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た
だ
い
ま
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
田
中
と
申
し
ま

す
。

　

今
日
は
第
七
十
七
回
寸
心
忌
記
念
講
演
会
と
い
う
こ
と
で

参
り
ま
し
た
。
こ
の
哲
学
館
に
来
ま
し
た
の
は
久
し
ぶ
り
で

す
。
西
田
哲
学
会
が
か
ほ
く
市
で
開
催
さ
れ
る
と
き
に
は
大

体
参
加
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
前
回
参
加
し
た
と
き
は

ま
だ
北
陸
新
幹
線
が
開
通
す
る
前
で
し
た
。
今
回
は
初
め
て

そ
れ
を
利
用
し
て
、
東
京
と
の
近
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

　

西
田
哲
学
会
の
第
一
回
の
大
会
が
京
都
大
学
で
二
〇
〇
三

年
に
開
か
れ
ま
し
た
と
き
に
、
私
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ

ラ
ー
と
し
て
、
小
坂
国
継
、
藤
田
正
勝
両
先
生
と
共
に
参
加

し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
え
ま
す
と
随
分
月
日
が
た
っ
て
い

ま
す
。

　

た
ま
た
ま
昨
年
、
岩
波
書
店
の
鈴
木
康
之
氏
の
依
頼
で
、

『
西
田
幾
多
郎
講
演
集
』
を
編
集
い
た
し
ま
し
た
。
講
演
集

や
講
義
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
は
既
に
全
集
に
収
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
非
常
に
高
価
な
も
の
で
す
し
、
一
般
の
方
が
そ

れ
を
読
む
の
は
な
か
な
か
大
変
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
そ
の
中
か
ら
幾
つ
か
の
も
の
を
選
ん
で
、

そ
し
て
文
庫
本
と
い
う
形
で
、
で
き
れ
ば
た
く
さ
ん
の
人
に

読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
文
庫
本
を
出
版

し
た
理
由
で
す
。

二
〇
二
一
年　

第
七
十
七
回
寸
心
忌　

記
念
講
演
会
（
二
〇
二
一
年
十
一
月
六
日
）

反
Coincidentia oppositorum

対
の
一
致
の
射
程

　
― 『
西
田
幾
多
郎
講
演
集
』
を
読
む 

―

田
　
中
　
　
　
裕
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今
日
は
、
こ
の
『
西
田
幾
多
郎
講
演
集
』
の
中
に
収
め
ら

れ
て
い
る
最
初
の
論
文
に
着
目
し
て
、
そ
の
解
説
で
は
ま
だ

十
分
に
述
べ
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
補
う
と
い
う
こ
と
を

も
っ
て
講
演
の
趣
旨
と
し
ま
す
。

　

タ
イ
ト
ル
を
「
反
対
の
一
致
の
射
程
」
と
し
ま
し
た
。「
反

対
の
一
致
」
と
い
う
の
は
、
西
田
幾
多
郎
が
行
っ
た
講
演

「Coincidentia oppositorum

と
愛
」
か
ら
と
り
ま
し
た
。

こ
の
概
念
を
手
引
き
と
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　　

西
田
哲
学
の
用
語
は
な
か
な
か
難
解
で
あ
る
と
い
う
印
象

を
お
持
ち
の
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
「
絶
対
矛
盾

的
自
己
同
一
」
で
あ
る
と
か
、「
逆
対
応
」
で
あ
る
と
か
、

「
歴
史
的
身
体
」
で
あ
る
と
か
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ

た
用
語
で
ど
う
い
う
問
題
と
西
田
が
格
闘
し
て
い
た
か
と
い

う
こ
と
を
見
る
た
め
に
は
、
言
葉
の
一
つ
一
つ
の
意
味
を
詮

索
す
る
以
前
に
、
西
田
自
身
が
そ
う
い
っ
た
言
葉
で
取
り
上

げ
て
い
た
問
題
を
歴
史
的
な
文
脈
の
中
で
正
し
く
位
置
づ
け

て
、
そ
し
て
私
た
ち
が
西
田
と
と
も
に
考
え
る
、
と
い
う
こ

と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
西
田
の
言
葉
に
導
か
れ
て
は
い
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る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
葉
を
不
用
意
に
繰
り
返
す

の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
田
が
一
体
ど
ん
な
問
題

に
取
り
組
ん
で
い
た
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
日
常

の
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
反
対
の
一
致
」
と
い
う
の
は
非
常
に
早
い
時
期
に
西
田

が
着
目
し
た
言
葉
で
す
。
そ
れ
は
、
後
期
西
田
哲
学
に
な
り

ま
す
と
、
矛
盾
的
自
己
同
一
と
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
絶
対

と
い
う
言
葉
が
つ
い
て
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
う
よ
う

な
表
現
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
反
対
の

一
致
、Coincidentia oppositorum

」
と
は
一
体
何
で
あ

る
の
か
。
ど
う
し
て
そ
の
後
に
「
と
愛
」
な
の
か
。
愛
と
い

う
こ
と
で
、
西
田
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ア
ガ
ペ
ー
と
い
う
も
の

を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
愛

と
い
う
言
葉
が
ど
う
し
て
積
極
的
に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
ふ
う
に
色
々
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

若
い
方
は
そ
う
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば

私
は
七
十
四
で
、
来
年
七
十
五
に
な
り
ま
す
が
、
私
ぐ
ら
い

の
年
代
だ
と
、
愛
と
い
う
言
葉
に
は
少
し
気
恥
ず
か
し
さ
を

感
じ
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
何
か
愛
着
と
か
愛
執
と
か
、

仏
教
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
含
意
を
持
っ
て

い
た
よ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
愛
と
い
う

の
は
要
す
る
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
は
な
い
の
か
。
ま
ず
、
自
分

自
身
の
エ
ゴ
と
い
う
も
の
を
充
足
す
る
と
い
う
こ
と
が
そ
の

背
後
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
仏
教
的
な

感
覚
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
私
は
西
田
が
愛
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
使
っ

た
こ
と
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
昔
の
キ
リ
シ

タ
ン
時
代
の
翻
訳
語
を
使
え
ば「
大
切
」と
い
う
意
味
で
し
ょ

う
か
。
人
を
大
切
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
汝
の
敵
を

愛
せ
よ
」
と
い
う
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
要

す
る
に
敵
対
し
、
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
人
は
あ

な
た
に
と
っ
て
と
て
も
大
切
な
人
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う

に
考
え
れ
ば
、
日
本
語
と
し
て
、
私
な
ど
は
す
っ
き
り
と
理

解
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
反
対
の
一
致
と
い

う
の
は
、
自
分
に
敵
対
し
、
ど
う
し
て
も
許
す
こ
と
の
で
き

な
い
よ
う
な
人
こ
そ
あ
な
た
自
身
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
人

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
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す
。Coincidentia oppositorum

と
い
う
の
は
ラ
テ
ン
語

で
す
け
れ
ど
も
、
西
田
自
身
は
そ
れ
を
反
対
の
一
致
と
訳
し

て
お
り
ま
す
の
で
こ
こ
で
は
そ
れ
を
使
う
こ
と
に
い
た
し
ま

す
け
れ
ど
も
、
愛
と
い
う
と
こ
れ
は
や
は
り
、
反
対
の
一
致

が
持
っ
て
い
る
そ
う
い
っ
た
意
味
と
同
じ
で
、
他
人
を
大
切

に
す
る
と
い
う
気
持
ち
、
他
人
を
配
慮
す
る
と
い
う
よ
う
な

気
持
ち
で
す
。
こ
う
し
た
気
持
ち
は
、
私
た
ち
の
日
常
生
活

の
中
で
出
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
そ
の
意
味
で
こ
の
言
葉
を

講
演
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
取
り
上
げ
た
わ
け
で
す
。

　
一　

﹁C
o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p
o
sito

ru
m

と
愛
﹂

　
　

 

一
九
一
九
年
︵
大
正
八
︶
年
︵
真
宗
大
谷
大
学
︶
開
学

記
念
日
講
演
か
ら

　　

こ
れ
は
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）、
真
宗
大
谷
大
学
の

開
学
記
念
日
講
演
で
す
。『
西
田
幾
多
郎
講
演
集
』
の
冒
頭

に
置
い
た
講
演
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
こ
れ
を
読
み
ま

し
て
、
次
に
そ
の
講
演
の
背
後
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
を
お
話

し
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

基
督
教
の
神
秘
学
派
で
は
神
は
不
可
思
議
で
あ
っ
て
、

総
て
否
定
で
顕
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
あ
た
か
も

仏
教
で
こ
れ
を
﹁
不
﹂
の
一
字
を
も
っ
て
顕
す
と
似
て

居
る
の
で
あ
る
。
神
は
全
知
全
能
で
あ
る
と
も
い
え
な

い
、
有
と
も
無
と
も
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
居

る
。
ク
ザ
ヌ
ス
は
こ
の
考
え
を
積
極
的
に
表
す
た
め
に

C
o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p
o
sito

ru
m

の
考
え
を
出
し
た
の
で

あ
る
。

　　

こ
こ
で
は
、Coincidentia oppositorum

と
い
う
ラ
テ

ン
語
を
翻
訳
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
ま
す
が
、
別
な

箇
所
で
は
反
対
の
一
致
と
い
う
ふ
う
に
日
本
語
に
直
し
て
お

り
ま
す
。
な
お
こ
の
読
み
方
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
世
の

ラ
テ
ン
語
の
読
み
方
と
し
て
は
「
コ
イ
ン
チ0

デ
ン
ツ
ィ
ア
」

と
読
み
ま
す
。
し
か
し
今
、
英
米
の
人
は
「
コ
イ
ン
シ0

デ
ン

ツ
ィ
ア
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
で
す
。
こ
れ
は
国
に
よ
っ
て

ラ
テ
ン
語
の
読
み
と
い
う
の
は
様
々
な
事
情
が
あ
っ
て
変

わ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
「
コ
イ
ン
チ
デ
ン
ツ
ィ
ア　

オ

ポ
ジ
ト
ー
ル
ム
」
と
、
中
世
の
ラ
テ
ン
語
の
普
通
の
呼
び
方
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に
従
っ
て
お
き
ま
す
。

　
　

一
体
神
は
普
通
無
限
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
そ

う
し
て
神
と
世
界
の
対
立
を
有
限
と
無
限
と
の
対
立
と
見

て
居
る
。
し
か
し
神
は
無
限
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
有
限

を
否
定
し
た
無
限
で
は
な
い
。
さ
な
く
ば
神
の
無
限
が
如

何
に
し
て
世
界
を
生
み
出
す
か
。
有
限
と
無
限
が
如
何
に

し
て
世
界
を
生
み
出
す
か
。
有
限
と
無
限
と
が
如
何
に
し

て
結
び
つ
く
こ
と
が
出
来
る
か
。

　

そ
こ
で
神
の
無
限
は
有
限
を
否
定
し
た
も
の
で
は
な

く
有
限
と
無
限
と
の
一
致
し
た
無
限
で
あ
る
、
即
ち

C
o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
。

　　

こ
れ
は
講
演
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
講
演
を
聞
い
て

何
か
や
は
り
ち
ょ
っ
と
分
か
り
に
く
い
な
と
い
う
ふ
う
に
皆

さ
ん
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
有
限
と
無
限
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
人
間
と
神
あ
る
い
は
神
仏
を
語
っ
て
い

る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
あ
る
い
は
仏
教
的
に
言
え
ば
衆
生

と
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
衆
生
の
仏
に
対

す
る
関
係
を
、
有
限
の
無
限
に
対
す
る
関
係
と
し
て
、
宗
教

哲
学
の
用
語
で
捉
え
た
の
は
清
沢
満
之
さ
ん
で
す
。
こ
の
清

沢
満
之
と
西
田
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、『
西
田
幾
多
郎
講

演
集
』
の
解
説
で
私
が
書
い
た
も
の
に
そ
っ
て
お
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
一
︱
一　

清
沢
満
之
と
西
田
幾
多
郎

　

一
九
一
九
年
、
真
宗
大
谷
大
学
の
開
学
記
念
日
で
あ
る
十

月
十
三
日
に
西
田
は
「coincidentia oppositorum

と
愛
」

と
題
す
る
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
聴
講
者
の
大
多
数
が
浄
土

真
宗
の
信
徒
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
講
演
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
者
で
あ
る
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク

ザ
ー
ヌ
ス
の
思
想
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り

説
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
講
演
の
時
代
的
な
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
真

宗
大
谷
大
学
の
初
代
学
長
で
あ
っ
た
清
沢
満
之
の
宗
教
哲
学

及
び
浄
土
真
宗
教
学
の
刷
新
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
清
沢
は
西
田
よ
り
も
七
歳
年
長
で
あ
り
、
東

京
大
学
の
哲
学
科
で
西
洋
哲
学
、
特
に
ド
イ
ツ
観
念
論
の
絶
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対
者
を
め
ぐ
る
思
弁
的
な
形
而
上
学
を
学
ん
だ
上
で
、
伝
統

的
な
真
宗
の
教
学
を
新
た
な
言
葉
、
新
た
な
観
点
か
ら
再
組

織
化
し
た
宗
教
哲
学
者
で
し
た
。
厳
し
い
禁
欲
的
な
修
行
の

果
て
に
健
康
を
損
な
い
、
自
力
の
倫
理
的
な
努
力
の
限
界
を

見
極
め
た
清
沢
は
、
後
期
ス
ト
ア
派
の
エ
ピ
ク
テ
ー
ト
ス
の

書
物
か
ら
、
自
ら
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
を
諦
観
す

る
忍
耐
を
学
び
、
ま
た
親
鸞
の
「
歎
異
抄
」
か
ら
、
絶
対
他

者
で
あ
る
如
来
に
生
か
さ
れ
る
信
心
を
学
び
ま
し
た
。

　

一
九
一
三
年
（
大
正
二
年
）
に
京
大
で
宗
教
学
普
通
講
義

を
担
当
し
た
西
田
に
先
ん
じ
て
、
清
沢
満
之
は
伝
統
的
な
仏

教
教
学
よ
り
も
普
遍
的
な
視
座
に
立
つ
「
宗
教
哲
学
」
を
既

に
講
じ
て
お
り
ま
し
た
。独
創
的
な
宗
教
者
の
例
に
漏
れ
ず
、

清
沢
の
思
想
は
同
時
代
人
に
は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
か
ら
直
接
に
教
え
を
受
け
た

弟
子
た
ち
が
、後
の
大
谷
大
学
を
担
う
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

西
田
の
開
学
記
念
講
演
は
、
最
初
、
雑
誌
『
無
尽
灯
』
に
掲

載
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
雑
誌
は
、
一
八
九
五
年
に
真
宗
大

学
寮
の
有
志
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
、
清
沢
門
下
の

暁
烏
敏
、佐
々
木
月
樵
、多
田
鼎
ら
が
、自
由
な
討
議
に
よ
っ

て
、
近
代
に
ふ
さ
わ
し
い
教
学
の
振
興
を
目
指
す
も
の
で
し

た
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
刷
新
運
動
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

清
沢
満
之
及
び
そ
の
影
響
を
受
け
た
門
下
生
の
浄
土
真
宗

的
な
信
心
と
講
演
者
の
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
が
ど
こ
で
触
れ

合
う
か
を
見
る
た
め
に
、
こ
の
講
演
の
二
年
前
に
西
田
が
田

辺
元
に
あ
て
た
書
簡
（
一
九
一
六
年
五
月
九
日
付
）
を
引
用

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
西
田
は
そ
の
専
門
の
哲
学
論

文
で
、
同
時
代
の
日
本
の
宗
教
者
や
哲
学
者
の
名
前
を
直
接

挙
げ
る
こ
と
は
ま
れ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
日
本
の
哲
学
者
の
名

