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者
に
は
神
の
力
で
す
」（
一
コ
リ
ン
ト
一
：
一
八
）
と
も
い
い
、

イ
エ
ス
の
言
葉
の
聴
取
、
応
答
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
成
立
さ

せ
る2

と
い
え
る
。
ま
た
新
約
聖
書
の
中
で
も
福
音
書
は
カ
ト
リ

ッ
ク
や
聖
公
会
で
は
礼
拝
の
中
で
拝
読
の
前
後
に
聖
詠
を
入
れ

て
他
の
文
書
と
は
異
な
っ
た
扱
い
を
し
て
い
る
。
ま
た
聖
書
は
、

す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
教
派
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
三
大
異

端
に
お
い
て
も
、
た
と
え
訳
は
違
っ
て
も
根
本
に
据
え
ら
れ
て

い
る
。

イ
エ
ス
の
言
葉
の
重
要
性
は
、
イ
エ
ス
自
身
が
次
の
よ
う
に

語
る
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

（
一
） 

「
種
を
蒔
く
人
は
、
神
の
言
葉
を
蒔
く
の
で
あ
る
…
…

良
い
土
地
に
蒔
か
れ
た
も
の
と
は
、
御
言
葉
を
聞
い
て
受
け
入

れ
る
人
た
ち
で
あ
り
、
あ
る
者
は
三
十
倍
、
あ
る
者
は
六
十
倍
、

あ
る
者
は
百
倍
の
実
を
結
ぶ
」（
マ
ル
コ
四
：
一
四
‐
二
〇
、
共

一

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
を
比
較
す
る
場
合
、
ゴ
ー
タ
マ1

の
言
葉

と
イ
エ
ス
の
言
葉
を
比
較
す
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
そ
の
宗
教
の

創
始
者
で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
妥
当
な
方
法
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。

第
一
に
、
お
の
お
の
の
宗
教
に
お
い
て
、
両
人
の
言
葉
の
持

つ
意
味
は
ま
っ
た
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は

イ
エ
ス
の
言
葉
は
最
重
要
で
あ
る
が
、
仏
教
で
は
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
の
言
葉
は
重
視
さ
れ
な
い
か
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て

い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
イ
エ
ス
抜
き
に
は
キ
リ
ス
ト
教

は
あ
り
得
ず
、
そ
の
言
行
が
書
か
れ
て
い
る
福
音
書
な
し
に
は

あ
り
え
な
い
。
パ
ウ
ロ
は
「
十
字
架
の
言
葉
は
、
滅
ん
で
い
く

者
に
と
っ
て
は
愚
か
な
も
の
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
救
わ
れ
る

ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
と
イ
エ
ス
の
言
葉
の
比
較
に
つ
い
て松

岡
由
香
子
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観3
）。

（
二
） 
「
神
に
背
い
た
こ
の
罪
深
い
時
代
に
、
わ
た
し
と
わ
た

し
の
言
葉
を
恥
じ
る
者
は
、
人
の
子
も
ま
た
、
父
の
栄
光
に
輝

い
て
聖
な
る
天
使
た
ち
と
共
に
来
る
と
き
に
、
そ
の
者
を
恥
じ

る
」（
マ
ル
コ
八
：
三
八
、
共
観
。）

（
三
） 

「
天
地
は
滅
び
る
が
わ
た
し
の
言
葉
は
決
し
て
滅
び
な

い
」（
マ
ル
コ
一
三
：
三
一
、
マ
タ
イ
。）

（
四
） 

「
そ
し
て
御
国
の
こ
の
福
音
は
あ
ら
ゆ
る
民
へ
の
証
と

し
て
、
全
世
界
に
宣
べ
伝
え
ら
れ
る
」（
マ
タ
イ
二
四
：
一
四
）。

特
に
ヨ
ハ
ネ
は
イ
エ
ス
が
神
の
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
で
あ
る
と

い
う
独
特
の
神
学
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
編
集
者
に
よ
る
イ
エ

ス
の
説
教
や
編
集
句
の
中
で
も
し
ば
し
ば
「
言
葉
」
の
重
要
性

を
言
う
。

（
五
） 

「
言
は
肉
と
な
っ
て
わ
た
し
た
ち
の
間
に
宿
ら
れ
た
」

（
ヨ
ハ
ネ
一
：
一
四
）。

（
六
） 

「
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。『
帰
り
な
さ
い
。
あ
な
た
の

息
子
は
生
き
る
』。
そ
の
人
は
イ
エ
ス
の
言
わ
れ
た
言
葉
を
信
じ

て
帰
っ
て
行
っ
た
」（
ヨ
ハ
ネ
四
：
五
〇
）。

（
七
） 

「
は
っ
き
り
言
っ
て
お
く
。
わ
た
し
の
言
葉
を
守
る

な
ら
、
そ
の
人
は
決
し
て
死
ぬ
こ
と
が
な
い
」（
ヨ
ハ
ネ
八
：

五
一
）。

（
八
） 

「
わ
た
し
を
拒
み
、
わ
た
し
の
言
葉
を
受
け
入
れ
な
い

者
に
対
し
て
は
、裁
く
も
の
が
あ
る
。わ
た
し
の
語
っ
た
言
葉
が
、

終
わ
り
の
日
に
そ
の
者
を
裁
く
」（
ヨ
ハ
ネ
一
二
：
四
八
）。

（
九
） 

「
わ
た
し
を
愛
す
る
者
は
わ
た
し
の
言
葉
を
守
る
。
わ

た
し
の
父
は
そ
の
人
を
愛
さ
れ
、
父
と
わ
た
し
と
は
そ
の
人
の

と
こ
ろ
に
行
き
、
一
緒
に
住
む
。
わ
た
し
を
愛
さ
な
い
者
は
、

わ
た
し
の
言
葉
を
守
ら
な
い
」（
ヨ
ハ
ネ
一
四
：
二
三
）。

（
一
〇
））「
わ
た
し
は
あ
な
た
か
ら
受
け
た
言
葉
を
彼
ら
に
伝

え
、
彼
ら
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
…
…
わ
た 

し
は
か
れ
ら
に
御

言
葉
を
伝
え
ま
し
た
が
、
世
は
彼
ら
を
憎
み
ま
し
た
」（
ヨ
ハ
ネ

一
七
：
八
‐
一
四
）。

こ
の
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
堕
落
な
い
し
逸
脱
し
た
時
、

そ
の
宗
教
改
革
運
動
に
お
い
て
「
聖
書
に
帰
れ
」
と
い
う
こ
と

が
改
革
派
の
大
き
な
主
張
と
な
り
、
礼
拝
は
聖
書
解
釈
（
説
教
）

が
中
心
に
据
え
ら
れ
た
。
ま
た
前
世
紀
後
半
の
キ
リ
ス
ト
教
改

革
運
動
も
「
イ
エ
ス
に
帰
れ
」
と
い
う
こ
と
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

一
つ
に
し
た
。
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一
方
、
ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
（
原
始
経
典
）
は
、
上
座
部
（
南

方
仏
教
）
で
は
用
い
ら
れ
る
が
、
大
乗
仏
教
で
は
ほ
と
ん
ど
用

い
ら
れ
ず
、日
本
で
は
新
宗
教
以
外
、律
宗
を
除
く
ど
の
宗
派（
眞

言
宗
、
天
台
宗
、
禅
宗
、
日
蓮
宗
、
浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
な
ど
）

も
用
い
て
い
な
い
。

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
の
軽
視
は
、
仏
教
の
最
初
の
改

革
運
動
に
お
い
て
、
ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
に
帰
る
の
と
は
反
対
の

ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
新
し
い
経
典
の
創
出
と
い
う
運
動
と
な
っ
た

こ
と
で
も
証
さ
れ
る
。

そ
の
大
乗
仏
典
も
一
応
は
「
如
是
我
聞
、
世
尊
一
時
」
な
ど

と
い
う
形
式
を
取
り
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
だ
と
信
じ

ら
れ
て
は
き
た
。
だ
が
、
そ
の
大
乗
仏
教
の
改
革
運
動
と
も
い

う
べ
き
禅
宗
で
は
、
大
乗
経
典
の
言
葉
に
は
な
ん
の
権
威
も
な

い
。
臨
済
は
「
三
乗
十
二
分
教
も
皆
な
是
れ
不
浄
を
拭
う
の
故

紙
な
り
」（『
臨
濟
録
』
示
衆
一
〇
）
と
言
い
、ブ
ッ
ダ
は
「
四
十
九

年
一
字
不
説
」
と
も
伝
え
る
。

ま
た
、
大
乗
経
典
は
ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
だ
か
ら
権
威
や
信
用

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。た
と
え
ば
浄
土
教
で
は
、ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
の
言
葉
で
は
な
く
、
阿
彌
陀
仏
と
な
る
法
蔵
菩
薩
の
言

葉
、「
誓
願
」
を
信
じ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
第
一
と
密
接
に
関
係
す
る
が
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト

教
で
は
、「
聖
典
」
の
概
念
規
定
自
体
が
非
常
に
異
な
っ
て
い
る
。

仏
教
の
聖
典
は
諸
覚
者
（
ブ
ッ
ダ
た
ち
）
の
言
葉
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
そ
の
つ
ど
覚
者
と
み
な
さ
れ
た
人
の
言
葉
を
収
集

し
た
仏
教
文
書
の
全
体
で
あ
り
、
基
本
的
に
付
加
増
広
と
い
う

編
集
が
貫
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
経
典
だ
け
で
は
な
く
、
戒

律
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
聖
典
で
あ
り
、
後
に
は
論
も
聖
典
と

さ
れ
、
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
で
は
紀
元
前
八
〇
年
代
頃
ま
で
に
パ

ー
リ
語
で
記
述
さ
れ
、
五
部
（
経
）、
律
、
七
論4

が
正
典
と
な
っ

て
限
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
大
乗
仏
教
で
は
続
々
と
創
作
さ
れ
た

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
あ
る
い
は
諸
国
の
言
語
に
よ
る
経
典
、

論
書
を
含
み
、
日
本
の
著
述
も
入
れ
ら
れ
て
増
え
続
け
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
イ
エ
ス
の
言
葉
だ
け
で
は
キ
リ
ス
ト
教

は
成
立
し
に
く
く
、
せ
い
ぜ
い
ユ
ダ
ヤ
教
の
一
分
派
の
よ
う
な

形
態
に
し
か
な
ら
な
い
し
、
語
録
伝
承
だ
け
で
は
、
グ
ノ
ー
シ

ス
の
よ
う
な
異
端
グ
ル
ー
プ
も
発
生
さ
せ
え
る
。
ゆ
え
に
パ
ウ

ロ
の
書
簡
に
よ
る
イ
エ
ス
の
意
味
付
け
が
必
要
な
の
で
、
そ
れ

ら
は
早
く
か
ら
重
視
さ
れ
た
。
そ
の
神
学
が
、
モ
ー
セ
五
書
す
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な
わ
ち
イ
ス
ラ
エ
ル
の
歴
史
と
律
法
を
核
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の

