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彼
は
十
八
个
月
日
本
語
の
勉
強
を
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
堺
教
会

の
助
祭
と
な
っ
て
十
八
个
月
、
後
に
一
九
七
一
年
か
ら
五
年
間

淳
心
会
日
本
管
区
長
を
勤
め
た
。
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
キ
リ
ス

ト
教
を
宣
教
し
た
が
、
仏
教
徒
に
改
宗
を
勧
め
る
こ
と
は
な
か

っ
た
（
ハ
イ
ジ
ッ
ク
談
）。
こ
の
間
に
彼
は
京
都
大
学
に
研
究
生

と
し
て
在
籍
、
京
都
学
派
と
出
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２
、
哲
学
的
関
心

① 

弁
証
法
的
思
弁

一
九
六
四
年
、
京
都
大
学
大
学
院
に
入
学
し
た
と
き
同
時
に

ハ
ン
ス
・
ワ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
師
と
一
緒
に
研
究
生
と
し
て
ヘ

ー
ゲ
ル
ゼ
ミ
に
参
加
さ
れ
た
。彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の『
精
神
現
象
学
』

自
意
識
に
お
け
る
「
主
と
奴
の
研
究
」
に
よ
っ
て
ベ
ル
ギ
ー
の

Ⅰ
、
来
日
ま
で

１
、
宗
教
的
関
心

ベ
ル
ギ
ー
と
い
う
純
粋
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
生
を
享
け
た
彼
が

な
ぜ
神
父
の
道
を
選
ん
だ
の
か
、
を
知
り
た
い
が
不
明
の
ま
ま

で
あ
る
。
さ
ら
に
な
ぜ
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
や
ト
ラ
ピ
ス
ト
会
の

よ
う
な
観
想
修
道
会
へ
入
門
せ
ず
淳
心
会
（
通
称
ス
ク
ー
ト
会
、

カ
ト
リ
ッ
ク
修
道
会
）
の
よ
う
な
宣
教
修
道
会
に
入
会
し
た
の

か
も
疑
問
。

彼
の
哲
学
的
訓
練
は「
ス
コ
ラ
哲
学
」と「
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
」

で
あ
る
（Japanese Religions Vol.,p.

）。
六
年
後
（
一
九
五
二

年
）
彼
は
司
祭
に
叙
階
さ
れ
、
中
国
宣
教
の
希
望
を
持
つ
も
、

文
化
革
命
の
た
め
果
た
せ
ず
、
一
九
六
一
年
来
日
し
た
。

講
演
Ⅱ   
ブ
ラ
フ
ト
神
父
の
西
谷
宗
教
哲
学
理
解

西
村
恵
信



 

ル
ー
バ
ン
大
学
か
ら
す
で
に
博
士
号
を
取
得
さ
れ
て
い
た
。「
主

と
奴
隷
と
物
」
の
間
に
起
こ
る
否
定
的
媒
介
の
弁
証
法
は
、
彼

に
と
っ
て
「
西
田
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
の
哲
学
を
理
解

す
る
良
き
前
提
条
件
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

② 

神
秘
思
想
へ
の
憧
れ

さ
ら
に
か
れ
は
神
秘
思
想
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。

友
人
の
モ
マ
ー
ス
神
父
と
共
同
で
、
彼
の
出
身
地
フ
ラ
ン
ダ

ー
ス
出
身
の
神
秘
家
ヤ
ン
・
バ
ン
・
ル
ー
ス
ブ
ル
ッ
ク
と

日
本
の
仏
教
に
於
け
る
神
秘
思
想
の
比
較
研
究
を
出
版
し

て
い
る
（M

ysticism
-Buddhist and C

hristian 

（N
ew

 York: 

C
rossroad,

）。「
神
と
の
一
致
、
神
と
の
密
接
な
つ
な
が
り

を
求
め
る
心
そ
れ
自
体
が
、
如
何
に
彼
の
人
格
的
な
核
心
で
あ

っ
た
か
を
改
め
て
感
じ
た
」（
ス
イ
ン
ゲ
ド
ー
、『
宗
文
研
報
』

一
七
、六
四
︲
六
五
頁
）。

「
彼
の
死
後
整
理
し
た
蔵
書
の
中
に
神
秘
思
想
に
関
す
る
物
が

多
く
、
し
か
も
書
物
の
行
間
に
彼
が
書
い
た
メ
モ
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
の
大
半
が
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
悟
っ
た
。
そ
れ
は
ブ

ラ
フ
ト
の
霊
性
が
い
か
に
神
秘
的
伝
統
に
ね
ざ
し
て
い
た
か
、

そ
し
て
そ
こ
に
彼
の
司
祭
と
し
て
、
教
育
者
と
し
て
学
者
と
し

て
の
理
想
を
基
礎
づ
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。」（
ジ

ェ
ー
ム
ズ
・
ハ
イ
ジ
ッ
ク
、『
宗
研
報
』
一
七
、六
八
頁
）

彼
は
、
京
都
学
派
の
思
想
的
基
礎
の
一
つ
に
、「
ド
イ
ツ
神

秘
思
想
」
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
た
が
、
こ
の
こ
と
も
彼

に
と
っ
て
京
都
学
派
を
い
っ
そ
う
親
し
く
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ
、
仏
教
と
京
都
学
派
に
同
時
邂
逅

１
、 

仏
教
と
京
都
学
派
に
同
時
に
出
合
っ
た
意
味
︵
宗
教
と

哲
学
に
同
時
に
︶

も
と
も
と
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
の
た
め
に
来
日
し
た
（
ス
イ
ン

ゲ
ド
ウ
師
証
言
、『
南
山
宗
研
所
報
』
第
一
七
、六
五
頁
）
筈
の

彼
は
、
仏
教
と
京
都
学
派
の
哲
学
を
同
時
に
学
ぶ
う
ち
、
や
が

て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
東
洋
の
仏
教
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
の

あ
る
こ
と
に
覚
め
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
た
め
に
熱
心
に
仏
教

を
学
習
し
た
。
し
か
し
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
混
同
し
た
り
、

総
合
し
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
た
だ
客
観
的
に

日
本
仏
教
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
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彼
に
と
っ
て
「
仏
教
を
西
洋
へ
紹
介
す
る
こ
と
は
、
西
洋
の

宗
教
や
哲
学
に
左
右
さ
れ
た
前
半
と
東
洋
思
想
に
ひ
か
れ
て
し

ま
っ
た
後
半
に
ダ
イ
コ
ト
マ
イ
ズ
さ
れ
た
私
の
人
生
の
癒
し
、

総
合
で
あ
っ
た
」（『
宗
教
哲
学
研
究
』
一
、八
六
頁
）
と
い
う
。

仏
教
や
京
都
学
派
の
哲
学
を
紹
介
す
る
こ
と
が
、
日
本
に
来

て
起
こ
っ
た
自
己
の
二
分
〈
分
裂
〉
の
癒
し
で
あ
り
、
総
合

で
あ
っ
た
の
だ
。

２
、  

西
洋
に
於
け
る
純
粋
学
問
に
対
す
る
疑
問
か
ら
、
日
本

の
﹁
宗
教
哲
学
﹂
に
開
眼

「
彼
が
晩
年
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
純
粋
に
学
問

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
一
種
の
疑
問
を
抱
き
は
じ
め
た
。

学
問
上
の
出
会
い
は
確
か
に
重
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
よ
り

宗
教
的
な
レ
ベ
ル
へ
発
展
し
な
い
と
足
り
な
い
、
と
い
う
ふ
う

に
ま
す
ま
す
考
え
た
の
で
あ
る
。」（
ヤ
ン
・
ス
イ
ン
ゲ
ド
ー
、

同
書
、
六
五
頁
）

彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
は
哲
学
と
神
学
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら

を
一
つ
に
し
た
宗
教
哲
学
が
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
し
た
。『
宗
教

と
は
何
か
』
は
彼
に
と
っ
て
仏
教
に
於
け
る
宗
教
哲
学
の
範
例

を
示
す
も
の
と
し
て
西
洋
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
訳
者
解
説
に
お
い
て
彼

が
、
西
谷
哲
学
の
背
景
と
な
る
仏
教
の
近
代
化
の
一
般
的
性
格
、

そ
の
一
つ
で
あ
り
ユ
ニ
ー
ク
な
立
場
を
創
造
し
た
京
都
学
派
の

独
自
性
、
な
ど
に
つ
い
て
懇
切
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察

せ
ら
れ
る
。

Ⅲ
、
使
命
の
自
覚

１
、
キ
リ
ス
ト
者
が
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

彼
は
キ
リ
ス
ト
者
（
滝
沢
克
己
、
有
賀
鉄
太
郎
、
武
藤
一
雄
、

土
井
真
俊
、
デ
ュ
モ
リ
ン
、
ラ
サ
ー
ル
）
が
仏
教
を
学
ぼ
う
と

し
た
理
由
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
。

① 

土
着
の
動
機

② 

対
話
の
動
機

③ 

弱
点
の
自
覚

こ
れ
ら
の
動
機
は
い
ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
意
識
に
基

づ
く
仏
教
的
関
心
で
あ
る
。
彼
は
デ
ュ
モ
リ
ン
神
父
と
同
じ
よ

う
に
哲
学
者
、
神
学
者
と
し
て
の
道
を
貫
い
た
。
そ
し
て
か
れ

は
ラ
サ
ー
ル
や
門
脇
佳
吉
ら
の
よ
う
に
、
坐
禅
を
実
践
す
る
よ



 

う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

２
、
哲
学
と
宗
教
の
混
交
を
避
け
る

む
し
ろ
か
れ
は
、
京
都
学
派
に
於
け
る
西
田
幾
多
郎
や
西
谷

啓
治
の
よ
う
に
哲
学
と
宗
教
を
一
つ
に
す
る
よ
う
な
も
の
に
は

批
判
的
で
あ
り
、
こ
の
点
は
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
哲
学
と
宗

教
の
区
別
と
い
う
伝
統
を
守
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は

時
折
平
服
で
個
人
的
に
ミ
サ
を
立
て
た
り
、
小
さ
な
座
椅
子
に

坐
っ
て
瞑
想
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
個
人
的
レ
ベ
ル
で
の
こ

と
で
あ
り
、公
的
に
司
牧
的
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
（
ハ

イ
ジ
ッ
ク
談
話
）。

３
、
使
命
の
自
覚

① 

他
方
で
、
彼
は
批
判
的
な
が
ら
、
か
つ
賛
同
し
な
が
ら
日

本
の
仏
教
に
見
ら
れ
る
「
宗
教
哲
学
」
と
い
う
も
の
を
西
洋
に

紹
介
し
よ
う
と
し
た
。『
宗
教
と
は
何
か
』
の
英
訳
者
解
説
に
は

西
谷
哲
学
に
対
し
て
問
題
を
残
し
な
が
ら
も
、
直
接
に
批
判
的

な
言
辞
は
避
け
て
い
る
。

② 

「『
宗
教
と
は
何
か
』
の
翻
訳
に
当
た
っ
て
」
に
お
い
て
、

「
一
九
八
四
年
四
月
、
米
国
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
州
の
ア
ー
モ
ス

ト
大
学
と
ス
ミ
ス
大
学
で
「R

eligion and N
othingness

」
を

題
材
に
す
る
学
術
会
議
が
、
西
谷
先
生
を
招
い
て
開
催
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
途
端
に
「
や
っ