前
を
挙
げ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
影
響
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
ん
で
す
。
し
か
し
『
精
神
界
』（
一
九
〇
三
年
六

月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
清
沢
満
之
の
絶
筆
「
我
信
念
（
我
は

此
の
ご
と
く
如
来
を
信
ず
）」、
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
西
田

の
田
辺
宛
書
簡
（
一
九
一
六
年
五
月
九
日
付
）
と
い
う
の
は
、

私
は
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
　

小
生
︹
西
田
︺
は
嘗
て
綱
島
梁
川
の
書
﹁
病
間
録
﹂﹁
回

光
録
﹂
等
、
清
沢
氏
の
﹁
我
信
念
﹂
等
、
面
白
く
思
ひ
候
。
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兎
に
角
、
貴
兄
︹
田
辺
︺
の
今
度
の
経
験
は
貴
兄
に
と
り

て
誠
に
此
上
な
き
試
練
と
存
じ
候
。

　　

こ
の
頃
は
西
田
と
田
辺
の
間
に
非
常
に
密
接
な
交
流
が
あ

り
ま
し
た
。
西
田
は
田
辺
を
京
都
大
学
に
招
こ
う
と
思
っ
て

い
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
書
簡
の
や
り
取
り

が
あ
り
ま
し
た
。
注
目
し
た
い
の
は
次
の
箇
所
で
す
。

　
　

真
の
哲
学
は
意
識
の
上
に
あ
ら
ず
、
我
を
潰
し
て
出
て

来
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
存
じ
候
。
我
々
は
我
々
の
小
さ
き

力
を
信
じ
、
種
々
の
都
合
よ
きp

la
n

を
有
す
、
こ
ゝ
に

誤
あ
り
と
存
じ
候
。

　　

こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。
田
辺
自
身
が
逆
境
に

あ
っ
て
悩
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
西
田
に
書
い
て
送
る
。

こ
れ
は
、
そ
れ
を
勇
気
づ
け
る
た
め
に
西
田
が
書
い
た
非
常

に
個
人
的
な
文
章
で
す
。
当
時
、
仙
台
の
東
北
大
学
で
科
学

概
論
を
担
当
し
て
い
た
田
辺
元
の
科
学
哲
学
の
論
文
を
評
価

し
て
い
た
西
田
は
、
田
辺
と
た
び
た
び
文
通
し
て
お
り
ま
し

た
。
こ
の
文
章
は
、
田
辺
の
妻
が
病
気
の
た
め
転
地
療
養
し

た
頃
の
も
の
で
、介
護
に
心
労
す
る
田
辺
へ
の
見
舞
状
で
す
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
や
自
己
の
最
も
愛

す
る
も
の
の
死
に
直
面
し
た
と
き
に
、
果
た
し
て
哲
学
が
ど

こ
ま
で
助
け
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
田
辺
の
問
い
に
対

し
て
、
西
田
が
自
己
の
見
解
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
吐
露
し
て
い

る
書
簡
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

西
田
は
、
真
の
哲
学
は
ま
た
同
時
に
自
分
が
生
き
る
力
と

も
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
、
そ
の

範
例
と
し
て
ス
ピ
ノ
ー
ザ
と
ス
ト
ア
派
の
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ

レ
リ
ウ
ス
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
人
は
、
西
田
か
ら
見

れ
ば
、
永
遠
な
る
も
の
を
観
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の

運
命
を
受
容
す
る
倫
理
を
教
え
た
人
で
あ
る
。
ス
ト
ア
派
の

哲
学
は
清
沢
満
之
に
も
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
ご
存
じ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
し
か
し

そ
の
後
に
注
目
し
た
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
観
照
的
な
態

度
、
そ
れ
を
超
え
て
さ
ら
に
深
き
宗
教
心
を
教
え
る
書
物
と

し
て
西
田
は
「
聖
書
」
を
読
む
こ
と
を
田
辺
に
勧
め
て
い
ま

す
。
倫
理
を
宗
教
の
上
に
置
い
た
り
、
宗
教
を
倫
理
に
還
元
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し
た
り
す
る
よ
う
な
考
え
方
を
西
田
は
終
生
取
る
こ
と
が
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
原
点
に
ほ
か
な
ら
ぬ

福
音
書
と
、
パ
ウ
ロ
書
簡
を
も
つ
「
聖
書
」
は
西
田
に
と
っ

て
、
西
洋
の
哲
学
や
倫
理
よ
り
も
、
人
生
の
機
微
に
触
れ
る

点
で
は
る
か
に
深
き
書
物
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な

「
新
宗
教
」、
こ
れ
は
新
興
の
宗
教
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
、「
新
宗
教
」
を
説
く
必
要
の
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。

　

清
沢
満
之
の
「
我
信
念
」
は
浄
土
真
宗
の
絶
対
他
力
の
信

心
を
表
明
し
た
も
の
で
す
が
、
西
田
も
ま
た
自
己
の
信
念
を

同
じ
手
紙
の
中
で
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

「
小
生
の
信
ず
る
所
に
よ
れ
ば
真
に
心
の
落
付
き
を
与
ふ
る

も
の
は
禅
の
外
な
か
る
べ
し
と
存
じ
候
」、
禅
の
ほ
か
に
は

な
い
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
西
田
自
身
の
宗
教
的
な
信
念
を
吐
露

し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
の
後
は
私
の
解
釈
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
西
田

の
い
う
「
禅
」、
ジ
ャ
ー
ナ
と
は
、
仏
教
の
一
宗
派
と
し
て

の
「
禅
宗
」
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
と
、
私
は
そ
う
い
う
ふ

う
に
思
い
ま
す
。
西
田
に
と
っ
て
「
禅
」
と
は
、
彼
の
「
竹

馬
の
友
」
で
あ
っ
た
鈴
木
大
拙
が
、
米
国
人
向
け
に
書
い
た

英
文
著
作
や
講
演
で
た
び
た
び
聖
書
の
一
節
を
「
公
案
」
と

し
て
与
え
て
、
キ
リ
ス
ト
者
に
「
禅
」
の
精
神
を
伝
え
た
の

と
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
宗
派
の
違
い
を
超
え
て
、
ド
グ
マ
抜

き
に
直
接
に
宗
教
者
の
心
に
訴
え
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ
は

『
善
の
研
究
』
で
は
「
純
粋
経
験
」
と
し
て
、『
自
覚
に
於
け

る
直
観
と
反
省
』
で
は
「
自
覚
」
と
し
て
、
西
田
自
身
の
哲

学
を
可
能
な
ら
し
め
た
根
本
的
な
経
験
を
指
示
す
る
も
の
で

し
た
。
例
え
ば
西
田
は
こ
の
書
簡
の
中
で
「
も
う
私
が
生
き

る
の
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
が
私
に
お
い
て
生
き
る
」
と
い
う

使
徒
パ
ウ
ロ
の
回
心
の
言
葉
と
、「
懸
厓
に
手
を
撒
し
て
絶

後
に
蘇
生
す
る
」
と
い
う
白
隠
門
下
の
古
都
兼
通
（
岩
波
の

西
田
書
簡
集
で
は
「
フ
ル
ゴ
オ
リ
ケ
ン
ツ
ウ
」
と
い
う
ふ
う

に
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
は
「
フ
ル
ゴ

オ
リ
カ
ネ
ミ
ツ
」
と
い
う
の
が
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
古
都
兼
通
）
の
投
機
の
偈
を
「
宇
宙

の
大
真
理
」
を
示
す
も
の
と
し
て
引
用
し
た
後
で
、
西
田
は

「
こ
の
外
に
宗
教
も
哲
学
も
な
く
」「
真
に
深
き
哲
学
に
入
る

に
は
純
知
識
の
方
の
外
に
宗
教
と
か
芸
術
と
か
のErlebnis
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〔
経
験
〕
も
必
要
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
田
辺
宛
の
書
簡

を
結
ん
で
お
り
ま
す
。

　
一
︱
二　

鈴
木
大
拙
の
﹃
新
宗
教
論
﹄
と
書
簡

　

西
田
の
最
初
の
著
作
は
『
善
の
研
究
』
で
、
こ
れ
は
『
西

田
幾
多
郎
全
集
第
一
巻
』
に
出
て
き
ま
す
。
西
田
の
竹
馬
の

友
で
あ
っ
た
鈴
木
大
拙
の
処
女
作
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う

と
『
新
宗
教
論
』
で
す
。
こ
の
「
新
」
は
新
宗
教
を
論
じ
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
宗
教
論
を
新
た
な
観
点
か
ら
捉
え
直

す
と
い
う
意
味
で
す
。
あ
る
い
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
を
新

し
い
観
点
か
ら
捉
え
直
す
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
本
来
な
ら
ば
大
拙
全
集
の
第
一
巻
に
収
め
て
も

お
か
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
拙
は
や
は
り
年
を
取
っ

て
か
ら
最
初
の
著
作
に
は
い
ろ
い
ろ
と
不
備
が
あ
る
こ
と
に

気
が
つ
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

は
大
拙
全
集
の
二
十
三
巻
に
出
て
く
る
。
そ
れ
で
、
こ
れ
が

最
初
の
日
本
語
の
著
作
だ
と
い
う
こ
と
は
往
々
に
し
て
気
づ

か
れ
な
い
。
恐
ら
く
一
般
の
読
者
は
知
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
と
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
で
こ
う
い
う
ふ
う
に

大
拙
が
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
　

有
限
の
無
限
に
対
す
る
、
無
常
の
不
変
に
対
す
る
、
我

の
無
我
に
対
す
る
、
部
分
の
全
体
に
対
す
る
、
生
滅
の
不

生
不
滅
に
対
す
る
、
個
人
的
生
命
の
宇
宙
的
生
命
に
対
す

る
関
係
を
感
得
す
、
是
こ
れ
を
宗
教
と
謂
う
。︵
大
拙
全

集
二
三

:

十
九-

二
〇
︶

　　

こ
れ
は
大
拙
の
文
章
で
す
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
西

田
が
有
限
と
無
限
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
い

う
反
対
の
一
致
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、

こ
の
当
時
の
大
拙
も
「
有
限
の
無
限
に
対
す
る
…
」
と
述
べ

て
、
そ
れ
を
感
じ
て
自
分
の
も
の
に
す
る
、「
是
れ
こ
れ
を

宗
教
と
謂
う
」
と
す
る
。
宗
教
と
は
何
で
あ
る
か
、
宗
教
と

い
う
も
の
を
新
し
い
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
趣
旨
に
し

た
『
新
宗
教
論
』
の
中
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、清
沢
満
之
の
場
合
は
、『
宗
教
哲
学
』
あ
る
い
は
『
宗

教
哲
学
骸
骨
』
―
―
骸
骨
と
い
う
の
は
ス
ケ
ル
ト
ン
・
骨
子

と
い
う
意
味
な
ん
で
す
が
―
―
そ
う
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
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た
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ
大
拙
は
『
宗
教
論
』
と
言
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

　

な
ぜ
『
宗
教
論
』
と
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
理

由
が
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
拙
は
後
に
ア
メ
リ
カ

で
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
と
い
う
哲
学
者
に
師
事
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
彼
の
出
版
の
手
伝
い
な
ど
も
す
る
こ
と

に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
と
い

う
人
は
、
例
え
ば
科
学
的
な
知
の
宗
教
と
い
う
こ
と
を
提
唱

し
ま
し
た
。
英
語
で「religion of science

」と
い
い
ま
す
。

宗
教
学
は
普
通
「science of religion
」
な
ん
で
し
ょ
う

け
れ
ど
も
、
し
か
し
「religion of science
」
と
い
う
の

は
合
理
的
な
知
の
宗
教
で
す
。
知
と
い
う
も
の
に
立
脚
し
た

宗
教
と
い
う
こ
と
を
ポ
ー
ル
・
ケ
ー
ラ
ス
が
述
べ
て
い
た
。

　

恐
ら
く
、
大
拙
は
こ
の
西
洋
の
哲
学
者
の
述
べ
て
い
る
知

の
宗
教
に
は
飽
き
足
ら
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
大
拙
が
洪
嶽
老
師

の
下
で
鎌
倉
の
僧
堂
で
生
活
し
て
、
日
本
に
お
け
る
禅
仏
教

の
伝
統
に
触
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。大
拙
は
老
師
で
は
な
く
て
居
士
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

し
か
し
僧
堂
で
生
活
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、起
居
を
共
に
し
て
い
た
。
こ
れ
は
大
変
大
き
な
経
験
で
、

日
本
仏
教
の
生
き
た
伝
統
に
触
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言

え
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
非
常
に
大
切
だ
と
思
う
の
は
仏
教
的
な
智
の
あ
り
方

で
す
。
私
は
こ
れ
を
無
差
別
智
と
い
う
ふ
う
に
呼
び
た
い
と

思
う
ん
で
す
。
要
す
る
に
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
差
別
と
い
う

も
の
を
乗
り
越
え
て
い
く
。
仏
教
的
に
い
っ
た
ら
平
等
と
い

う
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
智
、
差
別
を
乗
り
越
え
る
智

と
私
は
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
西
洋
哲
学
的
な
知
、

あ
る
い
は
科
学
の
知
、
こ
れ
は
仏
教
か
ら
言
え
ば
分
別
知
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
て

は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
大
拙
は
直
感
し
て
い
た
の
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
西
洋
の
科
学
や
哲
学
の
中
で
幅
を
利
か
せ
て

い
る
知
は
分
別
知
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
仏
教
的
な
智
か
ら

見
れ
ば
、「
迷
知
」
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
迷
い
の
知
な

の
で
は
な
い
か
、
真
の
知
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
い
う
感
覚
を
大
拙
は
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

そ
う
す
れ
ば
、さ
か
し
ら
な
分
別
知
よ
り
も
情
の
ほ
う
が
、
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あ
る
い
は
心
情
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
情
の
ほ

う
が
宗
教
心
に
と
っ
て
は
重
要
だ
と
い
う
点
で
、
初
期
の
大

拙
の
立
場
は
ヘ
ー
ゲ
ル
流
の
宗
教
哲
学
、
こ
れ
は
概
念
の
運

動
に
よ
っ
て
一
切
を
説
明
し
尽
く
そ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う

概
念
が
先
行
す
る
哲
学
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も

む
し
ろ
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
宗
教
論
」
に
非
常
に

近
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
今
述
べ
ま
し
た
宗
教
の
定
義
に
続
く
宗
教
的
感

情
に
関
す
る
大
拙
の
説
明
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
こ
の
当
時
の
大
拙
と
『
善
の
研
究
』
の
た
め
に
い
ろ
い

ろ
と
準
備
を
し
て
い
た
と
き
の
西
田
と
の
間
に
は
書
簡
の
交

流
が
あ
り
ま
す
し
、
互
い
に
影
響
を
与
え
合
っ
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
大
拙
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

　
　

乃
ち
知
る
、
宗
教
的
感
情
は
、
個
人
的
存
在
の
桎
梏
を

脱
却
し
て
宇
宙
の
霊
気
を
呼
吸
せ
ん
と
す
る
の
情
な
る

を
。
又
知
る
、
乾
坤
崩
る
る
も
吾
疑
わ
ざ
る
の
大
信
仰
を

得
、大
休
歇
を
得
ん
と
す
る
の
情
な
る
を
。
…
…
又
知
る
、

天
上
の
一
小
星
も
地
上
の
一
茎
草
も
皆
無
限
の
意
義
を
有

し
、
人
生
の
哀
楽
悲
喜
亦
等
閑
の
因
縁
に
あ
ら
ざ
る
所

以
を
悟
ら
ん
と
す
る
の
情
な
る
を
。︵
大
拙
全
集
二
三

:

二
〇
︶

　　
「
休
歇
」
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
え
ば
安
息
日

の
安
息
で
す
。
安
ら
ぎ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。「
天
上
の

一
小
星
も
地
上
の
一
茎
草
も
」、
こ
れ
は
地
上
の
さ
さ
い
な

草
花
、
そ
れ
か
ら
小
さ
な
星
も
、
つ
ま
り
、
こ
れ
は
ど
ん
な

さ
さ
い
な
事
柄
も
と
い
う
こ
と
で
す
。
天
上
の
星
―
―
こ
れ

は
普
通
、
近
代
人
は
生
命
あ
る
も
の
と
思
わ
な
い
の
で
し
ょ

う
け
れ
ど
も
―
あ
る
い
は
一
茎
の
草
も
、と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
パ
ス
カ
ル
で
い
え
ば
葦
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
無
限
の
意
味
を
そ
こ
に
蔵
し
て

い
る
の
だ
、
と
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
ス
ト
ア
派
の
よ
う
な
哲

学
を
う
っ
か
り
読
み
過
ご
し
て
し
ま
う
と
、
人
生
の
哀
し
み

と
か
楽
し
み
と
か
喜
び
と
か
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
感

情
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
無
感
覚
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
思

う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
こ

と
な
ん
だ
、と
い
う
わ
け
で
す
。
ど
ん
な
さ
さ
い
な
喜
び
も
、
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ど
ん
な
悲
し
み
も
、
ま
た
ど
ん
な
深
刻
な
悩
み
も
、
全
て
な

お
ざ
り
に
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
を
一
つ
一
つ
大
切
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
述

べ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
の
『
新
宗
教
論
』
と
『
善
の
研

究
』
を
書
い
て
い
る
頃
の
西
田
に
共
通
す
る
も
の
を
挙
げ
て

お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
大
拙
は
自
ら
仏
教
徒
と
し

て
語
っ
て
い
ま
す
。
西
田
も
禅
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る

わ
け
で
す
か
ら
、
ま
ず
仏
教
が
中
心
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
も
っ
と
大
事
な
も
の
が
あ
る
。

宗
教
と
は
何
か
と
い
う
問
題
こ
そ
が
肝
心
な
の
で
、
仏
陀
個

人
を
全
知
全
能
の
存
在
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
真
理
の
創
造

者
」
と
し
て
礼
拝
す
る
と
い
う
意
味
で
仏
陀
に
帰
依
す
る
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。仏
陀
あ
る
い
は
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
の
証
す
る
真
理
そ
の
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
二
元
的
な
分

別
が
分
か
れ
る
以
前
の
「
不
生
不
滅
の
真
理
」
そ
の
も
の
は
、

歴
史
的
な
存
在
と
し
て
の
仏
陀
よ
り
も
先
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

大
拙
も
『
新
宗
教
論
』
の
中
で
キ
リ
ス
ト
教
に
言
及
し
て

お
り
ま
す
。
そ
れ
は
後
年
の
西
田
な
ど
と
比
べ
れ
ば
決
し
て

十
分
に
理
解
の
深
い
行
き
届
い
た
も
の
と
は
言
え
な
い
部
分

も
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
で

あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
言
及
し
た
と

い
う
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
。

　

例
え
ば
、
今
北
洪
川
と
い
う
、
こ
れ
は
大
拙
も
影
響
を
受

け
た
老
師
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
方
は
も
と
も
と
儒
教
を
学

ん
で
か
ら
禅
の
道
に
進
ま
れ
た
方
な
ん
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
儒
教
と
禅
の
統
合
を
試
み
る
書
物
を
書
か
れ
て
お
り
ま

す
。
西
田
と
か
大
拙
は
、
い
や
、
儒
教
だ
け
で
は
な
い
、
と

い
う
わ
け
で
す
。
明
治
以
後
新
た
に
接
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
一
神
教
の
伝
統
で
す
ね
、
こ
れ
は
儒
教

や
仏
教
に
は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
も
の
と
仏
教
と
を
統
合
す
る
こ
と
を
考
え
て

い
た
。
し
か
し
、
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
と
き
に
仏
教
徒
の

宗
教
論
と
い
う
色
眼
鏡
で
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
自
分
の

本
意
で
は
な
い
。
仏
教
徒
が
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
論
ず
る

と
き
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
す
れ
ば
い
ろ
い
ろ
と
意
に
満

た
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
逆
も
真
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だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
、
あ
る
い

は
神
学
者
が
仏
教
に
つ
い
て
論
ず
る
と
き
は
ど
う
も
観
念
的

で
、
生
き
た
教
え
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ

た
教
義
の
違
い
と
い
う
も
の
を
乗
り
越
え
た
宗
教
的
経
験
そ

の
も
の
に
着
眼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
え
て

い
え
ば
、
仏
教
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
通
底
す
る
よ
う
な
、

そ
う
い
う
普
遍
的
な
真
理
を
語
る
言
葉
が
何
で
あ
る
の
か
。

そ
れ
が
こ
の
宗
教
論
を
書
い
た
当
時
の
大
拙
や『
善
の
研
究
』

を
書
い
て
い
た
当
時
の
西
田
に
共
通
す
る
課
題
で
あ
っ
た
、

と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
背
景
と
い
う
ふ
う
に
言
っ

て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
、
こ
れ
は
歴
史
的
に
成
立
し
た
宗
教

と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
あ
っ
て
、
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
と

て
も
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
現
代
人
は
現
代
人
特
有
の
偏
見
、
潜
入
視
と
い
う
も

の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
昔
の
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
か
ら
見

た
ら
と
ん
で
も
な
い
浅
薄
な
世
界
観
し
か
持
っ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
両
方
の
視
点
が
私
は
必
要
で
あ
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、
私
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
と
い
う
以
前

に
、
キ
リ
ス
ト
教
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
正
教
、
ロ
ー
マ
ン
カ

ト
リ
ッ
ク
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
あ
り
、
そ
し
て
世
俗
化

し
た
一
神
教
で
あ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
も
そ
の
系
列
に
入
れ
て

よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
も
そ
う
で

す
ね
。
要
す
る
に
、
旧
約
聖
書
の
世
界
、
一
神
教
の
世
界
と

い
う
も
の
を
一
方
に
置
く
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
仏
陀

に
代
表
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
例
え
ば
儒
教
と
か
道
教
と
か

そ
う
い
っ
た
も
の
、
も
し
く
は
古
く
か
ら
あ
る
多
神
教
的
な

考
え
方
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
と
統
合
し
て
で
き
た
東
方

の
文
明
が
触
れ
合
っ
た
と
き
に
、
そ
こ
に
共
通
す
る
最
も
根

本
的
な
宗
教
経
験
は
何
で
あ
る
の
か
と
。
そ
う
い
う
課
題
を

考
え
て
み
た
い
わ
け
で
す
。

　

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
れ
は
大
拙
が
三
十
一
歳
の
と

き
に
西
田
幾
多
郎
に
宛
て
た
書
簡
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

私
は
講
演
集
の
解
説
で
は
書
き
切
れ
な
か
っ
た
の
で
今
お
話

し
す
る
の
で
す
。
一
九
〇
一
年
一
月
二
十
一
日
の
書
簡
で
す

が
、
こ
れ
は
大
変
大
切
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
、
特
に
日
本
仏
教
で
は
、
四
弘
誓
願
、
四
つ
の
誓
願
、
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こ
れ
は
菩
薩
の
誓
願
と
い
う
も
の
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
は
重
要
な
も
の
で
す
。
仏
教
に
関
心
の
あ
る
方
は
ご
存
じ

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
第
一
の
誓
願
は
「
衆
生
無
辺
誓
願

度
」。
数
限
り
な
い
衆
生
と
い
う
も
の
を
、
誓
っ
て
、
自
ら

救
お
う
と
願
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、「
煩

悩
無
尽
誓
願
断
」。
煩
悩
は
果
て
の
な
い
も
の
だ
け
れ
ど
も
、

煩
悩
を
断
つ
こ
と
を
誓
う
と
い
う
こ
と
で
す
。「
法
門
無
量

誓
願
学
」。
仏
陀
の
法
、
教
え
と
い
う
も
の
は
無
量
、
計
り

知
れ
な
い
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
学
び
た
い
も
の
で
あ

る
、
と
。
四
番
目
は
「
仏
道
無
上
誓
願
成
」。
こ
れ
は
無
辺
、

無
尽
、
無
量
、
無
上
と
い
う
ふ
う
に
、
無
と
い
う
言
葉
が
中

心
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
計
り
尽
く
せ

な
い
。

　

大
拙
が
書
簡
の
な
か
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
最
初
の

誓
願
が
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
誓
願
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
順
序
か
ら
す
れ
ば
、
我
々
は
煩
悩
を
断
っ
て
、
そ

し
て
涅
槃
に
入
る
と
い
う
の
が
仏
陀
の
教
え
で
は
な
い
か
。

実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
学
者
、
神
学
者
、
キ
リ
ス
ト
教
神

学
者
が
仏
教
を
捉
え
る
と
き
は
そ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
お
り

ま
す
。
一
切
の
煩
悩
を
断
っ
て
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
入
る
。
し

か
し
、
大
拙
は
、
そ
れ
は
ま
だ
ま
だ
中
心
的
な
仏
陀
の
教
え

で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
で
す
。
娑
婆
の
世
界
で
苦
し
ん

で
い
る
数
限
り
な
い
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
願
い
を
立
て
る

こ
と
が
日
本
の
仏
教
の
根
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

い
た
ず
ら
に
煩
悩
を
断
つ
と
い
う
こ
と
で
は
、
何
で
煩
悩
を

断
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
教

え
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
衆
生
を
救
お
う
と

い
う
、
そ
う
い
う
願
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
が
最
も
根
本
的

で
あ
る
と
自
分
は
気
が
つ
い
た
。
つ
ま
り
、
本
当
の
意
味
で

の
安
心
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
大
休
歇
、
安
息
、
こ
れ
は
第

一
の
誓
願
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
大
拙
は
、
自
分
に

と
っ
て
の
見
性
、
悟
り
を
開
く
と
い
う
の
は
ま
さ
し
く
第
一

願
の
こ
と
な
の
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。
煩
悩
を
断
つ
と
い
う

よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
で
は
な
く
て
、
衆
生
を
積
極
的

に
救
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
は
仏
教
で
は
愛
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
大
い
な
る
悲

し
み
で
大
悲
と
書
き
ま
す
。
カ
ル
ナ
ー
と
い
う
言
葉
で
す
け

れ
ど
も
、
西
田
は
こ
の
大
悲
よ
り
も
も
っ
と
積
極
的
な
言
葉
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と
し
て
愛
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
仏
教
徒
で
愛
を
積
極

的
に
使
っ
た
の
は
、
道
元
禅
師
の
在
家
説
法
で
す
。
慈
し
み

を
込
め
た
言
葉
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
愛
語
と
い

い
ま
す
。
そ
の
他
、
利
行
と
か
、
同
事
と
か
、
そ
う
い
っ
た

菩
提
薩
埵
四
摂
法
と
い
う
在
家
説
法
が
道
元
に
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
道
元
は
や
は
り
例
外
だ
と
思
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
人
々
を
救
う
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
が
仮
に

地
獄
に
落
ち
た
と
し
て
も
構
わ
な
い
。
ま
ず
私
よ
り
先
に
他

人
を
救
う
、
あ
る
い
は
他
者
が
幸
せ
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
私

が
本
当
の
意
味
で
幸
せ
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
他
者
を

差
し
置
い
て
自
分
だ
け
が
幸
せ
に
な
る
ん
だ
っ
た
ら
、
そ
ん

な
幸
せ
は
返
上
し
て
し
ま
い
た
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
菩
薩

に
関
す
る
考
え
方
、
菩
薩
行
と
い
う
も
の
が
実
は
日
本
の
大

乗
仏
教
の
根
底
を
流
れ
て
い
る
伝
統
で
は
な
い
か
、
西
田
は

こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
西
田
は
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
そ
う
い
っ
た
伝

統
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
わ
け
で
す
。
私

は
こ
の
考
え
方
に
同
意
し
て
い
ま
す
。
ま
あ
、
昔
の
日
本
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
と
か
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
カ
ト
リ
ッ
ク
を

問
わ
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
菩
薩
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
抵

抗
感
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、例
え
ば
ラ
ッ

ツ
ィ
ン
ガ
ー
卿
、
後
に
こ
れ
は
ロ
ー
マ
法
王
に
な
っ
た
方
で

す
が
、
若
い
頃
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
を
書
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
こ
そ
究
極
の
菩
薩
で
あ
る
と

書
い
て
い
ま
す
。ultim

ate Bodhisattva

と
な
る
ん
で
し
ょ

う
か
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
考
え
方
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝

統
の
中
に
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
に
気
が
つ
い
た
の
が
西
田
だ
ろ
う
と
私
は

思
い
ま
す
。そ
し
て
、「coincidentia oppositorum

と
愛
」、

こ
れ
は
仏
教
の
い
う
大
悲
で
す
。
大
い
な
る
悲
し
み
で
す
。

仏
教
徒
に
と
っ
て
の
祈
り
と
い
う
の
は
、
ご
利
益
を
祈
る
と

い
う
神
様
と
の
取
引
な
ど
で
は
な
く
て
、
人
を
救
お
う
と
い

う
願
を
立
て
る
こ
と
。
悲
願
を
立
て
る
こ
と
。
カ
ル
ナ
ー
を

基
に
し
た
願
を
立
て
る
こ
と
が
仏
教
に
お
け
る
真
に
深
い
祈

り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
で
な
い
祈
り
、

現
世
利
益
と
か
そ
う
い
っ
た
種
類
の
祈
り
と
い
う
も
の
は
や

は
り
二
次
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
私
は

思
い
ま
す
。
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一
︱
三　

講
演
の
内
容

　

先
ほ
ど
紹
介
し
た
、
西
田
の
講
演
の
内
容
に
戻
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
随
分
抽
象
的
に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

有
限
が
無
限
に
一
致
す
る
と
い
う
の
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
　

神
は
総
て
の
反
対
の
統
一
で
あ
る
。
論
理
的
に
矛
盾
し

た
も
の
を
統
一
し
た
の
で
あ
っ
て
、
両
立
し
な
い
も
の
の

一
致
を
神
の
性
質
と
考
え
た
。

　　

我
等
が
真
に
愛
す
る
と
い
う
事
は
自
と
他
の
矛
盾
の
一

致
で
あ
る
。
則
他
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
が
自
分
を
愛
す

る
事
に
な
る
。
か
く
愛
の
本
質
は
こ
のC

o
in

c
id

e
n

tia
 

o
p
p
o
sito

ru
m

が
も
っ
と
も
純
粋
に
顕
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
のC

o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p
o
sito

ru
m

は
ま
だ

論
理
に
お
い
て
は
消
極
的
で
あ
る
が
、
愛
に
お
い
て
は
そ

れ
は
積
極
的
に
つ
か
ま
れ
る
。

　　

大
拙
の
先
ほ
ど
の
表
現
を
使
え
ば
、
菩
薩
の
悲
願
で
す
。

そ
の
典
型
的
な
も
の
は
法
蔵
菩
薩
の
悲
願
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
初
め
て
積