救
済
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
た
め
、
キ
リ

ス
ト
教
が
ユ
ダ
ヤ
教
を
離
れ
て
成
立
し
た
と
言
え
る
。
だ
が
、

異
端
者
マ
ル
キ
オ
ン
（
一
四
〇
年
代
）
に
よ
る
聖
書
（
ル
カ
と

パ
ウ
ロ
書
簡
の
独
自
の
改
訂
版
、
旧
約
聖
書
を
入
れ
な
い
）
の

制
定
も
き
っ
か
け
と
な
り
、
エ
イ
レ
ナ
イ
オ
ス
（
一
八
〇
年
頃
）

な
ど
が
正
典
（
カ
ノ
ン
。
何
も
つ
け
加
え
た
り
、
削
っ
た
り
し

て
は
な
ら
な
い
）
と
い
う
概
念
を
用
い
、
著
者
が
（
形
式
的
で

あ
れ
）
使
徒
で
あ
る
書
簡
と
福
音
書
で
聖
典
を
定
め
た
。
ム
ラ

ト
リ
断
片（
二
世
紀
末
か
三
世
紀
始
め
）と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、

四
福
音
書
、
使
徒
行
伝
、
パ
ウ
ロ
の
一
三
書
簡
、
第
一
第
二
ヨ

ハ
ネ
書
簡
、
ユ
ダ
書
簡
、
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
七
文
書5

が
新
約
正
典
と
さ
れ
た
の
は
、
三
六
七
年
の
ア
タ
ナ

シ
ウ
ス
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
聖
典
」
の
概
念

が
異
な
る
。

第
三
に
、
こ
れ
が
も
っ
と
も
大
事
な
点
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス

ト
教
で
は
、
言
葉
は
救
済
（
真
理
？
）
を
伝
達
し
う
る
媒
介
で

あ
る
が
、
仏
教
で
は
、
そ
の
核
心
は
言
葉
に
よ
っ
て
は
伝
達
し

が
た
く
、
自
ら
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
覚
め
た
者
（
ブ
ッ
ダ
）

と
な
っ
て
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
第
一
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
。

仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
核
心
が
言
葉
で
伝
え
ら
れ
な
い
こ

と
を
一
期
経
典
（
八
詩
句
の
章
、
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
四
章6

）
で

み
て
み
た
い
。

（
一
）「
か
れ
ら
（
真
の
バ
ラ
モ
ン
＝
筆
者
）
は
は
か
ら
い
を

な
す
こ
と
な
く
（
何
物
か
を
）
特
に
重
ん
ず
る
こ
と
も
な
く
、

『
こ
れ
こ
そ
究
極
の
清
ら
か
な
こ
と
だ
』
と
語
る
こ
と
も
な
い
」

（
七
九
四
）。

（
二
）「
か
れ
ら
は
諸
々
の
教
義
の
い
ず
れ
か
を
も
受
け
入
れ

る
こ
と
も
な
い
（
八
〇
三
）。

（
三
）「
師
（
ゴ
ー
タ
マ
＝
筆
者
）
は
答
え
た
、
マ
ー
ガ
ン
デ

ィ
ヤ
よ
。『
わ
た
く
し
は
こ
の
こ
と
を
説
く
』
と
い
う
こ
と
が
、

わ
た
く
し
に
は
な
い
」（
八
三
七
）。

（
四
）「
或
る
人
々
が
最
高
の
教
え
だ
と
称
す
る
も
の
を
、
他

の
人
々
は
下
劣
な
も
の
で
あ
る
と
称
す
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
、

ど
れ
が
真
実
の
説
で
あ
る
の
か
？
か
れ
ら
は
す
べ
て
自
分
ら
こ

そ
真
理
に
達
し
た
者
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
。」
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（
九
〇
三
）「（
真
の
）
バ
ラ
モ
ン
は
、
他
人
に
導
か
れ
る
と
い
う

こ
と
が
な
い
」（
九
〇
七
）。

そ
れ
で
も
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
教
え
を
説
い
た
し
、
そ
れ

が
伝
承
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
の
反
論
も
あ
ろ
う
。
た

し
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
説
い
た
内
実
と
は
何
か
。

第
一
に
ど
の
よ
う
に
修
行
す
る
か
と
い
う
行
の
あ
り
方
で
あ

る
。（

五
）「
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
よ
。
世
を
厭
い
、
人
な
き
所
に
座
臥

し
、
さ
と
り
を
欲
す
る
人
が
楽
し
む
境
地
、
お
よ
び
法
（
ダ
ン

マ
）
に
し
た
が
っ
て
実
践
す
る
次
第
を
、
わ
た
く
し
の
知
り
究

め
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
そ
な
た
に
説
き
示
そ
う
。
し
っ
か
り

と
気
を
つ
け
分
限
を
守
る
修
行
者
は
、
五
種
の
恐
怖
に
お
じ

け
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
襲
い
か
か
る
虻
と
蚊
と
爬
虫

類
と
四
足
獣
と
人
間
（
盗
賊
）
な
ど
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
」

（
九
六
三
、九
六
四
）。

蚊
や
動
物
や
悪
人
を
恐
れ
る
な
、
と
い
う
よ
う
な
遊
行
の
日

常
的
注
意
が
、
は
る
ば
る
道
を
問
い
に
や
っ
て
き
た
智
慧
第
一

の
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
に
老
死
を
乗
り
越
え
る
か
と
い
う
道
が
説

か
れ
る
。

『
彼
岸
へ
の
道
』（
一
期
、
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
五
章
）
は
、「
今
、

眼
の
あ
た
り
に
体
得
さ
れ
る
こ
の
理
法
を
、
私
は
そ
な
た
に
説

き
明
か
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
法
を
知
っ
て
、
よ
く
気
を
つ
け

て
行
い
、
世
間
の
執
着
を
乗
り
超
え
よ
」（
一
〇
五
四
）
と
い
う

よ
う
に
、
老
死
を
超
え
る
道
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ

し
て
「
ド
ー
タ
カ
よ
。
わ
た
く
し
は
世
間
に
お
け
る
い
か
な
る

疑
惑
者
を
も
解
脱
さ
せ
得
な
い
で
あ
ろ
う
」（
一
〇
六
四
）
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
修
行
者
自
ら
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、

解
脱
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
し
て
も
う
一
つ
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
教
え
を
説
い
た

根
本
的
理
由
が
あ
る
。
当
時
の
他
宗
教
と
の
違
い
を
闡
明
す
る

た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
が
イ
エ
ス
の
教
え
と
際
立
っ
て

異
な
る
点
で
あ
る
。

イ
エ
ス
は
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
を
拠
点
と
し
て
活
動
し
、
も
っ
と

も
遠
い
と
こ
ろ
で
地
中
海
沿
い
の
町
テ
ィ
ル
ス
や
シ
ド
ン
行
っ

た
の
み
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
寄
り
の
編
集
を
す

る
『
マ
タ
イ
』
は
、
イ
エ
ス
に
「
異
邦
人
の
道
に
行
っ
て
は
な
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ら
な
い
。
ま
た
サ
マ
リ
ア
人
の
町
へ
入
っ
て
は
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
の
失
わ
れ
た
羊
の
と
こ
ろ
へ
行
き
な
さ

い
」（
一
〇
：
五
、六
）
と
い
わ
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の

当
時
は
、
周
辺
世
界
に
多
様
な
宗
教
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
イ
エ
ス
が
相
手
に
し
た
宗
教
者
は
、
祭
司
、
律
法

学
者
、
レ
ビ
人
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
、
サ
ド
カ
イ
派
す
べ
て
ユ
ダ

ヤ
教
徒
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
イ
エ
ス
は
旧
約
聖
書
を
批
判
し

た
こ
と
は
な
い
し
、
自
ら
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し

た
こ
と
は
な
い
。

い
っ
ぽ
う
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
活
動
し
た
範
囲
は
ガ
ン

ジ
ス
川
の
流
域
を
中
心
に
マ
ガ
ダ
国
、
ヴ
ァ
ッ
ジ
ー
国
、
カ
ー

シ
国
、
コ
ー
サ
ラ
ー
国
、
ク
ル
国
、
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
国
、
ヴ
ァ

ッ
チ
ャ
国
な
ど
東
北
イ
ン
ド
全
域
に
及
び
広
大
で
あ
る
。
し
か

も
当
時
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
諸
学
派
だ
け
で
は

な
く
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
（
マ
ハ
ー

ヴ
ィ
ー
ラ
）、
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
と
モ
ッ
ガ
ー
ラ
ナ
兄
弟
が
か
つ
て

師
事
し
て
い
た
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
を
含
む
六
師
外
道
を
は
じ
め
と
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
由
宗
教
者
（
沙
門
）
の
運
動
が
あ
り
、
い

ず
れ
も
苦
、
解
脱
、
涅
槃
を
説
き
、
坐
禅
な
ど
の
行
も
な
さ
れ

て
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
と
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
道
の
違
い
を

明
確
に
す
る
こ
と
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
教
学
と
い
わ
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
バ
ラ

モ
ン
教
を
は
じ
め
と
す
る
異
教
と
の
違
い
を
説
明
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
。

二

以
上
の
よ
う
に
聖
典
の
概
念
が
両
教
で
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、

ま
た
そ
の
中
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
言
葉
の
意
義
と
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
の
そ
れ
は
極
め
て
異
な
り
、
両
教
の
「
聖
典
」
を
も
っ

て
し
て
は
、
比
較
の
基
準
た
り
え
な
い
。
で
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
に
比
較
の
基
準
を
決
め
た
ら
い
い
の
か
。

１ 

資
料
の
基
準

第
一
に
比
較
の
資
料
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

基
準
は
歴
史
的
確
実
性
で
あ
る
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
パ
レ
ス
チ
ナ

や
東
北
イ
ン
ド
に
実
在
し
て
、
そ
の
言
葉
、
活
動
が
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゴ
ー
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タ
マ
と
イ
エ
ス
は
ど
ち
ら
も
書
い
た
も
の
を
残
さ
な
か
っ
た
。

彼
ら
に
関
す
る
資
料
は
す
べ
て
伝
聞
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
歴
史
性
は
非

常
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
か
ら
、
正
典
化
の
基
準
も
イ
エ
ス
と

直
弟
子
（
パ
ウ
ロ
を
含
め
）
の
言
葉
と
な
っ
た
。
パ
ウ
ロ
は
彼

自
身
が
書
い
た
と
認
め
ら
れ
る
書
簡
が
少
な
く
と
も
六
書7

あ
る
。

イ
エ
ス
の
言
行
は
四
福
音
書
に
記
さ
れ
る
が
、『
マ
ル
コ
』
と
、

Ｑ
資
料8

の
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
そ
の
源
を
イ
エ
ス
自
身
に
遡
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
『
ヨ
ハ
ネ
』
の
中
の
伝
承
資
料

