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私
は
宗
教
学
を
や
っ
て
い
る
感
じ
で
は
、
仏
教
で
あ
り
ま

す
が
、
や
っ
ぱ
り
神
道
と
い
う
こ
と
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。
何
と
言
う
か
民
族
宗
教
と
言
い
ま
す
か
、
宗

教
と
い
う
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
ん
で
す
よ
、
方
々
に
。
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
民
族
の
特
色
を
出
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
は
あ

る
ん
で
す
。
だ
け
ど
も
、
自
分
が
日
本
人
で
あ
る
か
ら
と
い

う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
仏
教
、
儒
教

そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
、
キ
リ
ス
ト
教

は
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
発
展
し
て
き
て
い
る
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
日
本
人
の
気
持
ち
の
な
か
に
や
っ

ぱ
り
そ
う
い
う
民
族
宗
教
と
い
う
ふ
う
な
も
の
と
し
て
は
、

神
道
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

神
道
は
日
本
だ
け
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
し
か

は
じ
め
に　

「
経
験
」、「
言
葉
」、「
自
覚
」、「
自
然
」、「
い
の
ち
」、
…
こ

れ
ら
は
、今
回
の
学
会
の
主
題
で
あ
る「
上
田
閑
照
先
生
の
思
想
」

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
た
術
語
で
あ
る
。
自
由
研
究
も

上
田
先
生
の
思
想
に
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
事
柄
を
と
い
う

規
定
を
受
け
て
、
以
下
の
小
論
で
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
関
わ
る

問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

神
道
に
つ
い
て
の
序
論
的
言
及

西
谷
啓
治
の
神
道
観

西
谷
啓
治
先
生
の
晩
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
に
行
な
わ
れ
た

座
談
会
の
中
に
、
先
生
の
次
の
発
言
が
あ
る
。

研
究
発
表
Ⅱ   

経
験
、
言
葉
、
自
覚
、
自
然
、
い
の
ち
、
…

吉
田
喜
久
子

TZ 4 Yoshida.indd   145 2005/06/13   14:17:05



46 

し
神
道
の
な
か
に
、
私
は
商
売
は
宗
教
学
か
宗
教
哲
学
か
し

ら
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
見
地
か
ら
み
て
何
か
非
常
に
特

色
が
あ
る
と
い
う
感
じ
が
し
て
、
他
の
民
族
に
な
い
よ
う
な
、

何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
だ
い
ぶ
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え

た
こ
と
は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
。
や
っ
ぱ
り
ど
う
言
っ
た

ら
い
い
か
な
あ
、
非
常
に
む
ず
か
し
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、

私
は
ど
う
も
聖
な
る
も
の
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
は

み
ん
な
聖
な
る
も
の
を
問
題
に
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

こ
の
ホ―

リ―

を
神
聖
な
と
い
う
感
じ
で
す
ね
。
何
か
非
常

に
日
本
の
場
合
、
個
性
的
な
特
色
が
ど
う
も
ど
こ
か
に
あ
る
。

そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
だ
い
ぶ
考

え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
実
は
あ
る
の
で
す1

。

小
林
秀
雄
の
『
本
居
宣
長
』（
後
出
）
を
指
し
て
「
日
本
回
帰
」

を
言
う
批
判
が
当
た
っ
て
い
な
い
（
小
林
の
日
本
の
文
化
や
歴

史
に
対
す
る
関
心
は
若
い
頃
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
小

林
の
読
者
で
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
）
の

と
同
様
に
、
西
谷
の
こ
の
発
言
を
「
日
本
回
帰
」
と
み
る
の
も
、

当
た
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
対
談
よ
り
二
十
数
年
前
後
溯
る
講
話
や
論
文
に
お
い
て

も
、「
廣
い
意
味
で
こ
の
禪
的
な
宗
敎
性
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
て

み
ま
す
と
、
そ
れ
は
日
本
の
場
合
の
や
う
に
生
活
文
化
そ
の
も

の
の
中
に
ま
で
滲
透
す
る
力
を
も
つ
て
き
た
と
い
ふ
こ
と
は
、

ど
う
も
ほ
か
の
國
、
イ
ン
ド
や
中
國
で
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
の

で
は
な
い
か2

」
と
感
じ
ら
れ
て
、「
禪
が
日
本
の
中
で
、
他
の
國

で
は
展
開
で
き
な
か
つ
た
や
う
な
最
後
の
一
歩
、
つ
ま
り
禪
が

代
表
す
る
宗
敎
性
と
い
ふ
も
の
が
日
常
性
と
結
び
つ
い
て
一
つ

の
筋
み
ち
を
開
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
民
族
の
宗
敎
性
が
こ
れ

に
關
係
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
」（
五
八
）
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
日
本
の
場
合
、
こ
の
民
族
の
宗
教
性
は
神
道
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
西
谷
は
、「
神
道
と
い
ふ
宗
敎
の
基
礎
に
あ
る
も
つ

と
一
般
的
な
、
宗
敎
以
前
的
な
特
質
」（
二
四
）、「
神
道
プ
ロ
パ

―

よ
り
も
、
む
し
ろ
神
道
と
い
ふ
宗
敎
の
形
を
と
つ
て
現
は
れ

て
ゐ
る
そ
の
魂
と
申
し
ま
す
か
、日
本
と
い
ふ
民
族
の
タ
マ
、心
、

メ
ン
タ
リ
テ
ィ―

、さ
う
い
ふ
も
の
」（
五
八
）
を
考
え
て
み
る
。

「
日
本
の
基
礎
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
で
も
い
ふ
ふ
う
な
も
の
」

（
四
六
）、
西
谷
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
神
道
で
「
心
の
麗
し
さ
」

（
六
一
）
と
し
て
問
題
と
さ
れ
、「
淸
き
明
き
直
き
心
」
と
い
う
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言
葉
で
言
い
表
わ
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
「
淸
明
心
」
と
は
、「
美

的
で
も
あ
る
し
、
同
時
に
道
德
的
で
も
あ
り
、
宗
敎
的
で
も
あ

る
」
よ
う
な
心
、つ
ま
り
「
分
析
で
き
な
い
形
で
美
的
、道
德
的
、

宗
敎
的
な
意
味
が
一
つ
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
な
心
」（
四
六
）

で
あ
り
、
神
道
で
は
、「
神
の
前
で
精
進
潔
齋
し
謹
ん
だ
時
の

宗
敎
的
な
心
境
」（
同
前
）
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
こ
れ
は
、
心
の

ど
こ
か
途
中
の
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
態
度
を
取
る
と
い
う
の
で

は
な
く
て
、
人
間
の
心
そ
の
も
の
が
、「
成
り
立
ち
の
根
本
か
ら
」

そ
う
い
う
よ
う
に
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
、
神
の

心
に
似
る
と
い
う
言
い
方
も
既
に
不
適
切
で
あ
っ
て
、「
神
の
心

の
ま
に
ま
に
神
の
心
の
通
り
に
な
つ
て
ゐ
る
」、「
通
り
に
と
い

ふ
の
は
、
神
の
心
が
ず
つ
と
人
間
ま
で
通
る
」
と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
が
神
道
で
「
神
な
が
ら
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
き

た
こ
と
で
あ
る
（
六
二
〜
六
三
）。
そ
う
い
う
心
持
ち
が
原
動
力

と
な
り
、「
神
道
に
現
は
れ
て
ゐ
る
淸
き
明
き
直
き
心
と
い
ふ
風

な
も
の
が
、
ど
こ
ま
で
も
働
い
て
ゐ
て
、
自
分
自
身
を
深
め
る

と
い
う
形
で
佛
敎
の
精
神
を
取
り
入
れ
て
ゆ
く
」。
か
く
し
て
、

「
淸
き
明
き
直
き
心
」
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
「
神
の
心
が
人

間
の
心
に
通
る
と
い
う
宗
敎
的
な
次
元
の
心
」（
六
五
）
と
、「
禪

に
含
ま
れ
て
ゐ
る
人
間
の
自
覺
の
立
場
」（
六
六
）
と
の
結
び
つ

き
が
非
常
に
素
直
に
で
き
、
禅
が
「
日
常
生
活
の
中
ま
で
浸
透
」

し
え
、「
禪
が
本
當
に
文
化
の
道
を
開
く
」（
五
七
）
と
い
う
こ

と
が
、
禅
が
日
本
に
来
て
初
め
て
実
現
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
西
谷
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

上
田
先
生
は
、「
思
想
の
可
能
性
」
が
実
際
に
現
実
化
す
る
に

は
、「
違
う
文
化
の
伝
統
と
い
う
こ
と
が
現
実
的
な
地
と
し
て
前

提
さ
れ
て
い
る3

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
西
谷
は
、
禅
が
「
本

當
に
文
化
の
道
を
開
く
」
こ
と
を
日
本
で
可
能
な
ら
し
め
た
「
現

実
的
な
地
」
に
、
神
道
的
宗
教
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

神
道
理
解
の
二
つ
の
あ
り
方
と
神
道
の
場
的
性
格

で
は
神
道
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
周
知

の
よ
う
に
、
外
来
宗
教
と
の
関
わ
り
の
中
か
ら
、
元
来
教
義
も

教
理
も
も
た
な
か
っ
た
神
道
を
、
宗
教
的
な
教
説
の
体
系
と
し

て
、
或
い
は
理
論
的
に
構
築
さ
れ
た
一
種
の
神
学
と
し
て
提
示

し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
日
本
思
想
史
上
様
々
に
な
さ
れ
て
き