極
的
に
つ
か
ま
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
論
理
だ
け
で
は
ま

だ
そ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
で
す
。
こ
れ
は
不
生
不
滅
で
あ
る
と

か
、
不
垢
不
浄
と
か
、
不
増
不
減
と
か
、
不
と
い
う
文
字
で

否
定
を
連
ね
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

否
定
の
道
で
す
か
ら
、
肯
定
の
道
に
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。

全
て
を
否
定
し
尽
く
し
た
後
で
出
て
く
る
よ
う
な
肯
定
の
道

を
示
し
て
い
る
も
の
が
、
仏
教
な
ら
ば
大
い
な
る
悲
し
み
と

い
う
大
悲
で
し
た
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
ア
ガ
ペ
ー
、
つ
ま

り
愛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

一
体
い
ろ
い
ろ
の
知
識
は
独
立
し
て
相
入
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
統
一
す
る
綜
合
的
全
体
が
す
な
わ
ち

C
o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る
如
く
、
我
ら
が

他
と
対
立
し
て
、
利
害
相
入
れ
な
い
矛
盾
の
と
こ
ろ
に
一

致
の
結
合
を
す
る
心
情
が
愛
で
あ
る
。

　　

私
が
さ
っ
き
言
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
分
と
ど
う
し
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よ
う
も
な
く
対
立
し
て
、
時
に
は
殺
し
て
し
ま
お
う
と
思
う

よ
う
な
、
そ
の
相
手
を
大
切
に
す
る
。
そ
の
存
在
が
自
分
に

と
っ
て
最
も
大
切
な
存
在
な
の
だ
と
自
覚
す
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
愛
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
私
は
思
い

ま
す
。

　
　

宗
教
上
の
神
仏
と
は
そ
の
本
質
は
愛
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
と
思
う
。
知
識
の
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
人
格
と
な
り
て

こ
の
人
格
はC

o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p
o
sito

ru
m

で
あ
る

がC
o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p
o
sito

ru
m
が
結
合
す
る
も
の

が
神
ま
た
は
仏
で
あ
っ
て
、
愛
が
神
や
仏
のe

sse
n

c
e

で
あ
る
。
そ
れ
で
こ
れ
は
あ
く
ま
で
知
識
の
対
象
と
な
る

事
は
で
き
ぬ
が
情
意
の
要
求
に
よ
っ
て
こ
れ
を
味
わ
い
こ

れ
に
結
び
つ
く
事
が
で
き
る
。

　　

日
本
語
で
神
仏
と
い
う
と
き
に
は
、
神
は
大
体
神
道
の
神

様
、
神
々
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
一
神
教
的
な
神
は
ま
だ

日
本
に
は
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
け

れ
ど
も
、
西
田
は
そ
う
い
っ
た
旧
約
聖
書
に
由
来
す
る
よ
う

な
一
神
教
的
な
神
も
念
頭
に
、
そ
れ
も
彼
の
議
論
の
射
程
の

中
に
入
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
。

　　

そ
も
そ
も
「Coincidentia oppositorum

（
反
対
の
一

致
）」
は
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
哲
学
の
核
心
を
表
現

す
る
言
葉
で
す
。
こ
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
い
う
人
に
つ
い
て
で

す
が
、
日
本
で
最
初
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
言
及
し
た
の
は
西
田

だ
ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
自
身
の
考
え
に
非

常
に
近
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
人
は

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
、
枢
機
卿
で
す
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に

つ
い
て
は
、
早
稲
田
大
学
の
八
巻
先
生
が
西
田
哲
学
会
で
も

講
演
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
し
、
実
は
上
智
大
学
に
も
お
呼
び

し
て
西
田
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
八
巻
先
生
も
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す

が
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
異
教
を
排
除
し
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
彼
が
知
っ
て
い
た
異

教
と
い
う
の
は
差
し
当
た
っ
て
は
ギ
リ
シ
ャ
の
多
神
教
で

す
。
そ
れ
と
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
。
彼
は
コ
ー
ラ
ン
も
よ
く
読
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ん
で
い
ま
し
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
と
っ
て
イ
ス

ラ
ム
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
対
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
宗

教
上
、
政
治
上
、
非
常
に
大
き
な
問
題
だ
っ
た
。
こ
れ
は
現

代
で
も
続
い
て
い
る
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

彼
は
様
々
に
異
な
る
礼
拝
の
中
に
一
な
る
宗
教
が
あ
る
と
い

う
立
場
を
取
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
切
な
こ
と
だ
と
思

う
の
で
す
。
様
々
に
異
な
る
礼
拝
と
い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ム

教
徒
は
モ
ハ
メ
ッ
ド
を
予
言
者
と
認
め
て
、
そ
し
て
唯
一
の

神
、
ア
ラ
ー
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
日
に
決
め
ら

れ
た
時
刻
に
メ
ッ
カ
の
ほ
う
を
向
い
て
礼
拝
を
す
る
と
か
、

そ
れ
か
ら
断
食
を
す
る
と
か
、
一
般
の
信
徒
が
そ
う
い
っ
た

コ
ー
ラ
ン
の
教
え
に
従
っ
た
戒
律
で
自
分
た
ち
の
生
活
を
律

す
る
わ
け
で
す
。

　

ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
礼
拝
と
は
随
分

違
う
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
一
な
る
宗
教
と
い

う
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
要
す
る
に
、深
い
宗
教
的
経
験
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
も
、

独
断
に
陥
ら
ず
に
宗
教
的
寛
容
を
説
く
教
え
で
、
や
は
り
そ

れ
は
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
重
要
性
を
失
わ
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

西
田
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
を
日
本
の
国
体
に
反
す
る
も

の
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
し
た
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の

日
本
の
多
く
の
宗
教
者
―
こ
れ
は
禅
で
あ
れ
浄
土
宗
で
あ

れ
、
明
治
の
仏
教
者
は
多
く
こ
の
立
場
を
取
っ
て
い
た
と
私

は
思
い
ま
す
が
―
と
は
違
う
。
西
田
は
や
は
り
例
外
的
な
存

在
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
異
な
っ
た
宗
教
、
異
教
と
し
て
排
除

す
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
福
音
書
や
パ
ウ

ロ
書
簡
の
宗
教
的
な
経
験
の
深
さ
を
洞
察
し
て
、
自
分
自
身

の
禅
の
立
場
に
お
い
て
そ
れ
を
摂
取
し
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

だ
か
ら
、西
田
と
キ
リ
ス
ト
教
を
結
ぶ
媒
介
と
な
っ
た
の
は
、

ド
グ
マ
（
教
義
）
に
固
執
す
る
神
学
で
は
な
く
て
、
ド
グ
マ

を
超
え
た
キ
リ
ス
ト
教
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
伝
統
、
霊
性

的
な
伝
統
で
し
た
。古
代
教
父
の
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
、擬
デ
ィ

オ
ニ
シ
ウ
ス
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ク
ザ
ー
ヌ

ス
、
ベ
ー
メ
と
続
く
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
の
系
譜
に
属

す
る
思
想
家
を
重
視
し
た
日
本
で
最
初
の
哲
学
者
は
、
恐
ら

く
西
田
幾
多
郎
で
あ
ろ
う
と
、こ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
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二　

宗
教
学
講
義
ノ
ー
ト
（
大
正
二
年
九
月
）

　
（﹃
西
田
幾
多
郎
全
集
﹂別
巻（
令
和
二
年
九
月
刊
行
）所
収
）

　

西
田
は
、
大
正
二
年
九
月
、
京
都
大
学
で
宗
教
学
講
義
を

担
当
し
、
一
年
限
り
の
講
義
を
や
っ
て
い
ま
す
。
正
確
に
は

宗
教
学
普
通
講
義
と
い
う
も
の
を
担
当
す
る
の
で
す
。
そ
の

た
め
の
膨
大
な
準
備
を
西
田
が
し
て
い
て
、
そ
の
ノ
ー
ト
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
後
に
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
が
岩

波
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
る
と
き
に
、
そ
の
編
集
に
当
た
っ
た

久
松
真
一
が
言
及
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
講
義
ノ
ー
ト

そ
の
も
の
は
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
ラ
テ
ン
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

様
々
な
外
国
語
が
翻
訳
さ
れ
ず
に
そ
の
ま
ま
併
記
さ
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
公
開
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
や
は
り
随
所
随
所
に
貴
重
な
洞
察
が
あ

る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

西
田
幾
多
郎
を
読
む
場
合
に
、
彼
に
と
っ
て
こ
う
い
っ
た

研
究
ノ
ー
ト
、
そ
し
て
書
簡
と
い
う
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
か

ら
講
演
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
ど
う
い
う
関
わ
り
を
持
っ
て

い
た
の
か
に
つ
い
て
は
後
で
ま
た
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
大
事
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と

か
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
と
か
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
よ
う
な
キ
リ
ス

ト
教
的
な
神
秘
主
義
者
の
テ
キ
ス
ト
と
西
田
が
出
会
う
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
宗
教
学
の
講
義
は
、
そ
う
い
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
引
用

が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
親
鸞
の「
教

行
信
証
」
が
多
く
教
典
の
引
用
か
ら
成
っ
て
い
る
の
と
同
じ

で
す
。
し
か
し
、「
教
行
信
証
」
が
教
典
の
引
用
か
ら
成
っ

て
い
る
と
い
っ
て
も
、
ど
れ
を
選
ぶ
の
か
、
そ
れ
は
親
鸞
自

身
の
信
の
立
場
か
ら
取
捨
選
択
さ
れ
、
独
自
に
解
釈
さ
れ
た

も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で

親
鸞
個
人
の
、
一
個
の
経
験
の
中
か
ら
語
ら
れ
た
言
葉
と
し

て
も
解
釈
し
得
る
。
西
田
の
宗
教
学
講
義
ノ
ー
ト
も
そ
う
い

う
印
象
を
私
は
受
け
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
ノ
ー
ト
を
基
に

し
て
、
西
田
は
今
度
は
自
分
の
言
葉
で
京
都
大
学
の
学
生
の

普
通
講
義
の
中
で
語
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
日
本
語
で
、
日

本
人
に
親
し
み
の
あ
る
言
葉
で
語
り
ま
す
。
現
在
、
私
た
ち

が
慣
れ
て
い
る
よ
う
な
用
途
の
哲
学
の
翻
訳
語
と
同
じ
場
合

も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、違
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、

し
か
し
そ
れ
は
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と
日
本
の
伝
統
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思
想
と
の
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
合
い
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ

た
西
田
独
自
の
言
葉
、
西
田
個
人
の
言
葉
と
し
て
読
む
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ノ
ー
ト
か
ら
い
く
つ
か
引
い
て
み
ま
す
。

　

d
o

c
t
a

 
ig

n
o

r
a

n
t
ia

 
=

 
e

in
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e
w
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s

s
t
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N
ic

h
tw

isse
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︹
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無
知
＝
意
識
さ
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無
知
︺

　G
o
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u
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sste

 se
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, d
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 e
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d

e
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in
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n

z
 
d
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r 

G
e
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n

sä
tze

 W
o
h
n

e
n

d
e
.

︹
神
は
最
大
の
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
神
は
全
て
を
包
摂
す

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
神
は
最
小
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
神
は
全
て
の
内
に
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
神
は
反
対
の
一
致
の
彼
方
に
住
ま
う
も
の
で
あ

る
。︺

　d
e
r w

a
h
re

 G
o
tt

︹
真
の
神
︺
はc

o
in

c
id

e
n

tia
 o

p
p

o
sito

ru
m

︹
反
対
の
一
致
︺
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
︵N

ik

o
la

u
s C

u
sa

n
u
s

︶。E
in

h
e
it d

[e
s] Id

e
a
le

n
 u

[n
d
] 

R
e
a
le

n
, E

in
h
e
it d

[e
s] N

o
rm

a
le

n
 u

[n
d
] N

o
rm

w
id

rig
e
n

︹
理
想
と
現
実
の
統
一
、
規
範
的
な
る
も
の

と
反
規
範
的
な
る
も
の
の
統
一
︺
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
此
のE

in
h
e
it d

e
r G

e
g
e
n

sä tze

︹
反
対
の
統
一
︺
は

d
a
s H

e
rz

︹
心
︺
に
よ
っ
て
言
い
あ
ら
は
さ
る
。

　

神
はC

h
rist

︹
キ
リ
ス
ト
︺
をo

p
fe

rn

︹
犠
牲
に
︺
す
。

仏
は
我
々
の
た
め
に
修
行
す
。

　　
「docta ignorantia

」
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
ふ
う
に
訳
さ

れ
ま
す
が
、
知
あ
る
無
知
、
で
す
。
西
田
は
こ
こ
で
、
ド
イ

ツ
語
訳
と
し
て
、N

ichtw
issen

と
も
書
い
て
い
ま
す
。
か

ぎ
括
弧
で
書
か
れ
た
部
分
は
西
田
幾
多
郎
の
講
義
ノ
ー
ト
を

西
田
全
集
の
別
巻
と
し
て
編
集
さ
れ
た
、
西
田
哲
学
館
の
先

生
方
が
協
力
し
て
な
さ
れ
た
の
で
す
が
、
読
者
の
た
め
に
日

本
語
に
翻
訳
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
西
田
自
身
が
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使
っ
て
い
る
言
葉
も
配
慮
し
な
が
ら
訳
さ
れ
た
と
思
い
ま
す

が
、
意
識
さ
れ
た
無
知
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
要
す
る

に
、
無
知
の
自
覚
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
非

常
に
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
自
分
が
知
ら
な
い
と
い
う
自
覚

を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
宗
教
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
上
で

鍵
と
な
る
言
葉
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
の
「
神
は

最
大
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
・
・
」
は
西
田
が
引

用
を
し
て
書
い
て
い
る
言
葉
で
あ
る
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
「
理
想
と
現
実
の
統
一
」
あ
る
い
は
「
規
範
的

な
る
も
の
と
反
規
範
的
な
る
も
の
の
統
一
」、
こ
の
反
対
の

一
致
は
「das H

erz

〔
心
〕」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
心
、

心
情
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
ょ
う
ど
鈴
木
大
拙
が
『
新
宗
教

論
』
で
「
情
に
お
い
て
」
と
い
っ
た
と
き
の
心
情
、
心
の
情

で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
は
宗
教
学
講
義
ノ
ー
ト
で
西
田
自
身
が
恐

ら
く
こ
う
い
う
ふ
う
に
囲
ん
で
い
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、「
神
は
キ
リ
ス
ト
を
犠
牲
に
す
」。
そ
し
て
、
そ

の
後
に
注
意
し
た
い
ん
で
す
が
、「
仏
は
我
々
の
た
め
に
修

行
す
る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
様
々
な

悩
み
、
苦
し
み
に
あ
え
い
で
い
る
、
あ
る
い
は
、
煩
悩
の
し

が
ら
み
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
、
互
い
に
憎
し
み
合
う
。

そ
し
て
、
逆
境
に
あ
っ
て
な
す
す
べ
を
知
ら
な
い
人
た
ち
。

そ
う
い
う
人
た
ち
を
救
う
た
め
に
仏
は
修
行
す
る
の
だ
と
い

う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
仏
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
あ
る

い
は
法
蔵
菩
薩
で
あ
り
、
究
極
の
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
。

　

つ
ま
り
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
の
犠
牲
に
よ
っ
て
人
々
が
救

わ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
菩
薩
が
自
ら
よ
り
も
先
に
衆
生
を

助
け
よ
う
と
祈
り
願
を
か
け
る
と
い
う
こ
と
を
、
西
田
が
並

列
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
と
い
う
第
一
の
願
、

こ
れ
が
仏
教
の
根
本
で
あ
り
、
坐
禅
を
し
て
修
行
を
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
こ
の
第
一
の
願
に
支
え
ら
れ
て
初
め