（
編
集
者
ヨ
ハ
ネ
が
自
分
の
神
学
を
語
る
言
葉
、
例
え
ば
序
や
最

後
の
晩
餐
の
説
教
や
「
私
は
〜
で
あ
る
」
言
葉
は
入
れ
な
い
）、

マ
タ
イ
と
ル
カ
特
有
の
伝
承
資
料
、
補
助
的
に
ト
マ
ス
福
音
書

（
語
録
）
が
イ
エ
ス
の
言
行
と
し
て
使
用
で
き
る
。
福
音
書
に
は

他
に
も
ユ
ダ
、
ヤ
コ
ブ
、
ペ
テ
ロ
、
ニ
コ
デ
モ
の
福
音
書
や
「
ト

マ
ス
に
よ
る
イ
エ
ス
の
幼
児
物
語
」
な
ど
あ
り
、
日
本
語
訳
さ

え
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
歴
史
的
に
イ
エ
ス
に
遡
る
こ
と
は
で
き

な
い
。『
マ
ル
コ
』、
Ｑ
資
料
は
イ
エ
ス
の
死
後
二
〇
年
〜
四
〇

年
頃
（
〜
Ａ
Ｄ
七
〇
）
ま
で
遡
り
う
る
も
の
で
、
ヨ
ハ
ネ
福
音

書
の
成
立
は
六
〇
年
後
の
九
〇
年
頃
と
さ
れ
、
ト
マ
ス
福
音
書

は
２
世
紀
こ
ろ
で
あ
る
。

福
音
書
の
本
文
批
評
は
、
や
り
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
、

編
集
者
の
視
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
も
共

観
福
音
書
も
同
じ
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
仏
教
で
は
上
座
部
パ
ー
リ
語
五
部
（
経
）
の
ゴ

ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
は
、
歴
史
的
な
ゴ
ー
タ
マ
に
帰
せ
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
大
乗
経
典
の
「
如
是
我
聞
、
仏

曰
」
の
言
葉
が
、ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
伝
承
で
は
な
い
こ
と
は
、

動
か
せ
な
い
定
説
で
あ
る
。
し
か
も
、
仏
教
で
は
、
経
典
の
歴

史
的
事
実
性
は
問
題
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
仏
滅
年
代
で
さ

え
、
南
伝
と
北
伝
の
約
一
〇
〇
年
の
違
い
が
今
な
お
解
決
を
得

て
い
な
い
の
は
、
イ
ン
ド
と
い
う
風
土
が
歴
史
に
重
き
を
置
か

な
か
っ
た
と
い
う
面
も
あ
る
が
、
仏
教
の
救
済
の
事
柄
そ
の
も

の
が
、
歴
史
と
は
関
係
が
な
い
自
己
自
身
の
事
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
エ
ス
の
言
葉
と
ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
を
比
較
す
る

に
は
、
ま
ず
は
歴
史
的
確
実
性
と
い
う
同
じ
土
俵
に
立
た
ね
ば

な
ら
な
い9

。

ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
は
、
発
せ
ら
れ
た
期
間
さ
え
八
〇
歳
入
滅

で
あ
る
か
ら
約
五
〇
年
の
幅
が
あ
る
。
ま
た
原
始
経
典
の
成
立
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史
も
未
だ
ほ
と
ん
ど
確
立
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
も
っ
と

も
い
わ
ゆ
る
仏
典
結
集
伝
承
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
と
同
じ

く
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
直
弟
子
に
よ
る
合
誦
と
い
う
伝
説

で
あ
る
が
、
実
際
と
は
ほ
ど
遠
い
。
そ
れ
で
も
最
初
期
（
一
期
）

経
典
は
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
四
章
、
五
章
で
あ
り
、
ゴ
ー
タ
マ
に

遡
る
伝
承
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
次
ぐ
古

層
経
典
は
定
説
と
し
て
相
応
部
有
偈
篇
＝
雑
阿
含
偈
誦
（
二
期
、

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
一
‐
三
章
の
一
部
と
重
複
）
が
あ
り
、
文
学

様
式
と
し
て
は
対
話
が
主
で
あ
る
。
両
者
と
も
韻
文
が
多
い
が
、

散
文
も
か
な
り
あ
る
。

現
在
は
そ
れ
以
上
の
経
典
成
立
史
の
定
説
は
な
い
。
そ
れ
は

南
伝
パ
ー
リ
語
と
北
伝
漢
語
の
二
通
り
の
原
始
仏
教
文
献
が
あ

っ
て
、
そ
の
両
方
を
ふ
ま
え
て
成
立
史
を
論
ず
る
こ
と
が
難
し

く
、
ど
ち
ら
か
に
偏
っ
た
説
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
作
業
の
た
め
は
、
経
典
成
立
史
が
必

要
で
あ
る0

。

実
は
漢
語
四
阿
含
（
ア
ー
ガ
マ
）、パ
ー
リ
語
五
ニ
カ
ー
ヤ
は
、

か
な
り
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
パ
ー
リ
語
の
増
支
部

（
Ａ
Ｎ
）は
二
一
九
八
経
あ
っ
て
、漢
訳
の
増
一
阿
含（
四
七
三
経
）

に
並
行
す
る
も
の
は
一
五
三
経
、
雑
阿
含
に
並
行
す
る
も
の
は

一
二
四
経
、
中
阿
含
に
並
行
す
る
も
の
は
八
二
経
、
そ
の
他
で
、

ま
っ
た
く
漢
本
阿
含
と
対
応
し
て
い
な
い
経
が
一
〇
〇
〇
経
以

上
あ
る
。
漢
本
雑
阿
含
も
な
に
に
も
対
応
し
な
い
経
が
一
七
六

経
あ
る
。
ま
た
五
百
結
集
伝
承
の
雑
阿
含
の
内
容
は
大
衆
部
系

の
『
摩
訶
僧
祇
律
』
と
上
座
部
系
の
『
四
分
律
』、『
五
分
律
』、

『
十
誦
律
』
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
大
衆
部
の
そ
れ
は
、
修
行

教
学
体
系
（
根
・
力
・
覚
・
道　

三
期
）
で
あ
っ
て
ゴ
ー
タ
マ
・

ブ
ッ
ダ
の
伝
承
で
は
な
く
、上
座
部
の
そ
れ
は
雑
阿
含
偈
誦
（
Ｓ

Ｎ
s
）
で
あ
り
、
古
伝
承
で
あ
る
。

長
部
、
中
部
な
ど
五
ニ
カ
ー
ヤ
の
編
集
は
前
一
五
〇
年
（
サ

ン
チ
ー
仏
塔
）頃
で
あ
り
、四
阿
含
の
編
集
は
も
っ
と
後
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
他
の
初
期
経
典
に
遡
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
ゴ

ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
は
遡
る
こ
と
の
で
き
な
い
経
典
群
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
資
料
と
し
て
は
以

下
の
よ
う
な
二
期
ま
で
の
文
献
で
あ
る
。

一
期　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
四
章
ア
ッ
タ
カ
ヴ
ァ
ッ
ガ
全
部
、

五
章
パ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
の
序
と
結
語
を
除
く
全
て
。

二
期　

雑
阿
含
偈
誦
に
並
行
す
る
相
応
部
（
Ｓ
Ｎ
）
有
偈
篇
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（
s
）［
そ
れ
ら
に
並
行
す
る
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
一
章
四
、六
、七
、

九
、一
〇
、二
章
五
、三
章
三
、四
、五
、一
〇
の
経
］

雑
阿
含
偈
誦
＝
Ｓ
Ｎ
有
偈
篇
＝
別
訳
一
〜
五
、九
〜
一
五
巻　

計
一
七
九
経
、
律
蔵
戒
本
（
パ
ー
テ
ィ
モ
ッ
カ
、
波
羅
提
木
叉
）

の
一
五
二
条
で
あ
る
。
そ
れ
に
補
助
と
し
て
二
期
後
期
の
長
老

偈
（
テ
ー
ラ
・
ガ
ー
タ
ー
）、
三
期
の
長
老
尼
偈
（
テ
ー
リ
ー
・

ガ
ー
タ
ー
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
福
音
書
と
い
う
様
式
は
イ
エ
ス
の
言
葉
だ
け
で

は
な
く
、
誕
生
か
ら
そ
の
死
ま
で
の
行
動
、
生
き
様
を
含
む
。

そ
れ
は
、
単
純
に
考
え
れ
ば
律
蔵
・
犍
度
、
大
品
に
含
ま
れ
る

十
比
丘
の
教
団
成
立
伝
承
（
五
期
）
を
は
じ
め
と
す
る
仏
伝
の

一
部
が
対
応
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
部
分
が
律
か

ら
抜
き
出
さ
れ
た
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ツ
（
大
事
）（
大
衆
部
系
説
出
世

部
）、
紀
元
後
一
世
紀
以
降
の
五
部
派
の
仏
伝
を
集
め
た
『
仏
本

行
集
経
』
三
〇
巻
、『
過
去
現
在
因
果
経
』
四
巻
、『
ラ
リ
タ
ヴ

ィ
ス
ト
ラ
』（
漢
訳
『
方
広
大
荘
厳
経a

』、
馬
鳴
の
ブ
ッ
ダ
・
チ

ャ
リ
タ
（
漢
訳
『
仏
所
行
讚
』
Ａ
Ｄ
２
Ｃ
）
な
ど
が
あ
る
。
し

か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
『
仏
伝
』
が
依
用
す
る
そ
の
よ
う
な
後
代

の
記
述
を
福
音
書
と
同
一
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

律
蔵
大
品
の
部
分
仏
伝
の
資
料
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
以

下
の
も
の
な
ど
で
あ
る
。

第
一
誦 

１ 

、 

菩
提
樹
下
の
成
道
（
十
二
因
縁
）
ｃ
ｆ

 

Ｓ 

Ｎ
ｓb

四
：
一
：
一
〜
三
＝
雑
阿
一
〇
九
四c

、

 

Ｓ 

Ｎ
s
一
：
一
〜
二
、
Ｓ
ｎ
ｐ.

三:

一
二 (

二
期)

 

２ 

、
二
商
人
の
供
養
→
ｃ
ｆ
．
雑
阿
五
九
〇
＝
別
訳

雑
阿
九
：
二
四
、
商
人
に
十
二
縁
起
（
四
期
）

 

３ 

、
梵
天
勧
請
＝
Ｓ
Ｎ
s
六
：
一
・
一
＝
増
一
・
一
：

九
：
一
（
四
期
）

 

４ 

、
五
比
丘
（
雑
阿
三
四
）
＝
Ｓ
Ｎ
２
２
：
五
九
五

蘊
皆
空
経
、『
五
分
律
』
一
五
、（
四
期
） 

『
四
分
律
』
三
二
、
M
ｖ
一
：
六
：
一
三
（
六
期
）

 

５ 

、
初
転
法
輪
ｃ
ｆ
．
Ｓ
Ｎ
五
六:

一
二:

一
一
〜

一
四
＝
雑
阿
三
七
九
〜
三
八
一
、
ｃ
ｆ
．
Ｍ
Ｎ

二
六
聖
求
経
（
五
期
）

第
二
誦　

 

耶
舎
の
出
家
と
三
帰
依
具
足
戒
、
ｃ
ｆ
．
中
阿

含
三
三
侍
者
経
（
六
期
） 

魔
か
ら
の
解
脱　

雑
阿

二
四
六
＝
Ｓ
Ｎ
s
四
：
三
：
四
（
四
期
）

今
、
六
期
ま
で
の
経
典
で
仏
伝
の
部
分
と
い
え
る
も
の
を
挙
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げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
三
：
一
出
家
（
＝M

vu.