た
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
本
居
宣
長
の
古
学
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、

そ
れ
ま
で
の
神
道
理
解
に
対
し
て
、
神
道
は
宗
教
的
ド
グ
マ
や

教
説
と
し
て
示
し
う
る
宗
教
で
は
な
い
し
、
原
理
を
主
張
す
る

思
想
で
も
な
く
、
抑
々
い
か
な
る
仕
方
で
も
神
学
と
し
て
構
築

さ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
神
道
の
神
道
性
を
見

出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

日
本
の
精
神
史
の
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
説
や
神
学
の
形
成

と
い
う
仕
方
で
試
み
ら
れ
た
神
道
理
解
に
お
い
て
も
共
通
し
て

い
る
の
は
、
神
道
を
外
来
の
思
想
や
宗
教
渡
来
以
前
か
ら
あ
っ

た
、
日
本
人
の
物
の
考
え
方
や
経
験
の
仕
方
と
捉
え
る
点
で
あ

る
。
宣
長
は
、
そ
れ
を
知
る
の
に
、『
古
事
記
』
に
ま
さ
る
も
の

は
な
い
と
考
え
た
。

た
だ
、
宣
長
の
神
道
論
に
入
る
前
に
、
神
道
な
い
し
そ
の
理

解
に
関
わ
る
二
つ
の
批
判
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
問
題
に
言
及
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
つ
は
、
外
来
宗
教
の
渡
来
以
前
に
何
か
日
本
的
宗
教
性
が

あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
批
判
で

あ
る
。
例
え
ば
、有
名
な
例
で
は
、鈴
木
大
拙
の
『
日
本
的
霊
性
』

や
『
日
本
の
霊
性
化
』
等
が
あ
る
。
前
者
か
ら
い
く
つ
か
の
例

を
挙
げ
て
お
く
。

「
神
道
に
は
、
ま
だ
日
本
的
霊
性
な
る
も
の
が
そ
の
純
粋
性
を

顕
わ
し
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
神
社
神
道
ま
た
は
古
神
道
な
ど

と
称
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
日
本
民
族
の
原
始
的
習
俗
の
固

定
化
し
た
も
の
で
、
霊
性
に
は
触
れ
て
い
な
い
」。「
古
代
の
日

本
人
に
は
、
本
当
に
言
う
宗
教
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
極
め
て

素
朴
な
自
然
児
で
あ
っ
た
」。「『
神
道
』
は
元
来
が
政
治
思
想
で

あ
っ
て
、
厳
密
に
は
、
宗
教
的
信
仰
性
の
も
の
で
な
い
」。
或
い

は
、
後
で
述
べ
る
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
論
と
の
関
連
で
い

え
ば
、「『
源
氏
物
語
』
…
、
こ
ん
な
も
の
で
日
本
精
神
が―

そ

れ
が
な
ん
で
あ
る
に
し
て
も―

代
表
さ
れ
て
は
情
け
な
い
。
…

平
安
文
化
は
優
雅
で
、
或
る
意
味
の
上
品
さ
を
示
し
た
と
い
う

こ
と
の
ほ
か
に
、
ま
ず
取
り
柄
が
な
い
と
言
っ
て
よ
い
」
等
々
。

大
拙
の
こ
の
よ
う
な
断
定
に
対
し
て
は
、
こ
の
時
点
で
は
、
同

じ
く
禅
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、「
神
道
の
な
か
に
、
…
宗
敎

学
か
宗
敎
哲
学
か
…
、
そ
う
い
う
見
地
か
ら
み
て
何
か
非
常
に

特
色
が
あ
る
」
と
い
う
「
感
じ
」
を
も
ち
続
け
た
西
谷
の
言
葉

を
思
い
出
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
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宣
長
の
神
道
論
に
移
る
前
に
触
れ
て
お
く
べ
き
も
う
一
つ
の

批
判
と
し
て
、
た
と
え
宣
長
の
考
え
を
一
応
認
め
る
と
し
て
も
、

『
古
事
記
』
に
現
れ
た
よ
う
な
い
わ
ば
神
話
的
宗
教
性
が
、
果
た

し
て
現
代
ま
で
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
う

い
う
疑
問
に
対
し
て
は
、
差
し
当
た
っ
て
次
の
よ
う
な
実
例
に

よ
っ
て
考
え
て
お
く
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
初
め
て
日
本
を
訪
れ
た
多
く
の
西

洋
人
の
中
に
は
、
日
本
人
の
宗
教
に
注
目
す
る
人
々
も
お
り
、

特
に
イ
ギ
リ
ス
の
三
大
ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ス
ト
と
い
わ
れ
る
Ｂ
・

Ｈ
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
Ｗ
・
ア
ス
ト
ン
、
Ｅ
・
サ
ト
ウ
は
、『
古

事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
神
道
文
献
の
英
訳
や
祝
詞
に

つ
い
て
の
注
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
道
文

献
を
通
し
て
神
道
を
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
こ
れ
ら
の
研

究
者
は
、
こ
と
ご
と
く
神
道
に
失
望
し
た
。
例
え
ば
、
チ
ェ
ン

バ
レ
ン
は
『
日
本
事
物
誌
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
神
道
は
、
し
ば
し
ば
宗
教
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
名
に
値
し
な
い
。
体
系
的
な
教
義
も
な
け
れ
ば
、

聖
な
る
書
物
も
な
く
、
道
徳
規
約
さ
え
も
欠
い
て
い
る
。
…
神

道
は
い
わ
ば
根
無
し
草
で
、
そ
の
中
に
は
何
も
な
い
か
ら
、
人
々

の
心
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い4

」。
宗
教
と
し
て
の
神
道
に
関

し
て
は
、
サ
ト
ウ
や
ア
ス
ト
ン
の
み
な
ら
ず
、
彼
ら
に
続
く
日

本
ア
ジ
ア
協
会
の
研
究
者
も
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
全
く
同
様
の

評
価
を
下
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
没
後
百
年
を
迎
え
た
Ｌ
・
ハ―

ン
は
、
神

道
に
は
「
何
も
な
い
」
こ
と
を
同
様
に
認
め
た
上
で
、
逆
に
次

の
よ
う
な
見
方
を
し
て
い
る
。「
仏
教
に
は
万
巻
に
お
よ
ぶ
教
理

と
、
深
遠
な
哲
学
と
、
海
の
よ
う
に
広
大
な
文
学
が
あ
る
。
神

道
に
は
哲
学
も
無
け
れ
ば
、
倫
理
も
無
い
。
ま
た
形
而
上
学
も

欠
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ま
さ
し
く
『
無
い
こ
と
』
に
よ

っ
て
西
洋
の
宗
教
思
想
の
侵
略
に
対
抗
で
き
た
。
こ
れ
は
東
洋

の
い
か
な
る
宗
教
も
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
…
こ
れ

に
戦
い
を
挑
ん
だ
外
人
宗
教
家
は
、
自
分
ら
の
必
死
の
努
力
が
、

空
気
の
よ
う
に
捕
ら
え
が
た
く
磁
気
の
よ
う
に
謎
め
い
た
力
に

よ
っ
て
、
雲
散
霧
消
す
る
の
を
見
て
、
な
す
術
も
な
く
茫
然
と

し
て
い
る5

」。

神
道
文
献
を
基
礎
と
し
た
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
や
サ
ト
ウ
、
ア

ス
ト
ン
な
ど
の
神
道
研
究
は
、
日
本
ア
ジ
ア
協
会
員
に
よ
る
そ

れ
以
降
の
学
術
研
究
と
と
も
に
、
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
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一
部
の
研
究
者
に
お
い
て
も
、
当
時
も
今
日
も
神
道
研
究
の
正

統
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ハ―

ン
及
び
、
ハ

―

ン
以
降
来
日
し
た
西
洋
人
で
神
道
に
非
常
に
共
感
を
寄
せ
た

人
々
、例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
Ｐ
・
ク
ロ―

デ
ル
、

ド
イ
ツ
の
建
築
家
Ｂ
・
タ
ウ
ト
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
に
し
て
作

家
Ａ
・
マ
ル
ロ―
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
Ｏ
・
ジ
ェ
ル
マ
ン

ト
マ
等
は
、
前
者
に
比
べ
れ
ば
、
日
本
語
能
力
は
殆
ど
或
い
は

全
く
欠
い
て
い
る
か
ら
、
日
本
に
関
し
て
書
き
残
さ
れ
た
も
の

を
見
る
限
り
、
細
か
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
誤
り
も
あ
る
。
し

か
し
、
逆
に
日
本
語
能
力
の
欠
如
の
お
蔭
で
、
彼
ら
の
神
道
理

解
は
、
初
め
か
ら
、
伊
勢
神
宮
や
出
雲
大
社
な
ど
の
神
社
、
或

い
は
那
智
の
瀧
と
い
っ
た
神
道
的
神
域
の
場
に
実
際
に
入
る
経

験
に
よ
っ
て
、
建
築
物
か
ら
、
或
い
は
自
然
に
囲
ま
れ
た
神
域

全
体
か
ら
、
ま
た
或
る
場
合
に
は
神
域
を
形
成
す
る
自
然
か
ら
、

極
め
て
強
い
印
象
と
或
る
種
の
啓
示
と
も
い
え
る
も
の
を
受
け

て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、「
宗
教
と
文
化
」、
或
い
は
「
宗
教
の
受
肉