て
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
、大
拙
が
西
田
に
宛
て
た
手
紙
。

こ
の
言
葉
の
精
神
が
『
善
の
研
究
』
を
書
い
て
い
る
頃
の
西

田
と
『
新
宗
教
論
』
を
書
い
て
い
る
と
き
の
大
拙
に
共
通
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
注
目
す
れ
ば
、
宗
派
あ
る
い
は

宗
教
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
そ
こ
で
は
二
の
次
に
な
る
の
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で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
時
代
に
随
分
先
駆

け
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
他

宗
教
に
キ
リ
ス
ト
の
真
理
が
あ
ら
か
じ
め
予
知
さ
れ
て
い
る

と
い
う
教
え
が
認
め
ら
れ
た
の
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
以

降
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
や
は
り
他
宗
教
と
い

う
も
の
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
そ
う
い
う
考
え

方
の
ほ
う
が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、

西
田
や
大
拙
は
あ
る
意
味
で
非
常
に
時
代
に
先
ん
じ
て
い
た

と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　　

そ
れ
か
ら
も
う
一
点
、
私
が
強
調
し
た
い
こ
と
が
あ
る
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
仏
教
史
家
は
、
こ
の
鈴
木
大
拙
と

か
、
あ
る
い
は
明
治
の
初
め
、
万
国
宗
教
会
議
に
参
加
し
た

日
本
の
仏
教
者
た
ち
の
考
え
方
を
新
し
い
仏
教
、
近
代
化
さ

れ
た
仏
教
、
近
代
仏
教
と
位
置
づ
け
る
人
が
非
常
に
多
い
。

私
は
こ
れ
に
対
し
て
反
対
だ
と
言
い
ま
す
。
近
代
で
は
な
い

ん
で
す
。
近
代
と
い
う
も
の
も
ま
た
近
代
固
有
の
先
入
主
で

あ
り
、
近
代
固
有
の
偶
像
に
縛
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は

金
銭
的
な
利
益
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
第
一
に
考
え
る
よ
う

な
、
あ
る
い
は
人
間
の
固
有
の
権
利
や
正
義
と
い
う
も
の
を

超
越
者
抜
き
に
人
間
の
本
性
だ
け
か
ら
基
礎
づ
け
よ
う
と
す

る
よ
う
な
考
え
方
で
す
。
で
も
、
こ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方

は
や
は
り
不
十
分
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
彼
ら
は
近
代
的
な
仏
教
を
説
い
た
の
で
は

な
く
て
、
近
代
を
通
し
て
近
代
を
超
え
る
よ
う
な
仏
教
を
目

指
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
か
ら
す
れ
ば
、

も
は
や
キ
リ
ス
ト
教
や
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
を
軸
と
し

て
展
開
し
た
西
洋
文
明
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
と
対
立
し

争
っ
て
き
た
イ
ス
ラ
ム
の
文
明
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
は

そ
の
立
場
か
ら
、
そ
の
対
立
を
超
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
い
わ
ば
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と

い
い
ま
す
か
、
後
近
代
の
仏
教
と
い
う
こ
と
を
西
田
も
、
ま

た
鈴
木
大
拙
も
目
指
し
て
い
た
。
単
に
近
代
仏
教
を
説
い
た

と
い
う
よ
う
な
、
合
理
主
義
の
立
場
で
語
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
合
理
主
義
の
限
界
と
い
う
も
の
を
彼
ら
は
十
分
に
わ

き
ま
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。
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も
う
一
つ
、
こ
れ
は
西
田
の
用
語
の
中
で
し
ば
し
ば
誤
解

さ
れ
る
用
語
で
す
。
そ
れ
は
無
と
か
絶
対
無
と
い
う
言
葉
で

す
。
こ
れ
も
京
都
学
派
の
解
説
書
の
中
で
は
、
京
都
学
派
の

流
れ
に
属
す
る
全
て
の
哲
学
者
に
共
通
す
る
根
源
語
は
絶
対

無
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
絶
対
無
を
ど
の
よ

う
に
捉
え
る
か
に
お
い
て
思
想
家
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
絶
対
無
こ
そ
が
京
都
学
派
の
発
見
し
た
も
の
で

あ
る
と
、
こ
う
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思

い
ま
す
。

　

私
は
、
こ
れ
に
は
や
は
り
大
き
な
留
保
を
つ
け
た
い
と
思

い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
の
宗
教
学
講
義
ノ
ー
ト
の

中
に
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
と
い
う
人
が
出
て
き
ま
す
。

こ
れ
は
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
と
い
う

ふ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
の
思
想
家
で
あ

り
ま
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
の
が
非
常
に
興
味
の
あ
る

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
日
本
と
よ
く
似
た
、
い
わ
ば
ケ
ル
ト
民
族
の
神

話
的
な
伝
承
と
い
う
も
の
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
キ
リ

ス
ト
教
化
し
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
土
壌
が
あ
り
ま
す
が
、

同
時
に
ギ
リ
シ
ャ
語
を
学
ん
で
、
そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と

キ
リ
ス
ト
教
を
一
つ
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
思
想
家
と
し
て

エ
リ
ウ
ゲ
ナ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
こ

れ
は
否
定
の
道
な
ん
で
す
。

　

西
田
は
非
常
に
早
い
時
期
か
ら
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
に
言
及
し
て

お
り
、
そ
し
て
書
簡
で
も
た
び
た
び
触
れ
て
い
ま
す
し
、
晩

年
に
至
っ
て
も
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
宗
教
論
に
非
常
に
深
い
も
の

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
の
宗
教

学
講
義
ノ
ー
ト
の
中
で
も
、
西
田
は
ド
イ
ツ
語
の
引
用
を
し

て
、日
本
語
に
訳
す
と
次
の
よ
う
な
内
容
を
書
い
て
い
ま
す
。

　
　

エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
曰
く
、
神
は
本
質
あ
る
い
は
存
在
と
呼

ば
れ
る
。
し
か
し
厳
密
に
言
え
ば
、
神
は
﹁
存
在
﹂
で
は

な
い
。
と
い
う
の
も
、
存
在
は
非
存
在
と
の
対
立
に
お
い

て
生
じ
る
が
、
絶
対
者
す
な
わ
ち
神
に
対
立
す
る
も
の
は

何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
神
は
存
在
す
る
も
の
と
し
な
い

も
の
、
存
在
し
う
る
も
の
と
し
得
な
い
も
の
、
こ
れ
ら
全

て
の
全
体
性
で
あ
る
。
絶
対
者
は
自
己
矛
盾
す
る
何
も
の
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を
も
含
み
得
な
い
。
か
く
し
て
神
は
善
と
も
呼
ば
れ
得
な

い
。
と
い
う
の
も
善
は
悪
に
対
立
し
、
神
は
こ
の
区
別
を

越
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　　

西
田
は
な
ぜ
こ
の
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
に
注
目
し
た
の
か
。
善
と

悪
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
対
立
概
念
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
善

と
悪
と
い
え
ば
善
の
ほ
う
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
悪
を
捨
て
て
善
を
選
ぶ
と

い
う
だ
け
で
は
、
真
に
神
を
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
。
神
は
善
悪
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
う
す
る
と
真
の
善
は
悪
を
対
立
概
念
と
し
て
退
け
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
悪
に

対
す
る
善
と
い
う
の
は
相
対
的
な
善
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
、

真
の
意
味
で
の
善
と
い
う
の
は
そ
の
対
立
を
善
の
側
か
ら
乗

り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

先
ほ
ど
の
無
限
と
有
限
に
関
し
て
い
え
ば
、
有
限
に
対
す

る
無
限
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
相
対
的
な
概
念
に
な
っ
て
し

ま
う
わ
け
で
す
。
真
の
無
限
と
は
言
え
な
い
。
真
の
無
限
は

無
限
の
立
場
か
ら
有
限
な
る
も
の
を
部
分
と
し
て
含
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
臨
済
禅
の
伝

統
の
中
に
善
と
悪
、
そ
の
両
方
を
忘
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
善
を
選
び
悪
を
捨
て

る
と
い
う
よ
う
な
二
元
対
立
に
固
執
し
て
い
る
限
り
は
、
本

当
の
意
味
で
の
絶
対
的
に
一
な
る
も
の
を
捉
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
と
。
こ
う
い
う
発
想
が
西
田
の
学
ん
だ
臨
済
禅

の
伝
統
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
し
、そ
し
て
実
は
親
鸞
の「
教

行
信
証
」
や
「
歎
異
抄
」
の
中
に
も
あ
る
考
え
方
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　
三　
﹃
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
﹄

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
や
や
時
代
は
下
り
ま
す
け

れ
ど
も
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
文
章
も
見
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　
　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
如
き
も
、
之
を
持
続
と
い

ふ
時
、
既
に
相
対
の
世
界
に
堕
し
て
居
る
、
繰
り
返
す
こ
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と
が
で
き
な
い
と
い
ふ
の
は
、
既
に
繰
り
返
し
得
る
可
能

性
を
含
ん
で
い
る
。
真
に
創
造
的
な
る
實
在
は
デ
ィ
オ
ニ

シ
ュ
ー
ス
や
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
考
え
の
よ
う
に
一
切
で
あ

る
と
共
に
、
一
切
で
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ベ

ル
ク
ソ
ン
も
緊
張
の
裏
面
に
弛
緩
が
あ
る
と
言
っ
て
居
る

が
、
真
の
持
続
は
エ
リ
ュ
ー
ゲ
ナ
の
云
っ
た
如
く
、
動
静

の
合
一
、
即
ち
止
ま
れ
る
運
動
、
動
け
る
静
止
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
︵Ip

se
 e

st m
o
tu

s e
t sta

tu
s, m

o
tu

s 

sta
b
ilis e

t sta
tu

s m
o
b
ilis

︶。
之
を
絶
対
の
意
志
と

云
ふ
も
、
既
に
そ
の
當
を
失
し
て
居
る
、
所
謂
説
似
一
物

即
不
中
で
あ
る
。

　　

西
田
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
影
響
を
大
変
強
く
受
け
て
い
る
と

私
は
思
い
ま
す
が
、
西
田
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
に
、
例
え

ば
時
間
と
空
間
を
対
立
さ
せ
て
時
間
の
ほ
う
を
重
視
す
る
と

い
う
よ
う
な
考
え
方
に
は
飽
き
足
ら
な
い
の
で
す
。
真
に
時

間
的
な
る
も
の
と
空
間
的
な
る
も
の
、
概
念
的
な
る
も
の
と

直
観
的
な
る
も
の
が
一
つ
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ

れ
が
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
と
い
う
本
の
テ
ー
マ

で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
既
に
後
期
の
西
田
哲
学
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
な
言

い
方
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
は「
真
に
創
造
的
な
る
實
在
は
」

と
い
う
言
い
方
で
す
。
こ
の『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』

の
時
期
に
お
い
て
、
西
田
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
思

想
家
は
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ー
ス
と
ヨ
ハ

ン
ネ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
で
す
。
こ
の
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
は
擬

デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
新
約
聖

書
に
出
て
く
る
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
は
ア
テ
ネ
で
パ
ウ
ロ
の
説

教
を
聞
い
て
最
初
に
改
心
し
た
ギ
リ
シ
ャ
人
で
す
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
世
を
通
じ
て
こ
の
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
は
西
方
に
布

教
し
て
、
そ
し
て
最
後
は
フ
ラ
ン
ス
で
殉
教
し
た
と
な
っ
て

い
た
。
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
こ
で
は
首
を
切
ら
れ
た
自
分
の
首
を
手
に
持
っ
た
殉

教
者
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
デ
ィ
オ
ニ
シ

ウ
ス
は
我
々
で
い
え
ば
モ
ン
マ
ル
ト
ル
―
こ
れ
は
殉
教
者
の

丘
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
―
そ
こ
に
ゆ
か
り
の
あ

る
聖
人
と
同
一
さ
れ
て
い
た
と
い
う
い
わ
れ
が
あ
る
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
際
に
は
、
ず
っ
と
後
世
の
新
プ
ラ
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ト
ン
主
義
者
が
キ
リ
ス
ト
教
と
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
を
統
合
す

る
自
ら
の
思
想
を
語
る
た
め
に
、
伝
説
的
な
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ

ス
の
名
前
を
語
っ
て
述
べ
た
著
作
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、

現
在
の
文
献
学
で
は
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
偽
者
と
言
う
よ
り
は
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
に
擬

し
て
書
か
れ
た
と
言
う
ほ
う
が
い
い
。
要
す
る
に
内
容
が
大

変
に
優
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘

主
義
の
成
立
に
と
っ
て
大
変
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
し
、
イ
タ
リ
ア
の
プ
ラ
ト
ン
ア
カ

デ
ミ
ー
も
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
の
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け

て
お
り
ま
し
た
。そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
タ
リ
ア
の
絵
画
、

芸
術
、
彫
刻
で
す
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
に
も
間
接
的

に
影
響
を
与
え
て
お
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・

エ
リ
ウ
ゲ
ナ
は
も
ち
ろ
ん
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
の
影
響
を
非
常

に
強
く
受
け
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
や
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
の
引
用
は
、
西
田

に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
次
い
で
多
く
あ
る
の
で
す
。

『
善
の
研
究
』
で
は
「
宇
宙
は
神
の
所
作
物
で
は
な
く
、
神

の
表
現　

m
anifestation

と
み
る
」
こ
と
か
ら
、「
宇
宙
と

神
の
関
係
は
芸
術
家
と
そ
の
作
品
と
の
如
き
関
係
で
は
な

く
、
本
体
と
現
象
と
の
関
係
で
あ
る
」
と
い
う
汎
神
論
の
立

場
を
当
初
西
田
は
取
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
『
自
覚
に
於

け
る
直
観
と
反
省
』
で
初
め
て
「
創
造
」
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
・

キ
リ
ス
ト
教
的
な
概
念
と
「
発
出
」
と
い
う
プ
ロ
チ
ノ
ス
に

由
来
す
る
ギ
リ
シ
ャ
概
念
を
テ
オ
フ
ァ
ニ
ア
（
神
現
）
と
い

う
キ
リ
ス
ト
教
的
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
概
念
に
統
合
し
た
エ
リ

ウ
ゲ
ナ
の
大
き
な
影
響
の
下
に
、
西
田
は
「
創
造
」
も
し
く

は
「
創
造
作
用
」
を
自
己
の
哲
学
の
根
源
語
の
一
つ
と
し
て

語
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

晩
年
の
西
田
哲
学
に
は
「
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
」

と
か
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
西
田
の
書
簡
を
見
る
と
わ
か
る
の
で
す

け
れ
ど
も
「creata et creans

」
こ
れ
は
作
ら
れ
て
作
る

も
の
と
い
う
意
味
で
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
に
あ
る
言
葉
で
す
。
西

田
は
さ
ら
に
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作

る
も
の
へ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
西
田
は
創
造
と
い
う
概
念

に
よ
っ
て
テ
オ
リ
ア
（
観
照
）、
そ
れ
か
ら
実
践
（
プ
ラ
ク

シ
ス
）、
そ
し
て
、
芸
術
的
な
製
作
（
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
）、
こ
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の
三
つ
を
一
つ
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
西
田
は
「
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
」
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
を
多
く
使
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
単
な
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
ポ
イ
エ
ー