と
」
と
溜
め
息
を
つ
い
た
。
そ
れ
は
「
よ
う
や
く
京
都
学
派
の

思
想
が
西
洋
で
認
め
ら
れ
、
国
際
的
働
き
を
見
せ
る
よ
う
に
な

っ
た
」
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
、

私
の
京
都
学
派
観
と
と
も
に
此
の
度
の
英
訳
の
意
味
に
関
す
る

考
え
方
が
横
た
わ
っ
て
い
る
」（『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
一
号
、

一
九
八
四
、八
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
『
宗
教
と
は
何
か
』

に
よ
っ
て
、「
自
分
の
京
都
学
派
観
」
と
「
本
書
英
訳
の
意
味
に

関
す
る
考
え
方
」
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅳ
、
西
谷
宗
教
哲
学
と
の
出
合
い

１
、
端
緒

山
本
誠
作
氏
に
『
宗
教
と
は
何
か
』
の
共
訳
を
持
ち
か
け
ら

れ
た
こ
と
と
、
竹
内
義
範
教
授
の
慫
慂
に
よ
っ
て
愛
知
学
院
大

学
で
宗
教
哲
学
を
代
講
し
、『
宗
教
と
は
何
か
』
を
テ
キ
ス
ト
と

し
て
読
ん
だ
こ
と
で
、『
宗
教
と
は
何
か
』
に
関
わ
り
を
持
っ
た
。
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２
、
初
め
て
の
論
文
﹁
空
と
対
話
﹂

彼
は
京
都
大
学
研
究
生
で
あ
っ
た
一
九
六
六
年
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ

宗
教
研
究
所
のJapanese Religions 

）
に
、“N

otulae on 

Em
ptiness and D

ialogue: Reading Professor N
ishitan’s W

hat 

is religion?”

を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
約
四
〇
年
前
の
若
き

日
の
ブ
ラ
フ
ト
神
父
の
京
都
学
派
に
対
す
る
強
烈
な
印
象
と
疑

問
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
挙
げ
て
み
る
と
、

①  

西
谷
の
空
は
師
の
西
田
の
絶
対
無
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の

か
（
五
三
頁
）。

②  

阿
部
正
雄
の
言
う
よ
う
に
、
果
た
し
て
西
谷
は
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
目
指
す
ゴ
ー
ル
に
到
達
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か

（
五
三
頁
）。

③  

日
本
の
伝
統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
観
そ
の
も
の
が
問
題
で
あ

る
こ
と
。『
宗
教
と
は
何
か
』
を
含
め
て
キ
リ
ス
ト
教
を

誤
解
し
て
い
る
（
五
三
頁
）。

④  

そ
の
理
由
は
日
本
の
宗
教
学
者
た
ち
が
キ
リ
ス
ト
教
に
つ

い
て
の
知
識
を
、
近
代
西
洋
の
哲
学
か
ら
ま
な
ん
で
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
（
五
四
頁
）。

⑤  

例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
二
元
論
だ
と
決
め
つ
け
る
と
神
の

「
受
肉
」
が
意
味
を
失
い
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
が
成

り
立
た
な
い
（
五
四
頁
）。

⑥  

キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
が
特
定
の
人
の
著
書
に
基
づ
い
て
い

る
。

⑦  

学
者
た
ち
は
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
を
無
視
し
て
い
る
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
仏
教
の
教
理
に
近
い
の
で
あ
る
。
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
さ
え
教
会
と
教
え
に
は
忠
実
な
神
父
で
あ
っ
た

し
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
よ
り
も
む
し
ろ
ロ
ヨ
ラ
の
イ
グ
ナ
チ

ウ
ス
の
場
合
、「
神
は
私
の
中
に
い
る
」
な
ど
と
言
う
よ

う
に
瞑
想
に
よ
る
修
道
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑧  

他
宗
教
は
ど
こ
ま
で
も
そ
の
文
化
的
背
景
に
於
い
て
見
る

べ
き
で
あ
っ
て
、
自
宗
教
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
見
て

は
い
け
な
い
（
五
六
頁
）。

⑨  

西
谷
の
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
知
識
は
驚
く
べ
き

で
あ
る
と
は
言
え
、
彼
は
「
有
」
と
「
人
格
」
の
概
念
に

つ
い
て
、
余
り
に
も
独
創
的
に
解
釈
し
過
ぎ
て
い
る
。

⑩  

そ
し
て
「
人
格
」
を
デ
カ
ル
ト
の
閉
じ
ら
れ
た
主
体
と
同

一
視
し
た
り
、「
有
」
を
執
著
の
対
象
の
よ
う
に
解
釈
し



 

て
い
る
。
こ
れ
で
は
無
と
の
レ
ー
ス
に
臨
む
前
に
有
や
人

格
と
い
う
翼
を
切
り
取
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
の
と
同
じ

だ
（
五
七
頁
）。

⑪  

西
洋
の
有
と
東
洋
の
無
と
は
、
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
文

化
的
世
界
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
き
た

の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
有
を
過
小
評
価
す
る
の
は
よ
く

な
い
（
五
八
頁
）。
そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
両
者
の

間
に
存
在
す
る
根
本
的
な
相
違
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

⑫  

い
っ
た
い
西
谷
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
と
い
う
一
書
を
哲

学
書
と
考
え
て
い
る
の
か
、
は
た
神
学
書
と
考
え
て
い
る

の
か
、
そ
の
点
明
確
で
な
い
。
な
る
ほ
ど
空
の
立
場
は
素

晴
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
達
し
た
西
谷
のm

ethodus

が
理
解
で
き
な
い
。
西
谷
は
ど
う
し
て
空
の
立
場
に
行
き

着
い
た
の
か
。
西
谷
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
そ
の
よ
う
な

立
場
に
確
信
を
得
た
の
か
（
六
〇
頁
）。

⑬  

西
谷
は
如
何
な
る
宗
教
に
も
立
た
な
い
と
言
い
な
が
ら
、

結
局
は
多
く
の
点
で
キ
リ
ス
ト
教
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
仏

教
の
伝
統
に
戻
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
六
一
頁
）。

⑭  

哲
学
者
は
経
験
を
客
観
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

こ
で
は
弁
証
法
が
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
弁
証
法
は
危
険

な
知
的
道
具
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
常
に
媒
介
の
な
い
変

化
（unverm

ittelte　

U
m

kehrung

）
を
批
判
し
、
媒
介

（V
erm

ittelung

）
の
不
可
欠
な
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
で
は
い
っ
た
い
、
大
疑
か
ら
大
悟
へ
、
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
か
ら
空
の
立
場
へ
、
無
意
味
か
ら
底
な
き
無
意
味
（
最

高
の
意
味
）
と
西
谷
が
言
う
、
そ
の
転
換
は
如
何
な
る
媒

介
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
（
六
二
頁
）。

⑮  

宗
教
は
こ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
、
わ
れ

わ
れ
の
経
験
の
理
性
化
が
本
当
に
経
験
を
説
明
し
得
て
い

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

⑯  

ど
う
や
ら
日
本
の
人
た
ち
の
宗
教
理
論
で
は
、
否
定
的
な

価
値
だ
け
を
宗
教
的
と
考
え
、
肯
定
的
な
価
値
は
執
著
に

過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
六
四
頁
）。

⑰  

と
も
か
く
『
宗
教
と
は
何
か
』
は
東
西
の
対
話
に
と
っ
て

多
く
の
貢
献
を
持
ち
、
こ
れ
は
必
ず
翻
訳
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
（“m

ust”

で
あ
る
）
で
あ
ろ
う
（
五
九
頁
）。

こ
う
し
て
、
多
く
の
疑
問
を
抱
き
な
が
ら
、
ブ
ラ
フ
ト
さ
ん
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は
『
宗
教
と
は
何
か
』
を
、
一
六
年
の
年
月
を
か
け
て
英
訳
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

因
み
に
別
の
論
文
で
ブ
ラ
フ
ト
神
父
は
、
西
谷
の
キ
リ
ス
ト

教
に
た
い
す
る
態
度
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

西
谷
は
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
知
識
を
豊
富
に
具
え
て
お

り
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
真
摯
な
称
讃
と
善
意
を
示

し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
の
文
化
の
一
要
素
と
し
て
必
要
な

も
の
、
特
に
日
本
の
西
洋
化
に
と
っ
て
の
有
効
な
基
礎
と
し

て
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
で
、
西
谷
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
大
変
批

判
的
で
あ
る
。
西
谷
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
基
本
的
な

異
議
は
、
歴
史
的
に
見
て
わ
れ
わ
れ
現
代
文
明
の
ニ
ヒ
リ
ズ

ム
を
創
り
出
し
た
キ
リ
ス
ト
教
が
、
そ
れ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

解
決
を
提
供
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム

は
人
間
が
そ
れ
に
よ
っ
て
積
極
的
か
つ
自
由
な
存
在
と
し
て

立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主
張
と
と
も
に
出
て
き

た
の
か
と
い
う
こ
と
。
そ
の
背
後
に
あ
る
考
え
は
、
神
が
絶

対
者
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
人
は
真
に
人
と
し
て
生
き

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
西
谷
の
分
析
に
よ
れ

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
う
し
て
科
学
の
生
ま
れ
た
母
胎
で
あ

る
と
同
時
に
、
ま
た
敵
対
者
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は

キ
リ
ス
ト
教
が
科
学
の
問
題
に
真
剣
に
タ
ッ
ク
ル
し
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
（“N

ishitani on Japanese Religiosity,” 

Japanese Religiosity Tokyo: O
riens Institute for Religious 

Research,1971, p. 281.