（incarnation)

と
し
て
の
文
化
」（T. S. Eliot)

、「
宗
教
の
地
」

乃
至
「
宗
教
の
場
」
と
し
て
の
文
化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
の
ち
の
敬
虔
と
い
う
境
位
に
お
い
て
開
か
れ
る
場

上
田
先
生
は
、
自
然
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
、「
自
然
／
不

自
然
／
超
自
然
（
西
谷
の
術
語
で
い
え
ば
非
自
然
）」
と
い
う
図

式
を
提
出
さ
れ
、
そ
れ
は
「
生
命
／
生
（
生
活
／
人
生
）
／
い

の
ち
」
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る6

。
上
田
先
生
の

考
え
に
よ
れ
ば
、人
間
及
び
人
間
の
営
み
と
し
て
の
文
化
は
、「
自

然
」
に
対
し
て
い
え
ば
、
基
本
的
に
「
不
自
然
」
の
範
疇
に
属

す
る
。
超
自
然
な
い
し
非
自
然
は
、「
伝
統
的
に
は
だ
い
た
い『
宗

教
』
と
い
う
こ
と
で
成
立
し
て
い
た
こ
と7

」
だ
が
、「
宗
教
」
と

い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、「
文
化
の
超
肥
大
と
で
も
言
う

べ
き
現
象
が
起
き
て
い
る8

」
現
代
に
お
い
て
は
、「
い
の
ち
」
へ

の
道
が
塞
が
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し「
生

き
る
」
と
は
、「
こ
の
三
者
の
連
関
全
体
が
生
き
ら
れ
る9

」
こ
と

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

上
田
先
生
の
こ
の
図
式
の
術
語
を
借
り
れ
ば
、
神
道
は
、「（
人

間
の
）
生
」
は
「
自
然
」
と
切
り
離
し
て
は
あ
り
え
な
い
と
い

う
現
実
の
中
で
、「
生
」と「
自
然
」に
直
接
し
て
、「
生
」と「
自
然
」

TZ 4 Yoshida.indd   150 2005/06/13   14:17:07



5 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

の
双
方
に
「
い
の
ち
」
の
敬
虔
を
見
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
生
（
生
活
／
人
生
）」
は
「
も
う
一
つ
別
の
次
元
」
を
映
す
も

の
と
な
っ
て
、「
生
」
に
閉
じ
ら
れ
た
単
な
る
「
生
」
で
は
な
く

な
る
し
、「
自
然
」
も
単
な
る
物
的
な
外
的
「
自
然
」
で
は
な
く

な
る
。
従
っ
て
、
上
田
先
生
に
よ
っ
て
「
生
」
な
い
し
「
不
自

然
」
の
領
域
と
さ
れ
た
「
文
化
」
の
場
面
に
映
さ
れ
た
「
超
自
然
」

或
い
は「
い
の
ち
」を
感
じ
う
る
か
否
か（
上
田
先
生
の
所
謂「『
セ

ン
ス
』
の
事
柄
」）
が
、
尚
且
つ
ど
こ
ま
で
感
じ
う
る
か
否
か

が
問
題
と
な
る
。
殊
に
「
い
の
ち
の
敬
虔
」
が
凝
縮
さ
れ
た
神

道
的
神
域
は
、
実
際
は
、
建
築
物
と
い
う
「
文
化
（
上
田
先
生

の
所
謂
「
不
自
然
」）」
と
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
木
立
ち
と
い
う

「
自
然
」
に
よ
っ
て
、
或
い
は
那
智
の
瀧
の
よ
う
に
「
自
然
」
だ

け
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
、
単
純
で
脆

弱
な
だ
け
の
「
失
望
を
禁
じ
え
な
い
」「
掘
っ
建
て
小
屋
」
し
か

見
出
せ
な
い
（
サ
ト
ウ
）
か
、「
天
か
ら
降
っ
た
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
」「
純
粋
無
雑
さ
」（
タ
ウ
ト
）
を
、
或
い
は
「
自
然
の

0

0

0

超
自
然

0

0

0

と
し
て
、
つ
ま
り
自
然
の
精
神
化
と
し
て
の
神
」（
マ
ル

ロ―

）
を
観
る
か
は
、
そ
の
場
に
た
つ
人
の
「『
セ
ン
ス
』
の
事

柄
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
人
の
自
己
が
、
そ
の
場
に
開
か
れ

る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。「
場
」
は
必
ず
し
も
意
識
化
さ
れ

る
と
は
限
ら
な
い
し
、自
覚
化
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。神
道
は
、

外
来
宗
教
の
日
本
に
お
け
る
「
地
」
な
い
し
「
場
」
と
い
う
意

味
に
お
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
以
上
述
べ
た
意
味
に
お
い
て
、

も
と
も
と
場
的
な
性
格
を
有
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
、
神

道
は
も
と
も
と
場
的
な
性
格
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
外
来
宗
教

の
「
地
」
或
い
は
「
場
」
に
な
り
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
西
谷
で
は
、「
神
道
と
い
ふ
宗
敎
の
基
礎
に
あ
る
も
つ
と

一
般
的
な
、
宗
敎
以
前
的
な
特
質
」
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
と

も
い
え
る
。

　
こ
の
「
神
道
と
い
ふ
宗
敎
の
基
礎
に
あ
る
も
つ
と
一
般
的
な
、

宗
敎
以
前
的
な
特
質
」
に
つ
い
て
更
に
付
け
加
え
れ
ば
、
西
谷

の
い
う
よ
う
に
、「
禪
が
日
本
の
中
で
、
他
の
國
で
は
展
開
で
き

な
か
つ
た
や
う
な
最
後
の
一
歩
、
つ
ま
り
禪
が
代
表
す
る
宗
敎

性
と
い
ふ
も
の
が
日
常
性
と
結
び
つ
い
て
一
つ
の
筋
み
ち
を
開

く
」
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
な
ら
、そ
れ
は
、西
谷
の
「
精

明
心
」
の
指
摘
に
加
え
て
、
と
り
わ
け
禅
の
十
牛
図
第
九
図
と

の
関
係
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
と
い
う
言

葉
を
一
つ
の
傍
証
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

中
村
元
に
よ
れ
ば
、
こ
の
言
葉
を
言
い
出
し
た
日
本
天
台
宗
は
、

そ
の
出
典
を
『
中
陰
経
』
と
し
て
い
る
が
、実
際
に
は
『
中
陰
経
』

に
は
存
在
し
な
い
。「
大
陸
に
住
ん
で
い
た
人
達
は
、
自
然
と
人

間
と
の
一
体
感
と
い
う
事
を
、
そ
れ
ほ
ど
言
わ
な
い
」
の
に
対

し
て
、「
日
本
人
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
自
然
愛
」、
日
本
人
が
特

に
感
じ
て
い
た
「
自
然
と
人
間
と
の
一
体
感
」
を
言
い
た
か
っ

た
為
に
、
日
本
人
が
勝
手
に
作
っ
て
経
典
の
権
威
と
結
び
つ
け

て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い0

。

ま
た
、
明
恵
の
よ
う
な
僧
侶
の
存
在
も
、
一
つ
の
傍
証
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

月
共
船
出
、
風
任
嶋
ワ
タ
ル
、
團
々
タ
ル
月
光
ナ
カ
シ
テ
、

磯
浪
友
颯
嵐
聲
冷
峯
梢
ヲ
ト
ツ
ル
、
情
少
漁
、
空
見
メ
ツ
ラ

シ
ク
セ
ス
、
心
淺
釣
人
、
徒
過
翫
、
彼
德
雲
比
丘
、
大
海
觀

シ
テ
、普
眼
契
經
得
如
、智
依
心
發
、娑
婆
卽
シ
テ
忽
淨
刹
ミ
、

隨
敎
信
順
ス
レ
ハ
、
凡
身
速
妙
惠
、
然
者
今
嶋
法
門
入
實
相

門
道
理
思
、
顯
蜜
ノ
聖
敎
向
ヘ
ル
カ
如
、
更
此
外
何
聖
敎
求a

。

ま
た
別
の
傍
証
。
韓
国
や
中
国
の
人
々
の
少
な
か
ら
ぬ
証
言

に
よ
れ
ば
、
現
代
の
日
本
に
、
そ
れ
ら
の
所
謂
東
洋
の
人
々
が

や
っ
て
来
て
驚
く
の
は
、
日
本
の
ハ
イ
テ
ク
ノ
ロ
ジ―

の
到
達

度
で
は
な
く
て
、
近
代
化
現
代
化
に
先
ん
じ
た
日
本
に
お
い
て
、

一
体
的
な
自
然
観
が
な
お
「
文
化
の
中
心
部
」
に
残
っ
て
い
る

こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
国
に
お
い
て
は
、
一
体

的
な
自
然
観
は
、
文
化
の
洗
練
化
や
近
代
化
の
段
階
で
、
少
な

く
と
も
意
識
の
上
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
あ
り
方
と
さ
れ

て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
今
日
の
日
本
で
目
立
つ
自
然
破
壊
の
現