シ
ス
」
だ
け
で
は
な
く
て
、「
テ
オ
リ
ア
」
と
「
プ
ラ
ク
シ

ス
」
を
統
合
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
単
な
る
「
ポ
イ
エ
ー

シ
ス
」
よ
り
も
「
創
造
」
と
い
う
言
葉
が
私
は
最
も
適
切
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
西
田
も
終
わ
り
頃
に
は
「
創
造
的
世

界
の
創
造
的
要
素
」
と
か
、「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も

の
へ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
動
き
の
中
に
真

の
自
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
後
年
弟
子

に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
語
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と
、
や
は
り
西
田
が
ク
ザ
ー

ヌ
ス
に
注
目
し
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
背
景
に
あ
る
西
欧
の
神
秘
主
義
プ
ラ
ト
ン
か

ら
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
至
る
一
者
と
い
う
思
想
に
注
目
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。「
一
者
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
積
極
的

に
語
ろ
う
と
す
れ
ば
必
ず
間
違
っ
て
し
ま
う
。
一
神
教
と
い

う
の
は
、
一
な
る
神
を
信
じ
る
と
言
う
こ
と
で
す
が
、
多
神

教
が
偶
像
崇
拝
で
あ
る
の
と
は
違
っ
た
意
味
で
、「
一
神
教
」

に
固
有
の
偶
像
崇
拝
が
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
イ

ス
ラ
ム
の
原
理
主
義
に
か
ぎ
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
も
キ
リ
ス

ト
教
に
も
あ
っ
た
偶
像
崇
拝
で
す
。
自
己
あ
る
い
は
自
己
の

所
属
す
る
共
同
体
が
信
奉
す
る
偶
像
崇
拝
的
な
一
神
教
を
信

じ
る
者
は
、
他
者
の
宗
教
を
暴
力
的
に
排
斥
し
抑
圧
し
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
「
一
神
教
徒
」
は
本
当
の
意
味
で
の
一
者

を
捉
え
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
う
「
一
者
」
の
理
解
か
ら
は
、
他
宗
教
に

対
す
る
寛
容
の
精
神
が
生
ま
れ
ま
す
。
多
く
の
宗
教
、
多
く

の
祭
儀
の
中
に
「
一
つ
の
宗
教
が
あ
る
」
と
い
う
ク
ザ
ー
ヌ

ス
の
考
え
方
に
は
、
時
代
を
超
え
た
積
極
的
な
意
味
が
あ
り

ま
す
。
様
様
な
宗
教
の
あ
い
だ
に
あ
る
違
い
を
超
え
た
「
唯

一
な
る
も
の
」
に
向
け
て
人
々
は
ど
の
よ
う
な
形
で
哲
学
を

し
、
思
索
を
巡
ら
る
の
か
、
そ
し
て
日
常
的
な
生
活
の
中
で

そ
の
思
索
を
ど
の
よ
う
に
生
か
す
の
か
―
こ
れ
が
問
題
で

す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ら
ば
「
十
字
架
の
道
」
を
歩
み
、
仏

教
徒
な
ら
ば
坐
禅
を
し
、
あ
る
い
は
大
行
と
し
て
の
念
仏
を

唱
え
る
と
い
う
道
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
修
道
の
さ
ま
ざ
ま

な
あ
り
か
た
は
根
底
に
お
い
て
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
人
は
何
を
や
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
貫
く
も
の
は
一
な

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
考
え
が
や
は
り

西
田
に
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
私
は

思
い
ま
す
。

　
色
即
是
空
、
空
即
是
色

　

東
ア
ジ
ア
の
霊
性
的
な
伝
統
に
は
、
こ
う
い
っ
た
キ
リ
ス

ト
教
的
な
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
「
形
あ
る
も
の
は
形
な
き
も
の
の
形
で
あ
る
」
と
い

う
考
え
方
で
す
。
大
乗
仏
教
で
言
う「
色
」と
い
う
の
は「
形

あ
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
形

あ
る
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
を
「
空
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
般
若
心
経
で
い
う
「
色
即
是
空
」
の
「
空
」

と
は
形
の
あ
る
も
の
を
形
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
す
。
こ

の
「
色
」
と
「
空
」
と
が
、
逆
対
応
的
に
一
で
あ
る
と
い
う

大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
で
す
。
日
本
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
学
会
の

会
員
で
あ
り
、
浄
土
宗
の
僧
侶
で
も
あ
ら
れ
た
河
波
晶
先
生

は
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
を
「
色
な
ら
ば
こ
そ
空
で
あ

り
、
空
な
れ
ば
こ
そ
色
で
あ
る
」
と
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。
空

と
い
う
無
限
な
る
も
の
の
場
に
お
い
て
有
限
な
る
形
あ
る
も

の
が
真
に
生
か
さ
れ
る
と
言
う
意
味
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

形
あ
る
も
の
に
対
立
し
た
形
な
き
も
の
と
い
う
の
は
抽
象
的

な
空
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
本
物
の
空
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

真
空
妙
有
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
鈴
木
大
拙

が
好
ん
で
引
用
し
ま
し
た
。
本
物
の
空
の
中
に
妙
有
と
い
う

w
onderful being

が
あ
る
。being

と
は
形
あ
る
も
の
で

す
か
ら
限
定
さ
れ
た
も
の
、
有
限
な
も
の
で
す
。
有
限
な
も

の
は
無
限
な
る
も
の
と
一
つ
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
限

に
深
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
」
と
い
う
こ
と
を

私
た
ち
は
お
経
の
文
句
と
し
て
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
聞
か
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
古
い
言
葉
に
忘
れ

去
ら
れ
た
意
味
を
再
発
見
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
と
も

と
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
定

型
句
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
単
な
る
呪
文
の
よ
う
に
唱

え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
そ
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
た
言
葉
は
、

仏
教
で
あ
れ
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
新
た
に
取
り
上
げ
る
と
い
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う
こ
と
が
、
西
田
や
鈴
木
大
拙
の
宗
教
論
に
特
徴
的
な
こ
と

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
れ
は
解
説
の
ほ
う
で
述
べ
て
い

た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
西
田
哲
学
に
は
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
の

現
象
学
あ
る
い
は
現
象
学
的
な
神
学
の
方
向
を
先
取
り
す
る

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
象
学
の
神
学
的
展
開
と
呼
ば

れ
る
現
象
が
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
て
お
り
ま
す
。特
に
、

ジ
ャ
ン
・
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学

者
あ
る
い
は
神
学
者
を
取
り
上
げ
ま
す
と
、こ
の
方
は
、フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
の
「
還
元
」
を
徹
底
さ
れ
て
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
存
在
」
へ
の
問
い
を
さ
ら
に
ラ
デ
ィ
カ
ル

に
し
て
「
贈
与
」
の
現
象
学
と
い
う
も
の
を
提
唱
し
て
い
ま

す
。

　

彼
の
初
期
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル
は
『
存
在
な
き
神
』
と
い

う
考
え
方
で
す
。
存
在
を
さ
え
超
越
し
た
神
。
で
す
か
ら
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
ま
だ
主
題
化
さ
れ
て
い
た
「
存
在
」
を
さ

ら
に
「
還
元
」
し
、
贈
与
作
用
に
よ
っ
て
「
存
在
」
そ
の
も

の
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
現
象
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
し

た
。
彼
に
は
聖
な
る
像
と
偶
像
、
こ
れ
は
イ
コ
ン
と
ア
イ
ド

ル
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の

違
い
を
述
べ
る
興
味
深
い
論
述
も
あ
り
ま
す
。
本
当
の
宗
教

の
聖
な
る
像
は
礼
拝
す
る
。
し
か
し
聖
像
は
偶
像
崇
拝
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
偶
像
崇
拝
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
至
る
と

こ
ろ
で
現
れ
る
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
世
俗
的
な
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
持
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
、
あ
る
意
味
で
は

金
銭
が
偶
像
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
自
ら
の
利
潤
と
い
う
も

の
を
最
大
な
ら
し
め
る
と
い
う
よ
う
な
欲
求
と
か
、
そ
う
い

う
よ
う
な
も
の
が
死
せ
る
偶
像
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
生

き
た
神
は
礼
拝
さ
れ
る
も
の
だ
と
。

　

し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
私
か

ら
見
る
と
既
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
も
っ
と
深
い
形
で
言
っ
て
お

り
、西
田
は
マ
リ
オ
ン
な
ど
よ
り
も
先
に
こ
の
存
在
な
き
神
、

そ
れ
は
不
存
在
と
存
在
と
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な

い
と
い
う
意
味
で
す
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
存
在
な
き
神
と

い
う
ア
イ
デ
ア
は
む
し
ろ
西
田
は
非
常
に
早
い
時
期
に
言
っ

て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
本
来
的
な
自
己
の
現
象
学
と

か
故
事
究
明
の
現
象
学
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
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す
。

　　

そ
れ
か
ら
最
後
に
少
し
お
話
し
し
た
い
の
で
す
が
、
私
は

こ
の
間
、
滝
沢
克
己
協
会
で
講
演
い
た
し
ま
し
た
。
滝
沢
克

己
の
神
人
学
と
か
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
滝
沢
克
己
、
そ
し
て

私
が
個
人
的
に
よ
く
存
じ
上
げ
て
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
延
原

時
行
先
生
を
追
悼
す
る
講
演
を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
お
話
し
し
た
事
柄

な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
キ
リ
ス
ト
論
的

集
中
に
基
づ
く
よ
う
な
非
常
に
深
い
神
学
、
そ
れ
は
従
来
の

バ
ル
ト
解
釈
か
ら
す
れ
ば
宗
教
間
対
話
と
い
う
も
の
を
受
け

付
け
な
い
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
私
は
本
物
の
宗
教
間
対
話
は
バ
ル
ト
の
よ
う

な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
索
を
自
ら
の
内
に
取
り
入
れ
た
思
索
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

西
田
自
身
は
彼
の
考
え
て
い
た
禅
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

を
論
じ
、
伝
統
的
な
仏
教
の
考
え
方
を
新
し
い
言
葉
で
語
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
と
う
の
昔
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
な
日
本
の
古
き
伝
統
を
見
直
す
と
い
う
こ
と
を
し
た
人

で
す
が
、
私
は
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
、
西
田
か

ら
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
可
能
性
を
見
出
し
て
お
り
ま

す
。

　

こ
れ
も
最
後
の
と
こ
ろ
で
書
き
ま
し
た
。
今
日
は
ク
ザ
ー

ヌ
ス
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
だ
け
を
述
べ
て
お
き
た
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
公
現
節
の
説
教
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。
私
は
前
に
も
こ
れ
は
何
回
も
触
れ
て
い
た
の
で
す

け
れ
ど
も
、
あ
え
て
こ
こ
で
も
も
う
一
度
繰
り
返
し
た
い
と

思
う
の
で
す
。

　

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
考
え
方
は
東
方
キ
リ
ス
ト
教
も
イ
ス
ラ
ム

教
も
、
後
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
で
も
受
け
継
が
れ
ま

す
け
れ
ど
も
、
彼
は
宗
教
の
分
裂
と
い
う
こ
と
を
超
え
る
よ

う
な
、
た
だ
一
つ
の
も
の
の
重
要
性
を
説
い
た
の
で
す
。
公

現
節
と
い
う
の
は
、
イ
エ
ス
が
再
び
弟
子
の
元
に
現
れ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
の
説
教
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
弟
子
が
「
イ
エ
ス
は
今
ど
こ
に
お
ら
れ
ま
す
か
（U

bi 
est Jesus?

）」
と
聞
く
。U

bi est Jesus? 

と
い
う
の
は

W
here is Jesus?

と
い
う
意
味
で
す
。
イ
エ
ス
は
今
ど
こ

に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
と
い
う
問
い
を
問
題
に
す
る
わ
け
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で
す
。
こ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
普
通
、
司
祭
の
説
教
あ

る
い
は
牧
師
さ
ん
の
説
教
か
ら
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
は
昇
天
し

て
神
の
右
の
座
に
い
ら
し
て
、
そ
し
て
や
が
て
終
末
の
と
き

に
ま
た
再
び
い
ら
し
て
、
悪
を
裁
き
、
善
を
永
遠
の
生
命
に

導
き
入
れ
る
と
い
う
教
義
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
い

う
教
義
が
生
ま
れ
て
く
る
も
っ
と
根
本
的
な
経
験
は
一
体
何

だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
わ
け
で
す
。

　

あ
な
が
ち
そ
う
い
う
教
義
を
神
話
的
で
あ
る
と
い
っ
て
否

定
す
る
の
で
は
な
く
て
、
ち
ょ
っ
と
括
弧
に
入
れ
て
、「
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
今
ど
こ
に
い
ま
す
か
」
と
い
う
こ
と
で

す
。
今
ど
こ
に
い
ま
す
か
。
今
、
天
に
い
ま
す
か
、
あ
る
い

は
神
の
右
に
座
し
て
お
ら
れ
ま
す
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
表

象
で
は
な
く
て
、U

bi

（
ど
こ
）
す
な
わ
ち
場
所
、
ク
ザ
ー

ヌ
ス
は
「
場
所
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
」
と
、
こ
う

い
う
ふ
う
に
述
べ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
自
分
が
今
い
る
と

こ
ろ
、
自
分
が
立
脚
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
が
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
で
あ
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で

す
。

　

つ
ま
り
、
場
所
的
論
理
と
い
う
と
何
か
そ
れ
は
仏
教
だ
け

に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
仏
教
を
近
代
化
し
た

も
の
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
仏
教
を
ポ
ス
ト
近
代
的
な
形

で
新
た
に
展
開
し
た
宗
教
哲
学
で
あ
る
、
こ
れ
は
西
欧
の
キ

リ
ス
ト
教
な
ど
で
は
と
て
も
考
え
つ
か
な
い
よ
う
な
も
の
で

あ
る
、と
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
よ
く
な
さ
れ
る
の
で
す
が
、

ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
ま
さ
し
く
宗
教
対
立
の
と
き
に
そ
の
よ
う
な

考
え
方
を
説
く
の
で
す
。
私
た
ち
が
今
立
っ
て
い
る
こ
の
場

が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

順
境
の
と
き
も
逆
境
の
と
き
も
、
そ
こ
を
私
た
ち
は
一
歩
も

離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

西
田
幾
多
郎
は
、
い
ろ
い
ろ
な
弟
子
た
ち
か
ら
も
影
響
を

受
け
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
「
自
覚
に
つ
い

て
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
頃
、
一
九
四
三
年
二
月

二
四
日
に
久
松
真
一
に
手
紙
を
書
い
て
い
ま
す
。『
南
方
録
』

と
い
う
千
利
休
の
言
葉
を
記
録
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
茶
道

の
指
南
書
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
ま
す
。『
南
方
録
』、
こ
れ

は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

ち
ょ
う
ど
擬
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
恐
ら
く
こ

れ
は
南
坊
宗
啓
と
い
う
人
が
書
き
残
し
た
も
の
が
新
た
に
発
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見
さ
れ
た
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
後
世
の
人
が
千
利

休
の
言
葉
と
し
て
茶
道
の
真
髄
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

単
な
る
遊
芸
と
か
、
あ
る
い
は
大
名
や
将
軍
に
へ
つ
ら
う
よ

う
な
志
の
低
い
茶
道
で
は
な
く
て
、
ま
さ
し
く
禅
を
在
家
に

お
い
て
、
あ
る
い
は
在
俗
、
世
俗
の
世
界
に
お
い
て
禅
の
真

理
と
い
う
も
の
を
生
き
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
禅
と
一
つ

で
あ
る
よ
う
な
茶
道
、
そ
れ
を
説
い
た
書
物
な
の
で
す
。
久

松
真
一
は
大
変
こ
の
考
え
方
に
共
鳴
し
て
、
京
都
に
心
茶
会

と
い
う
も
の
を
つ
く
り
ま
し
て
、
学
生
を
相
手
に
茶
道
の
中

で
彼
の
哲
学
を
実
践
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
し
て
お
り
ま

す
。

　