）。

３
、﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄
翻
訳
の
満
足
感

ブ
ラ
フ
ト
は
『
宗
教
と
は
何
か
』
を
、「
自
分
の
生
活
を
真
っ

二
つ
に
切
っ
た
本
。」（『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
一
号
、
八
六
頁
）

と
評
し
て
い
る
。

ま
た
彼
は
本
書
に
与
え
ら
れ
た
西
洋
人
か
ら
の
肯
定
的
評
価

（
書
評
）
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

①  「
力
強
い
頭
脳
の
持
ち
主
で
、
東
西
の
哲
学
思
想
、
仏
教

に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
詳
し
い
西
谷
は
、
宗
教
の
根
本
的

本
質
を
よ
り
深
く
掘
り
出
す
の
に
、
人
格
の
属
性
と
し
て

考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
主
体
性
を
突
破
し
よ
う
と
す

る
」（
出
拠
を
記
さ
ず
）。

②  「
こ
の
本
の
徳
や
意
義
は
、
そ
れ
が
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教



 

の
両
観
点
を
合
わ
せ
た
立
場
か
ら
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う

西
洋
近
代
の
圧
迫
的
な
問
題
に
対
し
て
、
独
自
的
な
論
説

を
提
供
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
…
…
ル
ド
ル
フ
・

オ
ッ
ト
ー
以
来
西
洋
の
思
想
家
の
中
に
、
西
谷
ほ
ど
東
西

両
洋
の
思
考
方
法
を
統
合
さ
せ
た
者
は
い
な
い
。
さ
ら
に

東
洋
的
観
点
か
ら
普
遍
的
問
題
と
取
り
組
む
も
の
と
し

て
、
西
田
幾
多
郎
以
来
こ
の
本
ほ
ど
深
く
て
巧
妙
な
も
の

は
、
か
つ
て
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
」

（
出
拠
を
記
さ
ず
）。

４
、 ﹃
宗
教
と
は
何
か
﹄
の
ブ
ラ
フ
ト
氏
の 

﹁
訳
者
解
説
﹂

「
日
本
仏
教
の
近
代
化
」
に
続
い
て
「
京
都
学
派
」
に
つ
き

紹
介
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
哲
学
の
弁
証
法
に
依
存
し
神
秘
主

義
に
共
鳴
す
る
近
代
日
本
の
京
都
学
派
は
、
本
質
的
に
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
や
矛
盾
を
根
底
に
持
つ
。
西
谷
は
西
田
の
弁
証
法

（
正
反
合
の
過
程
は
言
わ
な
い
が
、
矛
盾
の
発
見
と
矛
盾
の
ま

ま
で
統
一
す
る
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
）
を
引
き
継
ぐ
。
さ

ら
に
そ
れ
を
大
乗
仏
教
の
即
非
や
場
所
の
概
念
と
し
て
展
開
。

特
に
禅
語
録
に
見
え
る
矛
盾
し
た
言
動
が
こ
れ
と
結
び
つ
く
。

西
田
の
「
場
所
」、「
超
越
」、「
地
平
」、「
空
の
立
場
」
な
ど

を
紹
介
。
し
か
し
ブ
ラ
フ
ト
氏
自
身
は
「
隠
れ
た
る
深
い
実

在
の
世
界
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
を
残
し
て
い
る
。

西
谷
啓
治
に
つ
い
て

①  

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
若
き
日
の
西
谷
が
、
ニ
ー
チ
ェ
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、エ
マ
ー
ソ
ン
、カ
ー
ラ
イ
ル
、聖
書
、

ア
ッ
シ
シ
の
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
、
夏
目
漱
石
、
白
隠
、
沢
庵

な
ど
、
更
に
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
に
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
。

②  

彼
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
。

③  

そ
し
て
西
田
や
禅
と
の
出
会
い
。
自
由
で
批
判
的
な
哲
学

と
一
致
す
る
点
で
、
西
谷
が
禅
に
憧
れ
を
抱
い
た
こ
と
。

④  

西
谷
に
と
っ
て
、
一
切
の
哲
学
的
宗
教
的
予
定
観
念
か
ら

自
由
な
「
本
来
の
面
目
」
こ
そ
、
も
っ
と
も
明
白
で
間
違

い
の
な
い
も
の
に
見
え
た
と
い
う
こ
と
。

⑤  
西
谷
は
空
の
立
場
を
通
し
て
現
代
の
ジ
レ
ン
マ
（
西
洋
の

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
）
を
解
決
の
方
向
へ
向
け
よ
う
と
し
て
い
る
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（
ワ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
）。
こ
れ
が
京
都
学
派
の
中
で
の
西

谷
の
立
場
を
特
殊
づ
け
る
こ
と
。

⑥  

相
対
無
が
絶
対
無
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
こ

と
。

⑦  

西
洋
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
東
洋
の
（
仏
教
の
）
空
と
い
う
デ

リ
ケ
ー
ト
な
バ
ラ
ン
ス
に
注
目
す
べ
き
こ
と
。

⑧  

西
谷
の
西
洋
思
想
、
西
洋
宗
教
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
。
西
洋

の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
肯
定
の
方
向
で
は
解
決
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
西
洋
は
、
否
定
の
方
向
で
そ
れ
を
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
文
化
の
ジ
レ
ン
マ
が
キ
リ
ス

ト
教
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の

関
係
な
し
に
は
解
決
で
き
な
い
。
し
か
し
今
日
の
キ
リ
ス

ト
教
で
は
そ
れ
は
解
決
で
き
ま
い
。

⑨  

そ
の
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト
教
は
地
域
性
を
捨
て
、
自
由
に

仏
教
か
ら
何
か
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
の
肯
定
的

な
も
の
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
空
の
思
想
は

根
本
的
に
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。

⑩  

そ
し
て
最
後
に
、
西
谷
の
い
う
「
意
志
」
の
問
題
、
お
よ

び
「
歴
史
」
の
問
題
を
わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
し
て
注
目
す

べ
き
こ
と
。

 

西
谷
の
思
想
と
西
田
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て

西
田
は
常
に
西
洋
の
哲
学
体
系
と
の
対
決
に
於
い
て
、「
純
粋

経
験
」
を
ど
う
論
理
的
に
説
明
す
る
か
が
課
題
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
絶
対
無
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
西

谷
は
、
そ
こ
か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
根
本
問
題
に
集
中
し
て

い
く
。
こ
れ
を
突
破
す
る
二
つ
の
力
と
し
て
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
西
田
の
場
合
意
志
と
そ
の
実
践

と
し
て
の
直
観
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
西
谷
の
思
想
で

は
、
意
志
も
分
裂
し
歪
ん
だ
一
要
素
と
な
る
よ
う
な
明
白
な
瞑

想
（
観
想
）
へ
の
方
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う

し
て
意
志
の
問
題
は
、
西
谷
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。

歴
史
概
念
の
問
題

西
谷
は
歴
史
の
問
題
を
大
き
く
採
り
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の

歴
史
概
念
は
、
西
洋
人
と
し
て
は
理
解
で
き
な
い
。
例
え
ば
西

谷
は
、
仏
教
の
非
歴
史
性
を
西
洋
の
歴
史
哲
学
に
当
て
は
め
る

な
ど
と
い
う
不
可
能
な
こ
と
を
敢
え
て
し
て
い
る
。
し
か
し
、



 

そ
れ
が
十
字
架
上
で
死
ん
だ
人
か
ら
す
べ
て
が
創
り
出
さ
れ
た

と
い
う
西
洋
の
歴
史
観
を
新
し
く
す
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
。

西
谷
に
於
い
て
、「
こ
れ
は
こ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
に
含

ま
れ
て
い
る
実
在
が
、「
キ
リ
ス
ト
は
死
ん
だ
」
と
い
う
事
実
の

中
に
含
ま
れ
て
い
る
実
在
に
挑
戦
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
人
が
十
字
架
上
で
死
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も

の
が
作
ら
れ
た
と
い
う
西
洋
の
思
想
に
た
い
し
て
果
た
し
て
新

し
い
理
解
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅴ
、
京
都
学
派
を
批
判
す
る
二
つ
の
講
演

平
素
は
温
厚
な
ブ
ラ
フ
ト
神
父
が
、
京
都
学
派
に
つ
い
て
学

問
的
に
率
直
な
評
価
を
吐
露
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
二
つ
の

論
文
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
一
九
九
一
年
に
西
田

田
辺
記
念
会
で
行
っ
た
講
演
「
田
辺
と
宗
教
と
哲
学
」（『
宗
教

哲
学
研
究
』
第
八
号
所
収
）、
も
う
一
つ
は
、
二
〇
〇
一
年
に
駒

沢
大
学
仏
教
学
部
で
行
っ
た
公
開
講
演
「
私
の
見
た
仏
教
と
京

都
学
派
」（『
学
部
論
集
』
第
三
二
号
所
収
）
で
あ
る
。

後
者
は
京
都
学
派
か
ら
は
遥
か
離
れ
た
東
京
の
大
学
で
、
前

者
は
京
都
学
派
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
京
都
大
学
で
行
っ
て
い
る
が
、

と
も
に
京
都
学
派
に
対
し
て
果
敢
な
批
評
を
下
し
て
い
る
。

他
の
多
く
の
論
文
は
概
ね
同
工
異
曲
で
あ
る
。
因
み
に
西
洋

へ
向
け
て
の
京
都
学
派
批
判
は
、
上
述
『
宗
教
と
は
何
か
』
の

書
評
（
一
九
八
二
年
）
に
見
た
よ
う
に
、
京
都
学
派
の
紹
介
が

主
と
な
っ
て
お
り
、
西
谷
哲
学
批
判
は
ま
だ
そ
れ
程
ス
ト
レ
ー

ト
で
は
な
い
。
こ
れ
は
西
谷
の
死
（
一
九
九
〇
年
）
以
前
で
あ

っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
で
は
そ
れ
ら
の
批

判
の
要
点
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

１
、﹁
田
辺
と
宗
教
と
哲
学
﹂
に
見
え
る
批
判

①　

田
辺
の
評
価

ａ
、
西
洋
の
思
想
家
に
は
見
ら
れ
な
い
知
的
地
平
の
広
さ
。

ｂ
、
西
洋
哲
学
者
の
思
想
分
析
は
西
田
を
超
え
て
い
る
。

ｃ
、 

永
遠
の
救
済
と
歴
史
の
内
に
於
け
る
前
進
と
い
う
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
に
、
解
決
の
端
緒
を
求
め
た
人
（
家
永
三
郎

の
言
葉
）。

ｄ
、 

理
性
の
無
限
な
可
能
性
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
（
弁
証

法
的
理
性
）
が
万
物
の
尺
度
に
な
っ
て
い
る
（
絶
対
知

の
信
頼
、
絶
対
合
理
主
義
）。
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ｅ
、 

田
辺
の
三
つ
の
戦
い
、（
西
田
か
ら
独
立
し
よ
う
と
す

る
戦
い
、
概
念
か
ら
社
会
的
現
実
へ
出
る
戦
い
、
求
道

的
な
宗
教
的
遍
歴
）。

② 

京
都
哲
学
と
西
洋

京
都
学
派
の
哲
学
が
西
洋
思
想
界
に
反
響
を
呼
び
起
こ
し
て

い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
哲
学
界
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教

神
学
界
や
対
話
に
参
加
す
る
学
者
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
理

由
。
西
洋
の
哲
学
者
に
勇
気
が
な
い
こ
と
、
哲
学
界
一
般
の
閉

鎖
性
、
宗
教
を
無
視
す
る
論
理
的
実
証
主
義
）。

他
方
で
し
か
し
、
東
洋
と
か
日
本
と
か
で
は
無
く
て
、
京
都

学
派
の
も
つ
一
種
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
見
ら
れ
る
西
洋
思

想
と
の
相
違
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
の
は
確
か
。

③  

西
洋
の
学
者
が
、
京
都
学
派
に
持
つ
五
つ
の
前
提
︵
予

定
観
念
︶

ａ
、 

西
田
や
田
辺
は
宗
教
と
哲
学
の
境
界
を
壊
し
て
い
る
。

自
分
で
は
哲
学
者
だ
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
宗
教
的

行
と
一
つ
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
信
仰
と
理
性
の
緊

張
が
な
い
）。

ｂ
、 

イ
ン
ド
的
・
仏
教
的
な
軽
い
実
在
感
し
か
持
っ
て
い
な

い
（
本
当
の
実
在
と
は
何
か
の
問
い
が
希
薄
な
唯
心
論

で
あ
る
。
歴
史
感
覚
を
欠
き
、日
常
経
験
を
無
視
し
て
、

世
界
と
い
う
も
の
を
完
成
さ
れ
た
自
己
滅
却
の
最
高
の

霊
的
段
階
に
現
れ
る
も
の
と
し
て
世
界
を
描
写
す
る
。

こ
れ
は
ド
イ
ツ
観
念
論
と
同
じ
だ
。

ｃ
、 

完
全
な
一
の
み
が
真
理
で
あ
る
と
み
る
。
た
と
え
そ
れ

が
仏
教
の
立
場
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
立
場
の
正
し
さ
を

証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
教
と
は
完
全
な
統
一
で

あ
る
と
す
る
が
、
そ
こ
に
は
二
元
性
、
緊
張
対
立
の
余

地
が
な
い
。（
ブ
ラ
フ
ト
氏
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
①
ロ

マ
ン
主
義
的
、
自
然
主
義
的
な
ア
イ
ン
ハ
イ
ト
ヘ
の
衝

動
、
②
理
性
主
義
的
な
一
者
へ
の
衝
動
、
③
絶
対
者
と

の
完
全
な
統
一
へ
の
神
秘
主
義
的
衝
動
に
過
ぎ
な
い
。）

こ
れ
で
は
い
か
な
る
宗
教
の
独
自
性
を
定
義
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