状
だ
け
を
見
て
、
例
え
ば
「
日
本
人
が
自
然
と
一
体
に
な
っ
た

文
化
を
築
い
て
き
た
と
い
う
見
方
は
誤
り
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
な
断
定
を
下
す
の
は
、「
宗
教
の
受
肉
と
し
て
の
文
化
」
を
見

誤
る
こ
と
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、「
宗
教
」
を
も
見
誤
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。「
日
本
人
は
自
然
と
一
体
ど
こ
ろ
か
、
破
壊
と

一
体
に
な
っ
て
い
る
」
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
こ
の
百
年

余
り
の
歴
史
に
お
い
て
で
あ
り
、
近
代
化
と
い
う
問
題
と
、
そ

の
外
発
性
と
い
う
問
題
（
つ
ま
り
日
本
史
の
宿
命
と
も
い
え
る

外
来
文
化
の
受
容
と
い
う
問
題
）
の
二
つ
が
絡
み
合
っ
て
、
単

に
「
近
代
化
」
の
清
算
と
い
う
問
題
だ
け
を
背
負
う
西
洋
に
お

い
て
よ
り
も
、
事
態
が
混
乱
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

TZ 4 Yoshida.indd   152 2005/06/13   14:17:08



53 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

う
。た

だ
、誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、以
上
の
言
及
に
よ
っ
て
、

神
道
の
宗
教
性
は
「
自
然
と
の
一
体
感
」、「
自
然
と
の
一
体
化
」

に
あ
る
、と
い
う
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。ま
た
、

例
え
ば
「
木
や
鳥
と
人
間
と
に
共
通
し
た
も
の
を
人
間
化
し
得

る
か
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
受
け
取
る
」「
人
間
中
心
主
義
」
を
脱
却

し
え
な
い
態b

度
で
も
勿
論
な
い
。「
一
体
感
」
な
い
し
「
一
体
化
」

と
い
う
一
般
的
な
言
葉
を
使
う
の
で
あ
れ
ば
、
寧
ろ
、
神
道
は
、

「
一
体
感
」、「
一
体
化
」
も
成
立
し
う
る
よ
う
な
場
を
、「
い
の

ち
の
敬
虔
」
と
い
う
境
位
に
お
い
て
開
く
、
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

本
居
宣
長
に
お
け
る
経
験
と
言
葉
の
問
題

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
道
」

宣
長
が
『
古
事
記
』
に
見
出
し
た
宗
教
性
、
そ
れ
は
、
現
代

の
言
葉
で
い
え
ば
、
経
験
と
い
う
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、

上
古
に
比
し
て
中
古
に
頽
落
性
を
見
る
賀
茂
真
淵
と
は
異
な
り
、

宣
長
に
お
い
て
は
、『
古
事
記
』
に
表
さ
れ
た
神
道
的
宗
教
性
は
、

『
源
氏
物
語
』
研
究
に
お
い
て
開
眼
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
「
物

の
あ
は
れ
を
し
る
」
心
に
よ
っ
て
の
み
近
づ
き
う
る
。

さ
て
、
宣
長
の
こ
の
「
物
の
あ
は
れ
」
論
は
、「
物
の
あ
は
れ
」

と
は
何
か
と
い
う
感
情
論
で
は
な
く
て
、「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」

と
は
何
か
と
い
う
「
一
種
の
認
識
論
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
宣
長
の
経
験
論
で
あ
る
と
同
時
に
言
語
論

で
あ
る
。

「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
世
「
哀
」
の
字
が
当
て
ら
れ

て
、
専
ら
悲
哀
の
意
味
に
の
み
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
元

来
は
悲
哀
に
限
ら
ず
、
嬉
し
い
こ
と
に
も
、
楽
し
い
こ
と
に
も
、

或
い
は
お
か
し
い
こ
と
で
も
、「
見
る
も
の
き
く
物
ふ
る
ゝ
事
に
、

心
の
感
じ
て
出
る
、
歎
息
（
ナ
ゲ
キ
）
の
聲c

」
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
悲
哀
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
も
理
由
が
あ
る
。
お
か
し
い
と
き
嬉
し
い
と
き
楽
し
い
と
き
、

心
は
外
に
向
か
い
、
内
に
向
か
っ
て
は
「
感
ず
る
こ
と
深
か
ら

ず
」。
し
か
し
、「
た
ゞ
か
な
し
き
事
う
き
こ
と
、
戀
し
き
こ
と

な
ど
、
す
べ
て
心
に
思
ふ
に
か
な
は
ぬ
す
ぢ
」
に
は
、
心
は
心

自
身
を
見
つ
め
ざ
る
を
え
ず
、「
感
ず
る
こ
と
こ
よ
な
く
深
き
わ

ざ
な
る
」（
四―
二
〇
二
）
が
故
に
、
感
ず
る
こ
と
の
深
い
ほ
う
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を
特
に
「
あ
は
れ
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
あ
は

れ
」
と
い
う
感
慨
が
深
く
な
れ
ば
、
そ
の
感
慨
は
お
の
ず
か
ら

感
慨
自
身
に
向
き
、
感
慨
自
身
を
見
つ
め
る
。
宣
長
の
「
物
の

あ
は
れ
」
論
が
、「
あ
は
れ
」
と
は
何
か
と
い
う
感
情
論
で
は
な

く
て
、「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
必
然
性
は
、
こ
の
よ
う
に
「
あ
は
れ
」
の
経
験

自
体
の
深
ま
り
の
中
に
あ
る
。

で
は
、「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。「
世

中
に
あ
る
と
し
あ
る
事
の
さ
ま
く
を
、
目
に
見
る
に
つ
け
耳
に

き
く
に
つ
け
、
身
に
ふ
る
ゝ
に
つ
け
て
、
其
よ
ろ
つ
の
事
を
心

に
あ
ぢ
は
え
て
、
そ
の
よ
ろ
つ
の
事
の
心
を
わ
か
心
に
わ
き
ま

へ
し
る
、
是
事
の
心
を
し
る
也
、
物
の
心
を
し
る
也
、
物
の
哀

を
し
る
也
、
其
中
に
も
猶
く
は
し
く
わ
け
て
い
は
は
、
わ
き
ま

へ
し
る
所
は
、
物
の
心
事
の
心
を
し
る
と
い
ふ
も
の
也
、
わ
き

ま
へ
し
り
て
、
其
の
し
な
に
し
た
か
ひ
て
感
ず
る
所
が
物
の
あ

は
れ
也
」（
四―

五
七
）。

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
は
、
物
に
感
じ
て
た
だ
「
あ
は
れ

あ
は
れ
」と
言
い
、そ
の
感
情
に
流
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。「
あ

は
れ
」
と
い
う
感
情
に
溺
れ
て
は
、「
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と
は

で
き
な
い
。
ま
た
、
日
常
生
活
で
た
だ
普
通
に
物
を
見
た
り
聞

い
た
り
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
も
な

い
。
宣
長
が
問
題
に
し
た
か
っ
た
の
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
私

達
の
経
験
の
本
来
の
「
あ
り
や
う
」
で
あ
っ
て
、
以
下
述
べ
る

よ
う
に
、「
物
の
あ
は
れ
」
は
、
経
験
の
本
来
の
「
あ
り
や
う
」

の
中
に
お
の
ず
と
現
れ
る
。

人
間
の
心
は
、
よ
ろ
ず
の
事
に
触
れ
て
お
の
ず
か
ら
動
く
。

こ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
自
然
な
、
ま
た
基
本
的
な
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
常
私
達
の
心
は
、
実
生
活
上
社

会
生
活
上
の
目
的
意
識
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
い
る
。
物
事
を

何
ら
か
の
目
的
や
関
心
の
支
配
下
に
置
こ
う
と
す
る
「（
意
）
欲
」

を
も
つ
自
我
に
と
っ
て
は
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
対
象
化
さ
れ

る
世
界
し
か
現
れ
て
こ
ず
、
感
慨
が
顕
わ
に
す
る
世
界
を
妨
げ

る
。
か
よ
う
な
「
欲
」
の
根
に
は
「
我
執
」
が
あ
る
が
、「
あ
は

れ
あ
は
れ
」
と
感
情
に
流
さ
れ
る
人
も
「
我
執
」
を
離
れ
ら
れ

な
い
人
で
あ
っ
て
（
四―

五
二
、六
三
）、
こ
の
「
我
執
」
が
私

達
の
直
接
的
な
経
験
を
妨
げ
る
。

そ
れ
故
、「
情
（
コ
コ
ロ
）」
が
実
用
的
な
目
的
や
必
要
を
願

い
求
め
る「
欲
」か
ら
も
、「
我
執
」か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、「
情（
コ

TZ 4 Yoshida.indd   154 2005/06/13   14:17:09



55 ――― 東西宗教研究　第 4号・2005 年

コ
ロ
）」本
来
の
あ
り
方
専
一
に
向
か
っ
て
解
き
放
た
れ
る
な
ら
、

「
あ
は
れ
」
と
い
う
感
慨
の
中
に
、
物
事
の
心
を
最
も
よ
く
知
る

道
が
開
か
れ
て
い
る
と
、
宣
長
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
心
の
「
お
の
づ
か
ら
な
る
有
り
や
う
」
が
「
感
ず

ま
じ
と
は
思
ひ
て
も
、
自
然
と
し
の
ひ
ぬ
所
よ
り
感
す
る
」「
わ

か
心
な
が
ら
、
わ
が
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
物
」
た
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
は
、「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、