そ
の
手
紙
の
中
で
、
西
田
は
有
名
な
大
燈
国
師
の
偈
と
い

う
の
を
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
す
。「
億
劫
相
別
而
須
臾
不

離　

儘
日
相
対
而
刹
那
不
対
」。
典
拠
に
よ
っ
て
多
少
違
い

が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
西
田
は
「
対
し
て
」
で
は
な
く

て
「
接
し
て
」
と
い
う
言
葉
で
引
用
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
を
西
田
は
自
分
が
考
え
て
い
る
宗
教
哲
学
の
根
本
を
言

い
表
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。そ
し
て
、

そ
れ
を
彼
の
宗
教
論
の
中
で
使
う
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
西
田
の
場
合
は
弟
子
た
ち
と
の
間
の
非
常
に
親

密
な
対
話
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
場
合
に
よ

る
と
、
弟
子
と
対
立
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
田
辺
元
と

は
非
常
に
厳
し
く
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

私
は
晩
年
の
田
辺
は
西
田
と
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
、
西
田
が
見
て
い
た
も
の
を
彼
自
身
の
言
葉
で
語
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。違
い
は
最
後
に
は
消
え
失
せ
て
、

西
田
哲
学
の
根
本
と
同
一
の
道
を
田
辺
が
自
分
の
言
葉
で
語

り
直
し
た
の
だ
と
い
う
印
象
で
す
。
特
に
野
上
弥
生
子
と
の

往
復
書
簡
を
見
る
と
、そ
の
感
を
非
常
に
強
く
い
た
し
ま
す
。

　

大
事
な
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
間
は
対
立
し
、
誤
解
し
、

そ
し
て
理
解
し
合
え
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
よ
う
な
人
た

ち
で
も
、
実
は
そ
れ
ぞ
れ
な
り
の
仕
方
で
対
立
の
根
源
に
は

一
つ
の
も
の
が
働
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か

ら
、あ
な
が
ち
対
立
を
避
け
て
付
和
雷
同
し
て
い
る
限
り
は
、

生
き
た
哲
学
と
い
う
も
の
は
な
い
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
私

は
思
い
ま
す
。

　

西
田
の
弟
子
を
見
ま
す
と
、
柳
田
謙
十
郎
さ
ん
は
後
に
マ
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ル
ク
ス
主
義
者
に
な
り
ま
す
し
、
務
台
理
作
さ
ん
も
戦
後
は

や
は
り
西
田
か
ら
離
れ
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ

う
で
あ
っ
て
も
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
様
々
な
形
で
弟
子
た

ち
が
自
分
の
言
葉
で
西
田
が
見
て
い
た
問
題
を
語
り
直
し
て

く
れ
る
こ
と
を
西
田
は
期
待
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

　

非
常
に
限
ら
れ
た
時
間
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
九
十
分

経
ち
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
私
の
講
演
を
終
わ
り
に
い
た
し

ま
す
。

　

ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

　
質
疑
応
答

【
質
問
①
】
講
義
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
講
演
集
を

読
み
始
め
て
い
ま
す
が
、田
中
先
生
が
ま
と
め
る
に
当
た
り
、

苦
労
さ
れ
た
こ
と
、
注
意
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
田
中
氏
】
そ
う
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
ど
れ
を
選
ぶ
か
と
い

う
こ
と
は
私
が
決
め
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
岩
波
の
編
集
者
の

方
と
二
人
三
脚
で
し
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
の
テ
キ
ス
ト

で
す
ね
、特
に
全
集
版
で
収
録
さ
れ
て
い
た
講
演
の
記
録
は
、

か
な
り
不
正
確
な
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は

録
音
か
ら
起
こ
し
た
り
、
あ
る
い
は
聞
き
書
き
を
、
そ
の
ま

ま
手
書
き
の
も
の
を
文
字
に
起
こ
し
た
り
す
る
と
き
に
ど
う

し
て
も
避
け
が
た
い
誤
り
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
特

に
西
田
が
外
国
語
を
引
用
す
る
場
合
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ド

イ
ツ
語
と
か
英
語
と
い
う
も
の
を
引
用
す
る
の
で
す
が
、
そ

の
引
用
の
仕
方
が
古
い
全
集
で
は
全
然
統
一
さ
れ
て
い
な
く

て
、
そ
れ
を
統
一
す
る
の
に
大
変
手
が
か
か
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
決
し
て
古
い
全
集
を
編
集
さ
れ
た
方
を
非
難
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
私
自
身
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

や
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
で
、

少
し
ず
つ
大
勢
の
人
の
批
判
を
得
な
が
ら
改
善
し
て
い
く
べ

き
問
題
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
一
番
苦
労
い
た
し
ま

し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
や
は
り
字
数
の
制
限
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。「
反
対
の
一
致
」
に
し
て
も
言
う
べ
き
こ
と
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
し
て
、
今
日
は
そ
の
一
端
を
お
話
し
で
き
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
を
書
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
れ
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を
機
会
に
し
て
、
西
田
自
身
の
テ
キ
ス
ト
を
皆
さ
ん
に
直
接

読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
【
質
問
②
】
私
は
、
色
即
是
空
の
空
は
科
学
で
い
う
エ
ネ
ル

ギ
ー
で
あ
る
と
と
ら
え
て
は
ど
う
か
考
え
て
い
ま
す
。
今
日

の
お
話
を
伺
っ
て
、
空
は
無
限
で
形
が
な
い
も
の
、
色
は
有

限
で
具
体
的
な
形
を
し
て
い
る
も
の
と
い
う
考
え
方
が
腑
に

落
ち
ま
し
た
。

【
田
中
氏
】
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
言
葉
は
西
洋
の
科
学
、
歴

史
、
哲
学
の
歴
史
で
意
味
が
い
ろ
い
ろ
と
変
遷
し
て
お
り
ま

す
。
多
分
、
今
質
問
し
て
い
た
だ
い
た
方
は
現
代
物
理
学
で

い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

真
空
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ア
ー
チ
ボ
ル

ト
・
ホ
イ
ー
ラ
ー
と
い
う
人
が
言
っ
て
お
り
ま
す
。
彼
は
ア

メ
リ
カ
の
物
理
学
界
の
大
御
所
で
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
と
か
そ
う

い
う
も
の
の
理
論
を
人
々
に
知
ら
し
め
る
の
に
大
い
に
力
の

あ
っ
た
方
で
す
。
こ
の
ア
ー
チ
ボ
ル
ト
・
ホ
イ
ー
ラ
ー
は
物

理
学
の
究
極
の
テ
ー
マ
は
真
空
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。

バ
キ
ュ
ー
ム
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
真
空
の
表
現
と
し
て
物
質
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

恐
ら
く
質
問
さ
れ
た
方
は
、
何
か
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
お

持
ち
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
真
空
の
相
転
移
に

よ
っ
て
宇
宙
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
昔
『
宗
教
と
科
学
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
書
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

た
だ
、
西
田
が
言
っ
て
い
る
場
合
は
、
よ
り
宗
教
的
な
改

心
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
経
験
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い

て
い
た
と
は
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
そ
こ
に
共

通
す
る
も
の
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
形
あ
る

も
の
が
根
源
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
空
の
有
限
な
る
表
現

と
し
て
形
の
あ
る
物
質
的
な
世
界
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
物

質
的
な
世
界
か
ら
生
命
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
、
生
命
か
ら

理
性
と
か
意
識
を
持
つ
人
間
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た

と
い
う
わ
け
で
す
。
全
て
を
空
の
表
現
と
し
て
捉
え
る
と
い

う
よ
う
な
発
想
は
、西
田
の
中
に
も
私
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
人
間
と
い
う
の
は
意
識
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
点
、
西
田
は
パ
ス
カ
ル
を
例
に
取
っ
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て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
思
惟
す
る
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
の
価
値
を
み
て
い
ま
す
。
物
質
的
な
自
然
界

だ
け
に
全
て
を
還
元
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

い
。
そ
う
い
う
考
え
が
西
田
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
で
す
か
ら
、
空
と
い
う
言
葉
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
聞
こ
え

る
け
れ
ど
も
実
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
全
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

も
の
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
根
源
で
あ
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
こ
れ
は
卓
越
的
な
無
と
い
う
こ
と
で
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ

が
そ
う
い
う
表
現
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
、
消
極
的
な
、
何
も
生
み
出
さ

な
い
無
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
無
で

は
な
く
て
、
最
も
卓
越
的
な
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
概

念
的
な
表
現
で
は
否
定
を
も
っ
て
し
か
語
れ
な
い
。し
か
し
、

信
仰
の
言
葉
、
そ
れ
に
お
い
て
は
積
極
的
に
そ
れ
を
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
や
西
田
に
共
通
す
る

考
え
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　
【
質
問
③
】
今
日
の
先
生
の
話
を
聞
い
て
、
西
田
は
『
善
の

研
究
』
の
頃
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
汎
神
論
で
し
た
が
、
晩
年
は
、

二
番
目
の
奥
さ
ん
の
影
響
を
受
け
て
、
一
神
教
的
創
造
者
、

全
て
の
も
の
を
お
創
り
に
な
っ
た
人
格
的
な
神
と
い
う
見
方

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
か
。

【
田
中
氏
】
二
番
目
の
奥
さ
ん
、
こ
れ
は
西
田
琴
さ
ん
で
す

ね
。
最
初
の
奥
様
は
長
い
間
病
気
で
伏
せ
っ
て
い
て
、
そ
し

て
娘
た
ち
も
病
気
に
な
り
、
西
田
の
家
と
い
う
の
は
大
変
苦

し
い
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
伝
記
作
者
が
皆
指
摘
し

て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
西
田
の
再
婚
と
い
う
の
は
、
西
田
に
と
っ
て
は
非
常

に
大
き
な
私
は
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
西

田
琴
さ
ん
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
お

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
ご
親
族
の
方
が
『
西
田
幾
多
郎

の
妻
』
と
い
う
著
作
を
書
か
れ
ま
し
て
、
残
っ
て
い
る
資
料

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
る
わ
け
で
す
。
私

の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
西
田
哲
学
、
特
に
深
い
宗
教
性

に
共
鳴
し
た
た
め
に
、
共
鳴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
田
の
妻

と
な
る
こ
と
を
決
心
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
鈴
木
大
拙
が
ベ
ア
ト
リ
ス
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の

方
と
結
婚
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
大
拙
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の
場
合
は
、
随
分
年
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
、
西
田
と
琴
さ

ん
の
場
合
も
年
齢
差
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
っ
た
も
の
を
超
え
た
精
神
的
な
結
び
つ
き
と
い
う
も

の
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
一
神
教
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

一
神
教
の
一
と
い
う
こ
と
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
正
し
く
捉
え

る
の
か
。
宗
教
と
い
う
も
の
は
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
西
田
は
取
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
宗
教
と
い
う
も
の
が
危
う
い
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
神

教
相
互
の
争
い
と
か
、
宗
教
間
の
闘
争
と
か
、
そ
う
い
う
も

の
を
見
れ
ば
歴
然
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
別
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
だ
け
で
は
な
く
て
、
日
本
で
も
例
え
ば
浄
土
真
宗
と

日
蓮
宗
は
非
常
に
仲
が
悪
く
て
、
戦
国
時
代
に
は
互
い
に
迫

害
し
合
っ
た
り
し
て
い
る
。
日
本
史
家
が
そ
れ
を
共
通
に
指

摘
し
て
お
り
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
そ
う
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
闘
争
に
な
り
が

ち
で
あ
り
、
同
時
に
政
治
的
な
支
配
、
非
支
配
の
文
脈
の
中

で
宗
教
家
が
自
分
た
ち
を
位
置
づ
け
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
宗

教
と
い
う
も
の
、
つ
ま
り
既
成
宗
教
の
堕
落
と
い
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
批
判
し
つ
つ
乗

り
越
え
て
い
く
。
本
当
の
意
味
で
宗
教
的
な
差
別
と
い
う
も

の
を
撤
廃
す
る
、
あ
る
い
は
身
分
的
、
階
級
的
差
別
を
撤
廃

し
て
い
く
平
等
の
教
え
と
い
う
も
の
の
原
点
に
立
ち
返
る
と

い
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
一
神
教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
て
も
既

成
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
既
成
宗
教
と
し
て
の
仏

教
と
同
じ
よ
う
に
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
し
か
し
そ
れ
を
批
判
し
つ
つ
乗
り
越
え
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
宗
教
の
原
点
に
ま
で
立
ち
返
っ

て
、
そ
こ
に
自
分
自
身
の
問
題
を
見
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
西

田
を
読
む
意
味
が
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
【
質
問
④
】「
反
対
の
一
致
」
講
演
の
中
で
言
わ
れ
る
無
限

は
可
算
無
限
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
西
田
が
無
限
と
い
う
と

き
非
可
算
無
限
を
例
に
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

【
田
中
氏
】
ま
ず
、
可
算
無
限
と
い
う
の
は
要
す
る
に
自
然

数
と
一
対
一
に
対
応
す
る
こ
と
の
で
き
る
無
限
で
す
ね
。
で
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す
か
ら
、
無
限
の
中
で
一
番
分
か
り
や
す
い
も
の
で
す
。
確

か
に
可
算
無
限
の
場
合
で
も
偶
数
全
体
と
自
然
数
全
体
は
一

対
一
に
対
応
し
ま
す
か
ら
、
全
体
と
部
分
が
一
対
一
に
対
応

す
る
と
い
う
意
味
で
等
し
い
と
い
う
言
い
方
は
で
き
る
わ
け

で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
西
田
は
あ
の
講
演
の
中
で
平
面
を

扱
っ
て
い
ま
す
。
平
面
と
か
直
線
と
い
う
も
の
は
実
数
に

よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
わ
け
で
、
実
数
は
非
可
算
無
限
の
代
表

的
な
も
の
で
す
ね
。

　

つ
ま
り
、
実
数
の
本
質
は
超
越
数
と
可
算
無
限
で
表
現
さ

れ
る
よ
う
な
有
理
数
の
両
方
を
合
わ
せ
た
も
の
に
な
る
わ
け

で
す
。
超
越
数
ま
で
含
ん
で
本
当
の
意
味
で
リ
ア
ル
な
実
数

と
い
う
こ
と
。
こ
れ
も
大
変
面
白
い
で
す
ね
。
現
実
的
な
数
、

こ
れ
は
超
越
数
を
含
ん
で
初
め
て
リ
ア
ル
な
数
に
な
る
。
こ

の
発
想
は
西
田
に
は
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。
決
し
て
可
算
無
限
だ
け
で
は
な
い
で
す
ね
。

　

私
は
も
と
も
と
数
学
科
の
出
で
す
け
れ
ど
も
、
世
界
で
最

も
美
し
い
数
式 e

i

＋
＝1

＝0 

と
い
う
の
は
自
然
対
数
の
底

「e

」
と
円
周
率
「
」、
そ
れ
か
ら
虚
数
「i

」
と
、
そ
れ
か
ら 

「
１
」
と
「
０
」、
自
然
数
で
す
ね
。
そ
れ
ら
が
相
互
に
関
係

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
式
で
す
。こ
れ
が
最
も
美
し
い
の
は
、

超
越
数
と
自
然
数
、
可
算
無
限
と
非
可
算
無
限
が
一
つ
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
を
一
つ
の
式
で
表
し
て
い