ｄ
、 
弁
証
法
の
可
能
性
（
京
都
学
派
は
弁
証
法
と
い
う
論
理

方
式
を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
絶
対
弁
証
法
と

は
い
っ
た
い
ど
こ
に
由
来
し
、
何
に
基
づ
い
て
い
る
の



 

か
、
絶
対
否
定
が
絶
対
肯
定
に
転
じ
る
と
い
う
の
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
す
る
無
媒
介
の
転
換
に
過
ぎ
な
い
。

こ
の
曖
昧
さ
は
大
乗
仏
教
さ
え
を
裏
切
る
も
の
で
は
な

い
か
。
ま
た
大
乗
仏
教
の
空
そ
の
も
の
の
曖
昧
さ
な
の

か
。

ｅ
、 

有
に
対
す
る
無
の
優
越
。
有
と
無
を
包
む
絶
対
無
は
傲

慢
。
西
洋
の
有
も
東
洋
の
無
も
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
で

大
体
同
じ
機
能
を
果
た
し
同
じ
指
向
性
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
ト
ー
マ
ス
に
も
西
谷
の
無
描
写
に
似
た
も
の

は
あ
る
。
要
す
る
京
都
学
派
は
有
と
い
う
概
念
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
有
の
概
念
に
固
有
の
限
界
や
可
能
な
悪

あ
る
い
は
落
と
し
穴
ば
か
り
と
対
決
し
て
き
た
の
だ
。

有
の
強
い
側
面
と
の
対
決
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
れ
が

京
都
学
派
の
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
無
は
悟
っ
た
人

の
宗
教
や
実
在
感
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
世

俗
の
倫
理
に
出
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
。

ブ
ラ
フ
ト
氏
の
結
論
。

「
有
の
長
所
を
含
ん
で
い
な
い
よ
う
な
絶
対
無
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
ど
ん
な
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
世
界
並
び
に
宗

教
を
解
釈
す
る
の
に
未
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
直
接
に
キ

リ
ス
ト
教
の
神
学
か
ら
言
え
ば
「
神
即
絶
対
無
と
は
今
の
段
階

で
は
言
え
な
い
」
と
な
る
。

２
、﹁
私
の
見
た
仏
教
と
京
都
学
派
﹂

ブ
ラ
フ
ト
神
父
は
二
〇
〇
一
年
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
公
開
講

演
に
於
い
て
、
は
っ
き
り
と
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
見
た
仏
教
や

京
都
学
派
の
功
罪
を
述
べ
て
い
る
。（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論

集
』
第
三
二
号
、
平
成
一
三
年
一
〇
月
刊
、
五
五
〇
︲
五
三
六

頁
所
収
）。

仏
教
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
。

①  

宗
教
的
哲
学
（
西
洋
に
は
哲
学
と
神
学
〈
ギ
リ
シ
ャ
哲

学
を
と
り
い
れ
た
も
の
〉
が
あ
る
だ
け
）

②  

否
定
性
の
積
極
的
評
価
（
キ
リ
ス
ト
教
に
も
罪
と
か
神

の
受
肉
、
ケ
ノ
ー
シ
ス
、
イ
エ
ス
の
死
︲
復
活
が
あ
る
が
、

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
が
有
の
哲
学
だ
か
ら
）。

③  
二
元
論
（
キ
リ
ス
ト
教
で
は
信
仰
と
理
性
、
神
と
人
間
、

神
を
知
る
こ
と
と
自
分
を
知
る
こ
と
の
二
元
）
の
克
服
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（
即
の
論
理
）。

④  
人
格
（
自
己
中
心
、
孤
独
）
と
無
我
の
問
題
（
キ
リ
ス

ト
教
に
お
い
て
も
人
格
と
無
我
の
総
合
が
可
能
で
は
な

い
か
、
い
ち
ど
縁
起
説
を
採
り
入
れ
て
三
位
一
体
の
ペ

ル
ソ
ナ
の
見
直
し
を
し
て
は
ど
う
か
。

⑤  

愛
に
優
る
四
無
量
心
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

仏
教
の
思
想
に
対
す
る
批
判

①  

仏
教
は
法
乗
（
ダ
ル
マ
ヤ
ー
ナ
）
で
あ
る
ば
か
り
か
、

仏
乗
（
ブ
ッ
ダ
ヤ
ー
ナ
）
で
あ
る
こ
と
が
あ
ま
り
出
て

こ
な
い
の
は
残
念
だ
。

②  

エ
リ
ー
ト
や
出
家
の
仏
教
で
あ
る
こ
と
。
仏
教
は
完
全

へ
の
道
よ
り
も
山
の
頂
上
の
景
色
を
説
明
す
る
だ
け
。

③  

鈴
木
や
西
谷
が
仏
教
を
日
本
的
霊
性
と
同
一
視
す
る
よ

う
な
説
明
の
仕
方
に
疑
問
を
持
つ
。

④  

独
走
す
る
否
定
性
（
空
論
の
独
走
）。
竜
樹
の
否
定
性
に

は
す
で
に
混
同
が
あ
る
。
ス
コ
ラ
哲
学
で
は
エ
ン
ス
・

イ
ン
・
セ
（
他
の
も
の
に
依
存
す
る
け
れ
ど
も
自
分
に

於
い
て
存
在
を
持
っ
て
い
る
）
と
エ
ン
ス
・
ア
・
セ
（
全

然
他
に
依
ら
ず
自
分
か
ら
存
在
す
る
も
の
）
と
の
は
っ

き
り
し
た
区
別
が
あ
る
。

⑤  

空
の
思
想
は
、
社
会
活
動
の
原
動
力
に
な
ら
な
い
（
智

慧
と
慈
悲
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
）。

京
都
学
派
批
判

①  

京
都
学
派
批
判
は
仏
教
批
判
で
は
な
い
。
ま
た
京
都
学

派
と
言
っ
て
も
西
田
、田
辺
、西
谷
と
で
は
互
い
に
違
う
。

西
谷
は
西
田
の
絶
対
無
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
仏
教
思

想
を
借
り
な
い
西
田
に
対
し
て
、
西
谷
は
わ
ざ
と
そ
れ

を
仏
教
の
空
と
結
び
つ
け
る
。
そ
こ
に
仏
教
と
い
う
宗

教
と
京
都
哲
学
と
い
う
哲
学
と
混
同
が
起
こ
る
。
仏
教

で
は
実
用
的
に
機
能
す
る
概
念
は
、
哲
学
に
な
る
と
存

在
論
化
す
る
。

②    

宗
教
と
哲
学
の
あ
ま
り
に
も
密
接
過
ぎ
る
関
係
。
こ
れ

は
西
洋
人
に
と
っ
て
一
つ
の
魅
力
で
あ
る
が
、
余
り
近

づ
か
せ
る
と
両
方
の
本
質
を
歪
曲
さ
せ
る
危
険
性
が
あ

る
。
田
辺
、
西
谷
に
そ
れ
を
感
じ
る
。

③  

弁
証
法
へ
の
過
大
の
評
価
、
信
頼
が
あ
り
す
ぎ
る
。
一



 

番
悪
い
こ
と
は
絶
対
否
定
か
ら
自
然
に
絶
対
肯
定
が
で

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
言
う
と
そ
れ

は
無
媒
介
の
転
換
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
教
な
ら

死
復
活
と
か
大
死
一
番
と
か
、
そ
れ
で
い
い
が
、
哲
学

に
は
論
理
が
あ
り
そ
う
い
う
転
換
は
あ
り
得
な
い
。

④  

否
定
性
の
独
走
。
無
や
空
を
存
在
論
の
根
本
原
理
、
無

や
空
の
有
に
対
す
る
絶
対
的
優
越
、「
絶
対
無
の
中
に
本

当
の
有
の
長
所
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
は
本

当
で
は
な
い
」。
京
都
哲
学
の
中
で
は
有
の
弱
点
と
の
対

決
だ
け
で
有
の
本
当
の
力
と
の
対
決
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
有
の
強
点
は
ス
コ
ラ
哲
学
に
あ
る
。
そ
れ
と
対
決

し
て
、
そ
れ
を
止
揚
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
初
め

て
絶
対
無
は
有
と
無
の
総
合
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
」。（
駒

沢
、
五
三
八
頁
）

⑤  

証
明
さ
れ
な
い
ま
ま
京
都
哲
学
の
自
明
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
「
完
全
な
一
」、「
多
を
含
ま
な
い
よ
う
な
一
」

に
問
題
あ
り
。
こ
れ
は
前
提
で
あ
る
か
ら
哲
学
な
ら
そ

れ
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
仏
教
の
中
で
な
ら

い
い
け
れ
ど
、
東
洋
哲
学
な
ら
そ
れ
は
単
な
る
前
提
に

過
ぎ
な
い
と
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
い
）。 

本
当
の
完
成
は

ど
こ
に
あ
る
か
、
神
道
だ
と
多
性
の
方
が
完
成
だ
と
い

う
で
し
ょ
う
。「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
秘
主
義
で
神
は
居
る

と
同
時
に
い
つ
ま
で
も
来
る
方
で
す
」。

⑥  

袴
谷
や
松
本
の
批
判
仏
教
で
は
空
を
純
粋
に
否
定
的
の

空
と
色
ん
な
肯
定
の
入
っ
て
き
た
空
と
の
区
別
を
明
か

に
し
た
こ
と
で
ブ
ラ
フ
ト
は
救
わ
れ
た
と
い
う
。
宗
教

と
い
う
も
の
は
一
枚
岩
で
は
な
い
か
ら
、
歴
史
と
と
も

に
諸
要
因
が
入
っ
て
く
る
の
は
当
然
。
歴
史
の
中
で
否

定
的
な
も
の
か
ら
肯
定
的
な
も
の
、
智
慧
に
重
点
を
置

く
も
の
か
ら
慈
悲
に
重
点
を
置
く
も
の
へ
変
化
し
た
処

に
仏
教
の
宗
教
的
性
格
か
ら
で
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

お
互
い
に
論
理
的
に
対
立
す
る
物
が
宗
教
の
中
に
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ⅵ
、 

キ
リ
ス
ト
教
は
仏
教
か
ら
何
を
学
べ
る
か

︵
南
山
大
学
宗
教
文
化
研
究
所
シ
ン
ポ
・

一
九
九
九
年
三
月
︶
ブ
ラ
フ
ト
神
父
の
総

括
的
問
題
提
起
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１
、
神
学
に
於
け
る
仏
教
の
影
響
に
つ
い
て