「
私
」
が
、「
物
の
あ
は
れ
」
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

「
私
」
を
押
し
立
て
る
と
こ
ろ
、「
我
執
」
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、

「
物
の
あ
は
れ
」
は
な
い
。
寧
ろ
「
あ
は
れ
」
の
ほ
う
が
私
を
捕

ら
え
る
の
で
あ
っ
て
、「
あ
は
れ
」
の
中
に
先
ず
あ
る
の
は
、
私

で
は
な
く
、
物
事
の
全
的
な
受
容
で
あ
り
、
物
や
事
へ
の
共
感

や
直
観
で
あ
る
。
宣
長
が
注
目
し
た
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
最

も
自
然
な
「
あ
は
れ
」
と
い
う
「
情
（
コ
コ
ロ
）」
の
無
私
性
で

あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
あ
は
れ
」
と
感
ず
る
「
情
（
コ
コ
ロ
）」

は
、「
情
（
コ
コ
ロ
）」
本
来
の
あ
り
方
に
置
か
れ
て
い
れ
ば
、「
あ

は
れ
」
自
身
を
見
つ
め
る
よ
う
に
働
か
ざ
る
を
え
ず
、
物
事
に

つ
い
て
の
直
観
や
共
感
が
感
動
を
深
め
、
深
め
ら
れ
た
感
動
が

認
識
を
促
す
と
い
う
仕
方
で
、感
慨
が
生
み
出
さ
れ
る
。従
っ
て
、

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
こ
と
で
宣
長
が
問
題
に
し
よ
う

と
す
る
の
は
、
知
情
意
と
分
け
ら
れ
る
意
味
で
の
「
知
」
で
は

な
く
て
、
無
私
な
感
慨
を
離
れ
ず
に
働
く
智
、
感
慨
を
離
れ
ず

に
そ
の
感
慨
を
意
識
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
知
る
と
感
ず
る
と

が
同
じ
で
あ
る
や
う
な
、
全
的
な
認
識d

」
で
あ
る
。
物
に
感
ず

る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
う
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
直
観
し

意
識
化
す
る
こ
と
も
、
つ
ま
り
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
こ
と

も
ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
う
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
」
は
、

国
文
学
史
上
の
紀
貫
之
等
の
用
例
と
は
異
な
っ
て
、
単
な
る
文

学
的
情
趣
と
い
っ
た
内
容
大
き
く
越
え
た
意
味
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。「
う
し
ろ
み
の
方
（
家
内
の
世
帯
向
き
の
世
話
）
の
物
の

哀
」（
四―

五
八
）
と
ま
で
い
わ
れ
う
る
よ
う
に
、「
物
の
あ
は
れ
」

は
、「
萬
事
に
わ
た
り
て
、何
事
に
も
其
中
／
＼
に
つ
き
て
有
」（
四

―

五
二
）
る
。

「
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
」
と
言
葉
の
創
造
的
表
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現
性

宣
長
の
詳
し
い
語
源
調
査
（
二―

一
八
〜
二
〇
、一
一
六
〜

一
二
五
、九―

一
五
〇
等
）
に
よ
れ
ば
、「
う
た
ふ
」
と
い
う
言

葉
の
も
と
の
意
味
は
、「
な
が
む
る
」
或
い
は
「
な
げ
く
」
と
い

う
言
葉
の
元
来
の
意
味
と
同
義
の
「
聲
を
長
く
引
く
」
と
い
う

意
味
で
あ
っ
て
、
歌
の
源
泉
は
、
私
達
が
、
物
に
触
れ
、
事
に

感
じ
て
思
わ
ず
「
あ
ゝ
」
と
か
「
は
れ
」
と
発
す
る
「
な
げ
き
」

の
声
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
物
事
に
心

が
動
い
て
「
あ
ゝ
は
れ
」
と
感
ず
る
と
は
、
私
達
が
物
事
を
経

験
す
る
際
の
、
最
も
自
然
な
あ
り
方
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
う
た
ふ
」と
は
元
来
物
に
感
じ
て「
あ
ゝ
は
れ
」

と
発
す
る
「
な
げ
き
」
で
あ
り
、
物
事
を
「
あ
は
れ
」
と
感
ず

る
と
こ
ろ
に
私
達
の
経
験
の
初
発
が
あ
る
の
な
ら
、
歌
と
経
験

は
、
そ
の
源
泉
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
発
生
的
に
は
、「
た
ゞ
の
詞
（
コ
ト
バ
）」、

「
つ
ね
の
言
語
」（
日
常
言
語
）
よ
り
も
、
歌
の
言
葉
が
先
で
あ

る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
宣
長
の
言
い
方
で
い
え
ば
、「
歌
と
い

ふ
物
の
お
こ
る
所
」
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
「
出
で
來
る
所
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
達
の
言
語
活
動
は
、
日
常
言
語
と
詩
的

言
語
と
い
う
よ
う
な
区
別
が
現
れ
る
以
前
に
、
表
現
性
そ
の
も

の
と
い
え
る
「
お
の
づ
か
ら
ほ
ど
よ
く
文
（
ア
ヤ
）
あ
」
る
（
二

―

一
一
〇
）
言
葉
を
発
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

宣
長
が
、
こ
こ
で
「
文
（
ア
ヤ
）」（
別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
か

た
ち
」、「
す
が
た
」
と
も
）
と
い
う
言
葉
で
言
お
う
と
し
て
い

る
の
は
、
言
語
本
来
の
強
い
表
現
性
で
あ
る
。
言
葉
を
言
葉
た

ら
し
め
て
い
る
の
は
、
言
葉
独
自
の
強
い
創
造
的
な
表
現
性
で

あ
り
、
こ
の
と
こ
ろ
を
外
さ
な
い
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、

宣
長
の
言
語
論
で
あ
る
。

歌
の
本
義
は
、
言
葉
の
表
現
性
の
完
成
を
め
ざ
す
こ
と
に
あ

る
な
ら
、歌
の
い
の
ち
は
、そ
の「
詞（
コ
ト
バ
）」の「
あ
や
」（
或

い
は
「
か
た
ち
」、「
す
が
た
」）
に
あ
る
。
こ
れ
が
、
歌
道
に
お

け
る
「
コ
ト
バ
第
一
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
意
（
コ
コ
ロ
）」

を
旨
と
す
べ
き
か
、「
詞
（
コ
ト
バ
）」
を
旨
と
す
べ
き
か
と
い

う
問
い
に
対
し
て
は
、「
詞
（
コ
ト
バ
）」
が
先
と
答
え
る
べ
き

で
あ
る
。
言
語
の
有
用
性
を
旨
と
す
る
と
は
、言
葉
の
「
意
（
コ

コ
ロ
）」
さ
え
通
じ
れ
ば
、「
詞
（
コ
ト
バ
）」
は
、
つ
ま
り
言
葉

の
「
す
が
た
」（「
か
た
ち
」、「
あ
や
」）
は
顧
み
な
い
あ
り
方
で
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あ
る
。

漢
文
体
の
文
章
の
中
で
も
、
和
歌
だ
け
は
漢
訳
さ
れ
ず
、
日

本
語
の
音
が
保
存
さ
れ
る
表
記
法
が
と
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
和
歌
の
い
の
ち
は
、「
詞
（
コ
ト
バ
）」
そ
の
も
の
に
あ

る
こ
と
を
上
古
の
人
々
は
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の

私
達
も
、
例
え
ば
万
葉
集
の
歌
に
感
動
し
て
、
そ
れ
を
記
憶
し

て
お
き
た
い
と
思
う
と
き
、
歌
の
意
味
だ
け
記
憶
す
れ
ば
よ
い

と
は
考
え
な
い
。
一
語
の
変
更
も
な
い
、そ
の
ま
ま
の
「
詞
（
コ

ト
バ
）」
で
な
け
れ
ば
、
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

日
常
言
語
に
お
い
て
は
、
言
語
の
表
現
性
は
、
言
語
の
有
用

性
と
一
体
を
な
し
、
と
い
う
よ
り
、
多
く
の
場
合
有
用
性
の
陰

に
か
く
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
有
用
性
も
、
も

と
も
と
言
語
に
表
現
性
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
成
立
し
え

な
い
。

従
っ
て
、
宣
長
に
お
い
て
は
、「
有
用
性
を
離
れ
て
自
立
す
る

言
葉
の
表
現
性e

」
の
自
覚
的
遂
行
で
あ
る
詠
歌
と
は
、
私
達
を

言
語
経
験
の
源
泉
に
つ
れ
も
ど
す
「
言
辞
の
道
」
で
あ
る
と
同

時
に
、
世
界
の
た
だ
中
で
生
き
て
い
る
私
達
の
経
験
の
直
接
性

に
、
私
達
を
連
れ
戻
す
道
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
詠
歌
は
「
技

芸
ノ
一
流
」
で
は
な
く
、「
人
は
歌
な
く
て
か
な
は
ぬ
」（
一―

九
九
）
も
の
で
あ
る
。

「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
道
は
、有
用
性
の
世
界
に
逆
行
し
て
、

ど
こ
ま
で
も
深
ま
り
う
る
道
で
あ
る
一
方
で
、
様
々
な
度
合
い

に
お
い
て
、
私
達
の
却
下
に
開
い
て
い
る
道
で
も
あ
る
。
宣
長

の
場
合
に
は
、
詩
的
言
語
や
神
話
的
言
語
な
い
し
宗
教
的
言
語

の
根
源
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
、
日
常
言
語
を
低
く
見
る
結
果