Ⅱ
『
一
九
八
頁

以
下
、
四
分
三
一
、
有
部
破
僧
事
四
、七
期
）、Sup.

三
・
二
つ

と
め
励
む
こ
と　
（M

vu.

Ⅱ
。
二
三
八
頁
以
下
七
期
）、Sup.

三
・

六
サ
ビ
ア
（
＝
「
仏
本
行
集
経
」
巻
三
十
八
、三
十
九
＝M

vu.

マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ツ
（
大
事
）
三
）、Sup.

三
・
一
一
ナ
ー
ラ
カ
（
＝
「
仏

本
行
集
経
」巻
三
十
八
、七
期
）、ま
た
中
阿
含
五　

三
羅
摩
経（
＝

Ｍ
Ｎ
二
六
聖
求
経
五
期
）、
中
阿
含
三
二
梵
志
陀
然
経
（=

Ｍ
Ｎ

一
二
三
仏
の
降
誕
五
期
）、
中
阿
含
六
七
大
天
木
奈
林
経
（
＝
Ａ

Ｎ
六
期
）、
中
阿
含
二
九
柔
軟
経
（
＝
Ａ
Ｎ
Ⅸ
一
三
、六
期
）、
Ｍ

Ｎ
一
二
三
稀
有
未
曾
有
経
（
＝
中
阿
含
三
二
、五
期d
）。

こ
れ
ら
の
中
に
マ
タ
イ
特
殊
資
料
と
ル
カ
特
殊
資
料
に
含
ま

れ
る
よ
う
な
誕
生
や
幼
子
へ
の
予
言
、
悪
魔
の
誘
惑
、
宣
教
（
説

法
）
以
前
の
生
活
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
神
話
化
過
程
に
は
興
味

深
い
共
通
要
素
が
あ
り
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
の
一
部

と
し
て
は
十
分
意
味
を
持
つ
が
ゴ
ー
タ
マ
と
イ
エ
ス
の
資
料
に

は
な
り
が
た
い
。
五
期
ま
で
の
経
典
が
補
助
的
に
使
え
よ
う
。

（
二
）
似
た
社
会
状
況
に
お
け
る
人
々
と
の
対
話

次
に
比
較
を
成
り
立
た
せ
る
軸
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
イ
エ
ス
と
ゴ
ー
タ
マ
の
時
代
に
は

歴
史
的
社
会
的
状
況
の
類
似
性
が
あ
る
。

ヤ
ス
パ
ー
ス
が
枢
軸
時
代
と
名
付
け
、
伊
東
俊
太
郎
が
精
神

革
命
期
と
名
付
け
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
は
、
文
明
の
発
達
し

た
地
中
海
世
界
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
、
中
国
で
政
治
的
経
済
的
社

会
的
に
、
し
た
が
っ
て
精
神
的
に
も
ひ
と
つ
の
転
換
期
を
迎
え

て
い
た
と
い
っ
て
い
よ
い
。
地
中
海
世
界
と
イ
ン
ド
世
界
は
、

前
三
二
七
年
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
西
イ
ン

ド
侵
入
に
よ
っ
て
一
つ
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
大
帝
国
の
時
代
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
は
例

え
ば
エ
フ
ェ
ソ
スe

の
廃
墟
の
劇
場
、商
店
、交
通
路
、公
衆
浴
場
、

水
洗
便
所
、
調
理
室
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
現
代
ま
で
続
く

都
市
文
明
が
始
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
従
来
の
村
落

共
同
体
、
小
国
家
に
は
な
い
苦
し
み
が
生
じ
て
い
た
。

ユ
ダ
ヤ
が
独
立
一
国
家
で
あ
っ
た
の
は
初
代
サ
ウ
ル
か
ら
ソ

ロ
モ
ン
ま
で
三
代
に
過
ぎ
ず
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
は
七
五
二
年
に

ア
ッ
シ
リ
ア
に
、
南
ユ
ダ
は
五
八
二
年
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
に
滅
ぼ

さ
れ
、
爾
来
ず
っ
と
外
国
勢
力
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
わ
ず
か

に
紀
元
前
一
四
二
年
‐
六
三
年
マ
カ
ベ
ア
王
朝
が
独
立
を
果
た
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し
た
が
、
イ
エ
ス
の
生
き
た
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
は
シ
リ
ア
、

ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
あ
り
、
イ
エ
ス
の
死
後
、
紀
元
後
六
六
年

に
は
つ
い
に
ユ
ダ
ヤ
国
家
は
滅
亡
す
る
に
至
っ
た
。　

一
方
、
イ
ン
ド
は
ガ
ン
ジ
ス
川
流
域
が
紀
元
前
一
〇
世
紀
に

は
北
西
か
ら
侵
入
し
て
き
た
ア
ー
リ
ア
人
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ゴ
ー
タ
マ
の
頃
は
、
十
六
国
と
い
わ
れ
る

小
国
が
分
立
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
も
コ
ー
サ
ラ
、
マ
ガ
ダ
、

ワ
ッ
ジ
ー
、
マ
ッ
ラ
ー
、
ヴ
ァ
ン
サ
、
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
、
ク
ル
、

パ
ン
チ
ャ
ー
ラ
な
ど
が
小
国
を
併
呑
し
て
大
国
と
な
っ
て
い
き
、

ゴ
ー
タ
マ
の
属
し
た
シ
ャ
キ
ャ
ー
族
の
国
は
、
ゴ
ー
タ
マ
の
在

世
中
に
コ
ー
サ
ラ
国
に
よ
っ
て
攻
め
落
と
さ
れ
滅
亡
し
た
と
い

う
。社

会
状
況
を
見
て
み
る
と
、
イ
エ
ス
の
当
時
は
、
日
々
の
パ

ン
で
さ
え
市
場
で
売
ら
れ
て
お
り
、
利
子
を
と
っ
て
金
を
貸
す

者
が
お
り
、
民
衆
は
自
営
自
給
は
少
な
く
、
小
作
や
日
雇
い
労

働
に
従
事
す
る
者
も
多
く
い
た
。
ま
た
人
頭
税
を
は
じ
め
、
宗

教
的
十
分
の
一
税
、
通
行
税
そ
の
他
、
様
々
な
税
を
、
ロ
ー
マ

と
ユ
ダ
ヤ
当
局
か
ら
し
ぼ
り
と
ら
れ
て
い
た
。

ゴ
ー
タ
マ
の
頃
も
、
大
国
で
は
都
市
が
繁
栄
し
、
僧
団
の
律

で
そ
の
所
持
を
禁
止
さ
れ
る
ほ
ど
貨
幣
は
流
通
し
て
い
た
。
武

力
に
よ
る
戦
乱
で
常
に
被
害
を
被
る
の
は
農
民
や
牧
畜
民
で
あ

る
。
社
会
階
級
は
い
わ
ゆ
る
四
カ
ー
ス
ト
の
ほ
か
に
も
遊
女
、

大
商
人
（
長
者
）
な
ど
が
生
じ
て
い
た
。

し
か
し
、
都
市
化
に
よ
っ
て
血
族
、
地
縁
な
ど
の
縛
り
か
ら

精
神
的
な
自
立
が
可
能
に
な
り
「
個
」
が
確
立
し
え
た
時
代
で

も
あ
っ
た
。
大
国
の
圧
政
と
い
う
社
会
不
安
の
中
で
、
伝
統
的

な
宗
教
が
力
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
両
者
に
共
通
す
る
。
イ

エ
ス
の
時
代
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
殿
儀
礼
を
す
る
祭
司
階
級

（
サ
ド
カ
イ
派
）
が
支
配
勢
力
の
一
翼
を
担
い
、
そ
れ
に
反
発
す

る
革
新
的
宗
教
者
フ
ァ
リ
サ
イ
派
が
民
衆
の
指
導
的
役
割
を
果

た
し
て
い
た
。し
か
し
、世
俗
内
宗
教
に
飽
き
足
ら
な
い
人
々
が
、

メ
シ
ア
や
裁
き
の
日
を
待
望
し
て
エ
ッ
セ
ネ
派
や
ヨ
ハ
ネ
洗
礼

派
の
よ
う
な
禁
欲
的
宗
教
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
た
。

ゴ
ー
タ
マ
の
時
代
も
、
支
配
階
級
で
あ
る
バ
ラ
モ
ン
の
宗
教

に
飽
き
足
ら
な
い
人
々
が
、遊
行
修
行
者
（
沙
門
、シ
ュ
ラ
マ
ナ
）

と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
四
住
期
と
い
う
バ
ラ
モ
ン
教
の
伝

統
に
よ
っ
て
も
、
家
庭
の
義
務
を
終
え
た
人
々
に
精
神
的
な
探

求
を
な
し
う
る
余
地
が
社
会
的
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
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る
。ユ

ー
ラ
シ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
包
含
す
る
よ
う
な
枢
軸
時
代

の
状
況
は
、
あ
る
意
味
で
交
通
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
発
達
し

て
世
界
が
一
つ
に
な
り
、
そ
の
中
で
強
大
国
が
弱
小
国
を
政
治

的
経
済
的
に
支
配
し
て
、
不
安
が
世
界
を
覆
い
、
仏
教
、
キ
リ

ス
ト
教
を
は
じ
め
と
す
る
伝
統
宗
教
勢
力
が
力
を
失
っ
て
い
る

現
代
と
共
通
す
る
。
枢
軸
時
代
に
始
ま
っ
た
そ
の
都
市
文
明
化

の
潮
流
が
末
期
を
迎
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
の
武
力
を
背
景
に
し
た
権
力
と
貨
幣
に
よ
る
経
済
力
が
、

世
界
を
動
か
し
始
め
た
そ
の
同
じ
よ
う
な
時
期
に
ゴ
ー
タ
マ
と

イ
エ
ス
は
生
き
て
、
宗
教
的
活
動
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
共

通
点
が
比
較
の
軸
に
な
る
。

具
体
的
に
は

（
一
）
家
族
に
い
か
に
対
し
た
か
。

（
二
）
他
の
宗
教
者
に
い
か
に
対
し
た
か
。

（
三
）
国
家
や
支
配
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
っ

た
か
、

（
四
）
ま
た
抑
圧
さ
れ
差
別
さ
れ
る
人
々
に
対
し
て
い
か
に
振

る
舞
っ
た
か
、

（
五
）
貨
幣
経
済
の
力
に
ど
の
よ
う
に
対
し
た
か
、

（
六
）
弟
子
た
ち
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
か
、

（
七
）
自
ら
生
き
、
弟
子
に
示
し
た
救
わ
れ
た
者
（
解
脱
者
）

の
生
き
方
と
は
何
か
、

な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
似
た
社
会
状
況
の
中
で
比
較
さ
れ
う