①  
空
の
論
理
は
部
派
仏
教
に
対
す
る
竜
樹
の
空
の
よ
う
に

純
粋
に
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
か
。
空
の
役
割
は
た
だ

否
定
的
、
批
判
的
、
脱
構
築
的
な
も
の
か
（
い
わ
ば
偶

像
を
潰
す
は
た
ら
き
）、
あ
る
い
は
積
極
的
構
築
的
な
も

の
か
。

②  

仏
教
の
影
響
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
仏
教
全
体
で
は
な

く
て
、
空
を
強
調
す
る
大
乗
仏
教
で
し
か
な
い
と
い
う

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

③  

し
か
も
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で

な
く
、
京
都
学
派
の
哲
学
が
媒
介
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
哲
学
は
哲
学
で
あ
る
だ
け

で
宗
教
的
「
道
」
を
真
に
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

宗
教
的
真
理
に
含
ま
れ
て
い
る
神
秘
を
尊
敬
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
そ
れ
を
い
わ
ば
世
俗
化
し
て
、
つ
ま
り
普

遍
化
・
論
理
化
し
て
止
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

④  

神
の
存
在
と
本
質
、
あ
る
い
は
神
と
人
間
の
関
係
に
関
し

て
は
、
仏
教
の
方
に
も
可
能
性
が
多
い
と
い
う
感
じ
が
す

る
。他
方
教
会
論
と
か
受
肉
の
延
長
上
に
見
ら
れ
る
秘
跡
の

こ
と
に
な
る
と
、
仏
教
の
思
想
に
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。

２
、
果
た
し
て
収
穫
は
あ
る
か

①  

霊
的
事
実
を
理
解
、
表
現
、
整
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
よ
り
仏
教
的
論
理
の
方
が
適
切
で
あ
る
。

②  

仏
教
の
縁
起
説
は
究
め
て
重
要
な
考
え
方
で
あ
る
。
た

だ
し
空
と
同
一
視
さ
れ
た
縁
起
、
つ
ま
り
万
物
の
自
性

を
無
化
す
る
相
互
関
係
性
と
い
う
考
え
は
、「
他
」
が
大

き
な
役
割
を
な
す
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
そ
の
ま
ま
で
は

採
り
入
れ
ら
れ
な
い
（
無
即
愛
と
い
う
公
式
は
誤
解
を

招
く
）。

③  

今
ま
で
あ
ま
り
二
元
論
的
で
あ
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
相

互
依
存
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
神
を
知
る
こ

と
と
自
己
を
知
る
こ
と
と
の
一
致
な
ど
。

④  
キ
リ
ス
ト
教
の
教
と
行
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
「
有
」
の
哲

学
に
よ
っ
て
理
論
化
し
て
説
明
で
き
る
以
上
の
深
い
否

定
性
を
含
ん
で
い
る
。

⑤  

神
の
本
質
を
考
え
る
と
き
、「
有
」
と
い
う
範
疇
の
み
で



 

は
不
十
分
で
、
同
時
に
「
無
」
と
い
う
範
疇
に
も
積
極

的
な
役
割
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
神
の
こ

と
は
「
無
」
だ
け
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
（
た
と
え
絶

対
無
と
名
づ
け
て
も
）。

Ⅶ
、
西
谷
宗
教
哲
学
の
真
髄
︵
哲
学
以
後
と
い
う
こ
と
︶
を

ブ
ラ
フ
ト
氏
は
見
た
だ
ろ
う
か

１
、 

西
谷
﹃
宗
教
哲
学
ー
序
論
﹄
に
於
け
る
宗
教
体
験
の
位

置
づ
け

①  

絶
対
他
な
る
も
の
に
関
係
す
る
三
つ
の
態
度
（
信
仰
の

態
度
、
認
識
の
態
度
、
体
験
の
態
度
）
の
明
確
な
区
別
。

体
験
の
態
度
は
信
仰
や
認
識
（
理
性
）
と
判
然
地
平
を

異
に
す
る
。
ブ
ラ
フ
ト
神
父
は
神
秘
主
義
に
注
目
し
つ

つ
も
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
宣
教
師
と
し
て
信
仰
の
態
度
を
超

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

②  

体
験
の
態
度
に
於
い
て
、
信
仰
と
認
識
と
の
和
解
し
難
き

分
裂
を
統
一
す
る
立
場
を
見
る
（
著
作
集
六
、四
九
頁
）。

こ
こ
に
ブ
ラ
フ
ト
神
父
の
超
え
難
い
西
谷
の
立
場
が
あ

る
。

２
、 ﹃
直
接
経
験
﹄︵
八
木
と
の
対
談
︶
に
お
い
て
明
か
に
さ

れ
る
西
谷
の
思
想
遍
歴

①  

西
谷
の
実
存
体
験
と
し
て
の
、
哲
学
以
前
か
ら
哲
学
以

後
へ
と
い
う
哲
学
の
質
的
転
換
。

②  

西
谷
に
お
い
て
は
純
粋
な
意
味
で
の
哲
学
で
は
「
自
分

の
足
が
地
に
着
い
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
が
強
く
な
っ

て
、
そ
れ
が
非
常
に
苦
痛
に
な
っ
て
き
た
」（『
直
接
経

験
』、
春
秋
社
、
一
九
八
九
年
、
五
四
︲
五
五
頁
）。

③  

ヘ
ー
ゲ
ル
の
デ
ン
ケ
ン
を
超
え
る
立
場
。「
デ
ン
ケ
ン
・

デ
ス
・
デ
ン
ケ
ン
ス
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
言
っ
た
こ

と
で
す
が
、
デ
ン
ケ
ン
・
デ
ス
・
デ
ン
ケ
ン
ス
は
、
つ

ま
り
、非
常
に
大
き
な
理
性
の
立
場
で
の
真
の
自
覚
」（
同

書
、
三
四
頁
）「
禅
の
立
場
は
デ
ン
ケ
ン
を
離
れ
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
。
不
思
量
底
を
思
量
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
で
し
ょ
う
」（
同
書
、
三
八
頁
）。

④  

ブ
ラ
フ
ト
で
は
こ
れ
が
哲
学
の
曖
昧
さ
と
し
て
受
け
取

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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小
野
寺　

だ
い
た
い
時
間
内
に
終
わ
り
ま
し
た
。
ハ
イ
ジ
ッ
ク

神
父
様
の
お
話
と
西
村
先
生
の
お
話
で
ブ
ラ
フ
ト
神
父

の
思
想
の
背
景
が
実
に
明
確
に
な
り
ま
し
た
。
痛
い
ほ

ど
よ
く
分
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
一
番
私
が
感
銘
を
受
け

た
の
は
、
ブ
ラ
フ
ト
神
父
が
『
宗
教
と
は
何
か
』
と
い

う
著
作
を
、
問
題
を
持
ち
な
が
ら
訳
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
か
ら
話
が
発
展
し
て
い
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
根
本

問
題
は
キ
リ
ス
ト
教
に
は
哲
学
と
神
学
は
あ
る
け
れ
ど

も
宗
教
哲
学
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
遺
憾
と
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
問
題
の
出
発
点
だ
と
思
い

ま
す
。

こ
れ
が
い
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
か
と
い
う
こ

と
は
、
わ
た
く
し
は
学
部
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
や
っ

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
は
自

分
の
人
生
観
・
世
界
観
の
確
立
が
難
し
い
と
思
っ
た

の
で
、
大
学
院
で
西
田
哲
学
を
や
ろ
う
と
思
っ
た
の
で

す
。
そ
の
問
題
意
識
を
発
展
さ
せ
れ
ば
そ
こ
に
行
く
と

思
っ
て
、
わ
た
く
し
は
そ
の
テ
ー
マ
で
主
任
教
授
の
ジ

ー
メ
ス
教
授
の
と
こ
ろ
に
許
可
を
も
ら
い
に
行
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
ジ
ー
メ
ス
教
授
は
す
ば
ら
し
い
哲
学
者

で
し
た
け
れ
ど
も
、
拒
否
さ
れ
ま
し
た
。「
な
ぜ
で
す

か
」
と
聞
い
た
ら
、
西
田
哲
学
は
哲
学
で
は
な
い
と
仰

い
ま
し
た
。
わ
た
し
は
非
常
に
従
順
な
人
間
で
す
か
ら
、

一
度
も
教
師
に
反
抗
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど

も
、
初
め
て
反
抗
し
ま
し
た
。「
哲
学
で
な
い
の
だ
っ

た
ら
、
何
で
す
か
」
と
。「
神
秘
主
義
で
す
か
、
何
で

す
か
」
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
「
絶
対
に
い
け

な
い
」
と
、「
許
さ
な
い
」
と
凄
い
剣
幕
で
し
た
。
今

考
え
る
と
理
由
が
よ
く
分
る
の
で
す
ね
、
そ
の
当
時
哲

学
と
神
学
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
、
存
在
論
と

い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ
り
ま
す
か
ら
。
そ
し
て
今
考

え
る
と
西
田
哲
学
を
理
解
し
て
い
る
教
授
が
い
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
。
そ
れ
で
拒
否
さ
れ
た
の
で
は

討
議
Ⅱ 

司 

会　
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な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後
に
は
デ
ュ
モ

リ
ン
神
父
の
と
こ
ろ
に
行
け
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
神
父

は
初
め
て
お
会
い
す
る
方
で
、
訪
ね
た
な
ら
ば
、
も
し

私
に
つ
く
な
ら
ば
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
プ
ラ
ト
ン

だ
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
わ
た
し
は
こ
う
い
う
決
め

方
が
気
に
入
ら
な
い
の
で
す
よ
ね
。
こ
っ
ち
に
問
題
意

識
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
ド
イ
ツ
語
を
習
っ
て

い
た
の
で
ド
イ
ツ
語
の
先
生
に
そ
の
こ
と
を
ぶ
ち
ま
け

た
ら
、「
君
、
黙
っ
て
や
り
た
ま
え
」
と
叱
咤
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
で
わ
た
く
し
は
デ
ュ
モ
リ
ン
神
父
に
つ
い

て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
や
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は

非
常
に
よ
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
や
り
と
り

に
よ
っ
て
西
田
哲
学
は
哲
学
で
は
な
い
と
言
わ
れ
た
の

で
、
そ
こ
が
わ
た
し
が
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い

て
の
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
物
事
を
展
開
す
る
上
で
の

基
礎
と
申
し
ま
す
か
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
や
り
な

が
ら
、
わ
た
し
は
独
学
で
西
田
を
や
り
ま
し
た
。
そ
う

い
う
体
験
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
の
西
村
先
生
の
公
演

が
本
当
に
身
に
染
み
ま
し
た
。
そ
し
て
ブ
ラ
フ
ト
神
父

は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
の
立
場
で
徹
底
し
て
い
っ
た
と

き
に
、
い
か
に
振
り
回
さ
れ
た
か
と
い
う
か
、
最
後
ま

で
司
祭
と
し
て
忠
実
に
、
そ
こ
が
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま

に
残
し
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
デ
ュ
モ
リ
ン
神
父
も
そ
う
で
し
た
。
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
の
間
で
も
の
を
考
え
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
で
す
か
ら
わ
た
し
の
立
場
を
理
解
し
て
く
れ
ま