に
は
な
ら
な
い
。
私
達
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
言
語
の
有

用
性
自
身
、
言
語
本
来
の
創
造
的
表
現
性
が
な
け
れ
ば
成
り
立

ち
え
な
い
。
上
田
先
生
も
、「『
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
』。
こ
う
挨

拶
し
ま
す
と
、
ほ
ん
と
う
に
朝
と
い
う
感
じ
が
湧
い
て
き
ま
すf

」

と
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
都
度
意
味
を
意
識
し
な
い

で
使
わ
れ
る
挨
拶
の
よ
う
な
言
葉
も
含
め
て
、
あ
り
ふ
れ
て
は

い
る
が
、
生
き
生
き
と
し
た
日
常
の
言
語
生
活
の
生
き
生
き
と

し
て
い
る
所
以
は
、
た
と
え
自
覚
さ
れ
な
く
て
も
、
言
語
の
表

現
性
に
対
す
る
私
達
の
信
頼
か
ら
来
て
い
る
。「
信
頼
」
と
い
う

言
い
方
も
大
袈
裟
な
ほ
ど
、
言
語
は
「
お
の
が
は
ら
の
内
の
物
」

に
な
っ
て
い
る
。
日
常
言
語
も
、
そ
の
有
用
性
と
い
う
覆
い
を

と
れ
ば
、
い
つ
で
も
表
現
性
を
隠
し
て
お
り
、「
言
辞
の
道
」
に
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通
じ
う
る
。
そ
の
意
味
で
、
私
達
は
依
然
と
し
て
古
人
が
「
言

靈
」
と
呼
ん
だ
言
葉
の
力
の
中
に
い
る
と
い
え
る
。
有
用
性
と

い
う
覆
い
を
と
る
仕
方
が
、
宣
長
の
い
う
、「
物
の
あ
は
れ
を
し

る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
に
お
け
る
二
重
の
言
語
経
験　

『
古
事
記
』
の
本
文
の
内
容
は
、
今
日
の
私
達
が
神
話
と
呼
ぶ

言
語
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
を
宣
長
は
、「
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
」
と

表
現
す
る
。「
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
」は
、「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
道
」

の
一
つ
の
純
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
る
。

自
然
や
人
間
の
生
や
死
を
、「
奇
（
ア
ヤ
）
し
」、「
可
畏
（
カ

シ
コ
）
し
」
と
感
じ
た
上
古
の
人
々
の
経
験
、
現
代
の
私
達
は

そ
れ
を
直
接
経
験
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
表
現
す
る
。
一
般
に
、

言
葉
の
端
緒
は
命
名
と
い
う
行
為
に
あ
る
が
、「
物
の
可
畏
（
カ

シ
コ
）
き
に
觸
（
フ
レ
）
て
、直
（
タ
ゞ
）
ち
に
歎
（
ナ
ゲ
）
く
」

（
九―

一
五
〇
）
こ
と
が
、
神
々
の
命
名
と
い
う
行
為
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
だ
か
ら
、
神
々
に
命
名
す
る
と
い
う
行
為
が
、
そ
の

ま
ま
神
を
ど
う
経
験
し
た
か
を
表
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

神
名
の
列
挙
に
よ
っ
て
、
既
に
神
々
の
物
語
り
は
始
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
古
事
記
』
は
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
の

着
想
が
元
と
な
り
、「
稗
田
阿
禮
が
誦
習
（
ヨ
ミ
ウ
カ
ベ
）
た
る

故
事（
フ
ル
コ
ト
）ど
も
」（
そ
れ
は
太
安
萬
侶
自
身「（
上
古
之
時
）

言
意
並
朴
」
と
記
し
て
い
る
ほ
ど
の
「
故
事
（
フ
ル
コ
ト
）」
で

あ
っ
た
）
を
、
太
安
萬
侶
に
書
き
記
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
本
文
全
文
を
漢
文
で
書
く
こ
と
は
十
分
可
能
な
状
況
で

あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
敢
え
て
漢
字
を
使
っ
て
、
口
誦
さ
れ

て
き
た
日
本
語
の
ま
ま
に
書
こ
う
と
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
こ
に
は
当
時
既
に
「
故
事
（
フ
ル
コ
ト
）」
と
し

て
伝
え
ら
れ
て
い
た
上
古
の
人
々
の
言
語
経
験
と
、
そ
の
「
古

事
（
フ
ル
コ
ト
）」
を
「
古
言
（
フ
ル
コ
ト
）」
の
ま
ま
に
書
き

記
そ
う
と
し
た
、
撰
録
者
の
言
語
経
験
及
び
言
語
意
識
と
い
う
、

二
重
の
言
語
経
験
が
重
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
言
語
経

験
へ
の
後
者
の
反
省
が
、
前
者
の
言
語
経
験
を
記
録
せ
し
め
た
。

宣
長
は
、
こ
の
こ
と
の
中
に
、
言
語
の
本
質
的
な
問
題
が
現
れ

て
い
る
の
を
見
た
。

言
語
経
験
へ
の
後
者
の
反
省
、
こ
れ
に
は
、
当
時
の
日
本
独

特
の
事
情
が
関
わ
る
。
漢
字
が
渡
来
し
て
、
例
え
ば
「
天
」
に
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相
当
す
る
日
本
語
を
「
ア
メ
」
と
し
、「
天
」
を
「
ア
メ
」
と
読

む
よ
う
に
な
っ
て
も
、そ
れ
は
、「
ア
メ
」
と
い
う
日
本
語
の
「
似

セ
ガ
タ
イ
」
姿
が
、
直
ち
に
漢
語
の
「
天
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、そ
れ
と
同
時
に
、「
天
」以
外
に「
ア

メ
」
を
表
す
文
字
を
も
た
な
い
日
本
人
に
と
っ
て
、「
ア
メ
」
に

「
天
」
と
い
う
文
字
を
当
て
て
書
く
こ
と
は
、「
天
」
と
い
う
漢

字
の
強
い
表
意
性
に
捕
え
ら
れ
る
経
験
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
時
に
、
漢
字
の
「
天
」
は
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
ア

メ
」
で
は
な
い
と
い
う
意
識
も
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。こ
こ
に
、口
誦
で
伝
え
ら
れ
て
き
た「
古
事（
フ
ル
コ
ト
）」を
、

漢
文
で
は
な
く
て
、「
古
語
（
フ
ル
コ
ト
）」
の
ま
ま
に
記
録
し

て
お
く
べ
き
必
然
性
が
あ
っ
た
と
、
宣
長
は
考
え
た
。「
意
（
コ

コ
ロ
）
と
事
（
コ
ト
）
と
言
（
コ
ト
バ
）
と
は
、相
稱
へ
る
物
」（
九

―

六
）
で
あ
る
な
ら
、「
言
」
が
変
え
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
伝
え

ら
れ
て
来
た「
事
」も
変
質
し
て
し
ま
う
の
は
不
可
避
的
で
あ
る
。

「
す
べ
て
意
（
コ
コ
ロ
）
も
事
（
コ
ト
）
も
、
言
（
コ
ト
バ
）
を

以
て
傳
フ
る
も
の
な
れ
ば
、
書
（
フ
ミ
）
は
そ
の
記
せ
る
言
辭

（
コ
ト
バ
）
ぞ
主
（
ム
ネ
）
に
は
有
け
る
」（
九―

六
）。『
古
事
記
』

撰
録
の
決
断
が
な
さ
れ
た
背
景
に
は
か
よ
う
な
鋭
い
言
語
意
識

が
働
い
て
い
る
と
宣
長
は
考
え
る
の
だ
が
、
撰
録
者
天
武
天
皇

は
、
鋭
い
言
語
意
識
を
も
ち
え
た
す
ぐ
れ
た
歌
人
で
も
あ
っ
た
。

「
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
」

宣
長
の
「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
」
と
い
う
表
現
は
、「
一
種
の

認
識
」
な
い
し
自
覚
の
仕
方
を
言
い
表
す
言
葉
で
あ
る
と
同
時

に
、
経
験
そ
の
も
の
の
あ
り
様
を
表
す
が
、
そ
れ
が
無
私
を
要

求
す
る
こ
と
か
ら
、「
物
の
あ
は
れ
を
し
る
道
」
は
、
宗
教
性
を

帯
び
る
。そ
の
一
つ
の
純
化
さ
れ
た
形
が
、『
古
事
記
』と
い
う「
古

傳
説
（
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ツ
タ
ヘ
ゴ
ト
ま
た
は
コ
デ
ン
セ
ツ
）」
で
あ

り
、
宣
長
は
そ
れ
を
「
た
ゞ
物
に
ゆ
く
道
」
と
呼
ん
だ
。

そ
の
「
道
」
は
、
朱
子
学
者
の
よ
う
に
、
陰
陽
と
言
う
よ
う

な
先
験
的
原
理
を
、「
當
然
之
理
（
シ
カ
ア
ル
ベ
キ
コ
ト
ハ
リ
）」

と
し
て
立
て
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
の
一
切
と
人
間
経
験
全

体
を
一
挙
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
「
道
」
で
は
な
い
。
そ
う
い