る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
主
と
し
て
相
手
が
あ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
対
話

と
い
う
文
学
様
式
が
ふ
さ
わ
し
い
。
イ
エ
ス
の
場
合
は
主
に
マ

ル
コ
福
音
書
や
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
な
ど
に
、
ゴ
ー
タ
マ
の
場
合
は

古
層
で
あ
る
相
応
部
有
偈
篇
（
雑
阿
含
偈
誦
）
を
中
心
に
対
話

と
い
う
様
式
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、弟
子
、救
い
を
求
め
る
人
々
、

論
敵
、
身
内
や
、
神
話
化
も
す
で
に
進
ん
で
悪
魔
や
天
子
に
仮

託
さ
れ
た
者
な
ど
共
通
の
対
話
者
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
軸
に
比

較
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
相
手
と
の
状
況
に
よ
る
対
話
で
は
な
く
、
そ
も

そ
も
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
彼
ら
は
救
い
と
し
て
何
を

語
っ
た
か
、
と
い
う
肝
心
の
教
え
の
主
題
と
な
る
と
、
共
通
軸

が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

イ
エ
ス
は「
神
の
国
は
近
づ
い
た
」（『
マ
ル
コ
』一
：
一
四『
マ



178  

ま
た
キ
リ
ス
ト
教
が
旧
約
聖
書
も
聖
典
と
し
た
よ
う
に
、
唯

一
絶
対
の
神
を
抜
き
に
イ
エ
ス
の
言
葉
は
な
い
し
、
理
解
で
き

な
い
。
一
方
、
後
の
経
典
が
イ
ン
ド
の
神
々
を
仏
教
守
護
眷
属

と
し
て
導
入
し
は
す
る
が
、
ゴ
ー
タ
マ
に
お
い
て
は
、
バ
ラ
モ

ン
教
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
や
否
定
神
学
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
絶
対
者
も
、

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
あ
る
よ
う
な
創
造
神
も
説
か
れ
な
い
。
さ
ら

に
ゴ
ー
タ
マ
や
そ
の
後
継
者
へ
の
帰
依
も
説
か
れ
ず
、「
自
己
に

依
れ
」
と
示
さ
れ
るf

。

ま
た
、
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
死
は

イ
エ
ス
の
も
っ
と
も
無
惨
な
十
字
架
の
処
刑
と
、
ゴ
ー
タ
マ
の

天
寿
を
全
う
し
た
も
っ
と
も
穏
や
か
な
死
で
あ
る
寂
滅
と
し
て
、

ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
も
自
ら
言
葉
と
し
て
残
し
え

な
い
、
そ
の
十
字
架
、
寂
滅
こ
そ
が
イ
エ
ス
と
ゴ
ー
タ
マ
の
宗

教
の
核
心
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
欠
落
さ
せ
て
は
キ
リ
ス
ト

教
、
仏
教
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
、
い
く
ら
色
々
な
人
々
と
の

対
話
を
比
較
し
て
も
、
イ
エ
ス
と
ゴ
ー
タ
マ
の
根
本
的
な
比
較

に
は
遠
い
。
そ
の
違
い
は
キ
リ
ス
ト
（
メ
シ
ア
）、
ブ
ッ
ダ
（
覚

者
）
と
い
う
呼
称
の
思
想
史
的
文
脈
か
ら
し
て
、
ま
っ
た
く
異

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

タ
イ
』
四
：
一
七
）、
と
語
り
宣
教
を
始
め
た
。
そ
の
来
る
べ
き

「
神
の
国
」
は
喩
え
で
語
ら
れ
、
そ
の
見
え
る
形
は
、
治
癒
な
ど

の
多
く
の
奇
跡
で
あ
っ
た
。

ゴ
ー
タ
マ
は
「
わ
た
し
は
、
も
は
や
苦
行
か
ら
解
放
さ
れ
た
。

わ
た
し
が
、
あ
の
〈
た
め
に
な
ら
ぬ
苦
行
〉
か
ら
解
放
さ
れ
た

の
は
、
善
い
こ
と
だ
。
私
が
安
住
し
、
心
を
落
ち
着
け
て
、
さ

と
り
を
達
成
し
た
の
は
、
善
い
こ
と
だ
」
と
言
っ
た
と
、「
さ

と
り
を
開
か
れ
た
ば
か
り
の
と
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
状
況
句

と
共
に
伝
え
ら
れ
る
（
Ｓ
Ｎ
Ⅳ
：
一
・
一
）。
ま
た
ゴ
ー
タ
マ
は

「
ベ
ナ
レ
ス
の
（
仙
人
の
集
ま
る
と
こ
ろ
・
鹿
の
園
）
に
と
ど
ま

っ
て
お
ら
れ
た
」
と
い
う
状
況
句
で
「
私
は
完
き
注
意
に
よ
り
、

完
き
努
力
に
よ
り
、
無
上
の
解
脱
を
体
得
し
、
無
上
の
解
脱
を

証
得
し
た
。
修
行
者
た
ち
よ
。
そ
な
た
ら
も
完
き
努
力
に
よ
り
、

無
上
の
解
脱
を
体
得
せ
よ
、
無
上
の
解
脱
を
証
得
せ
よ
」（
Ｓ
Ｎ

Ⅳ
：
一
・
四
）
と
語
っ
た
。
そ
の
修
行
の
仕
方
、
解
脱
に
至
る
思

惟
の
内
実
が
以
後
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
て
い
く
。

イ
エ
ス
の
来
る
べ
き
「
神
の
国
」
に
対
応
す
る
概
念
、
奇
跡

行
為
は
ゴ
ー
タ
マ
に
は
な
い
。
ゴ
ー
タ
マ
の
「
涅
槃
」、「
無
上

の
解
脱
」、行
の
あ
り
方
に
対
応
す
る
も
の
は
イ
エ
ス
に
は
な
い
。
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教
の
信
仰
と
浄
土
教
の
信
仰
が
「
相
並
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
」
が
特
異
な
点
で
あ
る
。
こ
の
比
較
で
は
、
哲
学
書
や
浄
土

系
経
論
な
ど
も
多
く
引
か
れ
る
が
、
基
本
的
に
新
約
聖
書
と
パ

ー
リ
語
原
始
仏
典
（
五
ニ
カ
ー
ヤ
と
律
）
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
違
い
が
闡
明
さ
れ
る
の
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
仏
教
に
も
キ
リ
ス
ト
教
に
も
接
点
を
も
つ
軸

を
構
想
す
る
と
い
う
仕
方
で
あ
り
、
八
木
誠
一
氏
の
『
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
の
接
点i

』
は
そ
の
よ
う
な
典
型
で
あ
る
。
そ
の
書

の
は
じ
め
に
「
キ
リ
ス
ト
教
に
も
仏
教
に
も
人
格
を
統
合
す
る

超
越
者
の
は
た
ら
き
に
自
覚
的
に
参
与
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立

つ
と
い
う
の
が
本
書
の
予
感
す
る
と
こ
ろ
で
あ
るj

」
と
述
べ
ら

れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
両
教
を
検
討
し
た
結
果
、
帰
納
さ
れ
る

も
の
で
は
な
く
、
た
だ
ち
に
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
同
じ
根

拠
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
方
向
と
し
て
指
示
す
る
も
の

で
あ
る
」（
同
頁
）
と
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ

の
論
述
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
が
同
じ
根
拠
に
立
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
、
キ
リ
ス
ト
教
文
献
、
仏
教
文
献
か
ら
明
ら
か

に
す
る
の
で
は
な
く
、
じ
っ
さ
い
は
「
統
合
論
」
の
構
築
と
そ

れ
に
対
す
る
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
の
接
点
の
指
摘
で
あ
る
と
い

両
者
に
と
っ
て
そ
の
教
え
の
核
心
と
な
る
も
の
が
、
双
方
に

見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
う
の

で
は
な
い
。「
神
の
国
」に
対
応
す
る「
浄
土
」が
あ
り
、「
さ
と
り
」

に
近
い
神
秘
体
験
や
、
坐
禅
と
対
応
し
う
る
瞑
想
な
ど
に
両
者

の
共
通
点
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
、
比
較
の
軸
と
な
り
う
る
。

ゴ
ー
タ
マ
と
イ
エ
ス
か
ら
は
対
応
の
軸
が
見
い
だ
さ
れ
な
い

場
合
、
次
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
「
人
間
と
し
て
の
問
い
」
と
い
う
中
立
的
な
対
比
軸

を
立
て
る
こ
と
。
こ
れ
は
例
え
ば
『
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比

較
研
究g

』
で
、
増
谷
文
雄
氏
が
取
っ
た
立
場
で
、

一
「
わ
た
し
は
い
か
な
る
人
間
で
あ
る
か
」
と
い
う
人
間
論
、

二「
わ
た
し
は
何
を
ね
が
う
べ
き
で
あ
る
か
」と
い
う
幸
福
論
、

三
「
わ
た
し
は
な
に
に
依
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
信

仰
論
、

四
「
わ
た
し
は
な
に
を
為
す
べ
き
か
」
と
い
う
実
践
論h

が
軸

と
な
っ
て
い
る 

。
し
か
し
、
そ
の
軸
に
お
い
て
い
か
に
仏
教
と

キ
リ
ス
ト
教
が
一
見
似
て
い
る
か
に
見
え
て
も
、
じ
っ
さ
い
は

異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
キ
リ
ス
ト
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あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

イ
エ
ス
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
根
本
概
念
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
み

な
ら
ず
イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
一
）
究
極
的
実
在　

唯
一
の
神

（
二
）
隣
人
愛
と
信
仰
の
重
視

（
三
）
世
俗
内
共
同
体
（
選
民
、
教
会
、
ウ
ン
マ
）

（
四
）
終
末
時
の
メ
シ
ア
（
救
い
主
）
に
よ
る
神
の
国
の
到
来

（
五
）
死
者
の
復
活
と
審
判
に
よ
る
天
国
（
神
の
国
）
で
の
永

遠
の
生 

ゴ
ー
タ
マ
の
場
合
、
次
の
よ
う
な
根
本
概
念
は
バ
ラ
モ
ン
教

の
み
な
ら
ず
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
さ
ら
に
は
老
荘

思
想
に
も
通
底
す
る
。

（
一
）
究
極
的
実
在
の
言
語
超
越
性　
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
、空
、道
）

ア
ド
ヴ
ァ
イ
タ
（
不
一
不
異
）

（
二
）
修
行
（
と
り
わ
け
瞑
想
）
と
戒
律
の
重
視　

（
三
）
脱
世
俗
共
同
体　

（
四
）
行
に
お
け
る
知
的
省
察
に
よ
る
今
こ
こ
で
の
浄
福
（
安

穏
）　
（
涅
槃　

梵
住　

三
昧　

恍
惚
）

（
五
）
浄
福
を
現
に
実
現
す
る
（
覚
者
、
聖
人
と
な
る
）
こ
と

え
る
。
そ
こ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
新
約
聖
書
に
ほ
ぼ
限
定
さ