し
た
し
、
禅
の
研
究
家
で
す
か
ら
理
解
し
て
く
れ
た
の

で
す
け
れ
ど
も
、
立
ち
入
っ
た
こ
と
は
言
わ
れ
な
か
っ

た
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
今
は
田
中
先
生
の
よ
う
な
方
が

い
ら
し
て
、
上
智
大
学
で
も
堂
々
と
西
田
は
研
究
対
象

に
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
三
年
前
田
中
先
生

に
呼
ば
れ
て
「
西
田
哲
学
と
滝
沢
神
学
」
と
い
う
こ
と

で
発
表
し
た
と
き
は
、
学
生
時
代
か
ら
の
何
十
年
間
の

戦
い
が
あ
り
ま
し
た
の
で
感
慨
無
量
で
し
た
。

そ
う
い
う
背
景
が
あ
り
ま
し
て
、
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン

公
会
議
以
降
劇
的
に
変
わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ブ
ラ

フ
ト
神
父
さ
ま
の
抱
え
て
お
ら
れ
た
問
題
は
国
際
的
な

問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
も
っ
て
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解
決
さ
れ
な
い
問
題
で
し
て
、
西
村
先
生
の
結
論
に
は

全
く
賛
成
で
し
た
。
ブ
ラ
フ
ト
神
父
は
実
に
正
直
な
偉

い
神
父
だ
と
思
い
ま
し
た
。
多
岐
に
わ
た
る
ご
発
表
で

し
た
の
で
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
の

で
、
す
ぐ
に
質
問
の
方
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

八
木 

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
き
わ
め
て
断
定
的
に
感
想

を
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
け
れ
ど
、
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生

の
お
話
と
今
の
西
村
さ
ん
の
お
話
。
今
日
の
西
村
さ
ん

の
お
話
は
い
つ
も
の
西
村
さ
ん
と
は
似
ず
実
に
哲
学
的

で
し
て
、
感
心
し
ま
し
た
ね
。
で
も
、
最
後
の
と
こ
ろ

だ
け
出
た
ね
、
禅
の
本
音
が
。
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
で

す
。
今
こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
ず
っ
と
聞
い

て
ま
し
て
ね
、
京
都
学
派
の
人
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
を

狭
く
理
解
し
す
ぎ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
ね
。
そ
れ
は

僕
が
特
に
阿
部
さ
ん
と
議
論
を
し
て
い
て
よ
く
感
じ
て

い
た
の
で
す
が
、
阿
部
さ
ん
は
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
と

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
と
ル
タ
ー
だ
と
思
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
物
凄
く
狭
す
ぎ
る
と
思
う
。
他

方
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
は
や
は
り
カ
ト
リ
ッ
ク
の
方
で
、

カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
だ
け
が
神
学
だ
と
思
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
る
。
ど
う
し
て
そ
う
感
じ
る
か
と
言
う
と
、
僕
の
ホ

ー
ム
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
新
約
聖
書
だ
か
ら
で
、
新
約
聖
書

か
ら
見
る
と
違
う
ん
で
す
よ
ね
。
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
も
ニ

ー
チ
ェ
も
、
そ
れ
か
ら
ル
タ
ー
も
。
新
約
聖
書
の
中
心

は
一
つ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
色
々
あ
る
ん
で
す
よ
、
す

く
な
く
と
も
四
つ
か
五
つ
違
っ
た
思
想
が
あ
る
ん
で
す

よ
ね
。
そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
風
に
進
歩

発
展
し
て
き
た
も
の
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
新
約
聖

書
の
全
体
を
見
通
し
た
上
で
そ
の
中
心
は
と
い
う
の
は

か
な
り
違
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
ぁ
何
か
と
い
う
こ

と
は
今
こ
こ
で
詳
し
く
は
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
一

つ
は
イ
エ
ス
に
あ
る
ん
で
す
が
、
イ
エ
ス
っ
て
い
う
の

は
正
統
的
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
に
立
つ
と
ク
リ
ス
チ
ャ

ン
じ
ゃ
な
い
と
い
う
か
、
イ
エ
ス
の
思
想
と
い
う
の
は

キ
リ
ス
ト
教
に
は
入
っ
て
こ
な
い
と
い
う
懸
念
が
あ
る



 

ん
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
は
一
つ
の
大
き
な
問
題

で
も
あ
る
の
で
す
。

イ
エ
ス
の
立
場
と
言
う
の
は
、
だ
い
た
い
今
書
か
れ

て
い
る
イ
エ
ス
論
を
見
ま
し
て
も
、
率
直
に
言
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
イ
エ
ス
の
表
面
し
か
撫
で
て
な
い
ん
で
す
。

イ
エ
ス
に
非
常
に
重
要
な
中
心
が
あ
る
と
思
う
の
で
す

が
、
そ
れ
と
は
パ
ウ
ロ
や
ル
タ
ー
は
違
う
ん
で
す
よ
ね
。

や
っ
ぱ
り
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想
で
す
。

花
岡 

わ
た
く
し
も
感
想
と
言
い
ま
す
か
コ
メ
ン
ト
で
す
が
、

わ
た
く
し
は
西
谷
先
生
に
大
学
の
一
回
生
の
と
き
か
ら

四
年
間
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
中
で
は
ブ

ラ
フ
ト
先
生
が
い
ろ
い
ろ
と
西
谷
先
生
を
ご
批
判
な
さ

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
西
村
先
生
も
い
ろ
い
ろ
と
お
ま

と
め
に
な
っ
て
い
る
、
よ
く
ぞ
あ
そ
こ
ま
で
き
れ
い
に

お
ま
と
め
に
な
っ
た
と
本
当
に
深
い
感
銘
を
受
け
ま
し

た
。
た
だ
や
は
り
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
三
点
ご
ざ
い

ま
す
。

一
つ
は
今
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、
特
に
ド
イ
ツ
の
大
学
の

講
義
内
容
を
見
ま
す
と
宗
教
哲
学
が
神
学
部
に
入
り
ま

し
た
。
二
、三
年
前
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

非
常
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
コ

メ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
絶
対
無
が
有
と
無
を
全
部
包
摂
す
る
と

言
う
の
は
絶
対
無
の
横
暴
と
い
う
と
き
に
、
や
は
り

substantial

で
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
で
ず
っ

と
同
じ
実
体
的substantial

な
、
あ
る
い
は
ヒ
ュ
ポ
ケ

ー
メ
ノ
ン
、
つ
ま
り
実
体
・
基
体
が
根
本
に
あ
っ
て
き

た
挙
句
の
果
て
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
な
っ
た
と
い
う
の
が

ニ
ー
チ
ェ
と
か
西
谷
先
生
の
お
考
え
で
す
か
ら
、non- 

substantial

な
考
え
と
言
う
の
は
今
物
理
学
に
も
量
子

理
論
と
か
、
田
中
先
生
や
八
木
先
生
な
ど
た
く
さ
ん
の

物
理
学
者
が
こ
の
中
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
ま
し
て
も
も
うsubstantial

に
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
不
確
定
性
原
理
と
か
量
子
理
論
と
か
時
間
空
間
を

実
体
化
で
き
な
い
と
か
、
こ
の
頃
そ
っ
ち
の
勉
強
を
し



 ――― 東西宗教研究　第  号・ 年

な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
出
て
き
て
い
る

ん
で
す
。
ま
ぁ
、
山
内
得
立
先
生
が
、『
ロ
ゴ
ス
と
レ

ン
マ
』
と
い
う
本
の
中
で
テ
ト
ラ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
説

明
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
竜
樹
的
な
、
西
田
に
も
そ
れ
は

深
く
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
西
谷
先
生
も
も
ち

ろ
ん
そ
れ
を
、
山
之
内
先
生
と
同
時
代
の
方
で
す
か
ら
、

踏
ま
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う

substantial

か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら

non-substantial

的
な
物
理
学
、
カ
ン
ト
以
後
、
ニ
ュ

ー
ト
ン
以
後
、
全
く
新
た
な
哲
学
・
物
理
学
に
と
い
う

方
向
性
の
と
こ
ろ
を
ブ
ラ
フ
ト
先
生
に
も
見
て
い
た
だ

き
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
人
格
性
と
非
人
格
性
で
人
格
的
な
も
の

を
西
谷
先
生
が
何
か
無
視
し
た
よ
う
に
ブ
ラ
フ
ト
先
生

は
お
考
え
で
し
た
が
、
西
谷
先
生
は
『
宗
教
と
は
何
か
』

を
見
て
も
分
る
よ
う
に
、
人
格
性
と
非
人
格
性
と
を
分

け
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
お
か
し
い
と
、
そ
の
根
本
か
ら

考
え
れ
ば
、
本
当
の
人
格
性
は
非
人
格
性
だ
し
、
非
人

格
性
は
人
格
性
だ
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
お
考
え

で
す
か
ら
、
人
格
性
の
根
本
の
と
こ
ろ
か
ら
人
格
性
を

非
人
格
性
と
一
つ
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
は
自
然
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
そ
の
点
も
ブ
ラ
フ
ト
先
生
に

見
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
長
く
な
り

ま
し
た
が
、
以
上
が
三
点
で
す
。

ハ
イ
ジ
ッ
ク　

二
点
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
に
は
宗

教
哲
学
が
な
い
、
つ
ま
り
神
学
と
哲
学
が
は
っ
き
り
と

区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ

と
ブ
ラ
フ
ト
先
生
と
ズ
レ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
は
二
〇
〇
年
前
か
ら
宗

教
哲
学
が
あ
り
ま
し
た
、
わ
た
く
し
も
勉
強
し
ま
し
た
。

ブ
ラ
フ
ト
先
生
が
言
い
た
い
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
教

哲
学
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
思
想
は

ギ
リ
シ
ャ
哲
学
に
依
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
神
学
と

哲
学
が
は
っ
き
り
と
分
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
良
い

こ
と
だ
と
は
ブ
ラ
フ
ト
先
生
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
キ

リ
ス
ト
教
か
ら
哲
学
が
自
然
的
に
生
ま
れ
た
と
い
う
意



 

味
で
の
宗
教
哲
学
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
わ
た
し
は

判
断
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
西
村
先
生
の
最
後
の
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の

判
断
で
す
か
、
禅
体
験
が
十
分
に
な
か
っ
た
の
で
西
谷

先
生
を
深
く
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
言
う
問
題
で
す

が
、
そ
れ
に
関
し
て
わ
た
し
は
反
論
で
き
ま
せ
ん
が
、

一
つ
だ
け
付
け
加
え
れ
ば
、
西
谷
先
生
が
自
分
自
身

で
そ
の
反
論
を
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
「
わ
た
し
の
禅
の
体
験
が
分
ら
な
い
と
自
分
の
哲

学
を
理
解
で
き
な
い
」
と
。
わ
た
し
は
彼
の
文
章
を
読

む
限
り
そ
の
よ
う
な
文
章
に
出
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た

し
、
西
田
も
同
じ
よ
う
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
。
そ
う
い
う
反
論
は
可
能