う
「
空
（
ム
ナ
シ
）
き
理
リ
」
に
よ
っ
て
、
一
切
が
説
明
で
き

る
と
い
う
「
無
（
ナ
）
き
こ
と
を
、理
（
リ
）
を
以
て
、有
（
ア
リ
）

げ
に
い
ひ
な
す
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
な
ら
、
吾
が
国
に
は

「
道
」は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
天
地
は
た
ゞ
天
地
、男
女（
メ
ヲ
）
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は
た
ゞ
男
女（
メ
ヲ
）、水
火（
ヒ
ミ
ヅ
）は
た
ゞ
水
火（
ヒ
ミ
ヅ
）」

（
九―
一
〇
）
と
経
験
さ
れ
、
そ
う
い
う
仕
方
で
物
事
が
経
験
さ

れ
る
こ
と
が
、
生
き
て
、
物
事
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
の
最

も
尋
常
な
あ
り
方
で
あ
り
、
人
間
の
生
死
の
意
味
は
、
そ
こ
か

ら
汲
み
上
げ
る
し
か
な
い
、
し
か
も
そ
れ
は
、
言
葉
に
表
現
さ

れ
る
と
い
う
自
覚
化
を
必
ず
伴
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
道
」

は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。「
實
（
マ
コ
ト
）
は
道
あ
る
が
故
に
道
て

ふ
言
（
コ
ト
）
な
く
、
道
て
ふ
こ
と
な
け
れ
ど
、
道
あ
り
し
な

り
け
り
」（
九―

五
二
）。
従
っ
て
、
物
事
に
つ
い
て
の
直
接
的

な
経
験
以
外
に
何
か
「
敎
へ
」
が
あ
る
か
の
ご
と
く
説
く
の
は
、

本
来
の
意
味
で
の
「
道
」
で
は
な
い
が
故
に
、
吾
が
国
の
「
迦

微
の
道
」に
は「
敎
へ
」が
な
い
こ
と
が
、寧
ろ「
眞
ノ
道
ナ
ル
證
」

（
一―

五
四
七
）
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
こ
と
が
自
覚
的
に
そ

う
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
神
（
カ
ム
）
な
が
ら
言
擧
（
コ
ト
ア
ゲ
）

せ
ぬ
國
」
と
い
う
古
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る

と
、
宣
長
は
考
え
る
。

宣
長
が
見
た
神
道
は
、
こ
の
よ
う
に
「
天
地
は
た
ゞ
天
地
、

男
女
（
メ
ヲ
）
は
た
ゞ
男
女
（
メ
ヲ
）、水
火
（
ヒ
ミ
ヅ
）
は
た
ゞ

水
火
（
ヒ
ミ
ヅ
）」
と
経
験
し
、
そ
う
い
う
直
接
的
な
経
験
の
み

「
敎
へ
」
と
す
る
。

上
田
先
生
の
言
語
論
へ
の
感
想

上
田
先
生
の
所
謂
「
Ａ―

Ｂ―

Ｃ
」
連
関
は
、
言
葉
と
い
う

観
点
で
性
格
づ
け
る
な
ら
、
Ａ
の
純
粋
経
験
は
「
言
葉
を
絶
す

る
と
同
時
に
新
し
い
言
葉
の
発
端
に
な
る
根
本
経
験（
根
源
語
）」

で
あ
り
、
Ｂ
は
「
純
粋
経
験
自
身
が
語
る
言
葉
、
純
粋
経
験
の

言
葉（
詩
的
、箴
言
的
）」、Ｃ
は「
純
粋
経
験
に
つ
い
て
語
る
言
葉
、

純
粋
経
験
に
つ
い
て
語
り
つ
つ
経
験
の
全
体
を
連
関
づ
け
て
語

る
理
論
的
な
言
葉g

」で
あ
る
。
こ
の
三
レ
ヴ
ェ
ル
の
連
関
は
、「
言

葉
か
ら
出
て
、
言
葉
に
出
る
」
円
環
的
な
運
動
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
。

上
田
先
生
の
言
語
論
で
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、「
根
源
語

（
ド
イ
ツ
語
を
当
て
る
な
ら
、
所
謂G

rundw
ort

で
は
な
く
て

U
rw

ort)｣

と
い
う
「
仮
説
」
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
が
提
出
さ
れ

た
意
図
は
、
経
験
の
経
験
性
が
最
も
よ
く
現
れ
て
い
る
と
上
田

先
生
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
禅
体
験
の
よ
う
な
言
詮
不
及

の
（
宗
教
的
）
経
験
（
Ａ
）
と
、そ
こ
か
ら
出
て
来
る
言
葉
（
Ｂ
）

と
の
関
係
性
及
び
結
び
付
き
と
い
う
問
題
を
説
明
せ
ん
が
た
め
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で
あ
る
。

「
根
源
語
」
と
は
「
元
の
経
験
」、
西
田
の
「
純
粋
経
験
」
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
何
故
「
根
源
語0

」
と
呼
ば
れ
た
か
と
い
え
ば
、

こ
の
経
験
そ
の
も
の
が
「
言
葉
が
徹
底
的
に
奪
わ
れ
る
と
い
う

根
本
経
験
で
あ
り
、
そ
れ
と
一
つ
に
、
言
葉
が
新
た
に
生
ま
れ

る
と
い
う
根
本
経
験
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
根
源

的
な
『
言
葉
の
出
来
事h

』」
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
絶
対

の
沈
黙
か
ら
原
初
の
言
葉
、
言
葉
以
前
の
言
葉
な
ら
ざ
る
言
葉

が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
根
源
的
な
出
来
事
で
あ
る
わ
け
で

す
か
ら
、
根
源
語
と
し
て
は
言
葉
と
現
実
と
が
原
始
的
に
一
つ

で
す
。
言
即
事
で
すi

」
と
は
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
ふ

つ
う
の
意
味
で
ま
だ
言
葉
と
は
言
え
」
な
い
言
（
葉j

）、
即
事
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
来
い
わ
れ
て
き
た
言

即
事
と
は
、
普
通
の
意
味
で
言
葉
と
い
え
る
言
（
葉
）
が
、
事

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

宣
長
に
於
い
て
は
、
普
通
の
意
味
で
言
葉
と
い
え
る
言
葉
で

表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
、
経
験
の
中
の
「
無
限
の
余
韻
」
は
消
え

て
し
ま
う
、
そ
こ
ま
で
含
め
て
、
言
葉
の
力
は
「
創
造
的
な
力
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
言
葉
の
創
造
性
と

い
う
問
題
は
、
禅
の
見
性
体
験
を
典
型
と
す
る
純
粋
経
験
を
頂

点
Ａ
に
置
い
て
、
以
下
そ
れ
が
Ｂ
、
Ｃ
と
展
開
す
る
と
い
う
説

明
の
仕
方
で
は
、
主
題
と
な
り
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
宣
長

の
言
語
論
は
、
言
語
本
来
の
力
で
あ
る
創
造
的
表
現
性
が
、
卑

近
な
日
常
会
話
に
ま
で
及
ん
で
い
る
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
で
、

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
詩
や
神
話
の
言
葉
は
、
上
田
先
生
の
説
に
よ
れ
ば
、

根
源
語
か
ら
の
詩
的
分
節
に
よ
る
Ｂ
レ
ヴ
ェ
ル
の
言
葉
で
あ
る
。

し
か
し
、
言
葉
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
経
験
が
言
葉
に
な
る
詩

人
に
と
っ
て
は
、
な
っ
た
言
葉
が
全
て
で
あ
り
、
詩
人
に
と
っ

て
、
言
葉
と
は
自
分
で
あ
る
。
詩
や
神
話
の
言
葉
は
、
言
葉
そ

の
も
の
が
命
で
あ
っ
て
、
言
葉
を
離
れ
て
経
験
は
な
い
。
詩
の

言
葉
は
、
生
み
落
と
さ
れ
る
前
も
後
も
、
徹
頭
徹
尾
、
言
葉
そ

の
も
の
を
、と
い
う
こ
と
は
、言
葉
本
来
の
表
現
性
を
命
と
す
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
私
達
が
、
詩
に
感
動
し
た
と
き
、
私

達
は
、
そ
の
詩
の
言
葉
そ
の
も
の
を
覚
え
て
お
き
た
い
と
思
う

の
で
、
決
し
て
そ
の
詩
の
意
味
を
記
憶
し
て
お
き
た
い
と
思
う

の
で
は
な
い
。言
葉
の
表
現
性
は
、言
葉
そ
の
も
の
に
あ
る
か
ら
、

言
葉
か
ら
意
味
だ
け
を
取
り
出
さ
れ
れ
ば
、
表
現
性
は
離
れ
て
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し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
田
先
生
の
説
明
で
は
同
じ
く
Ｂ
レ
ヴ
ェ

ル
に
置
か
れ
て
い
る
禅
的
「
根
本
句
」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
。
徹
頭
徹
尾
、
表
現
性
に
よ
っ
て
自
立
し
て

い
る
言
葉
で
は
な
い
。
た
だ
、
宣
長
的
言
語
観
に
従
う
な
ら
、

そ
れ
が
、
悟
り
か
ら
内
発
的
に
出
て
来
た
言
葉
で
あ
る
限
り
、

禅
者
に
は
気
づ
か
れ
て
い
な
く
て
も
、
禅
者
が
言
葉
の
創
造
的

表
現
性
に
捕
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
真
に
悟
り

の
言
葉
と
し
て
成
立
し
え
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
上
田

先
生
の
考
え
で
は
、
禅
的
「
根
本
句
」
は
、
先
ず
悟
り
の
経
験

が
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
の
自
覚
が
言
葉
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
、
言
葉
そ
の
も
の
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、