れ
、
い
っ
ぽ
う
仏
教
は
原
始
仏
典
で
は
な
く
、
世
親
の
『
ア
ビ

ダ
ル
マ
・
コ
ー
シ
ャ
（
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
）』、『
成
業
論
』、
唯

識
思
想
、『
法
華
経
』
の
思
想
、
天
台
智
顗
の
思
想
、
華
厳
思
想

な
ど
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
比
較
対
象
の
文
献
の
問
題
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
ア
プ
ロ
ー
チ
自
体
が
妥
当
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
宗
教
は「
聖

典
」
へ
の
虚
心
な
聴
聞
に
よ
っ
て
、
な
に
ほ
ど
か
そ
の
内
実
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
側
か
ら
の
問

いk

や
宗
教
哲
学
的
関
心
に
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
ゴ
ー
タ
マ
と
イ
エ
ス
の
比
較
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
上
来
み
て
き
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と

仏
教
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
こ
と
を
、
も
っ
と
も
雄
弁
に
立

証
す
る
も
の
こ
そ
ゴ
ー
タ
マ
と
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
こ
そ
が
比
較
作
業
と
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

今
、
ゴ
ー
タ
マ
と
イ
エ
ス
の
根
本
的
違
い
と
し
て
指
摘
し
た

こ
と
を
よ
く
考
え
れ
ば
、
実
は
ゴ
ー
タ
マ
と
イ
エ
ス
の
教
え
の

違
い
で
は
な
く
、
か
れ
ら
が
属
し
て
い
た
宗
教
類
型
の
違
い
で
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を
説
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
と
イ
エ
ス

の
言
葉
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
ゴ
ー
タ
マ
と
イ
エ
ス
の
言
葉
の
比
較
は
二
種
の

方
法
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
は
似
た
よ
う
な
社
会
的
状
況

の
中
で
、
人
々
に
ど
の
よ
う
に
語
り
、
振
る
舞
っ
た
か
と
い
う

対
比
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
互
い
に
周
囲
の
宗
教
に
対
し
、

ど
の
よ
う
に
そ
の
差
異
を
語
っ
た
か
、
そ
の
核
心
は
何
か
と
い

う
根
本
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
イ
エ
ス
の
言
葉
、
ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
の
解
釈
と
い
う
作
業

に
な
ろ
う
。

註

1
 

シ
ッ
ダ
ッ
タ
が
名
で
あ
り
、
ゴ
ー
タ
マ
は
姓
に
当
た
る
が
、

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と
言
い
慣
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

2
 

パ
ウ
ロ
は
「
サ
ウ
ル
、
サ
ウ
ル
、
何
故
、
わ
た
し
を
迫
害

す
る
の
か
」（
使
徒
言
行
録
九
：
四
）
と
い
う
幻
に
お
け
る

イ
エ
ス
の
言
葉
に
よ
っ
て
回
心
し
た
、
と
さ
れ
る
。

3
 

マ
タ
イ
、
ル
カ
に
も
並
行
す
る
言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は

マ
ル
コ
福
音
書
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

に
よ
る
生
死
輪
廻
の
超
克

こ
れ
ら
は
関
係
性
（
愛
）
の
宗
教
と
自
覚
の
宗
教
、
あ
る
い

は
救
い
と
さ
と
り
と
い
う
異
質
な
二
つ
の
宗
教
類
型
で
あ
るl

。

こ
の
二
類
型
は
洋
の
東
西
、
人
種
、
歴
史
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
。

イ
エ
ス
と
同
時
代
に
も
世
俗
を
離
れ
た
共
同
体
で
清
め
の
行

に
努
め
た
エ
ッ
セ
ネ
派
が
あ
り
、
知
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
世

か
ら
解
脱
す
る
哲
学
的
一
派
や
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
が
あ
っ
た
。

修
道
院
で
は
聖
化
の
修
行
が
現
代
で
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

ゴ
ー
タ
マ
に
や
や
遅
れ
る
時
代
に
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
は
創
造

神
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
へ
の
信
（
バ
ク
テ
ィ
）
に
よ
っ
て
、
死
後
に

梵
界
に
生
ま
れ
る
救
済
が
起
こ
り
、
一
種
の
救
済
者
で
あ
る
ク

リ
シ
ュ
ナ
や
、
劫
末
に
人
々
を
救
済
す
る
カ
ー
ル
キ
ー
も
い
る
。

仏
教
に
も
阿
弥
陀
仏
や
弥
勒
仏
、
観
音
菩
薩
な
ど
救
済
者
と
呼

べ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
種
の
宗
教
類
型
は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
や

仏
教
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
そ
れ
ら
を
ゴ
ー
タ
マ
と

イ
エ
ス
が
説
い
た
と
い
う
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な

類
型
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
宗
教
環
境
に
お
い
て
、
か
れ
ら
は
何
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の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

 

『
釈
迦
と
イ
エ
ス
』
古
川
碓
悟
、
一
九
五
〇
年
、
敬
文
堂
。

 

『
イ 

エ
ス
は
釈
迦
で
あ
る
ー
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
』
堀 

堅

士
レ
グ
ル
ス
文
庫
（
創
価
学
会
）、
一
九
七
三
年
。

 

『
釈
迦
と
イ
エ
ス
』
ひ
ろ
さ
ち
や
、
祥
伝
社
、
一
九
八
八
年
。

 

英 

雄
伝
説
『
イ
エ
ス
と
釈
迦
』
三
田
誠
広
、
講
談
社

一
九
八
九
年
。

0
 

そ
の
一
部
を
「
花
園
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
」
３
２
号
、

二
〇
〇
〇
年
に
発
表
。

a
 

並
行
漢
訳
『
方
広
大
荘
厳
経
』
例
え
ば H

. Beck, 

Buddhism
, 

一
九
二
八
年
。

b
 

Ｓ
Ｎ
は
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ（
相
応
部
）s

は
サ
ガ
ー
タ
・

ヴ
ァ
ッ
ガ
（
有
偈
篇
）
の
略
。

c
 

大
正
蔵
経
の
雑
阿
含
に
つ
け
ら
れ
た
経
番
号
。

d
 

そ
の
他 Snp.

一
・
五
チ
ュ
ン
ダ
、Snp.

（ 

長
阿
含
遊
行
経

三
：
一
八　

パ
リ
ニ
ッ
パ
ー
ナ
経
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、

チ
ベ
ッ
ト
、
有
部
雑
事
三
七
、六
期
）
な
ど
長
阿
含
二
と
Ｄ

Ｎ
一
六
。

e
 

イ
ン
ダ
ス
文
明
も
高
度
の
都
市
文
明
で
あ
っ
た
こ
と
が
発

で
、
マ
ル
コ
、
マ
タ
イ
、
ル
カ
の
三
福
音
書
を
共
観
福
音

書
と
い
う
。
そ
の
「
共
観
」
で
あ
る
。

4
 

法
集
論
、
分
別
論
、
界
説
論
、
人
施
設
論
、
双
論
、
発
趣
論
、

論
事
。

5
 

そ
れ
に
第
一
、
第
二
ペ
テ
ロ
書
簡
、
ベ
ブ
ラ
イ
書
、
第
三

ヨ
ハ
ネ
、
ヤ
コ
ブ
書
簡
を
含
め
た
も
の
。

6
 

『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
中
村
元　

岩
波

文
庫
、
一
九
八
四
年
。

7
 

ロ
ー
マ
人
に
宛
て
た
書
簡
、
コ
リ
ン
ト
人
、
Ⅰ
、
Ⅱ
、
ガ

ラ
テ
ヤ
、
テ
サ
ロ
ニ
ケ
Ⅰ
、
ピ
レ
モ
ン
宛
。

8
 

『
マ
タ
イ
』
と
『
ル
カ
』
の
共
通
部
分
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も

の
で
、Q

uelle (

資
料)

か
ら
Ｑ
と
呼
ば
れ
る
。

9
 

こ
の
こ
と
の
困
難
さ
の
ゆ
え
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
ゴ

ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
を
比
較
し
た
学
問
的
な
研
究
は
ほ
と

ん
ど
存
在
し
な
い
。「
ブ
ッ
ダ
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」

Richard H
. D

rum
onnd 

（
八
木
誠
一
・
田
中
友
敏
、法
蔵
館
、

二
〇
〇
七
年
）
は
、
ブ
ッ
ダ
に
つ
い
て
、
文
献
か
ら
語
る

こ
と
が
非
常
に
少
な
く
、
ま
た
そ
の
仏
教
理
解
に
は
大
き

な
疑
問
が
あ
る
。
学
問
的
研
究
と
は
い
い
難
い
も
の
に
次
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ド
ゥ
ー
教
の
中
で
も
一
神
教
の
要
素
が
強
い
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ

派
と
、
完
全
な
一
神
教
で
あ
る
シ
ー
ク
教
に
言
及
し
て
い

る
だ
け
な
の
で
、
Ｘ
型
宗
教
の
共
通 

特
性
を
言
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
面
が
あ
る
。
逆
に
、
Ｈ
・
キ
ュ
ン
ク
は
宗
教

の
類
型
と
し
て
一
神
教
、
仏
教
、
道
教
と
三
類
型
に
分
け

て
い
る
が
、
後
の
二
者
の
共
通
項
に
気
づ
い
て
い
な
い
。

掘
に
よ
り
分
か
っ
て
い
る
。

f
 

「
法
（
ダ
ン
マ
）
に
依
れ
」
と
は
説
か
れ
る
が
、
ダ
ン
マ
と

は
何
か
、
と
い
う
問
題
は
ゴ
ー
タ
マ
の
言
葉
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

g
 

初
版
、
一
九
五
六
年
、
青
山
書
院
、
新
版
、
筑
摩
書
房
、

一
九
六
八
年
。

h
 

同
上
書
、
序
文　

四
‐
六
頁
。

i
 

一
九
七
五
年
、
法
蔵
館
。

j
 

同
上
書
、
一
二
頁
。

k
 

こ
の
問
い
に
よ
る
比
較
が
必
ず
し
も
十
分
な
も
の
で
は
な

い
こ
と
は
、
増
谷
氏
も
気
づ
い
て
「
そ
れ
ら
の
問
い
を
通

し
て
仏
教
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
を
観
察
し
検
討
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
の
二
つ
の
宗
教
を
ま

っ
た
く
人
間
的
立
場
か
ら
試
み
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
は
る
か
に
、
人
間
を

超
絶
し
た
高
き
彼
方
の
な
に
も
の
か
を
取
り
落
し
て
は
い

な
い
か
と
憂
え
ざ
る
を
え
な
い
」（
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

l
 

Ｊ
・
ヒ
ッ
ク
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
だ
と
い
う
神
中
心

主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
と
ヒ
ン
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松
岡
先
生
の
大
変
興
味
深
い
研
究
御
発
表
に
接
し
て
、
学
ば

せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
と
キ
リ
ス

ト
教
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
典
概
念
の
大
き
な
相
違
を
開
明
す
る
こ
と