る
か
ら
だ
と
、
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
小
川
洋

子
さ
ん
だ
っ
た
で
す
か
ね
。
数
学
者
を
モ
デ
ル
に
し
た
小
説

で
賞
を
も
ら
っ
た
方
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
小
説
『
博
士
の

愛
し
た
数
式
』、
そ
れ
は e

i

＋
＝1

＝0 

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
人
間
が
一
歩
一
歩
実
践
し
て
言
葉
で
表
現
で

き
る
、
言
語
で
表
現
で
き
る
も
の
は
全
て
可
算
無
限
な
の
で

す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
し
た
可
算
無
限
で
し
か
な
い
よ

う
な
言
語
で
も
っ
て
は
表
現
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
リ
ア
リ

テ
ィ
を
見
る
と
い
う
発
想
は
西
田
哲
学
に
は
あ
る
と
思
い
ま

す
。
つ
ま
り
超
越
的
な
も
の
を
含
ま
な
け
れ
ば
現
実
で
は
な

い
と
。

　
【
質
問
⑤
】
西
田
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
ど
う
触
れ
合
う
の

で
す
か
。

【
田
中
氏
】
私
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
学
会
の
会
長
を
ず
っ
と

や
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
別
に
ア
メ
リ
カ
に
プ
ロ
セ
ス
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神
学
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
や
は
り
ア
メ
リ
カ

独
自
の
神
学
で
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
解
さ

れ
た
ナ
チ
ュ
ラ
ル
テ
オ
ロ
ジ
ー
、
現
代
に
お
け
る
ナ
チ
ュ
ラ

ル
テ
オ
ロ
ジ
ー
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
中
世

の
神
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
福
音
書
を
統
合
す
る
と
ト
マ

ス
の
神
学
が
で
き
る
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
、
プ
ロ
セ
ス

神
学
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
を
統
合
し

よ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
狙
い
を
持
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

た
だ
、
私
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
自
身
も
も
と
も
と
カ
ト

リ
ッ
ク
の
司
祭
に
な
ろ
う
と
し
た
人
で
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
枢

機
卿
の
影
響
を
非
常
に
強
く
受
け
た
方
で
す
。
で
す
か
ら
、

ニ
ュ
ー
マ
ン
が
神
学
に
お
い
て
な
そ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
れ

は
古
き
伝
統
的
な
る
も
の
の
価
値
を
再
発
見
す
る
こ
と
と
、

中
世
は
決
し
て
暗
黒
時
代
で
は
な
い
、
む
し
ろ
近
代
の
人
た

ち
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
秩
序
あ
る
世
界
と
い
う
も
の
を
中
世

は
体
現
し
て
い
た
と
い
う
、そ
う
い
う
発
想
を
と
る
人
で
す
。

し
か
し
、
中
世
と
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
と
い
う
意
味
で
は

な
い
の
で
す
。
や
は
り
時
代
は
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
わ

け
で
す
か
ら
、
新
し
い
科
学
の
成
果
と
い
う
も
の
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
そ
し
て
芸
術
や
音
楽
、
科
学
と
新
し
い
形
で
の

統
合
を
求
め
る
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
を
模
索
し
た
の
が
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
で
あ
る
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
セ
ス
神
学
と
は
私
は
同
じ

意
見
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
西
田
門
下
で
は
や
は

り
三
木
清
の
思
想
、
こ
れ
は
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
非
常
に

近
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
創
造
す
る
構
想
力
で
す
ね
。

Einbildungskraft

と
い
い
ま
す
か
、
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
す
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
第
三
批
判
の
立
場
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
こ
れ
も
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
同
じ
で
、
そ
こ
か
ら
創

造
的
世
界
と
い
う
も
の
と
技
術
の
世
界
、
芸
術
の
世
界
、
宗

教
的
実
践
の
世
界
を
統
合
す
る
と
い
う
方
向
性
は
、
三
木
清

が
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
―
不
幸
に
も
彼
は
獄
中
死
し
ま

し
た
の
で
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
―
だ
と
思
い
ま

す
。
や
っ
ぱ
り
三
木
清
と
西
田
と
の
間
に
は
非
常
に
深
い
交

流
が
私
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
唐
木
順
三
が
そ
れ

を
非
常
に
い
い
形
で
証
言
し
て
お
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
私
は
日
本
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
つ
い
て
語
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る
場
合
に
は
、
特
に
外
国
の
哲
学
者
の
名
前
を
出
す
よ
り
も

三
木
清
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
事
柄
自
体
を
明
ら
か
に
し
て

い
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
【
質
問
⑥
】
大
拙
や
西
田
を
は
じ
め
真
に
深
い
霊
性
を
感
じ

る
書
物
を
残
す
よ
う
な
人
物
は
、
そ
の
多
く
が
坐
禅
や
瞑
想

と
い
っ
た
実
践
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

【
田
中
氏
】
宗
教
的
な
行
と
い
う
こ
と
、
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で

す
ね
。
私
は
こ
れ
は
別
に
坐
禅
と
か
念
仏
と
か
、
あ
る
い
は

典
礼
に
参
加
す
る
と
か
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
を
歌
う
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
に
尽
き
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
ピ
ア
ノ
の
演
奏
を
す
る
人
は
そ
の
演
奏
を
す
る

と
い
う
一
つ
の
こ
と
、
そ
れ
に
徹
底
し
、
そ
れ
に
な
り
き
る

と
い
う
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
自
ら
宗
教
的
な

行
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

音
楽
家
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
私
は
数
学
者
の

岡
潔
と
い
う
人
が
非
常
に
好
き
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
は

数
学
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
る
も
の
は
情
緒
で
あ
り
心
情
で

あ
る
、
心
の
情
で
あ
る
と
い
う
。
念
仏
を
唱
え
て
い
る
と
き

に
一
つ
の
三
昧
境
に
な
る
、
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
数
学

の
問
題
を
考
え
て
い
る
と
き
に
そ
れ
に
一
心
に
集
中
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
そ
れ
は
道
元
の
「
典
座
教
訓
」
よ

う
に
家
族
の
た
め
に
料
理
を
作
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も

全
く
同
じ
な
ん
で
す
。
そ
の
一
つ
一
つ
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
の

中
に
神
を
表
現
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
神
仏
を
表
現
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
。
別
に
神
仏
と
い
う
言
葉
を
語
ら
な
く

て
も
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
神
な
し

で
神
の
前
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
神
様
、
仏
様
と

言
わ
な
く
て
も
、
常
に
自
分
の
心
の
中
に
そ
れ
を
置
い
て
、

そ
し
て
行
を
し
て
い
く
。
そ
れ
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　
transcendental exercise

と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す

が
、
こ
れ
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
リ
ス
ト
の
超
絶
技
巧
練
習
曲

の
こ
と
で
す
。
あ
れ
は
超
絶
技
巧
練
習
曲
な
ん
て
い
う
け

れ
ど
も
、
単
に
技
術
を
誇
っ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
く
て
、
ピ

ア
ノ
の
音
曲
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
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transcendental exercise

と
い
う
の
は
イ
グ
ナ
テ
ィ

ウ
ス
・
ロ
ヨ
ラ
の
霊
操
の
よ
う
な
も
の
で
す
。spiritual 

exercise
と
い
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
別
に
神
様
、

仏
様
と
い
う
こ
と
を
一
々
言
わ
な
く
て
も
、
そ
の
一
つ
一
つ

の
行
動
の
中
に
神
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
特
別
に
坐
禅
し
な

く
て
も
い
い
し
、
別
に
坐
禅
も
念
仏
も
、
そ
れ
だ
け
が
唯
一

の
道
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

　
【
質
問
⑦
】
過
去
に
岩
波
新
書
で
西
田
哲
学
を
読
ん
だ
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
極
め
て
難
解
で
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
後
、
自
ら
が
西
田
哲
学
に
関
わ
る
た
め
に
は
、
ど
う
い
う

ア
プ
ロ
ー
チ
が
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

【
田
中
氏
】
西
田
哲
学
会
で
は
、
第
一
日
目
に
例
え
ば
『
善

の
研
究
』
を
読
む
講
読
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
読
む

だ
け
で
は
な
く
て
、
大
勢
の
人
と
一
緒
に
読
む
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

今
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
人
々
が
自
分
の
思
想
を
表
現
す

る
場
は
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
昔
は
自
分
の
思
想

を
表
現
で
き
る
人
は
、
雑
誌
と
か
学
会
と
か
で
発
言
で
き
る

専
門
家
に
限
ら
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
は
そ

う
い
う
時
代
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
人
も
自
分
の
意
見
を
ま

と
め
て
表
現
す
る
場
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
西
田
哲
学
館
も

活
用
し
て
、
学
習
会
と
か
あ
る
い
は
読
書
会
に
参
加
す
る
と

い
う
の
も
一
つ
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
や
っ
ぱ
り
書
簡
集
が
お
勧
め
で
す
。
講
演
集
は
自
分

で
や
っ
た
の
で
な
ん
と
も
い
え
ま
せ
ん
が
、
書
簡
集
は
大
変

す
ば
ら
し
い
で
す
ね
。
藤
田
先
生
が
非
常
に
詳
し
い
注
を
つ

け
て
い
ま
す
し
、書
簡
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
簡
の
と
こ
ろ
に
、

か
ぎ
括
弧
で
、
例
え
ば
﹇
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
評
価
﹈
と
か
、
そ

れ
か
ら
﹇
田
辺
元
の
「
西
田
先
生
の
教
え
を
仰
ぐ
」
と
か
、

そ
う
い
う
一
言
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
恐
ら
く

編
集
者
の
藤
田
先
生
が
つ
け
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

大
変
す
ば
ら
し
い
書
物
な
の
で
、
ま
ず
こ
の
書
簡
集
か
ら

入
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
非
常
に
西
田
を
身
近
に
感
じ
る
道

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
、
小
坂
先
生
が
も
う
す
ぐ
、『
日
本
文
化
の
問
題
』

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
だ
拝
見
し
て
い
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な
い
の
で
何
と
も
申
し
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
と
こ

ろ
か
ら
入
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
西
田
と
い
う
人
は
ど
ん
な

人
で
あ
っ
た
の
か
と
。
彼
の
肉
声
を
聞
く
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
入
っ
て
い
く
の
が
西
田
を
身
近
に
感
じ
る
道
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　
【
質
問
⑧
】
無
の
思
想
が
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

も
う
少
し
こ
れ
に
つ
い
て
解
説
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。

【
田
中
氏
】
一
般
的
な
通
念
が
あ
っ
て
、
西
洋
は
有
の
思
想

で
あ
る
、
東
洋
は
無
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
、

私
か
ら
見
る
と
紋
切
り
型
の
整
理
を
し
た
解
説
が
非
常
に
多

い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
決
し
て

そ
う
で
は
な
い
。
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
と
か
そ
う
い
う
人
の
例
も
挙

げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
道
元
禅
師
は
無
と
い
う
言
葉

を
有
と
無
と
い
う
対
立
的
な
意
味
で
し
か
使
っ
て
い
な
い
の

で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
空
と
い
う
言
葉
も
そ
れ
ほ
ど
使
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
は
私
は
道
元
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
を
調
べ
た

こ
と
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
有
と
無
の
対
立
を
超
え
る

よ
う
な
も
の
が
最
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
と

い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
道
元
禅
師
の
場
合
に

は
、例
え
ば
現
成
公
案
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
現
成
と
い
う
の
も
既
に
出
来
上
が
っ
た
既
成
の
と
い
う

よ
う
な
、
現
代
中
国
語
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
は

な
く
て
、
道
元
は
そ
れ
を
動
詞
と
し
て
使
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
大
変
す
ば
ら
し
い
考
え
方
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
、

そ
こ
に
は
一
つ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い

う
よ
う
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

大
事
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
有
と
無
を
対
立
さ
せ
て
一
方

を
重
視
す
る
と
い
う
よ
う
な
図
式
は
私
は
取
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
絶
対
無
と
い
っ
た
と
き
に
は
そ
れ
は
も
う

対
立
す
る
よ
う
な
無
で
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う

に
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
京
都
学
派
の
思
想
を
本
当
の
意
味
で
問
題
に

す
る
と
き
に
は
、
前
に
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
ら
と

同
じ
言
葉
を
使
っ
て
は
駄
目
だ
と
思
い
ま
す
。
弟
子
が
師
と

同
じ
言
説
を
繰
り
返
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
師
の
徳
を
半
分

に
し
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
言
葉
が
禅
の
伝
統
の
中
に
も
あ

り
ま
す
。
必
ず
新
し
い
言
葉
、
先
生
と
違
う
言
葉
で
語
ら
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
弟
子
は
初
め

て
先
生
の
考
え
方
を
発
展
さ
せ
、
そ
し
て
自
分
の
も
の
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
大
変
す
ば
ら
し
い
言
葉
で
、
科

学
者
の
精
神
に
も
合
致
す
る
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

科
学
に
お
い
て
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
だ
ろ
う
が

ニ
ュ
ー
ト
ン
だ
ろ
う
が
、乗
り
越
え
て
い
く
べ
き
存
在
で
す
。

こ
れ
を
何
か
人
間
が
超
え
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
天
才
の

よ
う
に
あ
が
め
奉
る
の
は
、
実
際
の
科
学
の
歴
史
か
ら
離
れ

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
は
私
た
ち
よ
り

も
は
る
か
に
優
れ
た
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か

し
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
学
問
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
っ
た
天

才
た
ち
を
超
え
て
ど
ん
ど
ん
発
展
し
て
い
く
べ
き
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
本
当
の
意
味
の
生
き
た
科
学
的
な
試

み
、
教
説
の
偶
像
崇
拝
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
生
き
た
科
学
の

精
神
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
生
き
た
宗
教

の
精
神
と
い
う
も
の
も
出
来
合
い
の
既
成
宗
教
の
概
念
に
捕

ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
っ
て
、
し

か
し
非
宗
教
と
か
宗
教
否
定
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た

通
俗
的
な
考
え
方
の
中
に
潜
ん
で
い
る
別
の
種
類
の
偶
像
崇

拝
で
す
ね
、
あ
る
い
は
、
唯
物
論
的
な
考
え
方
と
か
、
そ
う

い
う
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
批
判
と
い
う
こ
と
も
同
時
に

行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
、
こ
ん
な
ふ
う

に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　　

＊ 

本
講
演
会
は
当
初
６
月
５
日
に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
11
月
に
延
期

し
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

一
九
四
七
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
理
学
部
数
学
科
卒
業
、
同
大
学
大
学
院

科
学
史
科
学
哲
学
博
士
課
程
満
期
退
学
。
ク
レ
ア
モ
ン
ト
大
学
プ
ロ
セ
ス
研

究
セ
ン
タ
ー
客
員
。
一
九
九
九
年
―
二
〇
一
七
年
、
上
智
大
学
文
学
部
哲
学

科
教
授
。
日
本
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
・
プ
ロ
セ
ス
学
会
お
よ
び
東
西
宗
教
交
流

学
会
の
会
長
を
務
め
現
在
に
至
る
。
専
門
は
科
学
哲
学
・
宗
教
哲
学
。
著
書

に
『
逆
説
か
ら
実
在
へ
―
科
学
哲
学
・
宗
教
哲
学
論
考
』（
行
路
社
）、『
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
―
有
機
体
の
哲
学
』（
講
談
社
）
他
。『
西
田
幾
多
郎
講
演
集
』

（
岩
波
文
庫
）
の
編
集
・
解
説
を
担
当
。

田
中
　
裕
（
た
な
か
　
ゆ
た
か
）

　

上
智
大
学
名
誉
教
授


