 

第
五
七
回
学
術
大
会
は
一
九
九
八
年
九
月
一
三
日
よ
り
一
五
日
の
 
三
日
 

間
 、
龍
谷
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
詳
細
は
「
宗
教
研
究
し
 

一
一
一
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八
号
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掲
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。
 

㈲
日
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宗
教
学
会
賞
 

一
九
九
八
年
度
日
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宗
教
学
会
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は
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杉
村
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彦
氏
京
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大
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 助
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授
 一
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「
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
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の
 回
 心
想
 ｜
 意味
の
探
索
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対
 し
て
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一
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八
五
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総
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務
理
事
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会
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評
議
 @
 
見
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一
一
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選
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理
委
員
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二
回
 一
 、
評
議
員
選
考
委
員
ふ
五
二
 
画
 -
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￥
金
賞
選
考
委
員
 ム
 五
二
回
 一
 、
「
宗
教
研
究
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集
委
員
ム
三
四
 
画
一
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計
一
六
回
の
会
合
が
開
か
れ
た
。
詳
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「
宗
教
研
究
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三
一
 -
 
ハ
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@
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。
 

三
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縄
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199S 年度 日本宗教学会 決算報告 

く 収入 ノ く支出ナ 

会費 16,849,500 余話直接刊行 費 

賛助会費 900,000 会話発送 費 

会話売上金   編集諸費 

第 57 回大会参加費 1,763         第 57 回大会費 m 

出版助成金 @00 ， 0%0 日本宗教学会賞賞金 

岸本・諸声・ 石津・ 堀 29.174 学会賞諸費 

埴谷・柳川 基金利子 選挙関係費 

預金利子 3,482 会合資 

著作権 使 m 料 100,000 通信連絡 費 

前年度繰越金 1,@95.515 事務用品 費 

印刷費 

本部 費 

関係学会費 

事務所質 

名簿作成費 

総目録与作成準備 費 

次年度繰越金 

計 21.957.741 計 

1999 年度 日本宗教学会 予算案 

く 収入 ノ く支出 ノ 

会費 16,800,000 会読直接刊行 費 

賛助会費 840,000 会話発送 費 

会誌 売上金 30,000 編集諸費 

第 58 回大会参加費 1.590.000 第 58 回大会費用 

出版助成金 340.000 日本宗教学会賞賞金 

岸本・諸声・ 石津・ 堀 ・埴谷 学会賞諸費 

          ・玉城 基金利子 30.000 選挙関係費 

預金利子   会合 費 

著作権 使用料   通信連絡 費 

前年度繰越金 l.84g,531 事務用品 費 

印刷費 

本部 費 

関係学会費 

事務所 費 

総目録 与 作成準備 費 

予備費 

計 

6,394,575 

1,069,700 

319,880 

2,200.000 

200,000 

258,560 

433,469 

416,722 

652,872 

458.292 

426,550 

4,541,323 

120,082 

1,473,102 

635.873 

487,210 

1.849.531 

21,957,741 

7.800,000 

1.100,000 

300,000 

2,200,000 

200,000 

120,000 

400,000 

450.000 

650,000 

400,000 

400.000 

4,500,000 

120,000 

1,500.000 

300,000 

1.107.531 

21,547,531 計 21.547,531 
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Juan Vssquez, un "Hechicero" 

TANIGUCHI Tomoko 

El prop6sito de este problema es dar a entender el conflicto de dos 

mundos-uno de 10s cuales es el espafiol y el catolicismo de la elite y el 

otro es el catolicismo indio popular, texto que fue tomado de 10s archivos 
del Arzobispado de Lima, Per6  Juan Vssquez era un cat6lico y un 

sanador indigena peruana del siglo 18. el se acus6 como un "hechicero" 

ante la iglesia. 
Primero, yo describo el texto como "Causa criminal seguida contra Juan 

Vgsquez, un indio, hechicero, en 1710, Lima" que escrito por 10s visitador- 

es de idolatria. 

Segundo, yo defiendo porque 61 se acus6 como un "hechicero" ante la 

Iglesia cat6lica del perti colonial. Su demonologia era basada en la teoria 

de Pedro Ciruelo del siglo 16 en Espafia. 

Tercero, yo trato Juan Vgsquez como un sanador indigena que practicd 

el catolicismo y las tradici6nes sanadores indigenas ("hechiceria"). 

Yo intento entender el simbolismo criollo en su visiBn y sanando. 

Adelante, yo defiendo cdmo el catolicismo popular contribuye a1 catolicis- 
mo de la elite, e importancia de investigacidn para entender el conflicto 

religioso y religi6n mesculado (criollo) . 



The  Inherent Dilemmas of the New Age : 
Institutionalization of the Osho Rajneesh Movement 

IT0 Masayuki  

This paper attempts to  understand thc inherent dilemmas of the New 

Age Movement. The  New Age generally supports 1) a holistic world- 

view, 2)  loosely connected networks, and 3) the actor's self- 

transformation. In this article, I attempt to  clemonstrate that, in reality, 

New Age often tends to  create a rigid organization in which new-agers 

depend on a spiritual master o r  text. T o  substantiate this claim, I analyze 

the historical transition of the Osho Rajneesh Movement (ORM). ORM 

advocates a holistic worlclview and the actor's own spiritual growth within 

a loosely connected network. However, there are  great gaps between its 

ideal culture and actual performance. ORM has created a totalistic 

commune in which disciples of Rajneesh follow ORM's norms uncritically. 