を
始
め
と
し
、
仏
教
に
お
け
る
原
始
経
典
成
立
史
と
新
約
聖
書

の
諸
福
音
書
（
イ
エ
ス
の
言
葉
と
さ
れ
る
語
録
が
多
く
含
ま
れ

る
）
の
伝
承
史
・
編
集
史
を
一
定
の
同
じ
準
拠
枠
の
下
に
問
題

化
す
る
こ
と
の
決
定
的
難
点
の
御
指
摘
も
、
双
方
の
二
大
世
界

宗
教
の
創
設
者
た
ち
が
語
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
言
葉
の
比
較
を

試
み
る
こ
と
の
至
難
さ
へ
と
わ
た
し
を
導
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
の
上
で
、（
そ
の
語
り
出
さ
れ
た
言
葉
を
巡
っ
て
）
ゴ
ー
ダ
マ

と
イ
エ
ス
の
む
し
ろ
対
照
（
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
）
化
が
ど
の
よ
う

な
比
較
軸
を
通
し
て
真
正
に
な
さ
れ
る
の
か
を
提
起
し
て
下
さ

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
比
較
の
た
め
の
軸
と
は
、
一
つ
に
は
、
両

創
始
者
が
身
を
置
い
て
い
た
「
類
似
せ
る
社
会
的
状
況
」
に
お

け
る
人
々
と
の
関
わ
り
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
両
者
が
そ
の
背

景
か
ら
し
て
有
す
る
宗
教
的
環
境
か
ら
の
「
相
違
せ
る
宗
教
類

型
」
の
峻
別
で
あ
る
、
と
開
陳
さ
れ
て
ゆ
き
ま
す
。

以
下
で
は
、
先
生
の
御
発
表
を
拝
聴
し
て
わ
た
し
が
考
え
さ

せ
ら
れ
ま
し
た
幾
つ
か
の
点
を
記
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

（
一
） 

ヘ
ブ
ラ
イ
的
（
即
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
が
〈
イ
エ
ス
の

言
葉
〉
と
し
て
伝
承
史
の
過
程
に
取
り
入
れ
る
際
に
も
前
提
と

も
な
る
）「
言
葉
理
解
」
は
、
神
の
自
己
表
明
の
根
源
性
に
お
い

て
〈
現
実
そ
の
も
の
と
成
る
も
の
と
し
て
の
言
葉
（dabar

）〉

が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
神
と
集
合
的
な
人
間
共
同
体
の
間
に
開

か
れ
た
〈
救
い
の
歴
史
〉
の
関
係
性
の
中
で
現
実
化
・
実
現
し

て
い
く
行
為
（
遂
行
）
性
格
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
脈
絡
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
「
イ
エ
ス
の
言
葉
」

は
現
実
の
力
動
的
な
成
就
が
凌
駕
不
可
能
な
終
末
論
的
次
元
を

開
示
し
結
晶
化
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
卓
越
し
た
意
味
機
能
を

獲
得
し
、
言
葉
理
解
の
神
学
的
敷
衍
化
を
も
た
ら
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
の
伝
承
過
程
で
〈
ゴ
ー
ダ
マ
の
言
葉
〉

と
さ
れ
る
も
の
が
固
有
か
つ
決
定
的
意
義
を
有
す
る
「
言
葉
理

レ
ス
ポ
ン
ス 

長
町
裕
司
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て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
三
） 

確
か
に
、
そ
の
背
景
を
成
す
宗
教
的
環
境
か
ら
「
相

異
な
る
宗
教
類
型
」
が
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ゴ
ー
ダ
マ
ー
が
出
自
と
す
る
イ
ン
ド
の
宗
教
事
情
と

イ
エ
ス
が
背
景
と
す
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
歴
史
的
展
開
の
様
相
と
は

隔
絶
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、（D

avid Strauss

に
よ
っ
て
提

起
さ
れ
、K

arl Jaspers

が
そ
の
『
歴
史
の
起
源
と
目
標
』
に
お

い
て
活
用
し
た
）
枢
軸
時
代
（A

chsenzeit

）
と
い
う
世
界
史
の

軸
と
な
る
同
時
期
的
な
精
神
的
覚
醒
の
並
行
現
象
を
仏
教
と
キ

リ
ス
ト
教
に
当
て
は
め
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
紀
元
前
５
世
紀

を
前
後
し
て
、
イ
ン
ド
で
の
ゴ
ー
ダ
マ
の
修
行
と
悟
り
の
開
闢
、

シ
ナ
で
の
孔
子
及
び
孟
子
の
活
動
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
の
ソ
ク

ラ
テ
ス
‐
プ
ラ
ト
ン
に
端
を
発
す
る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
の
運
動

等
と
の
並
行
現
象
に
あ
る
の
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
‐
ユ
ダ
ヤ
に
お

け
る
大
預
言
者
と
呼
ば
れ
る
イ
ザ
ヤ
・
エ
レ
ミ
ヤ
・
エ
ゼ
キ
エ

ル
の
預
言
活
動
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
預
言
者
の
言
葉
と
イ
エ
ス

が
語
っ
た
言
葉
の
連
関
は
再
び
全
く
別
の
準
拠
枠
か
ら
問
わ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

解
」
の
進
展
も
し
く
は
変
位
を
帰
結
し
て
い
な
い
と
い
う
見
地

自
体
、
む
し
ろ
仏
教
に
お
け
る
〈
行
（
修
行
）〉
と
〈
言
葉
〉
と

の
固
有
で
独
自
な
関
係
を
見
出
す
た
め
の
端
緒
と
な
り
得
る
と

考
え
る
が
、
如
何
が
で
あ
ろ
う
か
？

（
二
） 

〈
ゴ
ー
ダ
マ
の
語
っ
た
言
葉
〉
と
〈
イ
エ
ス
の
語
っ
た

言
葉
〉
と
で
は
、
そ
の
歴
史
的
‐
精
神
的
境
涯
が
布
置
す
る
脈

絡
か
ら
の
志
向
内
実
に
お
い
て
根
本
的
な
分
岐
点
が
出
現
す
る

と
も
言
え
る
。

ド
イ
ツ
の
現
象
学
哲
学
の
重
鎮
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
氏 

（K
laus H

eld,

一
九
三
六
‐
）
が
或
る
論
稿
で
指
摘
し
て
お
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
〈
新
た
な
存
在
現

実
へ
の
創
造creatio

の
パ
ト
ス
〉
に
対
し
て
、
仏
教
の
精
神

性
に
お
い
て
は
〈
無
へ
の
解
脱
の
パ
ト
ス
〉
が
支
配
的
で
あ
る

と
西
洋
の
哲
学
的
見
地
に
お
い
て
は
理
解
さ
れ
て
い
る
（『
エ

ー
ト
ス
と
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
の
経
験
』、
斉
藤 

渉 

訳
、『
理

想
』
六
六
七
号
、
特
集
〈
現
象
学
の
新
た
な
展
開
〉、
理
想
社
、

二
〇
〇
一
年
七
月
、
三
二
‐
四
八
頁
）。
こ
う
い
っ
た
思
想
上
の

根
本
的
な
志
向
内
実
の
相
違
を
方
向
づ
け
る
原
点
と
し
て
も
、

二
つ
の
二
大
世
界
宗
教
の
創
始
者
の
語
っ
た
言
葉
は
比
較
さ
れ
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は
な
い
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
パ
ウ
ロ
は
イ
エ
ス
の
言

葉
に
全
然
触
れ
て
い
な
い
、
何
に
触
れ
て
い
る
か
と
言

う
と
死
ん
で
蘇
っ
た
と
い
う
そ
れ
だ
け
だ
か
ら
、
す
べ

て
そ
こ
か
ら
言
っ
て
い
る
の
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
ブ

ル
ト
マ
ン
が
イ
エ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
意
味
は

イ
エ
ス
が
存
在
し
て
死
ん
だ
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
話
だ

と
言
い
ま
し
た
が
、
復
活
し
た
と
い
う
の
は
弟
子
た
ち

が
言
っ
た
の
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
と
言

う
の
は
だ
い
た
い
イ
エ
ス
の
言
葉
抜
き
で
成
り
立
っ
て

い
る
わ
け
で
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
や
は
り
駄
目
だ

か
ら
、
あ
と
で
く
っ
つ
い
て
く
る
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。

た
と
え
ば
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
イ
エ
ス
の
言
行
録
と
い
う

体
裁
を
と
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の

イ
エ
ス
の
言
葉
と
い
う
の
は
実
際
イ
エ
ス
の
言
葉
で
は

な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
す
し
、
僕
も
実
際
そ
う
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
仏
教
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
お
書
き
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
ブ
ッ
ダ
の
、
ブ
ッ
ダ
は
一
人
の
覚

者
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
な
し
に
も

成
り
立
つ
ん
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も
実
は
そ
う
な
ん

八
木
誠 

せ
っ
か
く
だ
か
ら
二
、三
点
、
ち
ょ
っ
と
気
が
付
い
た

こ
と
を
。
お
っ
し
ゃ
る
の
は
全
く
そ
の
通
り
で
し
て

ね
。
全
体
と
し
て
は
そ
う
な
ん
だ
け
ど
、
気
に
な
る
の

は
ゴ
ー
タ
マ
も
イ
エ
ス
も
宗
教
の
創
始
者
だ
、
と
い
う

の
は
違
う
ん
で
す
よ
。
ゴ
ー
タ
マ
は
確
か
に
仏
教
の
創

始
者
だ
け
ど
、
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
の
創
始
者
で
は

な
い
ん
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
を
始
め
た
の
は
、
十
字
架

上
で
殺
さ
れ
て
蘇
っ
た
イ
エ
ス
こ
そ
キ
リ
ス
ト
だ
と
言

い
出
し
た
エ
ル
サ
レ
ム
教
団
の
弟
子
た
ち
で
し
て
ね
。

イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
だ
と
い
う
の
が
キ
リ
ス
ト
教
だ
か

ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
イ
エ
ス
の
弟
子
で
あ
っ
て
イ
エ
ス

じ
ゃ
な
い
、
そ
れ
が
一
点
と
。
そ
れ
と
関
係
す
る
こ
と

で
す
が
、
イ
エ
ス
の
言
葉
抜
き
で
キ
リ
ス
ト
教
は
あ
り

え
な
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
そ
ん
な
こ
と

討
議 

Ⅴ 

司
会　

長
町
裕
司
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特
に
実
際
に
キ
リ
ス
ト
教
は
使
徒
信
条
と
か
ニ
ケ
ア
信

条
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
、
そ
こ
で
は
イ
エ
ス
が
ど
う

生
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
欠
落
し
て
、
処
女
か
ら
生

ま
れ
て
ポ
ン
テ
オ
・
ピ
ラ
ト
の
も
と
で
十
字
架
に
つ
け

ら
れ
て
と
パ
ッ
と
飛
ぶ
わ
け
で
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と

が
だ
い
た
い
洗
礼
を
受
け
る
と
き
に
必
要
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は