だ
と
思
い
ま
す
が
、
西
谷
先
生
ご
自
身
が
そ
の
反
論
を

認
め
る
か
ど
う
か
は
わ
た
し
は
疑
い
ま
す
。

西
村 

確
か
に
そ
う
だ
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
し
か
し
西
谷
先
生

が
エ
ク
ス
タ
ー
ゼ
と
か
言
わ
れ
る
と
き
は
、
単
純
に
神

秘
主
義
的
な
も
の
で
は
な
い
と
、
わ
た
し
は
受
け
取
っ

て
い
た
ん
で
す
。
あ
と
は
上
田
先
生
に
任
さ
ん
と
こ
れ

は
い
か
ん
。
ど
う
で
し
ょ
う
、
哲
学
に
禅
体
験
が
必
要

だ
と
言
う
必
要
は
な
い
で
す
け
れ
ど
、
禅
体
験
が
な
け

れ
ば
あ
の
哲
学
は
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。

上
田 

そ
れ
は
ね
、
わ
た
く
し
は
今
ハ
イ
ジ
ッ
ク
先
生
が
言
わ

れ
た
よ
う
に
、
西
谷
先
生
に
聞
く
と
西
谷
先
生
は
そ
う

い
う
風
に
は
言
わ
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
は
西

谷
先
生
の
思
想
・
哲
学
を
解
釈
す
る
と
き
に
禅
が
基
礎

に
あ
る
と
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

場
合
で
も
禅
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
出
て

く
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
座
禅
を
す
る
と
か
、

禅
と
い
う
意
味
で
の
見
性
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
よ
。

西
村 

ど
う
か
な
ぁ
、
わ
た
し
は
そ
れ
が
な
ん
か
駄
目
だ
と
思

い
ま
す
。
論
理
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

上
田 

も
ち
ろ
ん
論
理
で
は
な
い
で
す
。
論
理
で
は
な
く
て
、

禅
で
は
禅
と
い
う
仕
方
で
経
験
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は

や
っ
ぱ
り
人
間
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
中
で
生
き



 ――― 東西宗教研究　第  号・ 年

方
と
し
て
経
験
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
所
謂

「
禅
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
、
も
う
一
つ
考
え

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
禅
と
い
う
特

別
な
こ
と
が
基
礎
に
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
人
間

が
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
こ
と

が
あ
っ
て
、
禅
で
は
そ
れ
が
禅
と
い
う
形
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
わ

た
し
は
考
え
て
い
る
の
で
す
。

八
木 

西
谷
先
生
が
久
松
先
生
と
の
違
い
を
話
さ
れ
た
と
き

に
、「
わ
た
し
は
大
乗
仏
教
だ
、
禅
で
は
な
い
」
と
い

う
ふ
う
に
仰
っ
て
い
て
、
も
ち
ろ
ん
禅
を
含
ん
で
い
る

で
す
よ
ね
、
大
乗
仏
教
は
。

上
田 

西
村
さ
ん
が
言
う
意
味
で
の
禅
が
基
礎
に
あ
る
と
い
う

こ
と
を
、
そ
う
で
な
い
と
わ
た
く
し
も
言
う
つ
も
り
は

な
い
の
で
す
。
そ
う
で
な
く
て
、
そ
う
言
っ
た
と
す
れ

ば
そ
の
時
の
禅
と
は
な
に
か
、
禅
と
い
う
も
の
を
ど
こ

か
ら
も
う
一
度
理
解
し
て
く
る
か
、
と
い
う
問
題
が
出

て
く
る
と
思
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
を
も
う
少
し
問
題
に

出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
の
感
じ

で
す
。
そ
し
て
こ
の
ど
こ
か
ら
理
解
で
き
る
の
か
と
い

う
こ
と
の
基
礎
に
は
や
っ
ぱ
り
、
人
間
が
人
間
と
し
て

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
自
覚
、
そ
こ
か
ら
と
い
う

ふ
う
に
考
え
た
ら
と
い
い
と
、
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
も
う
一
つ
宗
教
哲
学
と
い
う
場
合
、
キ
リ
ス

ト
教
に
も
宗
教
哲
学
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
場
合
、
あ

る
い
は
西
谷
宗
教
哲
学
と
言
う
場
合
、
宗
教
哲
学
、
そ

れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
こ
と
は
も
う
一
つ
は
っ

き
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
も
ち
ろ

ん
色
々
な
理
解
が
可
能
だ
し
、
実
際
宗
教
哲
学
と
名
づ

け
ら
れ
た
思
想
の
形
態
は
色
々
な
形
を
取
っ
て
い
ま

す
。
一
番
分
り
や
す
い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
す
ね
。
や

は
り
ひ
と
つ
の
哲
学
の
基
礎
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
宗
教

と
い
う
事
象
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
く
か
と

い
う
、
こ
れ
は
非
常
に
分
り
や
す
い
で
す
ね
。
芸
術
哲

学
と
か
で
す
ね
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
レ
ベ
ル
に
な
り
ま

す
ね
。
そ
う
い
う
宗
教
哲
学
が
あ
る
と
い
う
の
は
事
実



 

で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
哲
学
で
は
な
く
て
宗
教
哲
学

と
い
う
こ
と
を
本
当
に
言
う
と
す
れ
ば
、
宗
教
哲
学
か

ら
し
か
出
て
こ
な
い
思
想
の
形
で
す
ね
、
こ
れ
が
や
は

り
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
の
宗
教
哲
学
は
哲
学
と
は
思
索
の
質
が
変
わ
っ
て

き
て
い
る
と
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
宗
教
そ

の
も
の
に
触
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
宗
教
そ
の
も

の
が
、
哲
学
が
そ
も
そ
も
問
題
と
す
る
そ
う
い
う
事
柄

そ
の
も
の
に
き
ち
ん
と
入
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
、
そ

う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
宗
教
哲
学
と
い
う
形
態

で
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
思
想
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

ま
ず
は
っ
き
り
言
え
な
い
と
、
西
田
先
生
の
意
義
を
ど

う
す
る
と
い
う
と
き
に
十
分
届
き
に
く
い
の
で
は
な
い

か
な
と
思
う
の
で
す
が
ね
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
宗
教
哲
学

が
あ
っ
た
と
い
う
と
き
ど
う
い
う
形
態
を
実
際
に
言
っ

て
お
ら
れ
る
の
か
、
わ
た
し
に
は
す
ぐ
に
は
分
り
ま
せ

ん
け
れ
ど
も
。

西
村 

キ
リ
ス
ト
教
で
あ
ま
り
宗
教
哲
学
を
や
る
と
普
遍
化
し

て
し
ま
っ
て
固
有
の
意
味
を
失
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。

八
木 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
宗
教
哲
学
で
は
な
い
け
れ
ど
、

宗
教
哲
学
的
で
す
よ
ね
。
三
位
一
体
論
と
か
時
間
論
と

か
。

上
田 

そ
し
て
そ
れ
は
宗
教
哲
学
的
と
い
う
だ
け
で
な
く
て

ね
、
や
は
り
人
間
の
理
解
と
か
人
間
の
自
覚
と
い
う
そ

こ
ま
で
い
か
な
い
と
本
当
で
な
い
、
と
い
う
。

八
木 

彼
自
身
が
そ
う
い
う
形
で
整
理
し
よ
う
と
し
た
ん
じ
ゃ

な
い
で
す
か
ね
。

上
田 

そ
う
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
言
え
な
い
と
意
味
が
出
て

こ
な
い
。

八
木 

全
体
が
神
の
国
と
い
う
中
に
治
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

す
か
ら
ね
、
告
白
録
の
中
で
。
全
体
と
し
て
は
宗
教
哲

学
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
個
々
の
部
分
で
は
宗
教
哲
学

的
で
す
よ
ね
。

森 

最
後
の
Ⅵ
、
Ⅶ
と
い
う
こ
の
項
目
は
先
生
（
西
村
）
が
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整
理
さ
れ
た
も
の
で
す
か
、
ブ
ラ
フ
ト
先
生
が
整
理
さ

れ
た
も
の
で
す
か
。

西
村 

そ
れ
は
わ
た
し
が
分
析
し
て
整
理
し
た
も
の
で
す
。

森 

今
の
宗
教
哲
学
の
問
題
で
す
が
、
先
生
が
最
後
に
ご
指

摘
さ
れ
た
体
験
で
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
西
谷
先
生

の
『
宗
教
哲
学
序
論
』
の
中
で
の
体
験
概
念
と
い
う
か
、

一
つ
は
そ
の
場
合
は
西
田
先
生
の
純
粋
経
験
を
あ
る
意

味
で
継
承
さ
れ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
の
『
宗
教
哲
学
序
論
』
の
中
で
の
体
験
と
い
う

の
は
も
ち
ろ
ん
禅
の
こ
と
も
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
と
い
う
形

で
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
見
性
体
験
と
か

そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
む
し

ろ
一
つ
の
非
常
に
独
特
な
方
法
概
念
の
よ
う
な
形
で
、

認
識
と
信
仰
を
越
え
る
よ
う
な
仕
方
で
も
う
一
回
体
験

が
出
さ
れ
た
わ
け
で
、
別
に
禅
で
な
く
て
も
、
つ
ま
り

狭
い
禅
経
験
と
か
体
験
で
は
な
く
て
、
体
験
を
ま
ず
仰

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
こ
の
『
宗
教
と
は
何
か
』、
あ
る
い
は
も

う
一
つ
第
二
宗
教
論
と
し
て
『
禅
の
立
場
』
が
出
て
き

ま
す
よ
ね
。
そ
の
場
合
も
非
常
に
面
白
い
の
は
、『
禅

の
立
場
』
の
禅
の
位
置
づ
け
で
す
。
宗
教
的
と
い
う
こ

と
と
哲
学
的
と
い
う
こ
と
を
重
ね
て
み
る
場
合
と
、
非

哲
学
的
非
宗
教
的
と
い
う
こ
と
を
禅
の
と
こ
ろ
で
見
る

場
合
と
が
あ
る
。
哲
学
的
で
は
届
か
な
い
と
こ
ろ
を
非

哲
学
的
な
仕
方
で
宗
教
的
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に

非
宗
教
的
な
所
謂
宗
教
と
言
う
枠
に
入
ら
な
い
形
で
哲

学
的
と
い
う
こ
と
を
仰
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
先
生

が
言
わ
れ
た
よ
う
に
哲
学
の
以
前
か
ら
以
後
へ
と
出
ら

れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
立
場
が
最
後
に
出
て
く
る
と
思

う
の
で
す
が
、
本
当
は
『
宗
教
哲
学
序
論
』
か
ら
し
て

ず
っ
と
宗
教
哲
学
と
言
う
と
き
に
も
、
西
谷
先
生
の
中

で
は
、
我
々
の
体
験
と
い
う
場
合
、
禅
の
体
験
と
い
う

の
と
は
違
っ
た
意
味
合
い
で
、
は
じ
め
か
ら
構
想
さ
れ

て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
わ
た
し
は
思
う
の
で
す
が
、

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

西
村 

そ
れ
と
西
田
の
純
粋
経
験
と
は
、
ど
う
で
す
か
。



 