The Three Self-natures Theory of Huayan Buddhism 

OOTAKE Susumu 

In his Chinese translation of the Yogacara texts, Paramartha integrated 

the Three Non-self-natures into the one ultimate Non-self-nature, and 

defined its suchness. According to  Paramartha,  suchness is the non- 

discrimination of the Self-natures and the Non-self-natures. The  Three 

Self-natures (TS)  theory of Huayan Buddhism is based on the theory 

of Paramartha.  By following Mahayana-samgraha translated by 

Paramartha, Chih-yen divided the T S  thought into two aspects : the 

praxis of the T S  and the theory of the TS. In their works, Chih-yen and 

Bisang equated the Self-natures and the Non-self-natures with Shih and 

Li, and asserted that  in the praxis of the T S  one can realize the non- 

discrin~ination of Shih and Li. This is the very origin of so-called 

Li-shih-wu-ai and, consequently, Shih-shih-wu-ai. This article will trace 

the development of Huayan T S  theory from Chih-yen to  Fa-tsang, and 

clarify some complex philosophical problems by using material from both 

Indian and Chinese consciousness-only thoughts. 



An Analysis of the Meanings of Uchimura Kanzo's 
"Experiments" 

Michelle LA FAY 

A careful reading of Uchimura Kanzo's works on the Bible reveal a 

tendency to use the word r%,%l (experiment). If he had used the word 

r%W only in a general way it would not attract attention, but it became 

clear that he incorporated his own unique meaning in certain cases. 

Consequently, in order to investigate the various meanings of r5&%1, I 
comprised a sample of his works concerning the Bible. From this analysis 

it became apparent that Uchimura uses r%%j in three different connota- 

tions, scientific "experiment", general "experiment", and Uchimura- 

experiment. It is, without question, the Uchimura-experiment, which 

occurs with the highest frequency, that became an important element in 

his Christianity. Uchimura's life experiences, especially the difficult and 

trying ones are  experiments because they fill the gap that he felt between 

Christianity and Japanese culture. Uchimura-experiments function a s  a 

catalyst between him and the Bible and in turn play a role in reaffirming 

his faith. The  numerous doubts, which plagued Uchimura in the earlier 

part of his life, necessitated rXSJ to  solve them, while in later life a 

decline in his use of Uchimura-experiments can be seen. Instead he 

transfers his reliance t o  the Bible and the Living Christ ; in a sense, he 

shows confidence in his faith alone. 



Wisdom and Stupidity : The Structure of Nichiren's 
Self-Knowledge as "the Great Master" (I!$) 

MAMIYA Keijin 

"Please make me the man of best wisdom !" As shown by this phrase, 
Nichiren tried to gain and express the "wisdom of Buddha" through his 

diligent study in Buddhism and to examine the orthodoxy of his study 

through diligent practice. 
Through his examination, N ichiren came to regard himself as the man 

of best wisdom. However, on the other hand, he also asserted that he 
possessed stupidity which inevitably comes from the limitations of human 

wisdom. 
In this article, we inquire into the meaning of these contradictory 

self-expressions by Nichiren. As a result of our inquiry, we can show the 

structure of Nichiren's self-knowledge as "the Great Master," which 

involves a high tension between wisdom and stupidity. 
Furthermore, we refer to the meaning of Nichiren's self-knowledge as 

"Jiyu-J6gyo-Bosatsu" (%,% kfT$%Z) and "the Messenger of Buddha" 

(frU%tZ). 



Heideggers Konzeption der Metaphysik (Metontologie) 
und Max Scheler 

O N 0  Makoto 

Etwa ein Jahr nach der Veroffentlichung von "Sein und Zeit" entwirft 

Heidegger im SS 1928 die Metontologie am gufiersten Punkte von der 

fundamentalen Ontologie. Er versucht, "das Seiende im Ganzen" in der 

Metontologie zu denken. Aber dieses Seiende im Ganzen wird als "das 

uberm2chtigeW erfasst und fiir "die Heiligkeit" gehalten, obwohl Heideg- 
ger die "atheistische" Stellung in "Sein und Zeit" durchgesetzt hat. Diese 

Wendung ist von "dem werdenden Gott" Max Schelers beeinflusst. Diese 
Abhandlung erortert den Einfluss von der Gottesidee des spateren 

Schelers, "dem schwachen Gott" (Heidegger), auf Heideggers 

Metontologie. Dabei wird "das lgngere Gesprach" im Winter 1927, wo 

Heidegger und Scheler einander inspirieren, besonders hervorgehoben. 

"Der schwache Gott" gibt der Erfahrung vom Gottlichen in "der Transzen- 

denz" des Daseins erst einen Ausdruck und iiberbriickt den Spalt zwischen 

der atheistischen fundamentalen Ontologie und dem von Holderlin 

gefiihrten, spateren Gottesdenken Heideggers. 