イ
エ
ス
が
ど
う
生
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て

あ
り
え
た
し
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
歴
史
的
に
発
展

し
て
き
た
要
素
も
あ
る
。
で
も
、
ま
ぁ
、
新
約
聖
書
は

こ
う
決
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
、
た
だ
お
っ
し
ゃ
る
こ
と

は
非
常
に
良
く
わ
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
パ
ウ
ロ
と

は
全
然
違
う
イ
エ
ス
と
い
う
も
の
を
、
私
は
大
き
く
仏

教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
と
い
う
こ
と
で
や
っ
て
お
り

ま
す
の
で
、
そ
の
中
で
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
と
ど
う
イ

エ
ス
が
違
う
の
か
、
ま
た
歴
史
的
に
ど
う
ず
っ
と
間
違

え
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

だ
い
た
い
イ
エ
ス
は
「
誰
も
地
上
の
父
を
父
と
言
う
な
」

と
言
い
ま
す
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
パ
パ
と
言
い
ま
す
し
、

で
す
、
そ
の
点
が
一
つ
気
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
か

ら
、「
キ
リ
ス
ト
教
で
は
言
葉
は
真
理
を
伝
達
し
う
る
」、

こ
れ
は
ご
自
分
で
も
ち
ょ
っ
と
違
う
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
表
現
を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り

キ
リ
ス
ト
教
と
新
約
聖
書
と
イ
エ
ス
と
を
区
別
し
な
い

と
い
け
な
い
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
方
は
言
葉
と
い
う

の
は
語
り
か
け
で
、
言
葉
そ
の
も
の
を
受
け
取
る
こ
と

は
本
当
は
真
理
を
伝
達
す
る
こ
と
で
は
な
い
な
ん
だ
け

ど
、
確
か
に
そ
う
い
う
形
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
の
で

す
ね
、
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で
、
そ
こ
は
僕
が
非
常
に
不
当
な
点
だ
と
思
っ
て

い
る
の
で
す
。
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
で
も
言
葉
と
真
理

の
関
係
は
、
つ
ま
り
イ
エ
ス
や
パ
ウ
ロ
と
は
違
う
の
で
、

こ
う
い
う
風
に
お
っ
し
ゃ
り
た
い
気
持
ち
は
分
か
り
ま

す
が
、「
救
済
と
い
っ
た
方
が
良
い
か
も
し
れ
な
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、
そ
っ
ち
の
方
が
当
た
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
よ
。

松
岡 

お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
良
く
わ
か
り
ま
す
。
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の
言
葉
な
の
か
、
こ
れ
を
区
別
す
る
と
も
っ
と
は
っ
き

り
し
ま
す
。

松
岡 

そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
歴
史
の
イ
エ
ス
の
言
葉
と
い

う
の
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
で
、
わ
ず
か

ア
ラ
ム
語
に
遡
る
ほ
ん
の
断
片
く
ら
い
し
か
な
い
も
の

で
す
か
ら
。

八
木
誠　

そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

松
岡 

そ
れ
で
も
伝
聞
で
し
か
な
い
の
で
、
そ
れ
を
で
き
る
だ

け
精
査
し
て
そ
れ
に
依
ろ
う
と
。
そ
う
い
う
意
味
で
は

歴
史
的
な
イ
エ
ス
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
と
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
の
思
想
と
い
う
の
は
違
う
と
思
い
ま
す
か

ら
。
そ
の
違
う
思
想
が
ど
う
い
う
形
で
継
承
さ
れ
て
、

ど
う
い
う
風
に
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
役
割
を
果
た
し
て

来
た
か
と
い
う
こ
と
を
一
方
で
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

田
中 

長
町
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
お
返
事
を
お
聞
き
し

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
時
間
の
関
係
で
一
点
だ
け
。

十
字
架
の
死
と
ゴ
ー
タ
マ
の
死
と
、
死
に
よ
っ
て
教
祖

「
教
師
と
呼
ば
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
け
れ

ど
も
、
わ
た
し
は
日
本
基
督
教
団
で
す
か
ら
私
は
「
教

師
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
ね
。
何
も
聞
い
て
な
い
ん
で

す
よ
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
。
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
こ
と
は

わ
か
り
ま
す
。
た
だ
一
応
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
い
う

こ
と
で
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ブ

ッ
ダ
が
た
く
さ
ん
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
も
同
じ

よ
う
だ
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、
そ
れ
は
ど
う
か
な
と
思
い

ま
す
。
私
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
言
葉
と
い
う
の
は
イ
エ

ス
の
言
葉
に
対
す
る
応
答
こ
そ
が
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を

聞
い
て
そ
れ
に
主
体
的
に
応
答
す
る
こ
と
が
、
信
仰
だ

と
思
い
ま
す
の
で
ね
。
そ
こ
が
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
言

う
か
、
言
っ
て
み
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
違
い
だ
と

思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
わ
た
し
は
一
応
そ
の
よ
う

な
立
場
な
の
で
、
私
に
と
っ
て
イ
エ
ス
の
言
葉
は
非
常

に
重
い
と
思
い
ま
す
。

八
木
誠　

つ
ま
り
、
歴
史
の
イ
エ
ス
の
言
葉
な
の
か
、
福
音
書

の
イ
エ
ス
の
言
葉
な
の
か
、
と
く
に
ヨ
ハ
ネ
の
イ
エ
ス
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中
で
の
行
い
で
あ
り
、
あ
る
い
は
歴
史
的
に
言
え
ば
歴

史
の
中
で
実
現
し
て
ゆ
く
よ
う
な
社
会
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
こ
と
と
仏
教
の
修
行
で
言
う
行
い
と
い
う

の
は
全
く
個
人
の
こ
と
で
す
か
ら
そ
れ
は
違
う
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
田
中
先
生
が
お
っ
し

ゃ
っ
た
よ
う
に
、
二
人
の
死
に
よ
っ
て
大
き
な
運
動
が

お
こ
り
、
そ
れ
が
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
運
動
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
の
衝
撃
は
違
う
と
思
う
の
で
す
ね
。
わ

た
し
に
と
っ
て
あ
く
ま
で
イ
エ
ス
は
刑
死
さ
れ
た
、
処

刑
さ
れ
た
刑
死
と
し
て
捉
え
て
お
り
ま
す
か
ら
、
殺
さ

れ
た
人
で
す
。
一
番
む
ご
た
ら
し
い
死
を
死
ん
だ
そ
う

い
う
男
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
こ

か
ら
言
葉
が
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
、
パ
ウ
ロ
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
な
の
が
最
初
の
言
葉
で
し
た
か
ら
、
そ

の
最
初
の
言
葉
が
パ
ウ
ロ
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら

イ
エ
ス
の
思
い
出
と
し
て
福
音
書
に
連
な
る
よ
う
な
伝

承
が
集
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す

ね
。
そ
れ
に
対
し
て
ブ
ッ
タ
と
い
う
の
は
、本
来
は
「
一

の
肉
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
ぞ
れ
弟
子
た
ち
が
死
後
に
そ
の
言
葉
を
た
と

え
ば
福
音
書
と
い
う
形
で
、
あ
る
い
は
ゴ
ー
タ
マ
の
場

合
に
は
口
承
に
よ
っ
て
長
く
伝
え
ま
す
ね
。
ゴ
ー
タ
マ

の
言
葉
を
暗
唱
し
て
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
っ
た
そ
う

い
う
時
期
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
二
人
の
死
の
後
に
言

葉
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お

考
え
に
な
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
二
つ
の
死
の
意

味
を
長
町
先
生
は
根
源
的
な
る
も
の
へ
の
還
滅
と
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
的
な
表
現
を
だ
い
ぶ
使
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
や
は
り
根
源
的
な
る
も
の
に
還
っ
て
言
葉
が
出
て

く
る
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て

お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

松
岡 

言
葉
と
い
う
こ
と
で
申
し
ま
す
と
、
ヘ
ブ
ラ
イ
で
も
、

あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ャ
の
ロ
ゴ
ス
も
そ
う
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
言
葉
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
、
た
だ
行
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
キ
リ
ス

ト
教
の
場
合
は
あ
く
ま
で
も
行
い
と
言
え
ば
関
係
性
の
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ー
ナ
、
大
涅
槃
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ブ
ッ
タ
の
教

え
そ
の
も
の
が
生
ま
れ
る
前
に
還
る
よ
う
な
そ
う
い
う

も
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
普
通
に
わ
た
し
た

ち
が
五
感
を
使
っ
て
い
っ
て
い
る
そ
の
活
動
と
い
う
の

を
止
め
る
と
こ
ろ
が
涅
槃
な
も
の
で
す
か
ら
、
常
に
死

ん
で
い
た
と
言
え
ば
常
に
死
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か

な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

長
町 

人
間
の
側
か
ら
問
い
を
立
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
人
間
の
死
、
そ
の
言
葉
を

語
ら
れ
た
お
二
人
の
生
の
貫
徹
、
そ
れ
が
ど
こ
へ
終
局

化
し
、
究
極
決
定
性
を
得
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
捉

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
。

松
岡 

だ
か
ら
違
い
と
し
て
捉
え
る
、
そ
れ
は
大
き
な
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
。

長
町 

僕
の
感
じ
で
は
、
現
わ
れ
た
も
の
と
し
て
は
様
相
は
違

う
の
で
す
が
。
お
時
間
で
す
が
、
な
に
か
コ
メ
ン
ト
と

か
ご
ざ
い
ま
す
か
。
そ
れ
で
は
先
生
、
大
変
刺
激
的
で

ず
っ
と
心
に
残
る
ご
発
表
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

切
は
無
常
」
と
弟
子
達
は
ブ
ッ
ダ
か
ら
教
わ
っ
た
の
で

す
か
ら
、
た
だ
冷
静
で
あ
る
べ
き
な
の
に
非
常
に
嘆
き

悲
し
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
出
来
事

と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ブ
ッ

タ
が
い
な
い
と
い
う
思
い
が
大
乗
仏
教
に
繋
が
る
よ
う

な
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
信
仰
を
生
み
、
仏
塔
で
す
ね
お
墓
で

す
け
ど
ね
。
そ
う
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
長
町
先
生
が
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
な
同
じ
と
こ
ろ
に
還
っ
て
ゆ
く
と
い

う
ふ
う
に
は
私
に
は
な
か
な
か
思
え
な
い
の
で
す
ね
。

と
い
う
の
は
、
ブ
ッ
タ
と
い
う
の
は
肉
体
的
に
亡
く
な

ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
い
つ
も
い
つ
も
死
を
超
え
て

お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
か
ら
、
い
つ
い
つ
も
そ
う
で
あ

っ
た
、
そ
の
こ
と
が
肉
体
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た

と
理
解
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
。
弟
子
た
ち
に
と
っ

て
、
つ
ま
り
ブ
ッ
ダ
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
人
々
に

対
し
て
は
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
っ

た
と
し
て
も
、
ち
ょ
っ
と
死
ん
で
ど
こ
か
に
還
っ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
か
ら
。
パ
リ
ニ
ッ
パ