森 

で
す
か
ら
、
西
谷
先
生
は
経
験
と
言
う
と
西
田
哲
学
と

一
緒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
そ
こ
を
区
別
す
る

た
め
に
体
験
と
言
う
こ
と
を
仰
っ
た
け
れ
ど
も
、
内
容

的
に
は
僕
は
連
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
も

西
田
哲
学
の
場
合
で
も
純
粋
経
験
も
必
ず
し
も
禅
の
狭

い
意
味
で
の
経
験
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
は
や

は
り
少
し
違
う
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
も
う
少
し
分

り
や
す
い
テ
ク
ス
ト
を
挙
げ
れ
ば
『
人
生
と
宗
教
』
で

は
、
空
の
説
明
の
前
に
罪
と
愛
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教

の
立
場
を
出
し
て
こ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
段
階
的
に
出
し

て
く
る
の
で
は
な
く
て
、『
宗
教
哲
学
序
論
』
の
言
い

方
で
言
え
ば
同
じ
体
験
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を

言
っ
て
お
ら
れ
る
。
で
す
か
ら
そ
れ
を
禅
の
体
験
と
し

て
限
定
す
る
の
は
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

西
村 

そ
れ
は
そ
う
思
い
ま
す
が
、
言
葉
と
し
て
載
せ
た
場
合

に
禅
と
言
う
こ
と
を
言
わ
な
く
て
も
、
西
谷
先
生
の
座

禅
体
験
が
な
か
っ
た
ら
あ
の
哲
学
は
出
て
こ
な
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
よ
、
わ
た
し
は
。

森 

そ
れ
は
確
か
に
テ
ク
ス
ト
の
形
成
期
を
見
れ
ば
そ
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し『
宗
教
哲
学
序
論
』で
も
…
。

西
村 

論
理
と
し
て
は
禅
経
験
を
離
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
。

森 

た
と
え
ば
体
験
と
言
う
こ
と
に
は
最
小
限
の
脱
自
が
い

る
と
仰
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
禅
と
は
限
ら
な

い
で
す
よ
ね
。

西
村 

禅
と
は
限
ら
な
い
。

上
田 

そ
れ
は
確
か
に
西
谷
先
生
に
即
し
て
言
え
ば
、
あ
な
た

が
言
わ
れ
る
よ
う
に
禅
が
基
礎
に
な
か
っ
た
ら
と
言
え

ま
す
け
れ
ど
、
さ
っ
き
か
ら
言
っ
て
い
る
よ
う
に
そ
の

時
禅
で
経
験
し
た
事
柄
が
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
よ

ね
。
わ
た
く
し
非
常
に
面
白
い
例
に
触
れ
た
の
で
す
け

れ
ど
も
、
今
純
粋
経
験
と
言
わ
れ
ま
し
た
よ
ね
。
純
粋

経
験
は
西
田
の
場
合
、
そ
れ
が
成
立
す
る
あ
り
方
か
ら

す
る
と
、
禅
の
行
を
す
る
こ
と
と
西
洋
の
哲
学
を
勉
強

す
る
こ
と
を
両
立
と
い
う
か
、
二
本
の
レ
ー
ル
の
よ
う

に
ず
っ
と
行
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
で
相
交
わ
っ
て
形
が
成
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立
し
て
き
た
ん
で
す
よ
ね
。
し
か
し
成
立
し
て
出
て
き

て
そ
こ
で
見
ら
れ
る
こ
と
ね
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
西
田

と
同
じ
道
を
歩
ま
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な

く
て
、
む
し
ろ
客
観
的
に
こ
れ
が
本
当
だ
と
言
え
る
と

い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
こ
れ
は
全
く
た
ま
た

ま
だ
っ
た
の
で
す
が
、
森
有
正
と
い
う
人
の
こ
と
は
ど

う
い
う
人
物
か
は
ご
存
知
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
あ
の

人
の
著
作
集
の
「
木
々
は
光
を
帯
び
て
」
云
々
の
中
で

パ
リ
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
く
る
と
き
に
色
々
な
経
験
を

す
る
話
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
あ
る
と
き
北
海
道
の
ど
こ

か
の
湖
で
経
験
し
た
こ
と
が
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
一
言
一
句
西
田
が
純
粋
経
験
に
つ
い
て
語
る
言

葉
と
全
く
同
じ
で
、
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
同
じ

な
ん
で
す
よ
。
経
験
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
こ
で
我
と
言

う
も
の
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
や
、
そ
れ
か
ら
感
覚

そ
の
も
の
が
原
始
的
な
全
感
覚
と
な
る
、
こ
れ
が
本
当

の
経
験
で
あ
る
、
と
。

だ
か
ら
、
禅
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
経
験
の
質
と

し
て
、
そ
の
経
験
が
本
当
の
経
験
だ
と
い
う
の
は
ど
こ

で
言
え
る
の
か
と
い
う
そ
の
問
題
に
な
る
と
思
い
ま

す
。だ

か
ら
西
谷
先
生
の
場
合
に
は
禅
を
基
礎
に
し
て
と

い
う
実
際
の
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
だ
け
ど
そ
れ
は
禅

で
と
い
う
ふ
う
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
人

間
の
経
験
の
質
の
問
題
だ
と
、
そ
し
て
そ
の
人
間
の
経

験
と
言
う
の
を
大
き
く
取
れ
ば
、
こ
う
し
て
生
き
て
い

る
と
い
う
そ
の
こ
と
自
身
が
経
験
で
す
よ
ね
。
そ
こ
で

哲
学
と
か
宗
教
と
い
う
こ
と
も
特
定
の
自
己
理
解
の
中

か
ら
い
ろ
い
ろ
と
出
て
く
る
形
態
と
考
え
れ
ば
、
も
と

の
経
験
に
戻
し
た
場
合
に
は
、
本
当
の
経
験
と
い
う
の

は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
問
い
う
る
し
、
森
有
行
さ
ん
の

場
合
に
は
思
想
の
経
歴
が
非
常
に
違
い
ま
す
よ
ね
、
だ

け
れ
ど
実
際
に
経
験
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
、
そ
し
て

こ
れ
が
本
当
の
経
験
だ
と
自
分
で
思
え
る
よ
う
な
経
験

を
し
て
そ
れ
を
叙
述
す
る
と
、
こ
れ
は
本
当
に
不
思
議

な
こ
と
で
す
が
、
純
粋
経
験
の
叙
述
と
全
く
同
じ
に
な

る
。
そ
れ
は
禅
の
故
で
は
な
く
て
、
人
間
の
経
験
と
い

う
こ
と
が
そ
う
い
う
こ
と
が
本
当
だ
と
言
え
る
と
い
う



 

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

田
中 
私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
直
接
経
験
の
現
場
を
離

れ
な
い
宗
教
哲
学
の
可
能
性
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
諸
宗
教
と
の
対
話
の
原
理
と
な
る
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
自
然
神
学
と
い

う
伝
統
が
あ
る
。
こ
れ
は
聖
書
原
理
に
立
脚
す
る
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
、
と
く
に
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
批
判
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
伝
統
は
非
キ
リ
ス
ト
者
と
の
対

話
の
原
理
と
い
う
も
の
を
も
と
も
と
持
っ
て
い
ま
し

た
。
聖
書
を
原
理
と
せ
ず
に
、
全
て
の
人
間
に
平
等
に

賦
与
さ
れ
て
い
る
自
然
な
認
識
能
力
だ
け
を
前
提
と

し
て
構
築
す
る
神
学
で
す
。
聖
書
や
教
会
の
伝
承
を

前
提
し
な
い
か
ら
、
万
人
に
開
か
れ
た
神
学
で
あ
っ

て
、
当
然
、
そ
こ
に
お
い
て
異
教
徒
と
の
対
話
も
可
能

と
な
る
。
聖
書
と
教
会
を
前
提
と
す
る
神
学
は
、
外

的
権
威
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
ド
グ
マ
に
立
脚
す
る

啓
示
神
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
必
然
的
に
排
他
的
に

な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
啓
示
神
学
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
独
自
性
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
反

面
、
聖
書
や
教
会
と
い
う
権
威
を
認
め
な
い
人
と
の

対
話
は
不
可
能
と
な
る
。
私
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い

う
「
普
遍
の
信
仰
」
に
は
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
対
話

の
原
理
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ

ク
の
自
然
神
学
の
伝
統
を
、
宗
教
間
対
話
と
い
う
文

脈
で
も
う
一
度
再
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

　

松
本
先
生
や
袴
田
先
生
の
本
覚
思
想
批
判
や
如
来
蔵

思
想
批
判
に
つ
い
て
の
言
及
が
西
村
先
生
の
引
用
さ

れ
た
ブ
ラ
フ
ト
先
生
の
論
文
に
あ
り
ま
し
た
。
私
は

そ
の
日
本
仏
教
批
判
が
、「
本
覚
思
想
は
仏
教
に
あ
ら

ず
」、「
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
に
あ
ら
ず
」、
と
い
う
形

で
為
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
興
味
を
覚
え
ま
し
た
。
如
来

蔵
思
想
や
本
覚
思
想
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
歴
史
的
文

脈
の
中
で
、
万
人
に
平
等
に
恵
ま
れ
た
救
済
へ
の
内
的

な
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自

然
神
学
と
同
じ
く
普
遍
性
を
志
向
し
て
い
る
。
バ
ル
ト

の
よ
う
に
聖
書
の
啓
示
の
み
を
原
理
と
す
る
キ
リ
ス
ト

者
が
自
然
神
学
を
切
り
捨
て
よ
う
と
し
た
の
と
お
な
じ
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よ
う
な
状
況
が
、
日
本
の
仏
教
界
に
も
あ
る
と
思
い
ま

し
た
。
日
本
で
は
伝
統
的
に
本
覚
思
想
に
も
と
づ
く
仏

教
が
主
流
派
で
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
啓
示
神

学
が
神
学
の
正
統
で
あ
っ
て
、
自
然
神
学
は
補
完
的

な
役
割
の
み
が
与
え
ら
れ
て
き
た
点
は
違
い
ま
す
が
。 

　

自
然
神
学
と
啓
示
神
学
と
の
あ
い
だ
に
は
緊
張
関
係

が
あ
る
。
し
か
し
、
両
方
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
片

方
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
私
は

思
う
。

上
田 

今
の
自
然
神
学
の
問
題
で
す
が
、
自
然
神
学
は
宗
教
哲

学
で
な
く
て
哲
学
で
す
よ
ね
。
自
然
神
学
の
上
に
啓
示

神
学
が
あ
っ
て
、
自
然
神
学
と
言
わ
れ
る
も
の
は
神
学

と
い
う
よ
り
も
哲
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
ん
で

す
。
そ
れ
で
宗
教
哲
学
が
宗
教
哲
学
と
し
て
独
特
な
意

見
を
持
ち
う
る
の
は
、
今
の
モ
デ
ル
で
言
え
ば
啓
示
神

学
ま
で
含
め
て
哲
学
と
言
う
形
で
哲
学
自
身
の
質
が
変

わ
っ
て
く
る
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
神
学
と
啓

示
神
学
と
が
分
け
ら
れ
て
い
た
事
柄
が
一
つ
に
統
一
的

に
理
解
す
る
、
そ
う
い
う
立
場
が
も
し
で
き
れ
ば
、
そ

れ
は
や
は
り
宗
教
哲
学
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
あ
り
方
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

小
野
寺　

若
い
と
き
に
プ
シ
ュ
ワ
ラ
の
も
の
だ
っ
た
か
を
読
ん

だ
と
き
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
の
宗
教
哲
学
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
だ
か
ら
上
田
先
生
が
仰
っ
た
変

化
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
も
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
自
身
の

中
に
も
そ
う
い
う
形
で
存
在
し
た
の
だ
な
と
思
い
ま
し

た
。
時
間
が
少
し
超
過
し
ま
し
た
が
、
活
発
な
論
議
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