悟
り
の
「
内
容
」
と
し
て
の
言
葉
が
、
即
ち
「
意
」
と
し
て
の

言
葉
が
、
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
初
め
か
ら
、

「
詞
」
は
い
わ
ば
第
二
義
的
で
あ
る
か
ら
、「
話
さ
れ
た
言
葉
」

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
は
、
第
一
義
た
る
悟
り
の
内
容
、
つ
ま

り
「
意
」
の
固
定
化
を
避
け
る
為
に
、「
詞
」
そ
の
も
の
が
否
定

さ
れ
る
必
然
性
を
も
た
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
上
田
先
生
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
禅
が

「
漢
語
的
」
世
界
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
関
わ
り
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
上
田
先
生
に
は
、「
元
来
言
葉
を
超
え
る

と
言
わ
れ
な
が
ら
歴
史
的
伝
統
の
な
か
で
自
己
理
解
の
エ
レ
メ

ン
ト
と
し
て
の
漢
語
的
表
現
と
事
実
引
き
離
せ
な
い
ほ
ど
に
な

っ
て
い
る
禅
の
事
柄k

」
と
い
う
文
が
あ
る
。
既
に
漢
語
が
日
本

語
の
中
に
消
化
さ
れ
て
久
し
い
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も

0

0

0

0

0

日
本

人
に
と
っ
て
、
漢
語
に
「
表
意
性
」
が
強
い
と
い
う
側
面
は
、

完
全
に
消
え
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
も

し
消
え
去
っ
た
よ
う
に
見
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
今
日
言
葉

と
い
う
も
の
の
も
つ
力
が
総
体
的
に
弱
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
）。
そ
れ
は
、
元
来
が
表
意
文
字
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ

と
に
加
え
て
、
由
来
の
外
来
性
の
為
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば
和
歌
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
が
、
一
つ

の
ヒ
ン
ト
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
和
歌
の
歴
史
を
振
り
返
っ

て
見
る
と
、
明
治
維
新
ま
で
の
和
歌
の
語
彙
は
、
基
本
的
に
大

和
言
葉
だ
け
で
あ
る
。
特
に
名
歌
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
歌
に
は
、

漢
語
を
使
っ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
詠
歌
に
は
、
と
り
わ

け
言
霊
が
意
識
さ
れ
て
き
た
が
、
言
霊
と
は
、
ま
さ
し
く
言
語

の
創
造
的
表
現
性
で
あ
る
。
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さ
て
、
勿
論
詩
の
詞
も
、
そ
れ
が
「
話
さ
れ
た
言
葉
」
に
な

っ
た
以
上
、
い
つ
で
も
、「
詞
」
を
離
れ
て
意
味
だ
け
が
取
り
出

さ
れ
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
詩
は
、

既
に
詩
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
詩
は
、
詞

だ
け
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
言
葉
の
創
造
的
表
現
性
の
経
験
の

回
復
を
、
私
達
に
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
以
外
に
、

求
め
ら
れ
る
べ
き
別
の
経
験
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
仕
方

で
受
け
取
ら
れ
る
と
き
に
だ
け
、
詩
は
詩
と
し
て
受
け
取
ら
れ

た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
ど
こ
で
言
葉
を
問
題
と
す
る
か
と
い
う
基
本
的
な

問
題
に
も
う
一
度
戻
っ
て
、
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
言
葉

の
言
葉
性
は
、
他
の
何
物
か
ら
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

言
葉
の
創
造
的
表
現
性
に
あ
る
。
従
っ
て
、
言
葉
の
問
題
と
し

て
考
え
る
限
り
、
上
田
先
生
に
よ
っ
て
Ｂ
レ
ヴ
ェ
ル
に
置
か
れ

た
言
葉
、
就
中
詩
や
神
話
の
言
葉
の
、
否
定
不
可
能
性
の
生
じ

る
所
以
が
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

上
田
先
生
の
Ａ―

Ｂ―

Ｃ
連
関
は
、
言
語
の
言
語
性
を
問
う

論
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、「
経
験
と
言
葉
」
の
問
題
に
つ
い
て

本
質
的
な
洞
察
を
含
む
説
で
あ
り
、西
田
の
表
現
を
使
え
ば
、「
純

粋
経
験
を
唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
み
た
い
」

と
い
う
立
場
か
ら
出
さ
れ
た
説
で
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
上
田
先
生
の
Ａ―

Ｂ―

Ｃ
連
関
は
、
も
と
も
と
言
語

の
問
題
を
、
そ
の
表
現
性
と
い
う
問
題
に
於
い
て
捉
え
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
い
為
に
、「
言
葉
か
ら
出

て
言
葉
に
出
る
」
円
環
的
無
限
運
動
と
い
う
言
い
方
に
現
れ
て

い
る
よ
う
に
、「
意
」
と
「
詞
」
と
の
間
を
、
つ
ま
り
有
用
性
と

表
現
性
と
の
間
を
絶
え
ず
行
き
来
す
る
言
語
論
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ま
さ
に
言
語
の
言
語
性
を
問
題
と
す
る

立
場
か
ら
す
れ
ば
、｢

話
さ
れ
た
言
葉
」
へ
の
、つ
ま
り
「
言
葉
」

へ
の
否
定
に
傾
き
が
ち
な
言
語
観
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、上
田
先
生
は
、「『
世
界
が
あ
る
』

こ
と
の
不
思
議
さ
と
『
言
葉
が
あ
る
こ
と
』
の
不
思
議
さ
と
は

等
根
源
的
に
一
つ
の
不
思
議
さ
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ら
れ
るl

。

「
言
葉
が
あ
る
こ
と
」
の
不
思
議
さ
は
、
言
語
本
来
の
力
か
ら
来

る
不
思
議
さ
が
な
け
れ
ば
、
問
題
と
な
り
え
な
い
。

経
験
を
頂
点
に
置
き
つ
つ
、
し
か
も
こ
の
不
思
議
さ
に
無
感

覚
で
は
あ
り
え
な
い
上
田
先
生
の
言
語
経
験
を
象
徴
し
て
い
る

の
が
、
先
生
に
お
け
る
「
長
年
寝
る
前
の
習
慣
に
も
な
っ
て
い

TZ 4 Yoshida.indd   163 2005/06/13   14:17:11



64 

る
詩
歌
へ
の
親
し
みm

」
で
あ
り
、
論
と
し
て
は
、「
根
源
語
」
と

い
う
「
仮
説
」
で
あ
る
。「
純
粋
経
験
と0

言
葉
」
と
い
う
問
題
と

し
て
、
言
葉
が
徹
底
的
に
奪
わ
れ
て
絶
対
の
沈
黙
へ
、
そ
の
沈

黙
が
破
ら
れ
て
始
原
の
言
葉
へ
と
い
う
「
出
来
事
」
と
し
て
外

か
ら
眺
め
ら
れ
、そ
れ
を
「
説
明
す
る
」
為
の
仮
説
で
あ
り
、「
語
」

で
は
な
い
が
「
語
」
と
呼
ば
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
意
味
で
或

る
種
の
抽
象
性
を
伴
っ
た
仮
説
で
あ
る
。

一
時
期
、
京
都
宗
教
哲
学
会
で
よ
く
議
論
さ
れ
た
大
峯
顕
先

生
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
称
名
念
仏
す
る
真
宗
門
徒
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
俳
人
で
も
あ
る
大
峯
先
生
に
は
、
先
ず
言
葉
（
或

い
は
言
葉
の
問
題
）
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
禅
宗
と
西
田
哲

学
を
基
礎
と
す
る
上
田
先
生
に
は
、
先
ず
経
験
（
或
い
は
経
験

の
問
題
）
が
あ
っ
た
、
こ
の
こ
と
が
両
者
の
言
語
論
の
相
違
を

も
た
ら
し
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

た
だ
、
両
者
の
こ
の
相
違
は
、「
言
葉
が
あ
る
こ
と
」
の
不
思

議
さ
が
、
世
界
経
験
の
深
ま
り
の
不
思
議
さ
と
「
等
根
源
的
」

で
あ
る
が
ゆ
え
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
等
根
源
性
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
は
、
い
ず
れ
の
宗
教

に
も
内
在
的
で
は
な
い
立
場
か
ら
、
し
か
も
文
化
と
歴
史
を
背

負
っ
た
生
活
世
界
に
ま
で
広
げ
て
、
言
葉
と
世
界
経
験
の
問
題

を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
両
者
の
言
語
論
だ
け
で

は
、
生
活
言
語
へ
の
通
路
は
、
必
ず
し
も
開
い
て
い
る
と
は
言

い
難
い
か
ら
で
あ
る
。
前
者
の
言
語
観
で
は
、
日
常
言
語
は
、

言
語
本
来
の
あ
り
方
の
頽
落
態
で
あ
り
、
後
者
の
言
語
観
で
は
、

否
定
さ
れ
る
べ
き「
話
さ
れ
た
言
葉
」と
い
う
面
だ
け
に
於
い
て
、

日
常
言
語
は
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
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